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右の二つは傷みがないところを

みると未使用のものだろう。い

ずれも骨揖市で見つけたもの

で、ひとつ 300 円から 500 円

.. 
文選箱

三宅政吉
グラフィック ・ デザイナー閉

た
だ
の
汚
い
規
い
木
箱
だ
が
、
こ
れ
は
活
版
印
刷
で
使
う

文
選
箱
で
あ
る

。

活
版
印
刷
で
は
文
選
丁
と
呼
ば
れ
る
職
人
が
、
原
稿
と
こ

の
箱
を
左
手
に
持
ち
、
右
手
で
活
字
が
収
め
ら
れ
た
棚
か
ら

ひ
と
つ
ず
つ
活
字
を
拾
っ
て
ゆ
く

。

箱
に
収
め
ら
れ
た
活
字

は
柏
字
（
ち
ょ
く
じ
•
し
ょ
く
じ
）
t
に
渡
さ
れ
る
。

文
選

上
が
拾
う
の
は
淡
字
と
か
な
だ
け
で
あ
り
、
約
物
と
呼
ば
れ

る
句
読
点
や
括
弧
類
は
植
字
工
の
そ
ば
に
似
か
れ
て
い
る

。

植
字
工
は
ス
テ
ッ
チ
と
呼
ば
れ
る
鍵
刑
の
道
具
を
左
手
に

持
ち
、

一
字
一
字
活
字
を
並
べ
、
行
間
に
は
イ
ン
テ
ル
と
呼

ば
れ
る
薄
い
金
属
を
入
れ
込
み
ペ
ー
ジ
を
組
み
上
げ
る。

糾

み
上
が
る
と
四
辺
に
木
の
枠
を
は
め
、
木
綿
の
く
く
り
糸
で

縛
り
、
固
定
す
る

。

そ

し
て
、
校
正
刷
り
に
回

さ
れ
、
間
遥
い
が
あ
れ

ば
訂
正
さ
れ
印
刷
さ
れ

る
。今

で
は
活
版

印
刷
に

よ
る
本
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
。

句
集
や
歌

集
、
詩
集
な
ど
に
は
と

き
ど
き
活
版
印
制
の
も

の
が
あ
る
が
、
小
説
や

評
論
集
と
い
っ
た
散
文

の
掛
物
で
は
皆
無
と
言

學

っ
て
い
い
だ
ろ
う

。

私
が
エ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
に
入
っ
た

四
0
年
ほ
ど
前
に
は
、
雑
誌
で
も
ま
だ
活
版
の
ペ
ー
ジ
が
あ

り
、
そ
こ
で
活
版
印
刷
の
指
定
の
や
り
か
た
を
蛇
え
た
が
、

す
ぐ
に
写
植
を
使
っ
た
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
へ
と
全
而
的
に
変

わ
っ
て
い
っ
た

。

ち
ょ
う
ど
活
版
印
澗
の
終
馬
期
に
あ
た
る

わ
け
で
あ
る

。

組
版
は
万
植
と
な
り
、
そ
の
写
植
も
手
動
式

か
ら
電
符
写
植
へ
と
進
化
し
て
行
く

。

そ
し
て
現
在
で
は
写

植
に
よ
る
組
版
も
ほ
と
ん
ど
姿
を
泊
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

よ
る
組
版

(D
T
P

)
が
上
流
と
な
っ
て
い
る

。

さ
て
こ
の
文
選
箱
だ
が
、
写
真
を
見
て
も
ら
え
ば
わ
か

る
よ
う
に
、
規
格
が
統

一
さ
れ
て
い
る
。

内
の
り

で
、
縦

一
五
0
ミ
リ
、
横
し
万
ミ
リ
、
深
さ
一
八
ミ
リ
で
あ
る
。

L
L

号
活
字

(1
0
.
5ポ
イ
ン
ト

）
が

一
行

―
1
0字
の
四
0
行
で
、

八
0
0
文
字
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
四

0
0
字
詰
め
原
稿

用
紙
二
枚
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

重
さ
は
約
ニ
キ
ロ
に
な

る
。

横
の
仕
切
り
の
な
い
も
の
や
、
二
段
か
ら
六
段
の
も
の

も
あ
り
、
縦
の
仕
切
り
を
備
え
た
も
の
も
あ
る

。

も
う
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
活
版
印
刷
で
は
あ
る
が
、
そ

の
暖
か
な
風
合
い
や
力
強
さ
な
ど
が
見
直
さ
れ
、
若
い
テ
サ

イ
ナ
ー
の
あ
い
だ
で
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る

。

廃
業
し
た
印

副
所
か
ら
、
小
型
の
活
版
印
測
機
を
譲
り
受
け
、
自
分
で
名

刺
や
カ
ー
ド
を
印
刷
し
た
り
、
ま
た
、
活
版
印
刷
に
特
化
し

た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
印
瑚
所
も
増
え
て
き
て
い
る
。

ア
ナ
ロ
グ
印
刷
の
再
評
価
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
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ば
、
た
だ
一
向
に
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
、
佛
の
来
迎
は
法
爾
の
道
理
に
て
う
た
が
い
な
し。

人
間
の
生
活
環
境
に
は
、
様
々
な
「
法
」
が
あ
る
。

自
然
法
と
人
為
法
と
に
ま
と
め
る
事
が
出
来
る

。

か
い
ぴ
ゃ
く

自
然
法
は
大
宇
宙
に
本
然
的
に
備
わ
っ
た
法
で
あ
っ
て
、
大
宇
宙
の
開
闊
以
来
備
わ
っ
た
法
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
逆
ら
う
事
も
、
変
化
さ
せ
る
事
も
で
き
な
い。

人
為
法
は
人
間
の
生
活
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
、
人
間
の
考
え
出
し
た
法
で
あ
っ
て
、
時
代
や
環
境
の

変
化
に
よ
っ
て
、
適
宜
に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
掲
げ
た
ご
法
語
の
「
法
爾
の
道
理
」
は
、
自
然
法
で
あ
っ

て
、
火
を
焚
け
ば
ほ
の
お
は
手
を
加

え
な
い
限
り
空
に
登
り
、
水
は
必
ず
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い
と
こ
ろ
に
流
れ
る。

菓
子
と
言
っ
て
も
こ
の
時
代
の
菓
子
は
、
水
菓
子
で
あ
っ

て
、
現
代
の
よ
う
な
菓
子
で
は
な
い
。

果
物

に
は
自
然
に
酸
っ
ば
い
も
の
、
甘
い
も
の
、
自
然
に
備
わっ
た
味
が
あ
っ

て
、
人
工
的
に
手
を
加
え
な
い

限
り
、
持
ち
味
を
変
え
る
事
は
出
来
な
い
。

阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、
名
号
を
も
て
罪
悪
の
衆
生
を
み
ち
び
か
ん
と
‘
ち
か
い
給
い
た
れ

物
あ
り

、

あ
ま
き
物
あ
り

。

来
迎
引
接

こ
れ
ら
は
み
な
法
爾
の
道
理
な
り

。

ほ
の
お
は
空
に
の
ぼ
り

、

水
は
く
だ
り
さ
ま
に
な
が
る

。

菓
子
の
中
に

、

す
き

ほ
う
に法

爾
の
道
理
と
云
う
事
あ
り

。

そ
の



じ
っ
こ
う

阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
は
、
法
蔵
菩
薩
が
十
劫
の
昔
に
四
十
八
願
を
た
て
ら
れ
、
願
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏

と
な
ら
れ
た
。

十
劫
の
過
去
と
は
、
無
限
の
過
去
に
誓
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
表
現
を
変
え
て
言
い
換

ら
い
こ
う
い
ん
じ
ょ
う
じ

ね
ん

え
れ
ば
、
念
仏
者
を
来
迎
引
接
下
さ
る
の
は
法
爾
自
然
の
道
理
で
あ
る
か
ら
、
念
仏
を
称
え
さ
え
す
れ
ば
、

念
仏
者
の
人
柄
の
如
何
を
問
わ
ず
、
お
浄
土
に
お
迎
え
く
だ
さ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い

。

法
然
上
人
が
ご
苦
労
さ
れ
た
の
は
、
九
歳
の
と
き
朱
に
染
ま
っ
た
父
親
が
、
出
家
を
し
て
全
て
の
人
が

救
わ
れ
る
道
を
求
め
弘
め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
ま
で
自
分
の
体
験
し
た
方
法
で
は
、

「
全
て
の
人
」
は
当
て
は
ま
ら
な
い

。

そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
法
爾
の
道
理
と
受
け
取
れ
ば
、
凡
夫

が
極
楽
往
生
を
達
成
す
る
の
は
間
違
い
な
い
、
念
仏
の

一
行
に
徹
底
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
、

こ
の
ご
法
語
の
蒋
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
ご
う

法
然
上
人
に
は
、
五
十
年
に

一
度
今
上
天
皇
か
ら
誼
号
を
頂
く
慣
例
が
あ
る
が
、
平
成
天
皇
か
ら
は
「
法

爾
」
と
い
う
誼
号
を
頂
い
て
い
る

。

念
仏
を
称
え
る
全
て
の
人
を
極
楽
浄
土
に
祁
く
方
法
を
見
出
だ
し
た

法
然
上
人
に
相
応
し
い
誼
号
を
頂
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

。



．
阿
弥
陀
仏
を
主
人
公
と
し
て
ー
「
浄
土
三
部
経
」
の
主
旨
ー

は
じ
め
に
阿
弥
陀
仏
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
ら
れ
た
時
に
発
さ
れ
た
本
願

前
回
、
「
浄
土
三
部
経
」
の
拝
読
を
含
む
五
種
正
行
を
修
め
れ
ば
、
私
達
の
心
は
自
ず
と
称
名
念
仏

一

行
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
法
然
上
人
の
ご
法
語
を
紹
介
し
ま
し
た。

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
法
然

上
人
は
、
「
浄
土三
部
経
」
の
説
示
内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
「逆
修
説
法
」

に
お
い
て
法
然
上
人
は
、
「
浄
土
三
部
経
」
の
各
経
典
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と

言
で
ま

と
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。

「無
量
寿
経
」
に
は
、
は
じ
め
に
阿
弥
陀
如
来
の
因
位
の
本
願
を
説
き
、
次
に
彼
の
仏
の
果
位
の
二

し
e
う
い
ん
か
ん
か

報
荘
厳
を
説
く
な
り

。

し
か
れ
ば
、
こ
の
経
に
は
阿
弥
陀
仏
の
酬
因
感
果
の
功
徳
を
説
く
な
り。（昭

法
全
二
＿
―
-
六
）

（試
訳

「無
批
寿
経
」
に
は
、

法
然
上
人

④
 

法
然
上
人
と

「
浄
土
三
部
経

」

【
連
載
八
】

林
田
康
順

（
大
正
大
学
教
授
）



法然上人と親鸞聖人（八）

が
説
か
れ
、
次
に
法
蔵
菩
薩
が
成
仏
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
お
姿
や
極
楽
浄
土
の
荘
厳

が
説
か
れ
て
い
ま
す

。

で
す
か
ら

『無
量
寿
経
』
に
は
菩
薩
時
代
の
修
行
と
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
浄
土

の
功
徳
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

）

『観
無
量
寿
経
』
に
二
つ
の
意
あ
り
。

は
じ
め
に
は
定
散
二
善
を
修
し
て
往
生
す
る
こ
と
を
明
か
し
、

次
に
は
名
号
を
称
し
て
往
生
す
る
こ
と
を
明
か
す
。

…
凡
そ
念
仏
往
生
の
諸
行
往
生
に
勝
る
こ
と
多

義
あ
り
。

（
昭
法
全二
三
八
ー
ニ
四
四
）

（
試
訳
「観
無
量
寿
経
』
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
内
容
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に
、
静
寂
な

境
地
に
心
を
留
め
て
修
め
る
行
や
散
り
乱
れ
る
心
の
ま
ま
に
修
め
る
行
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が

説
か
れ
、
次
に
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
て
往
生
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

…
諸
行
を
修
め

て
往
生
す
る
こ
と
よ
り
も
、
念
仏
を
称
え
て
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
の
方
が
勝
れ
て
い
る
典
拠
は
数
多

く
あ
り
ま
す

。

）

え
し
ょ
う
に
ほ
う

『阿
弥
陀
経
」
は
、
は
じ
め
に
極
楽
世
界
の
依
正
二
報
を
説
き
、
次
に

一
日
七
日
の
念
仏
を
修
し
て

し
ょ
う
じ
ょ
う
ご
ね
ん

往
生
す
る
こ
と
を
説
き
、
後
に
六
方
の
諸
仏
、
念
仏
の

一
行
に
お
い
て
証
誠
護
念
し
た
も
う
旨
を
説

け
り
。

（
昭
法
全三
―
―七
）

（
試
訳
『阿
弥
陀
経
」
は
、
は
じ
め
に
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
浄
土
に
つ
い
て
説
か
れ
、
続
い
て

一
日
か

ら
七
日
に
わ
た
っ
て
念
仏
を
称
え
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
説
か
れ
、
最
後
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

世
界
の
諸
仏
が
念
仏

一
行
に
よ
る
浄
土
往
生
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
、
か
つ
、
念
仏
行
者

を
護
り
念
じ
ら
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

）

こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
は
、
「
浄
土
三
部
経
」
の
主
旨
は
終
始

一
貫
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
仏

を
主
人
公
と
し
、
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
促
し
、
そ
の
た
め
に
念
仏
一
行
を
も
っ
ぱ
ら
修
め
る
べ
き
こ
と

5
 



法
然
上
人
は
、
そ
の
主
著

「選
択
集
」
に
お
い
て
、
第
八
章
と
第
九
章
を
除
く
第
三
章
か
ら
第
十
六
章
ま
で
の

全
十
二
章
に
お
い
て
、
第

三
京
か
ら
第
六
章
ま
で
は

「無
屈
寿
経
」
の
説
示
を
中
心
に
、
第
七
卒
か
ら
第
十
二
翔

ま
で
は

「観
無
紐
寿
経
」
の
説
示
を
中
心
に
、
第
十
三
章
か
ら
第
十
六
章
ま
で
は

「阿
弥
陀
経
」
の
説
示
を
中
心

に
阿
弥
陀
仏
と
釈
椋
と
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
と
の
三
仏
が
同
心
に
、
そ
の
他
の
諸
行
と
比
較
し
た
上
で
選
択
本
願
念
仏

は
も

っ
と
も
勝
れ
た
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
体
系
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
法
然
上
人
は
、
「選
択
集
」
第
十
六
章
私
釈
段
に
お
い
て
、「選
択
集
j
全
体
の
説
示
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「般

舟
三
味
経
」
の
説
示
を
加
え
て
、
弥
陀

·

釈
迦

•

諸
仏
の
三
仏
が
同
心
に
称
名
念
仏

一
行
を
選
び
取
り
、
諸
行
を

選
び
捨
て
た
こ
と
を
八
種
選
択
と
い
う
形
式
を
通
じ
て
明
言
さ
れ
る
の
で
す
。

お
よ
そ
三
経
の
意
を
案
ず
る
に
、
諸
行
の
中
に
念
仏
を
選
択
し
て
以
て
旨
帰
と
な
す
。

ま
ず

「双
巻
経
」
の

中
に

三
の
選
択
あ
り
。
一
に
は
選
択
本
願
、
二
に
は
選
択
讃
歎
、
三
に
は
選
択
留
教
な
り
。
（中
略
）
次
に

「観

経
j
の
中
に
ま
た

三
の
選
択
あ
り
。
一
に
は
選
択
摂
取
、
二
に
は
選
択
化
讃
、
三
に
は
選
択
付
属
な
り
。
（中

略
）
次
に

「阿
弥
陀
経
」
の
中
に

一
の
選
択
あ
り

。

い
わ
ゆ
る
選
択
証
誠
な
り
。
（中
略
）
し
か
の
み
な
ら
ず
、

霰
舟
三
味
経
j
の
中
に
、
ま
た

一
の
選
択
あ
り

。

い
わ
ゆ
る
選
択
我
名
な
り
。
（中
略
）
本
願
と
摂
取
と
我

名
と
化
讃
と
、
こ
の
四
は
こ
れ
弥
陀
の
選
択
な
り
。

讃
歎
と
留
教
と
付
属
と
、
こ
の
三
は
こ
れ
釈
迦
の
選
択

な
り
。

証
誠
は
六
方
恒
沙
諸
仏
の
選
択
な
り

。

然
れ
ば
す
な
わ
ち
、
釈
迦
、
弥
陀
お
よ
び
十
方
の
各
恒
沙
等

の
諸
仏
、
同
心
に
念
仏
の

一
行
を
選
択
し
た
も
う
。
（塑
典
三

•

一
八
三
ー

一
八
五
）

二
仏
同
心
に
よ
る
選
択
思
想
ー
全
仏
教
を
鳥
諏
し
て
ー

を
勧
め
て
い
る
、
と
捉
え
て
お
ら
れ
ま
す。
す
な
わ
ち
、
法
然
上
人
の
信
仰
の
中
で
は
、

「浄
土
三
部
経
」

の
す
べ
て
の
説
示
を
仏
説
と
し
て
等
し
く
尊
ん
で
い
る
姿
勢
が
明
ら
か
な
の
で
す。
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法然上人と親鸞勲人（八）

（
試訳

お
よ
そ
「
浄
土
三
部
経
」
の
説
示
意
図
を
勘
案
す
る
と
、
浄
土
往
生
の
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸

行
を
選
び
捨
て
ら
れ
、
称
名
念
仏
を
選
び
取
ら
れ
た
こ
と
（
選
択
）
を
本
旨
と
し
ま
す

。

ま
ず

「無
屈
寿
経
」

に
は
三
種
の
選
択
が
あ
り
ま
す
。
―
つ
は
、
阿
弥
陀
仏
が
念
仏
を
本
願
と
さ
れ
た
こ
と
、
二
つ
は
釈
尊
が
念

仏
を
讃
歎
さ
れ
た
こ
と
、
三
つ
は
釈
尊
が
念
仏
を
後
の
世
ま
で
留
め
追
さ
れ
た
こ
と
（
留
教
）
で
す

。

（
中
略
）

次
に

「観
無
屈
寿
経
」
に
は
三
種
の
選
択
が
あ
り
ま
す
。
―
つ
は
、
阿
弥
陀
仏
が
念
仏
行
者
を
摂
め
取
ら
れ

る
こ
と
（
摂
取
）
、二
つ
は
阿
弥
陀
仏
の
化
仏
が
念
仏
行
者
を
讃
歎
さ
れ
る
こ
と
（
化
讃）、
三
つ
は
釈
蒋
が

念
仏
を
後
の
世
に
伝
え
辿
す
こ
と

（付
属
）
で
す
。
（中
略
）
最
後
に

「阿
弥
陀
経
」
に
は

一
種
の
選
択
が

あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
諸
仏
が
念
仏
往
生
は
真
実
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
証誠
）
で
す
。
（中
略
）

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

「般
舟
三
味
経
」
に
も

一
種
の
選
択
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
自
ら
が
わ
が

名
を
呼
べ
と
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と

（我
名
）
で
す
。
（中
略
）
以
上
の
内
、
本
願
と
摂
取
と
我
名
と

化
讃
の
四
種
は
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
選
択
で
す
。

讃
歎
と
留
教
と
付
属
の
三
種
は
釈
蒋
に
よ
る
選
択
で
す

。

証

誠
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
諸
仏
に
よ
る
選
択
で
す
。

す
な
わ
ち
釈
賄
と
阿
弥
陀
仏
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
世
界
の

多
く
の
諸
仏
は
、
同
心
に
称
名
念
仏
一
行
を
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
）

こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
は
「
浄
土
三
部
経
」
の
説
示
を
仏
説
と
し
て
等
し
く
椋
ば
れ
、
弥
陀

•

釈
迦

•

諸
仏
の

三
仏
同
心
か
ら
な
る
選
択
思
想
を
確
立
さ
れ
た
の
で
す

。

各
宗
派
の
教
義
を
網
羅
し
、
烏
鰍
し
得
た
法
然
上
人
だ

か
ら
こ
そ
、
密
教
や

「法
華
経
」
な
ど
が
開
示
す
る
世
界
観
に
は
決
し
て
流
さ
れ
ず
、
全
仏
教
の
教
え
が
念
仏

一

行
に
帰
結
し
（
帰
趣
）
、
す
べ
て
の
仏
の
意
思
が
念
仏

一
行
に
統

一
さ
れ
る
（
統
摂
）
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
す
。
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加
え
て
法
然
上
人
は
、
「選
択
集
j
に
お
い
て
、
善
甜
大
師
が
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
中
国

に
伝
来
す
る
善
甜
弥
陀
化
身
説
に
基
づ
き
、
他
の
い
か
な
る
諸
師
に
も
よ
ら
ず
、
た
だ
善
甜
大
師
お一
人

を
よ
り
所
と
し
て
教
義
を
構
築
す
る
と
い
う
偏
依
善
甜

一
師
の
立
場
を
は
じ
め
て
表
明
さ
れ
ま
す

。

何
よ

り
そ
の
立
場
は
、
善
甜
大
師
お

一
人
が
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
の
発
現
で
あ
る
本
願
念
仏
の
意
義
を
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
正
確
に
読
み
取
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん。

法
然
上
人
は
、
多
く
の
ご
法
語

で
善
導
大
師
の
弥
陀
化
身
と
し
て
の
立
場
を
伝
え
ら
れ
ま
す。

い
か
に
め
で
た
き
人
と
申
す
と
も
、
善
導
和
尚
に
ま
さ
り
て
、
往
生
の
道
を
知
り
た
ら
ん
こ
と
も
か

た
＜
候

。

善
尊
ま
た
凡
夫
に
は
あ
ら
ず
。

阿
弥
陀
仏
の
化
身
な
り

。

阿
弥
陀
仏
の
、
わ
が
本
願
を
ひ

ろ
く
衆
生
に
往
生
せ
さ
せ
ん
料
に
、
か
り
に
人
に
生
ま
れ
て
善
甜
と
は
申
し
候
な
り
。

そ
の
お
し
え

申
せ
ば
、
仏
説
に
て
こ
そ
候
え。
あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し
こ
、
う
た
が
い
お
ぼ
し
め
す
ま
じ
く
候。
（
「正

如
房
へ
つ
か
は
す
御
文
j
昭
法
全
五
四
四
）

（
試訳

ど
ん
な
に
立
派
だ
と
言
わ
れ
る
人
で
あ
っ
て
も
、
善
祁
大
師
よ
り
も
深
く
浄
土
往
生
の
道

を
知
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
善
導
大
師
は
私
達
の
よ
う
な
凡
夫
で
は
な
く
、
阿

弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
こ
の
世
に
現
れ
た
お
方
だ
か
ら
で
す。

阿
弥
陀
仏
が
そ
の
本
願
の
御
教
え
を

人
々
に
弘
め
、
浄
土
往
生
を
遂
げ
さ
せ
る
た
め
に
、
仮
に
人
の
姿
と
し
て
生
ま
れ
て
、
善
甜
大
師
と

申
し
上
げ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
善
導
大
師
の
教
え
は
そ
の
ま
ま
御
仏
の
御
言
葉
に
他
な
り
ま
せ

ん
。

あ
あ
、
何
と
恐
れ
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

決
し
て
そ
の
御
教
え
を
疑
っ
た
り
な
さ
い
ま
せ
ん
よ

、
つ

弥
陀
化
身
善
導
へ
の
信
仰
ー
選
択
と
偏
依
ー
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法然上人と親鸞聖人（八）

〈善
羽
大
師
が
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
る
以
上
、
そ
の
教
え
は
仏
説
に
他
な
ら
な
い。
〉こ
う
し
た
法
然

上
人
に
よ
る
善
祁
大
師
へ
の
確
固
た
る
信
仰
が
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
偏
依
善
尊

一
師
の
立
場
は
成
立

す
る
の
で
す
。

偏
依
善
尊
一
師
と
い
う
立
場
は
、
本
願
念
仏
へ
の
絶
大
な
る
信
頼
を
込
め
て
語
ら
れ
た
次

の
よ
う
な
一
連
の
ご
法
語
と
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す。

本
願
の
念
仏
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
さ
ぬ
な
り

。

（「禅
勝
房
伝
説
の
詞
」
昭
法
全

四
六
二
）

（
試
訳
阿
弥
陀
仏
が
本
願
に
哲
わ
れ
た
念
仏
は
た
だ
そ
れ
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
、
そ
の
他
に
何
の

「
助
け
」
も
添
え
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
す。
）

法
然
上
人
が
、
本
願
念
仏
に
は
「
助
」
を
要
さ
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
本
願
念
仏
が三
仏
同
心
に

よ
る
選
択
に
基
づ
く
仏
説
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
同
様
に
善
尊―
師
に
偏
依
し
得
た
の
は
、
弥
陀
化
身

で
あ
る
善
郡
大
師
の
説
示
が
仏
説
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
は
、
「
浄

土
三
部
経
」
と
弥
陀
化
身
で
あ
る
善
祁
大
師
に
よ
る
説
示
と
の
有
機
的
な
融
合
か
ら
な
る
完
全
無
欠
に
し

て
画
期
的
な
教
義
を
確
立
し
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。

（
続
く）

, 
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江戸の川を歩く

家
康
が
江
戸
に
入
府
し
た
一
五
九
0
年
に
は
、
神
田
川
は
大

川
か
ら
ち
ょ
っ
と
内
陸
に
入
っ
た
程
度
の
流
路

。

平
川
が
日
比

谷
入
り
江
に
注
が
れ
、
石
神
井
川
が
上
野
を
通
っ
て
南
北
に
流

れ
て
い
た
。

こ
の
二
つ
の
川
が
領
域
を
湿
地
帯
化
し
、
た
び
た

び
洪
水
を
も
た
ら
す

。

そ
こ
で
、
家
康
は
大
工
事
を
命
令
し
、

二
つ
の
川
の
流
れ
を
東
西
に
変
え
る

。

す
な
わ
ち
大
川
に
向
け

る
。

こ
う
し
て
、
誕
生
し
た
の
が
、
神
田
川
で
あ
り
、
日
本
橋

川
で
あ
る
。

埋
立
地
、
霊
岸
島
の
北
辺
を
流
れ
る
日
本
橋
川
を
上
り
、
江

戸
橋
ま
で
来
る
と
、
北
側
に
二
本
の
川
が
見
え
る

。

こ
れ
が
堀

留
川
で
あ
る

。

東
堀
留
川
と
西
堀
留
川
。

両
川
と
も
、
そ
の
名

の
通
り
、
す
ぐ
行
き
止
ま
り
に
な
る

。

周
囲
は
、
小
舟
町
、
小

網
町
、
堀
江
町
な
ど
の
大
繁
華
街
だ

。

そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
、

そ
の
昔
、
石
神
井
川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る

。

石
神
井

川
を
神
田
川
に
向
け
、
湿
地
帯
を
埋
め
、
整
備
し
、

一
大
町
民

街
を
完
成
さ
せ
る
大
工
事

。

か
く
て
江
戸
の
中
枢
と
も
い
え
る
、

町
民
文
化
の
街
が
形
成
さ
れ
る

。

大
川
か
ら
舟
を
入
れ
て
遡
る
と
左
岸
は
茅
場
河
岸
、
右
岸
は

ほ
り
ど
め

堀
留
川

I 浜町堀•竜閑川•堀留川・京橋川 I

• 會旦

吟 広重

江
戸
域 大

名
上
屋
甑
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小
網
町
。

鎧
の
渡
し
を
過
ぎ
る
と
、
右
手
に
小
網
富
士
が
見
え

お
や
じ

る
。

す
る
と
、
思
案
橋。

潜
る
と
次
は
親
仁
橋

。

そ
し
て
万
橋
。

そ
の
先
は
堀
留
で
行
き
止
ま
り

。

こ
れ
が
東
堀
留
川
で
あ
る
。

右
岸
は
材
木
が
林
立
す
る
材
木
町。
煙
草
河
岸
。

き
ざ
み
煙
草

の
取
引
場
で
あ
る

。

こ
の
川
の
右
側

一
帯
に
吉
原
が
あ
る
。

森

が
茂
る
湿
地
帯
を
埋
め
立
て
、
初
め
て
公
認
の
遊
郭
が
築
か
れ

た
処
。

幕
府
に
直
訴
し
、
そ
れ
を
創
っ
た
人
が
庄
司
甚
右
衛
門

。

親
仁
橋
と
は
彼
の
こ
と
を
指
し
、
行
く
か
行
く
ま
い
か
思
案
橋

。

こ
こ
は
江
戸
で
は
珍
し
い

「
庶
民
が
天
下
の
街
」
で
あ
る。

次
は
江
戸
橋
の
袂
、
荒
布
橋
か
ら
入
る
西
堀
留
川
で
あ
る

。

橋
を
潜
る
と
右
岸
に
は
、
蔵
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
小
舟
河
岸

。

左

岸
は
米
河
岸
を
象
徴
す
る
蔵
が
建
ち
並
ぶ。

江
戸
の
米
価
格
は

こ
こ
で
決
め
ら
れ
、
庶
民
に
配
布
さ
れ
た
。

中
之
橋
を
潜
る
と

塩
河
岸
。

行
徳
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
塩
の
集
積
地
で
あ
る

。

こ

こ
で
行
き
止
ま
っ
て
、
流
れ
は
左
へ

。

道
浄
橋
を
潜
る
と
伊
勢

堀
。

伊
勢
町
河
岸
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
取
引
が
行
わ
れ
て
い

る
。

堀
の
南
に
は
、
瀬
戸
物
問
屋
が
並
ぶ
瀬
戸
物
町。

そ
の
下

に
は
、
小
田
原
町
、
そ
し
て
按
針
町
、
魚
河
岸
と
な
る。

「
山

本
海
苔
」
、
「
に
ん
べ
ん
」
な
ど
今
も
続
く
大
店
が
ひ
し
め
く

。

伊
勢
堀
も
す
ぐ
掘
留
と
な
り
、
そ
の
先
は
、
浮
き
世
小
道
で
、

t

9

み

振
留

●江戸名所図会：東堀留川 ： 綜のも堀留。沢山の荷船が係留。堀のも側は材木が林立。周囲は蔵
が連なる。家屋は密集し 、 堀留II!!の人通りははげしい。
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江戸の川を歩く

浜
町
堀
（
浜
町
川
）

正
面
に
越
後
屋

（
三
越

日
本
橋
か
ら
来
る
室
町
通
り
に
出
る

。

本
店
）
が
あ
る

。

こ
れ
が
西
堀
留
川
。

平
行
し
て
流
れ
る
二
本
の
川
筋
は
、
日
本
橋
川
掘
削
と
同
時

に
掘
ら
れ
た
家
康
に
よ
る
運
河
建
設
の
初
手
に
造
ら
れ
た
。

そ

の
た
め
、
堀
留
が
船
連
貨
物
の
初
期
集
積
所
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
堀
留
川
を
大
き
く
囲
む
よ
う
に
、
く
の
字
型

の
水
路
が
で
き
る
。

そ
れ
が
浜
町
堀
と
竜
閑
川
で
あ
る
。

浜
町

堀
は
大
川
の
中
州
か
ら
北
に
向
か
っ
て
掘
削
が
開
始
さ
れ
る

。

一
六

一
五
（
慶
長
二
十
）
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る。

大
川
の
川

口
橋
を
潜
っ
て
舟
を
入
れ
る
と
、
次
は
入
江
橋。

こ
の
間
、
左

手
一
帯
は
、
大
名
、
武
家
屋
敷
で
、
そ
の
周
囲
を
水
路
が
巡
っ

て
い
る
が
、
大
川
と
浜
町
川
の
水
路
で
も
あ
る

。

そ
の

一
っ
‘

へ
っ
つ
い

浜
町
川
入
江
橋
か
ら
左
に
入
る
水
路
に
は
著
名
な
密
河
岸
（
か

ま
ど
を
扱
う
店
が
多
か
っ
た
）
が
あ
り
、
そ
の
北
側
は
旧
吉
原

町
遊
郭
。

遊
郭
が
明
暦
の
大
火
後
、
浅
草
の
新
吉
原
に
移
転
す

る
前
は
、
浜
町
堀
か
ら
の
流
れ
が
、
ぐ
る
り
と
遊
郭
を
囲
ん
で

い
た
。

竃
河
岸
の
水
路
は
、
そ
の
名
残
で
あ
る

。

そ
し
て
こ
の

I 
三・歴k'e,~•—--~ 

ぃ

t

ヽ

i々

f
'

し
心
9

伊
弗
町
河角
通

し

e
,
—

米
り舟

◆江戸名所図会 ： 西掘留川 、 伊勢ll!J河岸。 米河岸、 塩河岸。 蔵がずらりと並び、 荷船が行き交う 。
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流
路
の
行
き
止
ま
り
に
、
銀
座
が
あ
る

。

貨
幣
鋳
造
の
原
材
料

運
搬
に
も
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

。

入
江
橋
を
左
に
見
て
、

先
に
進
め
る
と
次
は
高
砂
橋
、
そ
し
て
栄
橋
と
続
く

。

左
岸
は

吉
原
遊
郭
か
ら
古
着
屋
が
集
ま
る
富
沢
町
に
変
わ
る

。

家
康
は

盗
賊
、
鳶
沢
甚
内
を
捕
ら
え
る
代
わ
り
に
、
逆
に
影
の
盗
賊
改

め
と
し
て
治
安
に
貢
献
す
る
よ
う
厳
命

。

古
着
屋
元
締
め
の
権

利
を
与
え
る

。

か
く
て
古
着
市
は
江
戸
の
名
物
に
な
る
。

こ
の

地
が
い
つ
し
か
、
鳶
沢
が
な
ま
っ
て
富
沢
に
。

現
在
も
繊
維
問

屋
の
町
と
し
て
そ
の
面
影
を
残
す
。

そ
し
て
千
鳥
橋
、
汐
見
橋
、

緑
橋
へ
。

短
距
離
に
こ
れ
ら
何
本
も
の
橋
が
架
か
っ
て
い
る
の

は
、
道
で
区
画
さ
れ
た
多
く
の
庶
民
街
が
連
な
っ
て
い
る
た
め

で
あ
る
。

今
、
緑
道
と
化
し
て
い
る
が
、
往
事
、
浜
町
川
の
川

幅
は
ず
っ
と
広
く
、
船
運
が
活
発
で
あ
っ
た。

明
治
の
小
唄
「
浮

い
た
、
浮
い
た
、
の
浜
町
河
岸
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
吉
原

ぺ
り

遊
郭
縁
を
流
れ
て
い
る
の
で
、
江
戸
の
風
情
を
満
喫
で
き
る
流

れ
で
も
あ
る
。

浜
町
堀
の
左
右
に
は
河
岸
が
連
な
り
、
船
運
に

満
ち
て
い
た
。
一
六
九

一
（
元
禄
四
）
年
、
浜
町
堀
は
そ
の
先
、

小
伝
馬
町
ま
で
開
削
さ
れ
る

。

時
を
同
じ
く
し
て
、

H

本
橋
川
の
御
堀
の
部
分
、

常
盤
橋
を
潜
っ
て
、
右
手

鎌
倉
河
岸
の
と
こ
ろ
か
ら

北
東
に
竜
閑
川
が
開
削
さ

れ
る
。

そ
し
て
、
小
伝
馬

町
の
と
こ
ろ
で
浜
町
堀
と

つ
な
が
り
、
く
の
字
の
流

れ
を
構
成
す
る
の
で
あ

る
。

こ
の
川
の
特
色
は
、
物
資
船
運
の
た
め
に
、
町
民
の
手
で

掘
削
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

。

日
本
橋
川
（
御
堀
）
に
面
し
、
鎌
倉
河
岸
と
接
す
る
竜
閑
橋

を
潜
っ
て
舟
を
運
ば
せ
る
。

こ
の
地
に
稲
府
の
茶
坊
主
、
井
上

竜
閑
が
住
ま
い
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
い
た
名

。

乞
食
橋
の

次
が
主
水
橋

。

左
岸
に
主
水
河
岸
が
広
が
る

。

こ
こ
に
は
、
瀬

戸
物
の
店
が
密
集
し
て
い
る

。

家
康
の
菓
子
司
（
将
軍
お
菓
子

係
）
の
大
久
保
主
水
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
い
た
名

。

本
名
は
大
久
保
忠
行
で
、
江
戸
城
下
の
上
水
工
事
の
命
を
受
け
、

竜
閑
川
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江戸の川を歩く

主
水
河
岸
の
次
が
今
川
橋
で
あ
る

。

今
川
橋
は
、
日
本
橋
を

渡
っ
て
ま
っ
す
ぐ
北
上
す
る
室
町
通
り
、
十
軒
店
本
石
町
通
り
、

つ
ま
り
中
山
道
に
架
か
る
重
要
な
橋

。

こ
の
辺
り
の
名
主
、
今

川
善
左
衛
門
か
ら
つ
い
た
名

。

目
抜
き
通
り
な
の
で
人
々
の
往

来
も
多
く
、
雪
旦
は
、
米
俵
を
積
み
上
げ
た
大
八
車
を
牽
く
者
、

天
秤
棒
を
担
い
で
商
い
す
る
、
「
ぼ
て
ふ
り
」
、
町
民
に
混
じ
っ

て
歩
く
武
士
の
姿
を
描
い
て
い
る

。

今
川
橋
の
右
手
か
ら
は
本
石
町
の
時
の
鐘
が
聞
こ
え
て
く

る
。

さ
ら
に
中
之
橋
、
地
蔵
橋
を
過
ぎ
る
と
待
合
橋

。

こ
こ
か

ら
右
手
に
は
小
伝
馬
町
の
牢
屋
敷
が
広
が
る

。

そ
し
て
流
れ
は

浜
町
堀
に
繋
が
る
わ
け
で
あ
る

。

竜
閑
川
は
、
江
戸
町
民
の
繁

華
街
を
分
け
る
意
味
で
も
重
要
な
役
割
を
持
つ

。

す
な
わ
ち
、

こ
の
川
の
北
は
、
神
田
で
あ
り
、
南
は
日
本
橋
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

今
川
橋

神
田
上
水
の
元
を
造
る
。

こ
の
功
績
に
よ
り
家
康
か
ら
主
水
の

名
を
与
え
ら
れ
る
。

多
オ
の
人
で
あ
る

。

彼
の
邸
宅
前
に
井
戸

が
あ
り
、
有
数
の
名
水
で
「
主
水
井
」
と
言
っ
て
将
軍
の
お
茶

の
水
と
し
て
使
わ
れ
た

。

◆広重： 京橋から竹河岸を見る。
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も
う
ひ
と
つ
短
い
が
重
要
な
河
川
が
京
橋
川
で
あ
る。

江
戸

湾
、
鉄
砲
州
か
ら
入
る
八
丁
堀
と
外
濠
を
繋
ぐ
短
水
路
だ
が
、

楓
川
、
三
十
間
堀
、
八
丁
堀
の
流
れ
の
交
差
か
ら
入
る
だ
け
に

物
資
の
運
搬
も
さ
か
ん
で
独
特
の
世
界
を
醸
し
出
し
て
い
た

。

白
魚
問
屋
の
根
拠
地
、
白
魚
橋
を
潜
る
と
右
手
に
は
、
江
戸
の

竹
材
を

一
手
に
受
け
持
つ
竹
河
岸
が
展
開。

と
に
か
く
無
数
の

竹
が
林
立
し
て
い
る
。

す
ぐ
、
京
橋
に
ぶ
つ
か
る

。

東
海
道
に

架
か
る
橋
で
あ
る

。

広
重
は
、
竹
河
岸
に
向
か
っ
て
夜
空
に
月

影
の
中
、
京
橋
の
下
を
潜
る
、
船
頭
の
姿
を
描
い
て
い
る。

今

日
で
は
考
え
ら
れ
ぬ
風
情
で
あ
る。

橋
の
右
手
に
は
歌
舞
伎
座

が
あ
り
、
歌
舞
伎
発
祥
の
地

。

さ
ら
に
大
根
河
岸
や
薪
河
岸
が

続
き
、
比
丘
尼
橋
で
外
濠
に
で
る

。

京
橋
川



ぼ
ん
ぶ

げ
に
も
凡
夫
の
心
は
、
物
く
る
い
‘
酒
に
酔
い
た
る
が
ご
と
く
し
て
‘
善
悪

に
つ
け
て
、
お
も
い
さ
だ
め
た
る
事
な
し
。
一
時
に
煩
悩
百
た
び
ま
じ
け
り

て
‘
善
悪
み
だ
れ
や
す
け
れ
ば
、
い
づ
れ
の
行
な
り
と
も
、
わ
が
ち
か
ら
に

て
は
行
じ
が
た
し
。
（

「往
生
浄
土
用
心
J)

実
に
凡
夫
の
心
は
乱
れ
に
乱
れ
、
酒
に
酔
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
善
悪
を
正
し
く
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す

。
一
瞬
の
う
ち
に
百
通
り
も
の
煩
悩
が
沸
き
起
こ
り
‘
善
悪
の

判
断
が
乱
れ
や
す
い
も
の
で
す
か
ら
‘
た
と
え
ど
の
よ
う
な
行
で
あ
っ
て
も
自
分
の
力
で
成
し

遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

。

除
夜
の
鐘
と
百
八
の
煩
悩
ー
釈
尊
出
世
の
本
懐
ー

こ
う
る
じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方



響流十方

昨
年
十
二
月
八
日
、
テ
レ
ビ
朝
日
の
人
気
番
組
「
羽
鳥
慎
一
モ
ー
ニ
ン
グ
シ
ョ
ー
」
に
同

僚
の
先
生
と
共
に
私
の
コ
メ
ン
ト
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た。

そ
の
前
日
、
番
組
制
作
ス
タ
ッ
フ

の
方
か
ら
大
正
大
学
に
連
絡
が
入
り
、
私
に
対
応
が
回
っ
て
き
た
の
で
す。

聞
け
ば
、
明
朝

の
番
組
で
除
夜
の
鐘
を
特
集
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た

。

何
と
も
忙
し
な
い
こ
と
だ
な
あ

と
感
じ
つ
つ
、
時
間
を
調
整
の
上
、
夕
方
か
ら

二
時
間
ほ
ど
電
話
取
材
に
応
じ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

除
夜
の
鐘
は
、
そ
も
そ
も
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
誰
が
撞
く
べ
き
も
の

な
の
か
、
い
つ
撞
き
始
め
て
い
つ
撞
き
終
わ
れ
ば
い
い
も
の
な
の
か
、
な
ぜ
煩
悩
を
百
八
と

数
え
る
の
か
等
々
、
矢
継
ぎ
早
の
質
問
に
当
惑
し
つ
つ
、
仏
教
や
お
寺
の
広
報
に
少
し
で
も

結
び
つ
け
ば
と
思
い
、
粕

一
杯
応
答
し
て
い
ま
し
た

。

と
こ
ろ
が
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
と
の
や
り
と
り
を
進
め
て
い
く
と
、
番
組
で
は
除
夜
の
鐘
の

概
要
を
紹
介
し
た
後
、
除
夜
の
鐘
を
巡
る
ト
ラ
プ
ル
を
取
り
上
げ
た
い
と
い
う
こ
と
で
す

。

実
は
、
こ
こ
数
年
、
除
夜
の
鐘
を
騒
音
だ
と
指
摘
す
る
苦
情
が
相
次
ぎ
、
自
粛
す
る
寺
院
が

増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た

。

電
話
取
材
を
終
え
た
後
、
あ
れ
こ
れ
と
調
べ
て
み
る
と
、

な
る
ほ
ど
い
く
つ
か
の
寺
院
で
ト
ラ
プ
ル
が
発
生
し
て
い
る
事
実
を
知
り
ま
し
た。
東
京
都

小
金
井
市
の
千
手
院
の
場
合
、

一
0
数
年
前
に
伽
藍
の
建
て
替
え
整
備
を
し
た
結
果
、

一
般

家
庭
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
場
所
に
梵
鐘
を
移
動
し
ま
し
た

。

す
る
と
、
住
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民
と
の
ト
ラ
プ
ル
に
な
り
、
裁
判
所
の
調
停
の
結
果
、
梵
鐘
の
周
り
を
防
音
パ
ネ
ル
で
囲
う

こ
と
を
条
件
に
和
解
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
鐘
を
撞
い
た
こ
と
は
な
い
そ
う
で
す。

難
し
い
世
の
中
だ
な
あ
と
感
じ
つ
つ
、
八H
の
晩
、
録
画
し
た
番
組
を
見
て
い
る
と
、
も
っ

と
も
説
明
に
時
間
を
夜
や
し
た
百
八
の
煩
悩
の
由
来
が
ま
っ
た
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。

な
る
ほ
ど
、
多
く
の
異
説
が
あ
る
百
八
の
煩
悩
の
由
来
で
す
が
、
も
っ
と
も
有
力
視

く
し
ゃ
ろ
ん

さ
れ
る

『倶
舎
論
」
所
説
の
数
え
方
は
実
に
複
雑
で
、
制
作
ス
タ
ッ
フ
の
方
が
放
送
を
回
避

さ
れ
た
の
も
致
し
方
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
そ
れ
を
承
知
で
紹
介
し
て
み
ま
す

。

ず
い
め
ん
て
ん

ま
ず
私
達
の
煩
悩
は
、
潜
在
的
煩
悩
で
あ
る
随
眠
と
顕
在
的
煩
悩
で
あ
る
纏
に
二
分
さ
れまん

じ
ん

ま
す
。

前
者
の
随
眠
は
、
①
貪
ー

む
さ
ぽ
り
、
②
瞬
ー

い
か
り
、
③
痴
ー

お
ろ
か
さ
、
④
慢

う
し
ん
け
ん
へ
ん
じ
ゅ
け
ん

ー

お
ご
り
、
⑤
疑
ー

う
た
が
い
、
⑥
有
身
見
ー

自
我
が
実
在
す
る
と
す
る
見
方
、
⑦
辺
執
見

じ
ゃ
け
ん

ー

自
我
は
滅
す
る
あ
る
い
は
不
滅
で
あ
る
と
す
る
見
方
、

⑧
邪
見
ー

因
果
の
道
理
を
否
定
す

け
ん
じ
ゅ
け
ん
か
い
こ
ん
じ
ゅ
け
ん

る
見
方
、
⑨
見
取
見
ー

自
己
の
見
解
を
是
と
し
他
の
見
解
を
否
と
す
る
見
方
、
⑩
戒
禁
取
見

ー

不
正
な
戒
律
な
ど
を
守
る
こ
と
で
解
脱
が
得
ら
れ
る
と
す
る
見
方
、
以
上
の

一
0
種
で
す

。

次
に
、
こ
の
十
随
眠
を
欲
界
•
色
界
•
無
色
界
の
三
界
に
配
当
し
ま
す

。

さ
ら
に
、
そ
れ
ら

け
ん
し
ょ
だ
ん

の
随
眠
を
断
ず
る
段
階
と
し
て
、
①
見
所
断
ー
真
理
の
把
握
に
よ
っ
て
煩
悩
を
断
ち
切
る
段

し
ゅ
し
ょ
だ
ん

階
、
見
苦
所
断
・
見
集
所
断
・
見
滅
所
断
・
見
道
所
断
に
分
か
れ
る
、
及
び
、②
修
所
断
ー
＇
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響流十方

合
掌
（
林
田
康
順
）

修
行
に
よ
っ
て
煩
悩
を
断
ち
切
る
段
階
、
以
上
の
五
段
階
を
設
定
し
、①見
所
断
で
は
八
八
、

②
修
所
断
で
は

一
0
の
随
眠
を
断
ち
切
る
と
し
て
、
総
じ
て
九
八
の
煩
悩
と
数
え
ま
す

。

後
者
の
纏
は
、
①
無
憬
ー

自
己
に
恥
じ
ら
い
の
な
い
事
、
②
無
愧
ー

他
人
に
恥
じ
ら
い
の

し
つ
け
ん
あ
く
さ
す
い
め
ん

な
い
事
、
③
嫉
ー

ね
た
み
、
④
樫
ー

も
の
お
し
み
、

⑤
悪
作
ー

悪
し
き
行
為
、
⑥
睡
眠
ー

惰

じ
ょ
う
こ
こ
ん
じ
ん
ふ
ん

眠
、
⑦
悼
挙
ー

頭
に
血
が
上
っ
た
状
態
、
⑧
惜
沈
ー

心
が
深
く
沈
ん
だ
状
態
、
⑨
念
ー

思
い

ふ
く

通
り
に
な
ら
な
い
事
へ
の
怒
り
、
⑩
覆ー
自
分
の
罪
を
覆
い
隠
す
事
、
以
上
の

一
0
種
で
す
。

こ
れ
ら
九
八
の
随
眠
と

一
0
の
線
を
合
わ
せ
て
百
八
の
煩
悩
と
数
え
る
の
で
す。

こ
う
し
た
百
八
の
煩
悩
を
除
夜
の
鐘
の

一
撞
き

一
撞
き
で
洗
い
流
し
て
、
消
浄
な
身
と
心

で
新
年
を
迎
え
る
の
で
す

。

と
は
い
え
、
冒
頭
の
法
然
上
人
の
ご
法
語
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

あ
る
い
は
、
百
八
煩
悩
の
紹
介
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ど
れ
ほ
ど
除
夜
の
鐘
を
聞
こ
う
と

も
、
時
々
刻
々
、
煩
悩
を
積
み
重
ね
続
け
て
い
る
お
互
い
な
の
で
す。

あ
ち
ら
を
立
て
れ
ば

こ
ち
ら
が
立
た
ず
、
除
夜
の
鐘
を
巡
る
ト
ラ
プ
ル
を
は
じ
め
、
日
々
、
耳
に
入
っ
て
く
る
事

件
や
事
故
を
通
じ
、
こ
の
世
が
娑
婆
で
あ
る
と
い
う
思
い
は

一
層
強
く
な
る
ば
か
り
で
す。

こ
の
番
組
が
放
送
さ
れ
た
十
二
月
八
日
は
、
釈
尊
が
さ
と
り
を
開
か
れ
た
成
道
会
で
し
た。

こ
の
世
に
出
世
さ
れ
た
釈
尊
の
本
懐
こ
そ
、
お
念
仏
の
教
え
を
伝
え
追
す
こ
と
で
し
た。

釈

尊
の
お
さ
と
り
を
仰
ぎ
つ
つ
、
お
念
仏
を
称
え
て
参
り
ま
し
ょ
う

。

19 



連載

前
田
和
男

®
快
僧
渡
辺
海
旭

壷
中
に

を
求
め
て



壷中に月を求めて

渡
辺
海
旭
は
、
ド
イ
ツ
駐
箭
大
使
・
珍
田
捨
己
か

ら
私
邸
に
招
か
れ
、
夫
人
手
作
り
の
懐
か
し
い
日
本

の
家
庭
料
理
の
も
て
な
し
を
う
け
な
が
ら
、
は
や
く

も
歓
談
の
半
刻
が
す
ぎ
た
が
、
い
ま
だ
に
自
分
が
遠

く
フ
ラ
ン
ス
国
境
の
古
都
か
ら
大
帝
都
へ
呼
び
寄
せ

ら
れ
た
理
由
が
さ
つ
ば
り
腑
に
落
ち
て
い
な
か
っ

こ
°t
 相

手
は
、
わ
が
日
本
が
長
き
眠
り
か
ら
覚
め
て
国

を
開
い
た
折
り
、
う
か
つ
に
も
有
力
諸
外
国
と
結
ん

で
し
ま
っ
た
不
平
等
条
約
の
う
ち
関
税
自
主
権
を
取

り
戻
そ
う
と
小
村
寿
太
郎
外
相
の
名
代
と
し
て
、
ド

イ
ツ
帝
国
へ
と
乗
り
込
ん
で
き
た
、
敏
腕
外
交
官
閣

下
で
あ
る
。

片
や
、
こ
ち
ら
は
賓
金
援
助
を
た
ち
き
ら
れ
異
境

か
ら
帰
る
あ
て
も
な
い
、
し
が
な
い
学
僧
で
あ
る

。

い
く
ら
学
生
時
代
に
英
語
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
た
先

生
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
親
し
く
自
宅
に
招
か
れ
て
、

二
年
後
に
迫
っ
た

法
然
上
人
七
百
年
遠
忌

帰
国
を
促
さ
れ
る
い
わ
れ
が
わ
か
ら
な
い。
ど
う
み

て
も
お
国
の
た
め
、
い
や
そ
れ
は
大
げ
さ
に
し
て
も

何
ら
か
の
大
事
ゆ
え
に
、
大
外
交
官
閣
下
か
ら
、
貴

重
な
日
本
酒
を
注
が
れ
な
が
ら
、
帰
国
を
懇
請
さ
れ

る
ほ
ど
の
大
人
物
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

海
旭
は
、
猪
口
を
ぐ
い
と
飲
み
乾
す
と
、
胸
中
に

た
ま
り
に
た
ま
っ
た
疑
念
を
は
ら
す
べ
く
、
意
を
決

し
て
た
ず
ね
た
。

「
と、
と
こ
ろ
で
、
珍
田
閣
下
、
な
ぜ
私
の
よ
う
な

も
の
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ご
厚
情
を
お
か
け
い
た

だ
け
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」

「
閣
下
は
よ
し
た
ま
え。

芝
増
上
寺
境
内
の
学
寮
時

代
に
も
ど
っ
て
、
先
生
で
よ
い
、
先
生
で
」
珍
田
は

手
を
左
右
に
ふ
る
と
続
け
た

。

「
な
る
ほ
ど
、
頭
脳

明
晰
な
渡
辺
君
で
も
、
見
当
が
つ
か
ん
か
ね
」
珍
田

は
身
を
乗
り
出
す
と
、
海
旭
の
顔
を
覗
き
込
ん
だ。

「
教
え
て
や
り
た
い
の
は
山
々
だ
が
な
、
残
念
な
が

ら
こ
れ
は
国
家
機
密
な
の
で
話
し
て
や
る
わ
け
に
は

い
か
ん
」
珍
田
は
大
仰
な
高
笑
い
を
つ
く
る
と
、
ま

た
ま
た
手
を
ふ
っ
た
。

「
い
や
い
や
、
そ
れ
は
冗
談
だ
」

21 



と
い
い
な
が
ら
、
髭
を
た
く
わ
え
た
口
元
に
笑
い
は

残
し
た
も
の
の
、
目
は
笑
っ
て
い
な
か
っ
た。
「
で
は
、

本
心
を
い
お
う

。

私
は
、
統
治
者
た
る
皇
帝
が
黄
禍

論
を
内
外
に
鼓
吹
す
る
よ
う
な
国
に
い
る
と
こ
の
先

危
な
い
か
ら
と
に
か
く
帰
国
せ
よ
と
忠
告
し
た

。

そ

れ
は
嘘
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
ん
な
消
極
的
な
理

由
だ
け
で
君
に
帰
国
を
促
し
て
い
る
の
で
は
な
い

。

い
い
か
ね
、
色
々
調
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
君
に

は
い
ま
こ
そ
日
本
に
帰
っ
て
や
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
」

海
旭
は
珍
田
を
見
つ
め
返
し
た

。

珍
田
は
真
顔
で
、

口
元
か
ら
も
笑
み
は
消
え
て
い
た
。

「
私
は
縁
あ
っ
て
藩
命
で
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
キ

リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
が
、
我
が
家
は
代
々
浄
上
宗
で

ね
」
津
軽
藩
の
学
者
で
あ
っ
た
珍
田
家
の
菩
提
寺
は

弘
前
の
浄
土
宗
の
名
刹
だ
っ
た

。

「
た
し
か
、
再
来

年
の
明
治
四
十
四
年
は
法
然
上
人
が
虚
し
く
な
ら
れ

て
七
百
年
の
節
目
の
年
に
あ
た
る
」

海
旭
は
思
わ
ず
居
住
ま
い
を
正
し
た

。

珍
田
に
い

わ
れ
る
ま
で
う
っ
か
り
失
念
し
て
い
た
が
、
宗
門
で

最
大
の
記
念
事
業
が
、
二
年
後
に
迫
っ
て
い
た

。

前

回
の
六
百
年
忌
は
江
戸
後
期
の
文
化
八
年
(

-
八

一

-
）
に
催
さ
れ
、
そ
の
と
き
の
記
録
が
東
西
の
総
本

山
で
あ
る
増
上
寺
や
知
恩
院
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た

。

珍
田
は
、

一
瞬
瞑
目
し
た
海
旭
が
眼
を
見
開
く
の

を
待
っ
て
か
ら
言
葉
を
継
い
だ

。

「
百
年
に

一
度
の
大
事
業
が
近
づ
い
て
お
る
と
い
う

の
に
、
異
教
の
地
に
あ
っ
て
学
問
三
昧
で
い
い
の
か

ね
。

宗
門
と
し
て
は
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
ら
し
い

が
、
文
明
開
化
の
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
企
画
が
な

か
な
か
思
い
あ
た
ら
な
い
ら
し
い

。

宗
門
外
の
私
が

い
う
の
も
な
ん
だ
が
、
渡
辺
君
ど
う
だ
ね
、
異
境
の

地
に
十
年
い
た
こ
と
で
得
た
新
知
識
を
生
か
し
て
宗

門
に
恩
返
し
を
せ
ん
か
」

大
外
交
官
が
宗
門
内
部
の
事
情
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
通
じ
て
い
る
と
は
驚
き
だ
っ
た

。

ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
、
海
旭
の
留
学
仲
間
で
四
年
前
に
掃
国
し
た
荻
原

雲
来
が
海
旭
の
帰
国
を
促
し
、
法
然
上
人
七
百
年
遠

忌
事
業
に
活
用
し
よ
う
と
宗
門
中
枢
に
働
き
か
け
た
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の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
を
う
け
て
宗
門
の
誰
か
要

路
が
、
か
つ
て
宗
門
の
学
校
の
英
語
教
師
で
あ
っ
た

と
い
う
機
縁
を
用
い
て
、
珍
田
に
接
触
し
た
の
で
は

な
い
か
。

あ
る
い
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
で
政

府
に
も
人
脈
を
も
つ
畏
友
の
姉
崎
正
治
が
仲
介
役
を

買
っ
て
で
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

。

胸
中
に
そ

ん
な
推
理
が
わ
い
て
、
問
い
質
そ
う
か
と
海
旭
が
思

案
し
て
い
る
の
を
表
情
か
ら
察
知
し
た
ら
し
く
、
珍

田
は
機
先
を
制
す
る
よ
う
に
い
っ
た
。

「
は
は
あ
ん
、
こ
の
私
を
つ
か
っ
て
、
宗
門
の
誰
か
、

そ
れ
と
も
君
の
畏
友
の
学
者
先
生
が
、
君
の
帰
国
を

促
そ
う
と
し
て
い
る
と
、
考
え
つ
い
た
の
か
ね
。

な

か
な
か
鋭
い
が
、
そ
れ
は
い
え
ん
な
。

そ
も
そ
も
外

交
官
に
と
っ
て
、
情
報
源
を
あ
か
し
て
し
ま
う
の
は

交
渉
と
し
て
は
下
の
下
だ
。

し
た
が
っ
て
、
教
え
る

こ
と
は
で
き
ん
。

で
き
ん
が
、
あ
た
ら
ず
と
雖
も
遠

か
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
こ
う
」

珍
田
は
手
元
の
銚
子
か
ら
空
に
な
っ
た
海
旭
の
猪

口
へ
酒
を
注
ぐ
と
、
話
を
続
け
た

。

「
な
ん
で
も
、

西
の
総
本
山
の
知
恩
院
で
は
、
全
国
の
棺
信
徒
か
ら

浄
財
を
経
り
、
御
影
堂
修
理
と
阿
弥
陀
堂
建
替
え
と

華
頂
女
学
校
を
つ
く
る
ら
し
い

。

さ
ら
に
、
法
然
上

人
の

一
番
弟
子
の
親
鸞
聖
人
が
な
く
な
っ
て
六
百
五

十
年
の
大
遠
忌
と
も
重
な
る
の
で
、
今
や
全
国
に
四

通
八
達
し
た
鉄
路
で
万
余
の
善
男
苦
女
が
京
都
を
訪

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
大
い
に
期
待
を
ふ
く
ら
ま

せ
な
が
ら
準
備
に
余
念
が
な
い
ら
し
い
」

今
も
昔
も
両
山
は
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
ラ

イ
バ
ル
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
を
あ
お
っ
て
増
上
寺
ゆ

か
り
の
悔
旭
の
帰
心
を
促
そ
う
と
は
、
な
か
な
か
の

交
渉
上
手
だ

。

そ
れ
に
し
て
も
本
当
に
宗
門
の
事
情

を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
、
煎
き
を
党
え
る
海
旭
の
内

心
を
、
大
使
閣
下
は
ま
た
ま
た
見
透
か
し
た
よ
う
に

言
っ
た
。

「
条
約
改
正
ば
か
り
が
私
の
仕
事
で
は
な
い
。

外
交

官
の
も
っ
と
も
大
事
な
仕
事
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン

ス
、
す
な
わ
ち
情
報
の
収
集
だ

。

そ
れ
も
些
細
な
こ

と
が
重
要
だ
。

そ
こ
か
ら
大
事
が
わ
か
る
こ
と
が
ま

ま
あ
る
の
で
ね
」

脳
襄
に
「
間
諜
」
と
い
う
古
め
か
し
い
言
葉
が
浮
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「
社
会
事
業
」
の
す
す
め

実
は
こ
こ
か
ら
先
の
や
り
と
り
が
、
海
旭
の
そ
の

後
の
人
生
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る。

珍
田
は
猪
口
を
口
元
へ
運
び
酒
を

一
瞬
口
中
へ
ふ

く
む
と
、
ぐ
び
り
と
う
ま
そ
う
に
飲
み
下
し
、
お
も

む
ろ
に
口
を
開
い
た

。

「
渡
辺
君
、
君
に
帰
国
し
て
ぜ
ひ
と
も
や
っ
て
も
ら

い
た
い
の
は
、
法
然
さ
ん
の
七
百
回
忌
だ
け
で
は
な

い
。
君
の
こ
と
を
調
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
ウ
エ

ル
フ
ェ
ア
（
福
祉
）
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
関
心
が
あ
る

よ
う
で
は
な
い
か
」

ま
た
ま
た
「
お
調
べ
」
か

。

ビ
ー
ル
党
で
あ
る
こ

と
に
始
ま
っ
て
、
こ
れ
で
は
丸
裸
に
さ
れ
て
し
ま
う
。

海
旭
は
再
び
脳
裏
に
浮
か
び
か
け
た
「
間
諜
」
と
い

う

言
業
を
打
ち
消
し
た

。

た
し
か
に
海
旭
は
、
社
会
民
主
党
や
労
働
組
合
、

あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
救
貧
活
動
に
興
味

を
覚
え
、
あ
れ
こ
れ
文
献
を
あ
さ
っ
た

。

い
ず
れ
帰

か
び
、
海
旭
は
あ
わ
て
て
そ
れ
を
打
ち
消
し
た

。

国
し
た
ら
実
践
し
て
み
た
い
と
考
え
、
「
座
学
」
だ

け
で
な
く
、
こ
こ
ベ
ル
リ
ン
の
細
民
窟
を
視
察
に
訪

れ
た
こ
と
も
あ
る
。

「
わ
、
私
と
し
て
は
、
ウ
エ
ル
フ
ェ
ア
と
い
う
言
葉

で
は
な
く
、
ソ
シ
ア
ル
（
社
会
的
）
な
事
業
と
呼
び

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
海
旭
は
留
学
中
に
得

た
持
論
の
基
を
開
陳
し
た
。
「こ
れ
か
ら
の
日
本
の

仏
教
は
ソ
シ
ア
ル
な
社
会
宗
教
と
な
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
も
救
貧
活
動
を
社
会
事
業
と
し
て

取
り
入
れ
て
い
く
べ
き
で
す
」

当
時
は
ま
だ
「
社
会
事
業
」
と
い
う
用
語
は
な
か
っ

た
。

そ
れ
は
帰
国
後
の
海
旭
に
よ
る
造
語
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
萌
芽
は
留
学
中
に
芽
生
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

「
ソ
シ
ア
ル
な
社
会
宗
教
で
あ
れ
と
い
う
の
は
、
私

も
同
感
だ
」
と
珍
田
は
大
き
く
頷
い
た

。

「
実
は
私

も
ア
メ
リ
カ
留
学
で
そ
の
必
要
性
に
目
覚
め
た
の
だ

が
、
外
交
官
に
な
っ
て
し
ま
い
、
二
つ
の
仕
事
は
で

き
ん
。

そ
こ
で
君
に
は
本
来
私
が
し
た
い
と
思
っ
て

い
た
こ
と
を
ぜ
ひ
や
っ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
」
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壷中に月 を求めて

珍
田
が
ア
メ
リ
カ
で
四
年
間
学
ん
だ
の
は
メ
ソ
ジ

ス
ト
派
の
大
学
で
あ
っ
た

。

そ
こ
で
洗
礼
を
う
け
牧

師
に
も
な
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
二
十
世
紀
の
初
頭
か

ら
‘
珈番
書
の
真
理
を
実
行
に
う
つ
す
「
社
会
的
福
音
」

を
掲
げ
て
活
発
な
活
動
を
行
な
い
、
共
済
組
合
や
消

投
組
合
さ
ら
に
は
労
働
組
合
を
通
じ
て
信
仰
活
動
を

展
開
し
て
い
た
。

「日
本
が
列
強
に
伍
し
て
い
く
た
め
に
も
、
社
会
的

な
事
業
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
」
と
珍
田
も
持
論
を

展
開
し
始
め
た
。
「そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
繁
栄
と
安
定
を
下
支
え
て
い
る
。

ど
う
も

H

本
の

為
政
者
は
こ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
お
ら
ん
。

国

を

富
ま
せ
る

一
方
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

る
貧
困
細
民
を
救
済
せ
ね
ば
国
の
基
が
く
ず
れ
る

。

従
っ
て
、
こ
れ
は
諸
刃
の
剣
で
も
あ
る

。

宗
教
家
が

そ
れ
を
行
な
え
ば
、
困
窮
者
を
救
っ
て
国
の
基
は
安

定
す
る
。

し
か
し
社
会
主
義
者
に
委
ね
る
と
、
国
に

不
満
を
い
だ
く
困
窮
者
を
あ
お
る
こ
と
に
な
る
か
ら

だ
」
珍
田
は

一
呼
吸
い
れ
る
と
訊
ね
た

。

「
賀
川
豊

彦
と
い
う
男
を
知
っ
て
お
る
か
ね
？
」

海
旭
は
首
を
横
に
ふ
っ
た

。

だ
っ
た
。

「賀
川
君
は
長
老
派
の
キ
リ
ス
ト
者
で
、
私
と
は
宗

派
は
違
う
が
、
わ
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
「社
会
的
福

音
活
動
」
に
共
感
し
て
い
る
ら
し
い
。

昨
年
末
に
神

戸
の
貧
民
窟
で
救
済
活
動
を
始
め
た
と
聞
い
て
、
私

は
大
い
に
注
目
し
て
お
る
」

買
川
既
彦
は
、
当
初
は
神

戸
、
後
に
束
京
深
川
の

貧
窮
地
区
に
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
設
立
、
日
本
に
お
け

る
消
代
組
合
、
協
同
組
合
の
生
み
の
親
と
も
な
り
、

婦
国
後
仏
教
の
側
か
ら
救
貧
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と
共
済

活
動
を
展
開
す
る
渡
辺
海
旭
と
並
び
評
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
と
も
に
無
名
で
、
後
に

よ
き
ラ
イ
バ
ル
と
に
な
る
と
は
互
い
に
知
る
由
も
な

か
っ
た
。

「
し
か
し
、
賀
川
君
の
活
動
も立
派
だ
が
、
所
詮
日

本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
圧
倒
的
な
少
数
派
だ。
多
数

派
で
あ
る
仏
教
に
こ
れ
を
担
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

大
き
く
は
育
た
ぬ

。

だ
か
ら
、
渡
辺
君
、
君
に
そ
れ

を
担
っ
て
ほ
し
い
の
だ
」

初
め
て
聞
く
名
前
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珍
田
は
身
を
乗
り
出
す
と
、
海
旭
の
目
を
み
つ
め

て
い
っ
た
。

「
も
う

一
っ
君
に
帰
国
し
て
や
っ
て
も

ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
」
海
旭
が
首
を
傾
げ

る
と
珍
田
は
畳
み
込
ん
だ
。

「
そ
れ
は
教
育
だ。

私

も
教
師
の
端
く
れ
だ
っ
た
の
で
承
知
し
て
い
る
が
、

教
育
も
救
貧
と
同
じ
ぐ
ら
い
国
の
基
だ

。

私
が
か
つ

て
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
東
京
支
校
の
後
身
、
芝
中
学

校
が
危
う
い
の
だ
。

今
は
初
代
校
長
の
松
涵
賢
定
師

の
後
を
荻
原
雲
来
君
が
担
っ
て
い
る
が
、
彼
は
学
者

と
し
て
は
優
れ
て
い
て
も
教
育
者
と
し
て
の
自
信
が

も
て
な
い
ら
し
い

。

君
と
雲
来
君
と
望
月
信
亨
君
は

優
秀
三
羽
烏
だ
っ
た
。
学
業
で
は
君
は

二
人
の
後
塵

を
拝
し
て
い
た
が
、
何
か
を
生
み
出
す
知
恵
と
統
率

カ
で
は
群
を
ぬ
い
て
い
た
。

だ
か
ら
二
人
を
さ
し
お

い
て
総
代
と
な
っ
て
名
演
説
を
な
し
え
た
こ
と
は
、

私
だ
け
で
な
く
当
時
の
教
師
た
ち
の

一
致
し
た
見
方

で
あ
り
、
今
も
語
り
草
だ
。

い
い
か
ね
、
増
上
寺
境

内
の
学
校
は
君
を
待
っ
て
い
る

。

い
ま
す
ぐ
帰
り
た

ま
え
」

大
外
交
官
の
熱
の
入
っ
た
大
演
説
に
、
海
旭
は
思

わ
ず
同
意
し
そ
う
に
な
っ
た
が
、
踏
み
と
ど
ま
っ
て

答
え
た
。

「
も
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん。
身
に
余
る

ご
厚
情
に
は
感
謝
を
い
た
し
ま
す
が
、
今

一
度
考
え

さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
頭
を
下
げ
た。
実
は
、
海
旭

に
は
即
答
で
き
な
い
深
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。

外
交
官
閣
下
は
や
お
ら
席
を
立
つ
と
、
声
を
荒
げ

た
。

「
こ
こ
ま
で
説
得
し
て
も
明
快
な
返
事
が
得
ら

れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
た
仕
方
が
な
い。
最
後
の

切
り
札
を
切
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
っ
て
、
パ
ン

パ
ン
と
手
を
叩
き
、
妻
の
岩
を
呼
び
寄
せ
た。（

つ
づ
く
）
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会句上誌土
特
選
光
源
ど
な
り
て十

浄

晩
秋
の
蝶
や
冬
の
蝶
は
、
春
夏
の
乱
舞
に
比
し
て

傍
い

。

あ
ま
り
動
か
ず
、
と
き
に
は
凍
え
て
い
る。

そ
の
命
の
最
期
を
十

一月
と
い
う
直
戟
な
季
語
で
表

一

●
源

新
酒
新
蕎
麦
字
面
か
ら
し
て
繕
し

月
の
蝶

紅
天
狗
茸
な
り
読
ん
で
字
の
ご
ど
し

〈佳
作
〉
ハ
ロ
ウ
イ
ン
グ
ッ
ズ
売
り
場
の
誤
字
脱
字

良
寛
は
江
戸
時
代
の
僧
侶。

書
家
で
は
な
い
が
味

の
あ
る
文
字
を
書
い
た。

明
治
の
文
豪
夏
目
漱
石
は

そ
の
蒐
集
家
と
し
て
知
ら
れ
る。

「
天
上
大
風
」
の

書
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
「
風
」一文
字
も
あ
る
の

で
あ
ろ
う

。

秋
の
爽
や
か
な
風
と
書
の
対
比
で
あ
る

。

〈
特
選
〉良
寛
の
書
に
風

●
字

一

大
野
靖
之

早
田
肇

内
藤
隼
人

字
秋
さ
や
か

村
田
篠

笠
井
亜
子
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眠
く
な
る
日
差
し
の
な
か
の
苦
か
な

篠
原

坊
g

休
む
ど
き
首
う
ず
め
た
る
鴨

鷺烏庵縫無走代
= 者選

信
号
を
待
っ
街
角
に
社
会
鍋

〈
佳
作
〉
や
ぶ
こ
う
じ
ほ
つ
ほ
つ
夜
の
あ
か
ん
ぼ
う

佐
藤

目
黒

●
自

由
題

秋
の
陽
を
浴
び
て
電
源
運
ぶ
船

落
葉
ま
た
舞
っ
て
源
泉
か
け
流
し

〈
佳
作
〉
源
泉
に
大
猿
小
猿
裸
の
実

岡
野
進

斉
田

現
し
、
し
か
も
光
源
と
し
た
と
こ
ろ
、
短
い
生
涯
の

き
ら
め
き
を
凝
縮
し
た。

雅
子

範
親 一肇

コ寸
仁

横
山
芙
美
子

鴨
は
冬
の
季
語。

雁
な
ど
と
同
時
期
の
秋
に
飛
来

し
、
春
に
な
る
と
北
方
に
帰
る

。

池
に
休
む
鴨
の
姿

は
微
笑
ま
し
い。

ひ
ょ
い
と
首
を
曲
げ
て
自
分
の
羽

毛
に
首
を
埋
め
る
と
こ
ろ
を
見
た
の
で
あ
ろ
う

。

写

生
の
効
い
た

一句
で
あ
る

。

藤
堂
み
ず
ほ
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自分節

闊
兼
頸

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

締
切

・
ニ
0
一
七
年
三
月
三
十
＿
日

発
表
・
「浄
土
」
二
O
＿
七
年
五
月
号

応
募
方
法

●
い
ず
れ
の
題
と
も
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
特
選
各
1

名
・

佳
作
各
3

名

葉
書
に
俳
句
（何
句
で
も
可
）と
、
住
所

・

氏
名
を
必
ず
お
書
き
下

さ
い
。

宛
先

〒

1
0
5
,
0
0

1
1

東
京
都
港
区
芝
公
園
4
|
7
|
4

明
照
会
館
内

月

刊

「浄
土
」
誌
上
句
会
係

●
源

源
流
を
冬
の
俎
池
と
し
て
眠
る
長
谷

川

裕

源
流
に
寄
り
添
う
村
や
紅
策
焚
く
村
松
典
弘

誌
上
句
会

〈編
集
部
選
〉

■
字

柿
食
え
ば
黒
文
字
の
こ
る
皿
の
上

林
檎
樹
の
下
丸
文
字
の
「
さ
よ
う
な
ら」

ポ
ケ
ッ
ト
に
字
足
ら
ず
の
句
と
団
栗
と

卒
塔
婆
に
六
字
名
号
秋
落
暉

冬
近
し
象
形
文
字
の
臨
い
て

木
の
葉
か
つ
散
る
T
字
路
の
理
髪
店

U

字
溝
静
か
に
休
む
秋
の
蝶

秋
深
し
願
い
の
文
字
が
絵
馬
に
満
つ

工
藤
掠

道
端
幸
雄

金
井
横

漆
間
由
紀
子

小
林
苑
を

岩
野
義
昭

井
草
芳
郎

法
山
恭
平

い
せ
源
の
鮫
鰊
吊
る
す
古
手
鉤

水
源
を
指
さ
す
婆
さ
ま
吊
る
し
柿

こ
ん
な
に
も
源
泉
徴
収
さ
れ
冬
ヘ

源
氏
パ
イ
ぽ
ろ
ぽ
ろ
砕
け
冬
隣

蛇
穴
に
始
源
は
い
つ
も
丸
で
あ
る

■
自
由
題

八
月
や
九
死
一
生
輪
禍
か
な

飼
い
犬
の
緋
の
セ
ー
タ
ー
や
白
金
台

秋
晴
れ
や
無
意
味
な
人
と
森
の
中

走
っ
た
り
転
ん
だ
り
し
て
七
五
一
―
―

水
澄
ん
で
青
信
号
は
ず
っ
と
先

火
薬
耶
の
跡
地
や
秋
の
植
物
園

気
が
つ
け
ば
し
ん
が
り
に
い
る
秋
の
昼

句
を
作
る
た
め
に
落
ち
策
を
踏
ん
で
お
く 飯

島
英
徳

蓋
名
宗

一

富
樫
祐
天

小
林
苑
を

袖
岡
篠

向
井
章

月
島
恭
子

奥
村
宗
昭

光越小内井
本野林藤口
富め苑隼吾
美ぐを人郎
子み

30 



鳳7)\lE)
窓ぷも峠緯

か印ち C, f-し 3 う

可げ］［か
ま
ち
よ
し
ろ
う
先
生
作
新
聞
四
コ
マ
漫
画

「ゴ
ン
ち

ゃ

ん
」
が
各
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
（静
岡
新
間
・
山
梨
日
日
新
聞

·

北
日
本
新
聞
・

福
島
民
報
•
宮
崎
日
日
新
聞
•
新
日
本
海
新
聞
・
神
戸
新
聞
・
岐
阜
新
聞
・
中
国
新
間
•
四
国
新
聞
）

゜
0 

゜ ヽ'"""、



編集後記

雑誌 「浄土」
特別、 維持、 賛助会員の方々

飯田実雄 （駒ヶ根 • 安楽寺）
巌谷勝正（目黒 ・ 祐天寺）
魚尾孝久 （三島 ・ 願成寺）
大江田博導 （仙台 • 西方寺）
加藤昌康 （下北沢 • 森巌寺）
熊谷靖彦 （佐賀 • 本應寺）
粂原恒久 （川越 ・蓮馨寺）
粂原勇慈（甲府 ・瑞泉寺）
佐藤孝雄（鎌倉 • 高徳院）
佐藤成順 （品川 ・願行寺）
佐藤良純 （小石川・ 光闘寺）
東海林良雲（塩釜 • 雲上寺）
須藤隆仙 （函館 ・ 称名寺）
高口恭典（大阪・一心寺）
中島真成 （行山• 梅窓院）
中村康雅（梢水 • 実相寺）
中村瑞貴 （仙台 ・ 愚鈍院）
野上智徳 （静岡 ・ 宝台院）
藤田得三（鴻巣 ．勝願寺）
堀田卓文 （静岡・華陽院）
本多義敬 （両国 ・ 回向院）
松濤泰彦 （芝 ・ 百松院）
真野龍海（大本山梢浄華院）
拙博之 （網代 ・ 教安寺）
水科善隆（長野 ・ 窃慶寺）
（敬称略 • 五十音順）

水
鳥
の
湖
面
の
下
の
水
清
し

茨
城
県
桜
川
市
の
真
壁
保
育
園
で
は
、
平
成

四
年
か
ら
全
保
育
児
童
に
家
族
や
先
生
と
い
っ

し
ょ
に
俳
句
を
作
っ
て
も
ら
い
、

一
冊
の
句
集

に
ま
と
め
発
刊
し
て
、
昨
年
で
二
十
五
冊
目
に

な
る
。
何
回
か
拙
誌
で
も
取
り
上
げ
て
き
た
の

で
党
え
て
い
る
方
も
い
る
と
思
う
。
子
ど
も
た

ち
の

ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
や
、
楽
し
く
、
温
か
な

世
界
に
包
ま
れ
る
句
集
に
、
私
も
フ
ァ
ン
の

一

人
だ
。
こ

う
し
た
句
集
は
創
る
人
が
大
変
だ
が
‘

い
つ
ま
で
も
み
ん
な
の

心
に
残
る
こ
と

だ
ろ

う
。と

こ
ろ
で
最
近
当
然
と

思
わ
れ
て
い
た
習

慣
、
な
ら
わ
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
家
族
が
多

岱
澗

い
と
い
う
。
た
と
え
ば
正
月
行
事
だ
。
実
家
に

兄
弟
‘
親
戚
が
集
ま
り
、
餅
を
食
べ
る
こ
と
を

し
て
い
な
い
家
庭
が
‘
半
数
を
超
え
た
と
い
う
。

昨
年
末
‘
餅
つ
き
が
各
地
で
中
止
に
な
っ
た
理

由
を
主
催
者
側
に
質
す
と
、
ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
の

脅
威
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
餅
を
食
べ
憫
れ
て

い
な
い
子
が
多
く
、
事
故
防
止
の
た
め
と
い
う

理
由
が
最
も
多
か
っ
た
そ
う
だ
。
私
の
町
会
で

は
餅
つ
き
を
強
行
し
、
大
変
喜
ば
れ
、
来
年
も

是
非
と
い
う
声
を
多
く
聞
く
。
年
間
行
事
を
や

め
て
し
ま
う
の
は
簡
単
な
こ
と
だ
、
や
ら
な
い

こ
と
の
方
が
楽
に
決
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
生

活
に
節
目
を

つ
け
る
年
間
の
行
事
‘
そ
こ

に
は

文
化
が
あ
り
、
何
よ
り
人
が
集
ま
る
こ
と
の
大

事
さ
が
あ
る
。

ホームページ http:/ /jodo.ne.Jp 
メールアドレス hounen@jodo.ne.Jp お

も
ち
ぺ
っ
た
ん
ぺ
っ
た
ん
た
の
し
い
な

こ
ん
な
句
が
真
壁
保
育
園
の
『
は
い
く
』
の

中
に
あ
っ
た
。
年
問
の
行
事
を
面
倒
だ
か
ら
や

め
て
し
ま
う
と
い
う
発
想
だ
け
は
、
し
た
く
な

い
も
の
だ
。
（
長
）

浄
土
八
卜
三
巻
ニ

・
三
月
丹
頒
価
六
百
円

年
会
灯
六
千
円

昭
和
卜
年
五
月
ニ
ト
日
第
三
種
郵
便
物
認
可

印
刷

平
成
ニ
ト
九
年

一
月

ニ
ト

1
1

発
行

平
成
ニ
ト

J
L年
二
月

一
U

発
行
人

佐
藤
良
純

編
集
人

大
室
了
皓

印
刷
所
ー
株
式
会
社
暁
印
刷

〒

1
0
五
，0
0

1
―

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
＇
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写経と写詠歌セットのこ案内
特徴①奉書の手本に筆ペンで直接なぞる

特徴②法'や行事の待ち時間で写せるA4判
特徴③手本は当会オリ ジナル

特徴④ 「写経セット」は浄土宗H常勤行式。

特徴⑤ 「写詠歌セット」は宗歌と四季の利l歌 。

従来の.,,:経と異なる苅提をなぞる‘が経と''/詠歌のセッ トです。 扱いやすい A4版で

窄ペンで写せます。 手軽にかつ短時間でできる新しいタイプの 'lj'.経、写詠歌ですが、

高級奉ー,1悶を使川していますので、墨と毛~]}でも写せます。 磁JJや各種行収 詠 II廿会

の待ち時間に、朝夕のお参りの前後に、新たな写経· 写詠歌行 ·Hにこ利川下さい。

申込日 年月日

御名前 電話

御住所 〒

《御寺院欄》 教区 組 寺 •院 寺院番号

〇写経セット 領価： 12,000円（税込）関東 • 関西 セット

(1 組 12枚、10組入り） ※寺院名( ）を入れる ・ 入れない
※関東版 （三奉請）、 関西版 （四奉講） に丸をおつけ下さい。

〇写詠歌セット 定1iffi: 10 , 000円（税込） セット

(1 組5枚、 20組入り）

※写経セットの寺院名入れは無料です。 こ希望の場合は寺院名をおまき下さい。
※消費税と発送料は領Jilli に含んでいます。 商品お届け時の請求書にてお支払い下さい。

※こ注文をいただいてからお届けまで3週間ほどかかりますので、ご3承下さい。

※ 1 組からこう主文ご希望の方はFAXにて当会にこ相談下さい。

《本頁をコピーの上、注文を記入して、法然上人鑽仰会へ

Fax (03-3578-7036) 、 メール (hounen@jodo.ne.jp) 、または

郵送(〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館4階）下さい》
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写経セッ ト浄土宗勤行の解説も付いた 12枚組

毎日のお経だから
心のこもったオリジナルな
ものがいい。
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写詠歌

?~~ 
セット

浄土宗歌「月影」と春夏秋冬の和歌
解説付き 5首セット

詠唱でお唱えする歌、
法然上人のお歌を

筆で写して心に刻もう！

当会オリジナル新商品！！

※こ注文と詳細はウラ面へ

法然上人鑽仰会FAX: 03-3578-7036 

〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4明照会館4階

※お問い合わせは、 Fax またはメール

hounen@jodo.ne.jp へお願いします。

i I 

I 法然上人を心から慕う
： 法然上人鑽仰会だから

こそ作れる高級奉書の

オリジナル手本です。
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