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猿投窯山茶碗

三宅政吉
グラフィック ・ デザイナー閉

D径 1 57ミリ、高台径75ミリ、高さ30ミリ。

見込みには灰による粒状の緑色の自然釉がかかっている

貧
乏
人
と
し
て
は
骨
旅
市
で
使
え
る
お
金
は
せ
い
ぜ
い
三
千

円
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

い
い
も
の
が
あ
っ
て
も
三
千
円
を
越

え
る
と
な
か
な
か
手
が
出
な
い

。

し
か
し
、
こ
の
山
茶
碗
は
ど

う
し
て
も
手
に
入
れ
た
か
っ
た

。

業
者
の
親
父
に
お
そ
る
お
そ

る
値
段
を
聞
い
て
み
た

。
「
六
千
円
」
と

言
う

。

う

ー

む
、
｛りr
n
J

い
な
あ
。

何
度
も
手
に
と
っ

て
眺
め
回
し
て
い
た
の
だ
が
、
な

に
、
外
呑
み
を

一
―
、三
同
控
え
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
買
う

こ
と
に
決
め
た
。

親
父
に

「も
う
少
し
安
く
な
ら
な
い
」
と
尋

ね
る
と
、
「う
1

ん
、
五
千
五
百
円
」
。五
百
円
で
も
あ
り
が
た
い
。

山
茶
碗
は
常
滑
や
瀬
戸
周
辺
、
東
洵
地
方
西
部
で
焼
か
れ
た

さ
な
げ
よ
う

H

川
雑
器
で
あ
る
が
、
こ
の
茶
碗
は
狡
投
密
の
窯
跡
か
ら
発
掘

さ
れ
た
も
の
だ
と
親
父
は

言
う
。

お
そ
ら
く
鎌
倉
時
代
の
も
の

.,. 

と
付
け
加
え
た
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か

。

猿
投
窯
は
古
墳
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
、

現
在
の
愛
知
県
を
中
心
と
し
て
九
百
年
ほ
ど
続
い
た
窯
で
あ
る
。

五
世
紀
の
半
ば
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
須
恵
器
の
技

術

（饒
轄
の
使
川
と
筈
窯
に
よ
る
高
温
焼
成
）
を
使
っ
て
焼
き

物
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

。

そ
れ
ま
で
の
土
師
器
は
野
焼
き

で
あ
っ
た
が
、
窪
窯
は
古
四
温
（野
焼
き
は
五
〇
〇
＼

八
0
0
度
、

窟
窯
と
な
る
と

―
1
0
0
度
を
越
え
る
）
と
な
り
固
く
焼
き
締

ま
る

。

ま
た
高
温
に
よ
る
焼
成
で
、
新
の
灰
を
被
っ
た
部
分
が

自
然
釉
と
な
る

。

さ
て
、
こ
の
茶
碗
だ
が
ヒ
ビ
や
石
は
ぜ
、
ブ
ク
（釉
が
泡
状

に
ふ
い
た
も
の

）
な
ど
、
使
川
さ
れ
た
陶
上
の
粗
さ
が
み
ら
れ

る
。

闊
さ
も
一
―1
0ミ
リ
と
茶
碗
と
し
て
は
少
し
低
い
。

高
台
を

見
る
と
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
な
歪
み
が
あ
る
。

お
そ
ら
く

t

ね
て
焼
か
れ
た
と
き
に
ド
の
ガ
に
附
か
れ
、
全
休
が
押
し
つ
ぶ

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

ヒ
ビ
や
口
縁
部
の
割
れ
か
ら

、
失
敗
作
と

し
て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
、
長
い
間
地

r
lに
埋
も
れ
て
い
た
も

の
が
発
掘
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

肌
は
荒
々

し
い
が
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
緑
色
の
自
然
釉
が
か
か
り
美
し
い
。

山
茶
碗
は
初
期

に
は
高
台
を
も
っ

て
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
高
台
は
な

く
な

っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

だ
と
し
た
ら
、
こ
の
茶
碗
は
も

う
少
し
時
代
を
遡
っ
た
も
の
だ
と
い
う
可
能
性
も
あ
る

。

素
朴
な
土
の
味
と
自
然
釉
の
味
わ
い
が
、
こ
の
茶
碗
の
魅
力

と

言
え
よ
う
。

食
器
と
し
て
使
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
身
近

に
置
い
て
小
物
入
れ
と
し
て
愛
用
し
て
い
る。
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っ
）

わ
が
如
き
は

す
で
に
戒
定
慧
の

っ
）

こ
の
言
業
は
強
烈
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す

。

「
戒
な
ど
で
悟
っ
た
も
の
が
い
な
い
で
は
な
い
か

」
と

い
う
よ
う
な
仏
教
誕
生
以
来
、
ど
の
よ
う
な
学
僧
た
ち
も
声
に
出
し
た
こ
と
の
な
い
、
思っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
声
に
は
出
せ
な
か
っ
た
言
葉
で
す

。

従
来
の
仏
教
に
対
す
る
痛
烈
な
反
省
や
批
判
で
も
あ
り
ま
す

。

法
然
上
人
は
あ
ま
り
む
き
出
し
に
激
し

い
辛
口
の
批
判
は
さ
れ
な
い
方
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
の
言
葉
は
、
強
く
烈
し
く
、
誰
に
も言
え
な
か
っ

た
述
懐
で
す

。

仏
教
と
言
え
ば
、
こ
の
戒
定
慧
の
三
つ
を
金
科
歪
条
と
し
て
き
た
か
ら
で
す。

残
念
な
こ
と
で
す
が
持

戒
堅
固
が
風
化
し
て
き
た
今
な
ら
ば
、
何
と
な
く
聞
き
流
さ
れ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時

と
し
て
は
仏
教
界
に
対
し
て
の
爆
弾
発
言
の
よ
う
な

言
菜
で
す
。

何
故
な
ら
ば
、
上
人
の
研
修
さ
れ
た
比

叡
山
は
戒
の
根
本
道
場
で
あ
り
、
上
人
も
ま
た
そ
の
重
要
な
伝
承
を
受
け
継
ぐ
智
慧
第

一
の
誉
れ
高
き
学

に
ヽ

三
学
の

そ
の

五

『
聖
光
上
人
伝
説
の
詞
』

器
に
あ
ら
ず



僧
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

私
は
こ
れ
は
有
名
な
童
話
「
裸
の
王
様
」
に
出
て
く
る
街
の
子
供
の
発言と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す

。

こ
の
お
話
は
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

。

あ
る
王
様
が
、
優
れ
た
者
に
は
見
え
る
が
凡
附
な
者
に
は
見
え
な
い
不
思
議
な
繊
維
の
お
召
し
物
を
、

高
名
な
職
人
に
作
ら
せ
た
と
城
下
に
予
告
し
ま
す

。

と
う
と
う
、
こ
の
、
世
に
も
珍
し
い
王
様
の
洋
服
が

お
披
銘
目
さ
れ
る
日
と
な
り
、
そ
の
服
を
沿
た
と
い
う王
様
の
行
列
が
や
っ
て
き
ま
す

。

人
々
は
自
分
に

は
見
え
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
見
に
来
る
と
慌
て
ま
し
た

。

王
様
は

一
糸
も
纏
っ
て
い
な
い
の
で
す

。

服
が

見
え
な
い
の
で
す
。

大
人
は
慌
て
ま
し
た

。

自
分
に
は
見
え
な
い
は
ず
が
な
い
と
、
皆
見
え
た
こ
と
に
し

た
の
で
す
が
、
し
か
し
子
供
は
正
直
で
す

。

言
い
ま
し
た
。

「
あ
っ
、

王
様
は
裸
だ
。

」

法
然
上
人
に
は
恐
縮
で
す
が
、
上
人
は
こ
の
子
供
の
よ
う
に
、
否
む
し
ろ
もっ
と
強
く
、
智
慧
と
勇
気

を
持
っ
て
、

「戒
と
悟
り
へ
の
道
が
空
し
い
、
見
え
な
い」
と
、
長
い
仏
教
史
の
中
で
初
め
て

声
を
上
げ
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
す

。



法
相
宗
の
常
識

法
然
上
人
在
世
当
時
、
天
台
宗
の
延
暦
寺
と
並
ん
で
絶
大
な
力
を
有
し
て
い
た
の
が
法
相
宗
の
興
福
寺

で
、
こ
の
ニ
ヶ
寺
を
指
し
て
「
南
都
北
嶺
」
と
称
さ
れ
る
程
で
し
た。

典
福
寺
の
俯
は
春
日
大
社
の
神
木

を
担
ぎ
、
延
暦
寺
の
僧
は
日
枝
神
社
の
神
輿
を
担
い
で
強
訴
を
繰
り
返
す
な
ど
、
朝
廷
に
も
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
ま
し
た

。

前
号
で
紹
介
し
た

『浄
土
立
宗
の
御
詞
』
に
お
い
て
法
然
上
人
は
、
法
相
宗
の

教
え
に
従
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
対
す
る
評
価
は
た
い
へ
ん
高
次
な
も
の
で
す
が
、
私
達
の
よ

う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
往
生
を
認
め
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た

。

ど
う
し
て

こ
の
よ
う
に

言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

天
台
大
師
同
様
、
慈
恩
大
師
基
も
、
諸
経
典
に
説
示
さ
れ
る
無
数
の
浄
土
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
四

段
階
に
分
類
す
る
四
身
四
土
説
を
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
も
専
門
用
語
が
多
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

親
鸞
聖
人

法
然
上
人【

連
載
十
一
】
ー
法
然
上
人

1捉
え
た
林
田
康
順

（
大
正
大
学
教
授
）

お
念
仏
②



法然上人と親鸞聖人（＋ー）

す
が
、
一
瞥
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
A

ラ
ン
ク
の
法
性
土
は
、
自
性
身
（
法
身
）
が
主
宰
す
る
浄
土
で
、

真
理
そ
の
も
の
と
し
て
の
世
界
で
す

。

次
に
B

ラ
ン
ク
の
自
受
用
土
は
、
自
受
用
報
身
（
修
行
に
報
い
て

成
仏
し
、
無
限
の
寿
命
を
具
え
た
仏
）
が
主
宰
す
る
浄
士
で
、
仏
が
自
身
で
享
受
す
る
世
界
と
言
え
ま
す。

さ
ら
に

C

ラ
ン
ク
の
他
受
用
土
は
、
他
受
用
報
身
（
他
の
た
め
に
慈
悲
を
及
ぼ
す
報
身
仏
）
が
主
宰
す
る

浄
土
で
、
十
地
と
い
う
高
位
の
菩
薩
が
往
生
で
き
る
世
界
で
す

。

最
後
に
D

ラ
ン
ク
の
変
化
土
は
、
変
化

身
（
修
行
を
経
て
成
仏
し
、
有
限
の
寿
命
を
具
え
た
応
身
仏
）
が
主
宰
す
る
浄
土
で
、
十
地
以
前
の
菩
薩
、

声
聞

・

縁
覚
の
二
乗
、
そ
し
て
凡
夫
が
往
生
で
き
る
世
界
で
す
。

こ
れ
ら
四
種
浄
土
の
中
、
慈
恩
大
師
に
よ
れ
ば
、
兆
載
永
劫
の
修
行
を
経
て
成
仏
さ
れ
た
の
が
阿
弥
陀

仏
で
あ
り
、
そ
の
阿
弥
陀
仏
が
建
立
さ
れ
た
の
が
極
楽
浄
土
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
他
受
用
報
身
、

極
楽
浄
土
は
他
受
用
土
（
報
土
）
のC
ラ
ン
ク
と
な
り
ま
す

。

し
か
し
、
そ
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
の
は
、

菩
薩
の
五
十
二
位
の
中
、
最
上
位
の
十
地
以
上
に
限
定
さ
れ
ま
す

。

な
る
ほ
ど

『浄
土
立
宗
の
御
詞
』
通

り
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
の
評
価
は
高
い
け
れ
ど
も
、
私
達
の
よ
う
な
凡
夫
の
浄
土
往
生
は
到
底
不
可

能
な
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
法
然
上
人
は
、
法
相
宗
の
常
識
に
も
留
ま
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で

す
。

平
行
線
の
教
え

法
然
上
人
は
、
も
っ
と
も
勢
力
が
強
か
っ
た
天
台
・
法
相
両
宗
を
例
に
と
っ
て
い
る
だ
け
で
、
私
達
の

よ
う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
、
最
高
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
こ
と
を
説
く
宗
派
な
ど
、
当
時
は
ま
っ
た
＜

存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た

。

私
は
、
こ
う
し
た
天
台
宗
や
法
相
宗
の
常
識
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
ま
す
。

5
 



森
平
行
線
の
教
え
ー

凡
夫
の
常
識
ー

難
し
い
諸
々
の
行
1
1

勝
れ
た
功
徳
↓
勝
れ
た
人
に
用
意
さ
れ
て
い
る

易
し
い
お
念
仏
I
I

劣
っ
た
功
徳
↓

劣
っ
た
人
に
用
意
さ
れ
て
い
る

せ
ん
じ
詰
め
れ
ば
そ
れ
ら
は
す
べ
て

、

つ
ま
り
、
難
し
い
諸
々
の
行
に
は
、
勝
れ
た
功
徳
が
あ
り
、
そ
の
行
は
勝
れ
た
人
に
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。

で
す
か
ら
、
菩
薩
の
階
位
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
、
よ
り
高
度
な
浄
土
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
誰
に
で
も
修
め
ら
れ
る
易
し
い
お
念
仏
は
、
ど
れ
ほ
ど
頑
張
ろ
う
と
も
劣
っ
た

功
徳
に
留
ま
り
、
劣
っ
た
者
に
用
意
さ
れ
た
行
に
配
当
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す

。
「安
か
ろ
う
、
悪
か
ろ
う
」

と
い
う
言
葉
を
も
じ
れ
ば
、
「
易
か
ろ
う
、
悪
か
ろ
う
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
り
、
「
簡
単
な
行
に
は
、
た

い
し
た
功
徳
し
か
な
い
」
と
い
う
見
方
で
す

。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
「
平
行
線
の
教
え
」
こ
そ
、
修
行
を
通
じ
て
さ
と
り
を
目
指
す
仏
教
の
基
本
的

な
思
考
ス
タ
イ
ル
に
近
い
も
の
で
す

。

だ
か
ら
こ
そ
法
然
上
人
は
、
次
の
よ
う
に
仏
教
を
捉
え
、
そ
の
上

で
煩
悩
具
足
の
ご
自
身
を
い
た
＜
歎
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す。

お
よ
そ
仏
教
多
し
と
い
え
ど
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
戒
定
慧
の
三
学
を
ば
過
ぎ
ず

。

い
わ
ゆ
る
小
乗
の

戒
定
慧
、
大
乗
の
戒
定
慧
、
顕
教
の
戒
定
慧
、
密
教
の
戒
定
慧
な
り
。
（中
略
）
こ
こ
に
わ
が
ご
と

き
は
、
す
で
に
戒
定
慧
の
三
学
の
う
つ
わ
物
に
あ
ら
ず
、
こ
の

三
学
の
ほ
か
に
わ
が
心
に
相
応
す
る

法
門
あ
り
や
。

わ
が
身
に
た
え
た
る
修
行
や
あ
る
と
、
よ
ろ
ず
の
智
者
に
も
と
め
、
も
ろ
も
ろ
の
学

者
に
と
ぶ
ら
い
し
に
、
教
う
る
人
も
な
く
、
示
す
と
も
が
ら
も
な
し
。
（
『聖
光
上
人
伝
説
の
詞
』
昭

法
全
四
五
九
＼
四
六
0
)

（試
訳

本
来
、
仏
の
教
え
は
多
く
あ
る
と
は
い
え
、

戒
律

6
 



法然上人と親鸞型人（トー）

を
守
る
こ
と
、
心
を
静
め
る
禅
定
、
そ
し
て
煩
悩
を
断
ず
る
智
恵
の
三
学
に
お
さ
ま
り
ま
す

。

い
わ

ゆ
る
小
乗
仏
教
に
お
け
る
三
学
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
三
学
、
顕
教
に
お
け
る
三
学
、
密
教
に
お
け

る

三
学
で
す
。

（
中
略
）
「
こ
の
私
な
ど
、
こ
れ
ら
戒
定
恵
の三
学
に
堪
え
う
る
器
で
は
な
い
。

こ
の

三
学
の
ほ
か
に
こ
の
愚
か
な
私
の
心
に
見
合
う
教
え
は
は
た
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か

。

こ
の
私
に
堪
え

う
る
修
行
は
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
、
多
く
の
智
恵
者
を
探
し
求
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
を
訪
ね
ま
し

た
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
人
も
な
く
、
助
言
し
て
く
れ
る
仲
間
も
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
）

こ
う
し
た
経
紺
を
経
て
法
然
上
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
蒋
祁
大
師
の
教
え
に

巡
り
会
い
、
ご
自
身
の
慟
哭
に

一
対

一
で
向
き
合
っ
て
下
さ
る
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
、
そ
の
極
楽
浄
土
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す

。

そ
し
て
、
「
浄
土＝
一部
経
」
に
基
づ
い
て
善
祁
大
師
が
説
示
さ
れ
る
報
身
・

報
士
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏

・

極
楽
浄
土
こ
そ
、
最
邸
の
仏
様
で
あ
り
、
最
高
の
お
浄
土
で
あ
る
と
確
信
し
、

阿
弥
陀
仏
自
ら
が
浄
上
往
生
の
行
と
し
て
お
哲
い
に
な
っ
た
本
願
念
仏
に
邁
進
さ
れ
る
の
で
す。

と
こ
ろ
が
法
然
上
人
は
、
本
願
念
仏
と
諸
行
の
功
徳
を
体
系
的
に
対
比
し
た
説
示
を
善
祁
大
師
の
著
作

中
に
見
出
せ
ん
で
し
た
。

法
然
上
人
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
本
願
念
仏
を
前
面
に
据
え
た
浄
土
宗
の
立
教
開

宗
が
お
ぼ
つ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

た
す
き
が
け
の
教
え

そ
う
し
た
中
で
法
然
上
人
は
、
万
巻
の
経
典
を
読
み
進
め
て
い
く
内
に

「無
砿
寿
経
j
の
異
訳
で
あ
る

「大
阿
弥
陀
経
j
や

「平
等
詑
経
j
に
説
示
さ
れ
る
「
選
択
」
と
い
う
用
語
と
遡
追
し
ま
す
。

そ
し
て
、
「選

択
集
j
に
お
い
て
法
然
上
人
は
、
全
仏
教
の
帰
結
と
し
て
の
選
択
本
願
念
仏
思
想
の
体
系
化
に
成
功
さ
れ

7
 



ま
す
。

選
択
本
願
念
仏
と
諸
行
の
功
徳
の
対
比
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
の
が
、

「選
択
集
」
第
三
卒
段
に

お
け
る
勝
劣
義
で
あ
り
、
第
五
章
段
に
お
け
る
大
小
義
で
あ
り
、
第
十
三
章
段
に
お
け
る
多
少
義
に
他
な

り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
お
念
仏
は
勝
善
根

・

大
蒋
根

•

多
善
根
の
功
徳
を
有
す
る
の
に
対
し
、
諸
行
は
劣

善
根

•

小
善
根
・
少
善
根
に
留
ま
る
の
で
す
。

私
は
、
先
述
し
た
「
平
行
線
の
教
え
」
に
対
し
、
善
祁
大

師
の
説
示
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
法
然
上
人
が
確
立
さ
れ
た
教
え
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
ま
す。

森
た
す
き
が
け
の
教
え
ー
阿
弥
陀
仏
の
常
識
—

難
し
い
諸
々
の
行
I
I

劣
っ
た
功
徳
↑
自
身
の
持
つ
力
に
限
定
さ
れ
る
か
ら

易
し
い
お
念
仏
1
1

勝
れ
た
功
徳
↑
阿
弥
陀
仏
の
お
力
が
加
わ
る
か
ら

つ
ま
り
、
難
し
い
諸
々
の
行
は
、
劣
っ
た
功
徳
に
留
ま
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
人
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
す
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
行
に
励
も
う
と
も
、
所
詮
、
私
達
自
身
の
持
っ
ち
っ
ぽ

け
な
力
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
易
し
い
お
念
仏
は
、
そ
の
他
の
難
し
い
行
の
功
徳
が
足
元
に
も
及
ば
な
い
程
の
勝
れ
た

功
徳
を
有
し
て
い
ま
す

。

な
ぜ
な
ら
、
他
な
ら
ぬ
阿
弥
陀
仏
ご
自
身
の
本
願
に
基
づ
く
悴
大
な
力
が
加
わ

る
か
ら
で
す
。

阿
弥
陀
仏
は
、
私
達
の
よ
う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
も
修
め
ら
れ
る
易
し
い
行
を
浄
土
往

生
の
行
と
し
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
衆
生
を
救
い
と
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
お
考
え
に
な
り
、
称
名
念

仏
を
選
定
さ
れ
ま
し
た

。

加
え
て
阿
弥
陀
仏
は
、
ご
自
身
が
建
立
さ
れ
た
浄
土
が
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い

世
界
で
あ
る
以
上
、
勝
れ
た
功
徳
を
具
え
た
行
で
な
け
れ
ば
そ
の
浄
土
に
往
生
を
叶
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
も
お
考
え
に
な
り
、
お
念
仏
を
称
え
た
者
に
他
の
い
か
な
る
行
が
足
元
に
も
及
ば
な
い
勝
れ
た
功
徳
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法然上人と親鸞聖人(+ー）

古
き
伝
統
技

一
云
石
代
に
わ
た
る
信
頼 浄
土
宗
法
衣
専
門

古
島
法
衣
店

-
T
t
t
t

東
京
蓼
台
東
区
元
浅
草
4

の
2

の
1

電
話
(
0
3
)
3
8
4
2
,
1
2
8
9

鱗
讐
0
0
1
8
0

,
2

,
4
5
2
3
1

隕
社

有
会

を
振
り
向
け
て
下
さ
る
の
で
す
。

こ
こ
に
勝
易
念
仏
が
成
立
し
ま
す
。

法
然
上
人
は
、
「
選
択
集
」
第
十
一
章
段
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
示
さ
れ
ま
す

。

極
悪
最
下
の
人
の
為
に
極
善
最
上
の
法
を
説
く。

（
堅
典三
・
一
六
一
）

（
試訳

も
っ
と
も
重
い
悪
事
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
到
底
救
わ
れ
が
た
い
者
の
た
め
に
、
も
っ
と
も

蒻
く
勝
れ
た
功
徳
を
具
え
た
お
念
仏
を
説
き
明
か
し
ま
す

。

）

す
べ
て
の
人
々
が
平
等
に
修
め
ら
れ
る
こ
と
、
も
っ
と
も
勝
れ
た
功
徳
を
有
す
る
こ
と

。

法
然
上
人
に

と
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
し
た

。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
達

の
よ
う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
最
高
の
浄
上
（
報
土
）
に
往
生
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
る
「
凡

入
報
土
」
の
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
す
。
「選
択
集
」
に
お
い
て
法
然
上
人
は
、
こ
の
困
難
な
課

題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ま
れ
、
勝
易
念
仏
思
想
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
事
に
そ
の
課
題
を
解
決

に
祁
き
、
お
念
仏
の

一
人
立
ち
と
浄
土
宗
の
独
立
を
宜
言
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

。

以
上
が
、
法
然
上
人
が
構
築
さ
れ
た
選
択
本
願
念
仏
思
想
の
基
本
で
す。

（
続
く
）

, 



前
田
和
男
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僧
渡
辺
海
旭

壷
中
に
月

-
を
求
め
て



壷中に月を求めて

前
号
で
は
、
渡
辺
海
旭
が
ド
イ
ツ
駐
箭
H

本
大
使

の
珍
田
捨
己
の
説
得
で
帰
国
を
決
意
し
た
背
景
に

は
、
海
旭
と
生
涯
を
約
し
た
女
性
の
存
在
が
あ
る
に

違
い
な
い
と
妄
想
を
退
し
く
し
、
海
旭
の
書
簡
の
記

述
か
ら
「
そ
れ
ら
し
き
ド
イ
ツ
女
性
」
の
あ
ぶ
り
だ

し
を
試
み
た
。

そ
こ
か
ら
、
ど
う
や
ら
海
旭
の
好
み
は
、
当
た
り

富
簸
を
予
言
す
る
怪
し
げ
な
「
主
婦
の
妹
E

」
よ
り

も
、
底
辺
の
労
働
者
の
た
め
に
音
楽
会
を
企
画
す
る

上
流
の
「
M
夫
人
か
S

嬢
」
で
は
な
い
か
と
の
類
推

を
得
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
納
得
が
い
か
ぬ
読

者
諸
賢
も
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う

。

な
ら
ば
、
も
っ
と
確
か
な
証
拠
は
な
い
も
の
か
と
、

さ
ら
な
る
渉
猟
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ぞ
海
旭
に

と
っ
て
相
思
相
愛
の
女
性
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る

モ
デ
ル
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
海
旭
の
二
つ
の
寄
稿
文
に
あ
る
牧
師
夫

人
で
あ
る
。
―
つ
は
留
学
中
の
明
治
四
十
年
に
「
新

亡
き
牧
師
夫
人
が
モ
デ
ル
？

仏
教
」
に
よ
せ
ら
れ
た
「
身
辺
雑
記
」
の一
部
、
も

ぅ

―
つ
は
帰
国
後
の
明
治
四
十
三
年
五
月
、
自
ら
が

主
筆
を
つ
と
め
る
「
浄
土
教
報
」
に
「
牧
師
ベ
ッ
ケ

ル
氏
を
想
ふ
」
の
題
で
掲
載
さ
れ
た
随
筆
風一
文
で

あ
る
。

内
容
を
紹
介
す
る
前
に
、
ま
ず
は
後
者
の
日
付
に

着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

も
し
、
海
旭
の
帰
国
の
背
景
に
あ
る
ド
イ
ツ
女
性

の
存
在
が
あ
り
、
そ
こ
に
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
想
い

の
別
離
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
帰
国
の
直
後
に
な
ん

ら
か
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
、
自
ら
へ
の
「
決
意
」
と
し

て
書
き
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
「
君

の
こ
と
は

一
生
忘
れ
な
い
」
と
い
う
「
恋
文
」
と
い
っ

て
も
い
い
か
し
れ
な
い
。

帰
国
し
て
、

一
月
も
し
な
い
時
期
に
、
し
か
も
主

筆
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
宗
門
の
「
機
関
紙
」
に

、

自
ら
に
し
か
わ
か
ら
な
い
形
で
そ
れ
を
書
き
記
し
た

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
海
旭
の
女
性
を
特
定
す
る
重
要

な
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

、

。

ヽ
っ
カ
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そ
れ
で
は
内
容
の
検
証
に
入
ろ
う

。

さ
て
、
前
者

の
「
新
仏
教
」
に
よ
せ
ら
れ
た
「
身
辺
雑
記
」
だ
が
、

そ
れ
は
、
「
大雪
の
後
な
り
き
。

予
は
ア
ル
ザ
ス
の

山
間
の

一
小
都
市
に
、
牧
師
B

君
を
問
い
ぬ
」
（『壺

月
全
集
』
下
巻
、
四
四
六
頁
）
の
書
き
出
し
で
は
じ

ま
る
短
い
も
の
で
、
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る。

留
学
し
て
五
年
ほ
ど
た
っ
た
年
明
け
の
某
日
、
前

日
か
ら
の
大
雪
が
よ
う
や
く
已
ん
だ
夜
だ
っ
た

。

古

く
か
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
友
人
の
夫
人
が
亡
く

な
っ
た
と
の
知
ら
せ
を
う
け
た

。

そ
の
友
人
は
ス
ト

ラ
ス
プ
ル
ク
か
ら
電
車
で
二
時
間
ほ
ど
の
ア
ル
ザ
ス

の
小
都
市
で
牧
師
を
し
て
い
た
。

海
旭
は
朝

一
番
の

電
車
に
乗
っ
て
弔
問
に
訪
れ
た

。

牧
師
に
は
四
児
が

い
た
。

海
旭
は
子
た
ち
の
た
め
に
こ
の
時
節
の
ス
ト

ラ
ス
プ
ル
ク
名
物
を
持
参
し
、
う
ち
沈
む
友
の
た
め

に
、
半
日
は
牧
師
館
の
書
斎
で
と
も
に
過
ご
し
た

。

ド
イ
ツ
の
厳
冬
期
は
夜
の
訪
れ
が
早
い

。

日
中
で

さ
え
弱
々
し
い
賜
の
光
が
薄
れ
て
き
た
の
で
、
ぜ
ひ

夫
人
の
墓
に
詣
で
た
い
と
申
し
出
る
と
、
異
教
の
友

は
そ
れ
を
諾
と
し
て
、
案
内
し
て
く
れ
た

。

は
る
か

遠
く
に
見
晴
る
か
す
雪
を
い
た
だ
い
た
ホ
ク
エ
ー
ゼ

ン
連
峰
か
ら
、
凛
々
た
る
寒
風
が
吹
き
降
ろ
す
な
か
、

二
人
は
半
ば
凍
っ
た
ラ
イ
ン
の
支
流
、
プ
ロ
イ
シ
ュ

渓
谷
を
わ
け
い
っ
た
。
雪
の
中
に
紅
や
紫
の
花
が
添

え
ら
れ
た
墓
が
あ
り
、
そ
れ
が
夫
人
の
新
墓
と
知
れ

た
。

海
旭
は
墓
に
か
か
っ
た
雪
を
掻
き
退
け
、
持
参

し
た
花
輪
を
か
け
る
と
、
数
珠
を
取
り
出
し
て
、
四

誓
偶
を
誦
し
、
十
念
を
微
唱
し
、
し
ば
ら
く
黙
社
を

捧
げ
た
。

牧
師
館
の
書
斎
で
の
慰
撫
と
同
じ
く
、
異
教
の
友

は
、
異
教
徒
に
よ
る
異
教
の
弔
い
方
を
受
け
入
れ
て
、

傍
ら
に
た
だ
黙
っ
て
立
ち
尽
く
し
て
い
た
が
、
や
が

て
閉
じ
た
両
眼
か
ら
は
ら
は
ら
と
涙
が
流
れ
落
ち
、

つ
い
に
こ
ら
え
き
れ
ず
に
嗚
咽
を
も
ら
し
な
が
ら
声

を
上
げ
て
泣
き
出
し
た

。

海
旭
も
も
ら
い
泣
き
を
し
な
が
ら
、
夫
人
の
死
が

ち
ょ
う
ど
降
誕
祭
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い

て
、
友
に
囁
い
た

。

「
思
い
切
り
泣
き
な
さ
い。

泣

い
て
い
い
の
だ
。

さ
ぞ
や
つ
ら
か
っ
た
だ
ろ
う

。

降

誕
祭
で
は
た
く
さ
ん
の
信
徒
を
前
に
説
教
や
ら
祈
り
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壷中に月を求めて

や
ら
と
儀
式
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
妻
の
た
め
に
泣

く
わ
け
に
も
い
か
な
か
っ
た

。

こ
ら
え
に
こ
ら
え
て
、

ず
っ
と
し
の
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う

。

さ
あ
、
ふ
た
り

れ
い
け
い

で
き
み
の
令
閾
の
た
め
に
、
こ
こ
で
思
い
っ
き
り
泣

こ
う
、
さ
あ
泣
こ
う
」

そ
し
て
海
旭
は
最
後
を
こ
う
結
ぶ
の
で
あ
る
。

「
我
ら
の
涙
は
、
基
督
教
と
仏
教
と
の
境
界
を
融
け

去
っ
た
。

独
逸
人
と
日
本
人
と
の
区
別
を
も
融
け

去
っ
た

。

ふ
た
り
は
同
情
海
中
の
人
と
な
っ
て
、
時

の
経
過
も
忘
れ
、
あ
た
り
が
暗
く
な
る
ま
で
た
だ
た

だ
泣
き
濡
れ
た
」
と
。
（
「壺
月
全
集
j
下
巻
、
四
四

六
頁
）

な
ん
だ
、
な
ん
だ
。

た
し
か
に
感
動
的
な
文
章
で

は
あ
る
が
、
い
っ
た
い
こ
れ
の
ど
こ
が
「
恋
文
」
な

の
だ
と
読
者
諸
野
か
ら
叱
貢
を
受
け
そ
う
で
あ
る

。

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
箪
者
も
こ
の
短
信
だ
け

だ
っ
た
ら
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

ろ
う
。

し
か
し
、
海
旭
は
、
こ
の
短
信
か
ら三
年
後
、

農
婦
の
ご
と
き
君
な
り
き

帰
国
直
後
に
再
び
件
の
牧
師

一
家
に
つ
い
て
胄
き
記

し
て
い
る
。

し
か
も
「
前
者
」
の
主
役
は
「
妻
を
亡

く
し
た
夫
」
で
あ
っ
た
が
、
「
後
者
」
の
そ
れ
は
「
亡

き
夫
人
」
そ
の
人
で
あ
る
。

こ
の
落
差
に
こ
そ
着
目

す
べ
き
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。

さ
し
ず
め
名
探
偵
ポ
ワ
ロ

氏
の
灰
色
の
脳
細
胞
を
も
っ
て
し
た
ら
、
た
ち
ど
こ

ろ
に
こ
こ
に
「
海
旭
の
女
性
某
」
を
解
き
明
か
す
鍵

を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
わ
が
シ
ワ
の
伸
び
き
っ

た
凡
庸
な
る
脳
み
そ
は
感
じ
た
の
で
あ
る

。

帰
同
直
後
の
こ
の
随
喰
風

一
文
は
、
タ
イ
ト
ル
こ

そ
「
牧
師
ベ
ッ
ケ
ル
氏
を
想
ふ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

夫
へ
の
言
及
は
二
つ
の
段
落
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は

す
べ
て
夫
人
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る。
悔
旭
は
、
「
前
信
」

の
夫
人
の
袋
参
に
ふ
れ
た
後
、
「
あ
、
少
し
く
こ
の

亡
き
夫
人
に
つ
き
て
、
我
追
想
を
書
い
て
見
よ
う
か
」

と
記
し
て
、
い
き
な
り
彼
女
の
容
姿
を
こ
う
描
い
て

み
せ
る
。

「
我
友
の
妻
は
決
し
て
脆
し
き
女
で
は
な
か
っ
た
。

其
思
ひ
き
っ
た
質
素
の
服
装
は
、

一
沼
彼
女
を
し
て

股
婦
の
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
」。

そ
れ
に
加
え
て
、
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「
寧
ろ
無
愛
想
に
し
て
口
数
の
少
き
は
、
彼
女
を
し

て
弥
益
百
姓
女
の
丸
出
に
し
た
」
（『壺
月
全
集
』
下

巻
、
三
九
六
＼
三
九
七
頁
）

な
、
な
ん
と
、
「
農
婦
」
「
百
姓
女
丸
出
し
」
と
は
、

リ
ー
ゼ
ン
ト
の
髪
型
に
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
り
ゅ
う

と
着
こ
な
し
た
留
学
時
代
の
紅
顔
の
美
青
年
•
海
旭

を
知
り
、
美
男
に
は
美
女
が
似
つ
か
わ
し
い
と
考
え

て
い
た
読
者
諸
賢
に
と
っ
て
は
（
い
や
箪
者
も
だ
そ

う
が
）
、
想
像
を
激
し
く
裏
切
る
も
の
だ
ろ
う。

し
か
し
、
「
農
婦
」
「
百
姓
女
丸
出
し
」
は
侮
蔑
ど

こ
ろ
か
海
旭
の
最
大
の
褒
め
言
業
で
あ
る
こ
と
が
、

こ
の
先
を
読
み
進
む
と
判
然
と
す
る

。

「
ま
す
ま
す
百
姓
女
然
だ
が
、
内
実
は
こ
れ
ぞ
牧
師

の
妻
の
鑑
だ
っ
た
」
と
記
し
て
、
海
旭
は
こ
う
続
け
る
。

夫
人
は
海
旭
と
ド
イ
ツ
で
出
会
う
前
、
牧
師
の
夫

と
と
も
に
、
イ
ン
ド
で
も
極
貧
地
域
と
し
て
知
ら
れ

る
南
部
で
十
年
ほ
ど
布
教
活
動
に
同
伴

。

常
に
内
助

の
功
を
果
た
し
た
。

親
し
く
な
っ
て
家
に
招
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
あ
る
と
き
質
素
き
わ
ま
り
な
い
暮

ら
し
の
中
に
金
属
の
食
器
類
が
輝
い
て
い
る
の
が
奇

異
に
思
え
て
、
海
旭
は
尋
ね
た

。

す
る
と
彼
女
が
親

身
に
接
し
た
幾
百
の
ド
ラ
ビ
タ
族
の
女
性
た
ち
か

ら
、
ベ
ッ
ヘ
ル
夫
人
に
贈
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う

。

夫
人
が
母
の
ご
と
く
慕
わ
れ
て
い
る
証
で
あ
っ
た

。

夫
人
に
は
五
人
の
娘
た
ち
が
い
た

。

ど
の
子
も
可

愛
く
て
賢
か
っ
た

。

あ
る
と
き
子
供
た
ち
に
誘
わ
れ

て
、
近
く
の
野
原
に
花
摘
み
に
出
か
け
た
。
一
番
年

下
の
娘
か
ら
、
「
お
じ
さ
ま
は
と
て
も
外
国
の言
莱
が

お
得
意
だ
と
父
か
ら
聞
い
て
い
る
け
れ
ど
、
英
語
も

で
き
る
の
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
イ
ン
ド
の
言
莱
も
で
き

る
の
」
と
聞
か
れ
た
海
旭
は
、
「
あ
あ
、
で
き
る
と
も
」

と
答
え
て
か
ら
、
そ
の
可
愛
い
さ
を
め
で
る
あ
ま
り
、

い
た
ず
ら
心
が
湧
い
て
き
て
「
お
じ
さ
ん
は
ね
、
人

間
の
言
葉
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
犬
の
言
業
だ
っ
て
猫

の
言
葉
だ
っ
て
で
き
る
ん
だ
よ
」
と
答
え
た

。

す
る
と
、
そ
の
子
の
表
情
が

一
変
、
真
顔
に
な
っ

た
。

「
そ
ん
な
嘘
を
い
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん

。

母
か

ら
い
つ
も
そ
う

言
わ
れ
て
い
ま
す
」

海
旭
は
愕
然
と
し
て
「
ご
め
ん
、
冗
談
だ
、
冗
談

。

お
嬢
ち
ゃ
ん
の
い
う
と
お
り
だ
、
い
や
お
母
様
の
い
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悔中に月を求めて

う
と
お
り
だ
よ
」
と
答
え
て
、
夫
人
の
母
親
と
し
て

の
躾
の
素
晴
ら
し
さ
に
い
ち
だ
ん
と
敬
意
を
深
め
た。

牧
師
一
家
が
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
て
赴
任
し
た
地

は
、
か
つ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
学
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
、
人
口
の
六
分
の
五
は
そ
の
信
者
で
、
バ
ザ
ー
ル

な
ど
を
催
そ
う
も
の
な
ら
激
し
い
妨
害
を
う
け
、
布

教
に
大
い
に
苦
心
を
し
た
が
、
そ
れ
を
救
っ
た
の
も

夫
人
で
あ
っ
た

。

無
口
で
は
あ
る
が
親
切
で
敬
虔
な

態
度
で
、
昔
な
が
ら
の
口
う
る
さ
い
年
寄
り
信
者
た

ち
の
敬
慕
を
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う。

そ
し
て
、
最
後
に
海
旭
は
わ
が
国
に
お
け
る
僧
妻

問
題
に
テ
ー
マ
を
転
じ
る
と
、
こ
う
結
ん
だ
。

「
学
徒
を
教
へ
、
宗
学
を
説
く
人
を
内
助
す
る
貢
に

こ
う
は
く

あ
る
も
の
が
、
徒
に
黄
白
を
教
え
、
綺
羅
を
飾
る
の

外
一
称
の
唱
名
も
、
半
箇
の
信
仰
も
な
き
婦
人
が
あ

り
は
せ
ぬ
か
。

（
略
）
僧
妻
問
題
は
今
方
に
実
際
問

題
で
あ
る
。

而
し
て
之
が
光
明
あ
る
解
決
の
方
法
は

唯
一
っ
だ
。

日
く
、
宗
教
的
の
人
格
あ
る
、
わ
が
ベ
ッ

ヘ
ル
の
如
き
も
の
を
教
界
に
得
る
こ
と
だ

。

否
競
ふ

て
ベ
ッ
ヘ
ル
夫
人
た
る
を
期
す
る
こ
と
だ
」
（「壺
月

全
集
j
下
巻
、
三
九
八
頁
）

な
る
ほ
ど
結
語
は
俯
妻
問
題
だ
が
、
深
読
み
せ
ず

と
も
素
直
に
読
ん
で
も
、
そ
れ
は
唐
突
で
わ
ざ
と
ら

し
い
丘
ば
り
足
し
ク
に
思
え
て
な
ら
な
い

。

む
し
ろ

「
俯
妻
問
題
」
に
か
こ
つ
け
た
内
実
は
牧
師
夫
人
へ

の
讃
歌
で
あ
り
、
「
恋
文
」
で
は
な
い
の
か

。

ポ
ワ

ロ
氏
ほ
ど
で
は
な
い
わ
が
お
粗
末
な
脳
味
噌
を
も
っ

て
し
て
も
、
そ
う
管
見
さ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ

、

。

、
っ
カ

（
つ
づ
く
）
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忙
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
、
死
な
ば
浄
士
へ
ま
い
り
な
ん。

と
て
も
か

く
て
も
こ
の
身
に
は
、
思
い
わ
ず
ろ
う
事
ぞ
な
き
と
思
い
ぬ
れ
ば
、
死
生
と

も
に
わ
ず
ら
い
な
し
。
（

法
然
上
人
「つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
J
)

生
き
て
い
る
間
は
お
念
仏
を
称
え
て
そ
の
功
徳
が
精
も
り
、
命
尽
き
た
な
ら
ば
お
浄
土
に
参

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

。

「
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
身
に
は
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
こ
と
な
ど

な
い
の
だ
」
と
受
け
と
め
た
な
ら
ば
、
生
き
る
に
も
死
ぬ
に
も
何
事
に
も
思
い
悩
む
こ
と
な
ど

な
く
な
る
の
で
す

。

「
第
二0
回
・
手
帳
大
賞
」
か
ら
ー
た
っ
た
―
つ
の
命
と
お
念
仏
の
尊
さ
—

I
 

J
う
る
じ

っ
ぼ
う

響
流
＋
方



孵流＋方

昨
年
十
月
十
九
H

、
手
帳
・
カ
レ
ン
ダ
ー
大
手
の
高
橋
書
店
が
実
施
す
る
「
第
二
0
回
・

手
帳
大
賞
」
が
決
定
し
、
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

毎
年
、
私
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
「
名

言
·
格
言
部
門
」
に
は
、
な
ん
と

一
万
九
九
三
六
通
も
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た

。

家
族
や
友

人
と
の
日
常
の
何
気
な
い
会
話
の
中
で
、
相
手
が
ふ
と
口
に
し
た言葉
に
感
心
•
感
動
・
感

銘
し
、
思
わ
ず
手
帳
に
メ
モ
し
た
く
な
っ
て
し
ま
う

。

「
名言
・
格
言
部
門
」
は
、
そ
ん
な

身
近
な
方
の
言
葉
を
投
稿
す
る
場
で
す

。

昨
年
の
受
買
作
の
中
か
ら
、
素
敵
な
「
名
言
」
と

投
稿
者
の
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

。

古
鳶
ま
ど
か
伐

〈お
は
な
し
の
き
れ
い
な
ひ
と
だ
っ
た
ね
ぇ

〉

＊
鍛
治
銘
子
さ
ん
（
五
十
五
歳

•

主
婦
）
「言
葉
遣
い
の
丁
寧
な
私
の
友
人
が
帰
っ
た

あ
と
で
、
3

歳
だ
っ
た
娘
が
し
み
じ
み
と

。

そ
ん
な
こ
と
に
心
を
留
め
て
い
た
こ
と
に

お
ど
ろ
き
、
そ
れ
を
3

歳
児
の
語
猿
で
表
現
す
る
と
こ
う
な
る
ん
だ
と
新
鮮
な
印
象
を

丁
寧
な
言
葉
遣
い
は
、
聞
い
た
方
の
心
に
共
鳴
し
て
、
お
だ
や
か
な
気
持
ち
を
促
し
、
や

さ
し
い
心
を
育
ん
で
く
れ
ま
す。

そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
幼
く
と
も
例
外
で
は
な
い
の
で
し
ょ

う
。

こ
の
3

歳
の
娘
さ
ん
も
、
こ
の
日
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
「
お
は
な
し
の
き
れ
い
な
ひ
と
」

に
自
然
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う

。

受
け
ま
し
た

。

」
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〈
赤
ち
ゃ
ん
ラ
ン
ド
セ
ル
だ
！

女
椎
名
誠
賞

＊
須
合
里
美
さ
ん
（
二
十
九
歳
•
主
婦
）
「
赤
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぶ
し
て
い
た
時
に
、
小

学
校
入
学
し
た
ば
か
り
の
息
子
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
上
の
子
と
下
の
子
は6
歳
差
。
久

し
ぶ
り
の
育
児
に
バ
タ
バ
タ
し
て
い
た
の
で
…

。

そ
の
発
言
に
、
ま
た

一
か
ら
が
ん
ば

ろ
う
と
思
え
た

一
言
で
し
た
。
」

マ
マ
も

一
年
生
だ
ね
。
〉

ラ
ン
ド
セ
ル
は
、
ピ
カ
ピ
カ
の

一
年
生
に
と
っ
て
自
分
自
身
の
成
長
の
勲
章
で
す

。

こ
の

言
葉
の
内
に
は
、
本
人
は
意
識
せ
ず
と
も
、
「
自
分
も
お
兄
さ
ん
と
し
て
頑
張
る
よ
！
」
と

い
う
、
お
母
さ
ん
に
向
け
た
エ
ー
ル
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す

。

お
母
さ
ん
は
、
立
派

に
成
長
し
た
息
子
の
何
気
な
い
言
葉
に
ど
れ
ほ
ど
励
ま
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う

。

森
優
秀
賞
〈
ぽ
く
は
俊
し
い
怪
獣
に
な
る
！
〉

＊
山
崎
い
づ
み
さ
ん

（
三
十
四
歳
・
パー
ト

）
「
息
子
は
強
く
て
大
き
い
怪
獣
に
憧
れ

る
腕
白
な
男
の
子
で
し
た

。

と
こ
ろ
が
、
自
然
災
害
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
を
見
て
、
士
砂

崩
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た
自
宅
を
み
て
泣
く
人
や
、
川
の
氾
濫
で
電
柱
に
つ
か
ま
っ
て
助

け
を
待
つ
人
に
心
を
痛
め
た
よ
う
で
す

。

優
し
い
怪
獣
に
な
っ
て
、
困
っ
て
い
る
人
を

助
け
て
あ
げ
た
い
そ
う
で
す。
息
子
の
小
さ
な
成
長
を
実
感
し
た
言
莱
で
す
。
」

H

本
の
代
表
的
怪
獣
と
い
え
ば
ゴ
ジ
ラ
と
ガ
メ
ラ
で
し
ょ
う
か。

ゴ
ジ
ラ
も
ガ
メ
ラ
も
最
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評流十方

初
は
凶
暴
な
怪
獣
と
し
て
描
か
れ
ま
す
が
、
次
第
に
正
義
の
怪
獣
、
子
供
達
の
ヒ
ー
ロ
ー
と

し
て
描
か
れ
て
い
き
ま
す

。

子
供
は
も
ち
ろ
ん
、
私
達
の
素
直
な
心
は
、
や
は
り
正
義
の
味

方
が
大
好
き
な
の
で
す

。

慈
悲
の
心
に
溢
れ
て
い
る
、
と
も
言
え
ま
し
ょ
う

。

女
大
買

〈病
室
の
夕
陽
よ
り
、
や
っ
ぱ
り
台
所
の
朝
陽
ね
〉

＊
相
野
正
さ
ん
（
六
十
六
歳
•
会
社
員
）
「
ガ
ン
の
外
科
病
棟
を
退
院
し
、
帰
宅
し
た

翌
日
、
台
所
に
立
っ
た
妻
の

一
言
。
」

手
帳
大
伐
の
表
彰
式
の
際
、
相
野
さ
ん
は
、
「
楽
し
み
に
し
て
い
た
台
所
の
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
家
内
は
入
院
し
た
の
で
、
退
院
し
思
い
通
り
に
で
き
た
台
所
に

立
っ
た
喜
び
は
ひ
と
し
お
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
健
康
が
ど
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
か
、
家
族

（
林
田
康
順
）

で
し
み
じ
み
と
実
感
し
た
言
菜
で
し
た
」
と
挨
拶
さ
れ
た
そ
う
で
す。
誰
し
も
平
等
に
与
え

ら
れ
て
い
る
た
っ
た

―
つ
の
命
、
そ
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
方
々
と
の
心
と
心
の
ふ

れ
あ
い
、
私
達
は
そ
れ
ら
を
決
し
て
失
い
た
く
は
な
い
の
で
す

。

こ
こ
で
紹
介
し
た
い
く
つ
か
の
「
名
言
」
は
、
何
気
な
い
日
々
の
積
み
重
ね
の
中
に
、
た

く
さ
ん
の
慈
悲
の
心
が
溢
れ
て
お
り
、
か
け
が
え
の
な
い
時
が
や
さ
し
く
刻
ま
れ
続
け
て
い

る
こ
と
を
私
達
に
気
付
か
せ
て
く
れ
ま
す

。

そ
う
し
た
こ
と
の
真
実
を
見
つ
め
ら
れ
た
時
、

私
達
は
お
念
仏
の
尊
さ
を
あ
ら
た
め
て
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
す

。

合
掌
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神
田
川

も
J

水
道
橋
ー
大
洗
堰

上
流
に
向
か
っ
て
船
を
進
め
る
。

水
道
橋
を
潜
る
と
、
岸
の

右
側
に
は
広
い
明
地
、
火
除
け
地
が
広
が
り
、
西
外
れ
に
市
兵

衛
河
岸
が
あ
る

。

こ
こ
で
は
多
く
の
荷
が
陸
揚
げ
さ
れ
、
人
々

で
賑
わ
っ
て
い
る
。

明
地
の
北
側
に
は
、
水
戸
中
納
言
上
屋
敷

の
屋
敷
塀
が
連
綿
と
あ
る

。

そ
の
屋
敷
内
に
は
優
美
な
庭
園
、

後
楽
園
が
あ
る
。

神
田
上
水
は
、
こ
の
庭
園
を
通
り
、
地
下
に

き
ょ
う

入
る
。

そ
し
て
神
田
川
に
架
か
る
懸
樋
（
水
道
橋
）
を
通
過
し
、

地
中
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
、
石
樋
や
木
樋
に
よ
っ
て
市
中
に
配

の

給
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
の
人
々
は
、
こ
の
辺
り
の
流
れ
を
今
の
よ

う
に
神
田
川
で
は
な
く
、
単
に
御
堀
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
舟
の
左
手
に
は
高
く
も
美
し

い
緑
の
土
手
が
続
く
。
三
崎
稲
荷
の
社
が
見
え
、
や
が
て
枡
形

に
積
み
上
げ
ら
れ
た
石
垣
と
隅
櫓
の
よ
う
な
堅
牢
な
小
石
川
御

門
が
見
え
て
く
る
。

土
手
の
幅
は
さ
ら
に
広
が
る。

こ
の
辺
り

ま
で
来
る
と
、
右
側
か
ら
ど
ん
ど
ん
と
盟
富
な
水
が
流
れ
落
ち

る
音
が
こ
だ
ま
し
て
く
る
。

神
田
川
が
北
か
ら
堀
に
流
れ
込
ん

で
い
る
。

そ
こ
に
架
か
る
橋
が
船
河
原
橋。

橋
の
下
に
は
堰
が

江
戸
ウ
ォ
ー
カ
ー

森
清
鑑



江戸の川を歩く

設
け
ら
れ
て
お
り
、
上
流
か
ら
の
水
が
音
を
立
て
て
落
ち
込
ん

で
い
る
の
だ
。

江
戸
の
人
々
は
こ
れ
を
簡
略
に
表
現

。

通
称
、
「
ど

ん
ど
ん
」
（
今
の
飯
田
橋
駅
の
と
こ
ろ
）
。

こ
れ
か
ら
先
の
上
流

を
人
々
は
江
戸
川
と
呼
ん
で
い
た

。

船
河
原
橋
の
次
は
竜
慶
橋

が
架
か
っ
て
い
る
。

こ
の
辺
り
、
周
囲
は
、
御
家
人
屋
敷
で
埋

め
尽
く
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
は
神
田
川
の
名
称

で
統

一
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
水
源
の
井
の
頭
池

か
ら
大
洗
堰
ま
で
を
神
田
上
水
、
大
洗
堰
か
ら
飯
田
橋
ま
で
を

江
戸
川
、
そ
し
て
飯
田
橋
か
ら
隅
田
川
ま
で
を
単
に
御
堀
と
呼

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

関
口
大
洗
堰

川
を
遡
っ
て
、
中
橋
、
石
切
橋
、
江
戸
川
橋
ま
で
来
る
と
、

関
口
水
道
町
に
出
る

。

再
び
緑
の
堤
が
現
れ
、
左
を
見
る
と
、

早
稲
田
村
、
関
口
村
の
田
ん
ぼ
の
広
が
り
が
見
え
て
く
る。

所
々

に
江
戸
川
か
ら
の
細
い
流
れ
が
田
園
を
縫
う
よ
う
に
流
れ
、
田

畑
を
潤
し
て
い
る

。

川
の
右
側
に
は
、
せ
り
上
が
る
緑
の
丘
が

続
き
、
や
が
て
目
白
不
動
（
江
戸
五
色
不
動
の

一
っ
。

目
白
の

語
源
）
の
屋
根
と
く
ね
る
よ
う
に
丘
を
登
っ
て
い
く
、
目
白
坂

が
見
え
る
。

時
の
鐘
を
告
げ
る
新
長
谷
寺
の
鐘
楼
も。
す
る
と
、

神田）,, 
水道橋～大洗関

関口村

ャ{, i" 、 早稲田村

1li, W ヽ!/ / 

田んぼ \I、 1';, '¥, ¥'{ 
田んぽ
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前
方
か
ら
大
き
な
音
が
こ
だ
ま
し
、
目
の
前
に
大
き
な
ダ
ム
が

お
お
あ
ら
い
せ
き

現
れ
る

。

こ
れ
が
関
口
大
洗
堰
で
あ
る。

長
谷
川
雪
旦
が
江
戸
名
所
図
会
に
描
く
、
「
目
白
下
大
洗
堰
」

は
リ
ア
ル
で
正
確
で
あ
る

。

こ
の
大
洗
堰
の
高
さ
は
、
九
＼
十

メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
大
き
く
堅
固
な
石
垣
が
コ
の
字
型
に
、
正

に
辞
え
て
い
る
の
で
あ
る

。

こ
の
石
垣
の
上
は
、
広
く
、
平
ら

な
石
敷
き
が
あ
り
、
中
央
に
水
路
が
設
け
ら
れ
、
水
は
こ
こ
を

通
り
、
勢
い
よ
く
、
落
ち
て
い
る

。

こ
の
大
が
か
り
な
石
垣
の

前
に
は
、
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
水
が
堰
き
止
め
ら
れ
て
貯

ま
っ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
ダ
ム
湖
の
よ
う
に

。

よ
く
見
る
と
、

平
面
石
敷
き
の
水
路
は
、
段
差
が
あ
り
、
ま
ず
小
さ
く
落
ち
る

滝
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
大
き
な
滝
と
な
っ
て
江
戸
川
に
落
下
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

堰
き
止
め
ら
れ
た
水
の
水
位
は
、
も
っ
と

高
い
わ
け
で
あ
る

。

そ
の
周
囲
は
、
柵
が
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、

人
が
入
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る

。

厳
重
な
警
戒

。

あ
た
り
、

あ
ち
こ
ち
に
監
視
の
水
番
屋
が
あ
り
、
水
番
人
の
家
宅
が
あ
る。

彼
ら
は
、
江
戸
市
民
の
飲
み
水
を
厳
重
に
管
理
し
て
い
る

。

神
田
上
水
取
水
口

雪
旦
の
絵
の
向
き
か
ら
は
、
上
水
（
飲
み
水
）
の
取
水
口
は

見
え
な
い

。

大
洗
堰
の
ダ
ム
か
ら
江
戸
川
に
落
ち
て
い
る
水
は

余
水
な
の
で
あ
る
。

取
水
口
は
ダ
ム
の
山
側
に
あ
り
、

一
時
プ
ー

ル
に
貯
め
ら
れ
、
さ
ら
に
浄
化
さ
れ
、
も
う
―
つ
の
石
柵
を
通

り
、
こ
の
高
さ
か
ら
、
下
を
流
れ
る
江
戸
川
を
見
下
ろ
し
な
が

ら
、
寄
り
添
う
よ
う
に
下
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。

大
洗
堰
が
江
戸
川
よ
り
十
メ
ー
ト
ル
も
嵩
い
位
置
に
設
計
さ

れ
て
い
る
理
由
の
第

一
は
、
ダ
ム
を
造
り
、
高
低
差
を
設
け
、

上
水
の
水
量
を
安
定
供
給
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と。

そ
し
て

第
二
に
、
当
時
は
、
江
戸
川
の
入
り
口
、
つ
ま
り
、
現
在
の
飯

田
橋
近
く
ま
で
満
潮
時
に
海
水
が
逆
流
し
て
き
た
た
め
、
塩
分

が
上
水
に
混
ざ
ら
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
：
·
：
·
が
挙
げ
ら
れ
る

。

し
た
が
っ
て
、
大
洗
堰
は
上
水
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で

あ
り
、
神
田
上
水
と
い
え
ば
、
大
洗
堰
を
連
想
す
る
ほ
ど
、
上

水
の
象
徴
的
存
在
な
の
で
あ
る

。

も
う

一
度
、
雪
旦
の
絵
に
戻
ろ
う
。
手
前
に
描
か
れ
て
い
る

道
路
は
、
大
洗
堰
平
面
部
よ
り
少
し
低
い
位
置
に
あ
る。

そ
こ

で
道
行
く
人
か
ら
見
る
と
、
堰
上
段
の
平
面
部
は
目
線
平
行
か
、 22 



江戸の川を歩く

ち
ょ
っ
と
高
く
、
滝
と
江
戸
川
は
ず
っ
と
下
に
見
え
た
に
違
い

な
い
。

人
々
は
、
滝
の
下
を
流
れ
る
余
水
、
江
戸
川
を
の
ぞ
き

込
む
よ
う
に
見
て
い
る

。

観
光
客
に
混
じ
っ
て
、
ぼ
て
ふ
り（商

人
）
の
姿
も
あ
り
、
こ
こ
が
周
囲
の
美
し
い
景
色
と
も
相
ま
っ

て
江
戸
の
観
光
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る。

茶
店
も
あ
り
、

縁
台
に
腰
掛
け
、
憩
っ
て
い
る
人
も
見
受
け
ら
れ
る

。

松
尾
芭
蕉

大
洗
堰
ダ
ム
の
道
沿
い
に
、
水
番
屋
が
あ
り
、
水
番
人
が
厳

重
に
水
質
を
管
理
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
、
俳
聖
、
松
尾

芭
蕉
と
は
、
実
は
深
い
関
係
が
あ
る

。

彼
は
、
伊
賀
上
野
出
身

で
、
藤
堂
家
に
縁
が
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
こ
の
堰
工
事
に
も
携

わ
り
、
完
成
後
は
水
番
人
と
し
て
数
年
間
を
こ
こ
で
過
ご
し
て

い
る
。

大
洗
堰
に
堰
き
止
め
ら
れ
た
溜
ま
り
に
は
、
州
が
あ
り
、
そ

の
先
に
あ
る
の
が
駒
塚
橋

。

右
手
は
山
で
、
そ
こ
に
は
上
総
久

留
里
藩
の
中
屋
敷
が
あ
る

。

こ
こ
は
特
に
椿
の
花
で
有
名
だ
っ

た
と
こ
ろ
で
、
芭
蕉
の
お
気
に
入
り
の
景
色

。

明
治
に
な
る
と
、

山
県
有
朋
は
当
地
に
居
を
構
え
た

。

そ
れ
が
今
日
の
椿
山
荘
（
つ

ば
き
山
の
意
味
）
で
あ
る

。
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さ
あ
、
上
流
へ
と
川
に
沿
っ
て
歩
み
を
進
め
よ
う
。

左
手
を

観
る
と
、
早
稲
田
村
、
関
口
村
の
田
畑
が
広
が
っ
て
い
る

。

無

論
、
舟
は
入
れ
ら
れ
な
い。

清
廉
な
水
を
汚
し
て
は
な
ら
な
い
。

流
れ
は
、
下
高
田
村
の
田
畑
を
縫
う
よ
う
に
蛇
行
し
つ
つ
、
右

手
に
南
蔵
院
の
屋
根
を
観
て
、
さ
ら
に
行
く
と
、
幾
つ
も
の
流

れ
が
折
り
重
な
り
、
神
田
上
水
に
注
い
で
い
る
。

場
所
は
下
落

合
村
。

日
蓮
宗
、
妙
正
寺
の
池

（杉
並
区
妙
正
寺
公
園
）
を
水

源
と
す
る
流
れ
が
、
こ
こ
で
神
田
上
水
に
合
流
し
て
い
る
の
で

妙
正
寺
川
、
下
落
合

堰
の
上
流
に
駒
塚
橋
が
あ
る。

こ
の
橋
を
過
ぎ
る
と
、
右
手

の
山
沿
い
に
芭
焦
堂
が
見
え
る

。

隣
に
あ
る
の
が
、
水
神
社
。

り
r
ぅ
げ
ん
あ
ん

神
田
上
水
の
安
全
を
祈
願
。

そ
こ
に
水
神
社
の
別
当
、
竜
隠
庵

が
あ
り
、
芭
蕉
は
こ
こ
を
居
に
し
て
い
た
と
い
う
。

後
年
、
芭

蕉
を
師
と
仰
ぐ
人
達
が
芭
蕉
五
十
周
年
忌
に
こ
こ
に
芭
蕉
庵

（
芭
蕉
堂
）
を
建
て
た
わ
け
で
あ
る。
芭
蕉
は
こ
こ
か
ら
の
景

色
が
気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
、
辺
り
の
景
観
が
近
江
の
瀬
田

に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
旬
、
「
五
月
雨
に
隠
れ
ぬ
も
の

や
瀬
田
の
橋
（
駒
塚
橋
の
こ
と
）
」
。

と
い
う
旬
を
残
し
て
い
る

。

広
重
は
こ
こ
を
描
い
て
い
る
。

大洗堤上面図

冨
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江戸の川を歩く

善
福
寺
川

あ
る
（
西
武
新
宿
線
下
落
合
駅
の
処。
落
合
と
は
、
二
つ
の
流

れ
が
合
流
す
る
と
こ
か
ら
つ
い
た
地
名
）。
妙
正
寺
川
は
、
一

本
化
さ
れ
た
水
路
と
な
っ
て
現
在
も
あ
る
。

神
田
上
水
は
、
蛇
行
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
南
に
下
り
、
中
野

村
を
通
過
す
る

。

そ
し
て
角
筈
村
（
新
宿
近
辺
）
で
流
れ
を
西

に
転
じ
、
和
田
村
の
処
で
西
か
ら
流
れ
て
き
た
善
福
寺
川
が
加

わ
る
。

善
福
寺
川
は
、
善
福
寺
公
園
の
広
大
な
池
を
水
源
と
す
る
流

れ
で
、
水
源
の
善
福
寺
池
は
、
今
で
言
う
、
中
央
本
線
西
荻
窪

と
吉
祥
寺
駅
の
北
に
位
岡
し
（
束
京
女
子
大
の
北
側
）
、
神
田

上
水
の
水
源
地
、
井
の
頭
池
と
も
そ
う
遠
く
離
れ
て
い
な
い
。

こ
の
辺
り
、
江
戸
時
代
は
、
美
し
い
武
蔵
野
の
田
園
地
帯
で
、

善
福
寺
公
園
は
、
今
で
も
、
都
民
憩
い
の
場
で
あ
る

。

江
戸
時

代
の
水
源
と
言
え
ば
、
そ
の
さ
ら
に
北
に
、
武
蔵
野
三
大
湧
水

池
、
三
宝
寺
池
が
あ
り
（
石
神
井
公
園
、
石
神
井
川
）
、
江
戸

を
潤
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

善
福
寺
は
曹
洞
宗
の
寺
院
で
善
福
寺
池
の
北
側
に
隣
接
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
、
妙
正
寺
川
も
善
福
寺
川
も
、
江
戸
時
代
に
は
、

◆広●江戸名所百景四十番：関口上水端芭薫庵
椿山：左、神田上水。も中、 芭薫庵。早稲田田

25 圃が広がっている。

神
田
上
水
の
本
流
は
、
田
園
の
中
を
蛇
行
し
な
が
ら
南
に
下

り
、
和
泉
（
明
治
大
学
和
泉
校
舎
北
側
）
か
ら
再
び
、
緩
や
か

に
北
へ
転
じ
、
久
我
山
を
経
て
、
井
の
頭
池
に
到
達
す
る。

井
の
頭
池

「
神
田
御
上
水
」
と
呼
ば
れ
、
厳
重
な
水
の
管
理
が
な
さ
れ
て

、
こ

0

v
t
 



神田上水上流（水源）
下高田村

江
戸
時
代
、
井
の
頭
池
は
、
「
七
井
の
池
」
と
も
言
わ
れ
、

広
い
池
の
七
カ
所
か
ら
豊
富
な
湧
泉
が
あ
っ
た
と
い
う。
無
論
、

当
時
は
鬱
在
と
木
が
茂
り
、
神
秘
的
な
光
屎
。
三
代
将
軍
家
光

は
、
よ
く
こ
こ
に
漑
狩
り
に
来
た
。

あ
る
時
、
休
憩
時
、
池
端

で
茶
を
た
て
る
。

池
の
水
を
使
っ
て
の
茶
の
湯

。

こ
と
の
ほ
か
、

こ
ぷ
し

う
ま
い
。

彼
は
、
小
柄
を
抜
い
て
、
近
く
の
辛
夷
の
木
の
幹
に

「
井
の
頭
」
（
井
戸
の
王
様
）
と
刻
む

。

こ
の
時
か
ら
人
々
は
、

井
の
頭
池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

。

池
の
中
央
に
あ
る
中
之
島

に
は
弁
財
天
が
建
っ
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
は
古
く
、
源
頼
朝

の
創
建
と
い
う

。

江
戸
時
代
、
こ
こ
へ
の
信
仰
を
兼
ね
た
遊
楽

客
が
大
勢
訪
れ
て
い
た
そ
う
で
、
昔
も
今
も
癒
し
の
観
光
地
で

あ
っ
た
。

神
田
上
水
は
細
長
い
池
の
束
端
に
あ
る
取
水
口
か
ら

今
歩
い
て
き
た
ル
ー
ト
で
大
洗
堰
に
到
達
す
る
の
で
あ
る

。
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会句上

花
冷
ぇ
や
唱
歌
に
む
つ
か
し
き
漢
詩

誌土
〈
特
選
〉

浄

戦
前
の
小
学
校
唱
歌
に
は
生
ま
の
漢
文
読
み
下
し

な
ど
の
歌
詞
が
出
て
き
た。

「
天
勾
践
を
空
し
ゅ
う
す

る
な
か
れ
」
が
歌
わ
れ
る『児
島
高
徳
』
は
そ
の
典
型。

内
藤
隼
人

●
歌

連
峰
に
ひ
ど
ひ
ら
の
雲
こ
ぶ
し
咲
く

和
田

謙
作

連
綿
ど
桜
は
闇
に
溶
け
ゆ
け
り

佃
亜

希
子

あ

ぶ

〈佳
作
〉
虻
飛
ん
で
不
思
議
な
町
へ
連
れ
て
ゆ
く

入
谷

萌

戦
後
七
十
数
年
、
世
界
の
地
図
は
大
変
化
を
遂
げ

た
。

ア
フ
リ
カ
諸
国
の
分
離
独
立

。

東
西
両
ド
イ
ツ
の

統
一や
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
解
体。

そ
の
た
め
少
し
前
の

地
図
は
あ
っ
と
い
う
間
に
古
い
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ら

を
あ
え
て
、
お
っ
と
り
と
思
i
有
の
日。

〈特
選〉借
り
て
き
た
地
図
に
ソ
連
の
あ
る
遅
日
佐
藤
颯
乃

●
連

28 



選者＝無縫庵烏鷺坊

●
自
由
題

傘
立
に
傘
剌
し
て
あ
り
花
の
雨

点
滴
を
引
き
連
れ
歩
く
春
の
暮

〈佳
作
〉
屋
上
の
ポ
ピ
ー
明
る
＜
禍
々
し

藤
棚
を
見
上
げ
て
ひ
ど
り
歌
人
か
な

林
檎
の
花
賛
美
歌
低
く
は
じ
ま
り
ぬ

〈佳
作
〉
春
の
歌
欠
落
の
歌
風
の
歌

高
崎
郁
朗

前
島

徹

井
口

そ
ら

む
か
し
の
児
童
は
唱
歌
で
歴
史
や
地
理
を
諦
ん
じ
た

。

花
冷
え
と
い
う
季
語
が
効
い
て
い
る

。

吾
郎

横
山
芙
美
子

山
口
由
美
子

〈特
選ふ
ら
こ
こ
が
昨
夜
の
位
罹
に
あ
り
に
け
り

ふ
ら
こ
こ
と
は
ブ
ラ
ン
コ
の
こ
と

。

春
の
季
語
で

あ
る

。

あ
の
よ
う
な
遊
具
は
動
か
せ
ず
、
昨
夜
の
位

箇
に
あ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
の
に
そ
れ
を
不
思
議
と

見
た

。

い
わ
ば
俳
句
的
観
点
で
あ
る

。

「
あ
り
に
け
り
」

の
常
套
が
、
む
し
ろ
す
と
ん
と
腑
に
落
ち
る

。

村
松
芳
郎

目
黒
裕
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＂康家
閾

兼
顆

浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

誌
上
句
会
〈
編
集
部
選
〉

■
連

連
山
や
お
ま
け
の
よ
う
に
春
の

雲

春
深
し
が
し
ゃ
り
と
貨
車
が
連
結
す

永
き
H

の
柵
に
連
な
る
馬
の
恥

連
雑
の
広
き
士
手
で
す
き
み
と
ぽ
く

質
屋
か
ら
子
連
れ
出
で
た
る
四
月
か
な

は
だ
ら
雪
か
す
か
に
軋
む
連
結
器

■
歌

鳥
雲
に
入
り
ぬ
H

本
春
歌
考

歌
え
ど
も
歌
え
ど
も
花
い
ま
だ
二
分

有
線
は
歌
謡
曲
の
み
花
の
昼

ひ
、

で
た
ら
め
な
母
の
凡
歌
日
永
し

締
切
·
二
0

一
七
年
七
月
二
十
五
日

発
表
・
『浄
土
』
二
0
一
七
年
九
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

ー

4

明
照
会
館
内

月
刊

「浄
土
」
誌
上
句
会
係

新
島
富
雄

能
條
優
里
亜

紺
野
し
の
ぶ

市
井
沙
里

時
任
和
彦

阿
部
拓

月
島
弥
生

井
草
啓
治

西
嶋
亜
梨
沙

二
階
智
英

花
の
冷
え
黒
人
霊
歌
地
を
遥
え
り

野
遊
び
の
二
番
の
歌
詞
は
ル
ル
ル
ル
ル

■
自
由
題

水
紋
を
魚
と
思
う
花
の
雨

四
月

一
日
て
っ
ぺ
ん
禿
げ
て
い
る
古
墳

花
の
昼
箆
蒻
の
ご
と
犬
老
い
る

か
あ
さ
ん
と
言
っ
て
桜
へ
歩
み
寄
る

血
圧
の
高
い
順
番
さ
く
ら
散
る

遠
縁
に
あ
た
る
と
告
げ
て
燕
去
る

母
と
子
と
風
船
浮
い
た
ま
ま
眠
る

刈
谷
幹
雄

野
島
寛
哉

南
亜
紀

仁
平
真
智

古
山
浩
司

新
藤
安
祐
美

遠
井
行
正

宮上
崎野
利幸
光四
郎
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か
ま
ち
よ
し
ろ
う
先
生
作
新
聞
四
コ
マ
漫
画

「コ
ン
ち

ゃ

ん
」
が
各
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
（静
岡
新
聞
・
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
聞
•
四
国
新
聞

）

へ
と
6
ゴ
マ

た
ま
？
て5
―
よ

む
誤
ら
}

“ 
ー

た
6
し

そ

r
、



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・ 蓮啓寺）
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 （青山 ・梅窓院）
中村康雅 （消水• 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・布松院）
真野龍海（大本山消浄華院）
水科善隆（長野・寛度寺）
（敬称略 • 五十音順）

数
年
前
か
ら
芥
子
の
花
の
系
統
で
、
読
売巨

人
軍
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
花
を
よ
く
目
に
す
る
よ

う
に
な
っ
た

。

き
れ
い
で
か
わ
い
い
花
だ
と
思
っ

て
い
た
ら
、
空
き
地
は
あ
っ
と
い
う
問
に
そ
の

花
一色
に
な
っ
て
し
ま
っ
た。

ラ
ジ
オ
体
操
が
い
っ
し
ょ
の
近
所
の
方
か
ら
‘

今
日
そ
の
花
の
話
を
問
い
た

。

外
来
種
で
ナ
ガ

ミ
ヒ
ナ
ゲ
シ
と
い
い
、
種
が
は
じ
け
る
と

―
つ

か
ら
千
五
百
以
上
の
種
が
こ
ぼ
れ
‘

一
株
か
ら

十
五
万
以
上
に
も
な
り
、
他
の
植
物
を
圧
倒
し

て
し
ま
う
花
だ
そ
う
だ

。

花
を
育
て
て
い
る
お

庭
に
も
し

一
輪
で
も
そ
の
花
を
見
つ
け
た
ら
、

す
ぐ
に
採
ら
な
い
と
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な

ボ
ト
ル
か
ら
新
茶
の
香
り
探
し
つ
つ

岱
澗

る
そ
う
だ

。

先
日

『東
京
新
聞
』
の

”

筆
洗
“
で
、
「ラ
ク

ダ
の
必
」
と
い
う
英
語
の
慣
用
句
の
話
が
紹
介

さ
れ
て
い
た

。

あ
る
男
が
ラ
ク
ダ
を
つ
れ
て
砂

漠
を
旅
し
て
い
た

。

疲
れ
た
ラ
ク
ダ
は
あ
る
晩

男
に
頼
ん
だ

「必
だ
け
テ
ン
ト
の
中
に
入
れ
て

も
い
い
で
す
か
」
男
は
快
く
応
じ
た

。

そ
れ
以

来
ラ
ク
ダ
は
‘
顔
を
、
首
を
、
脚
を
と
大
胆
に

な
り
、
結
局
ラ
ク
ダ
が
テ
ン
ト
の
中
で
寝
る
よ

う
に
な
っ
た

。

小
さ
く
無
害
に
見
え
て
も
そ
れ

を
い
っ
た
ん
認
め
れ
ば
‘
既
成
事
実
と
な
り
、

や
が
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
醤

え
だ
そ
う
だ
。

こ
の
「
ら
く
だ
の
必
」
の
話
の
醤
え
、
『
東
京

新
聞
』
が
言
う
よ
う
に
‘
こ
れ
く
ら
い
な
ら
い

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

か
と
ア
メ
リ
カ
に
お
べ
っ
か
を
使
っ
て
い
る

と
、
い
つ
の
問
に
か
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
‘
そ
れ
こ
そ
大
変
だ

。

日
本
中
が
芥
子
の
花
に
占
領
さ
れ
、
巨
人

一色

に
な
ら
な
い
た
め
に
も

。

（
長
）

編
集
チ
ー
フ

編
集
ス
タ
ッ
フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
道

佐
山
哲
郎

青
木
照
憲

村
田
洋

一

八
上

二
巻
六
月

号
頒
価
六
百
円

年
会
費
六
千
円

昭
和
卜
年
五
月

―
-＋
H

第
二
種
郵
便
物
認
可

印
刷

平
成
ニ
ト
九
年
五
月

二
十
H

発
行

平
成
ニ
ト
九
年
六
月

一
日

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
'

O
O
-

―

束
京
邪
港
区
芝
公
園
四

七
＇
四
明
照会
館
四
階

発
行
所
法
然
上
人
鑽
仰
会

屯

話
O

―二
（三
五
七
八
）
六九
四
七

F
A
X

0
―二
（三
五
七
八
）七
0
-
1一六

板

替
Q
3

一八
O
'

八
＇
八
二
＿
八
七

浄
土
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法然上人鑽仰会●講演会のお知らせ

映画監督・ドキュメンタリー作家

達也講演
世界はもっと豊かだし、
人はもっと優しい

森達也もりたつや

1956年広島県生まれ立教大学卒業

98年オウム真理教の荒木浩を主人公とする映画 「A』

を公開。 2001 年、 続編 『A2』 が山形国際ドキュメンタリー

映画祭で特別賞・市民賞を受賞。 著書に 『放送禁止歌』『下

山事件』『いのちの食べ方』『王様は裸だと言 っ た少年は

どうな っ たか』 など多数。 最近は季干I」誌 『法然思想」 に法

然上人について連載中。

6月 22日（木）午後2時から3時半
大本山増上寺（慈雲閣 1 階ホール）

一般 1 ,000 円 当会会員無料

予約・問含せ先●法然上人鑽仰会

東京都港区芝公園4-7-4 明照会館4階 〒 105-0011

E-mail hounen@jodo.ne.jp /ファクス 03-3578-7036 



m
o
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0
1
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6

発
行
人
／
佐
藤
良
純
編
集
人
／
大
室
了
皓
編
集
チ
ー
フ
／
長
谷
川
岱
潤

~~ ョ
写経セッ ト浄土宗勤行の解説も付いた 12枚組

浄土宗の日常勤行式が
写経になった！！ 写経後は
オリジナルの経本
にもなります。

薄
墨
本
を
な
ぞ
る

オ
1

ジ
ナ
ル
A
4

判

~ 
写詠歌

セット
宗歌「月かげ」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！！

三: | 

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。
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