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木製雲形定規

いずれも縦 184 ミリ。 I 寸

は 30.303 ミリであるから正

確には 181.814 ミ ＇）である。

メートル法が法的に完全

施行されたのは 1966 年で

あるから、それ以前の商

品だろう。左は買わなかっ

たが、写真撮影を評可し

てもらった箱である

三宅政吉
グラフィック ・ デザイナー

雲
形
定
規
は
今
で
も
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

。

職
業
柄
、

両
材
屋
や
デ
ザ
イ
ン
用
品
店
に
は
と
き
ど
き
出
か
け
る
。

た
し

か
に
雲
形
定
規
は
売
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
の
不
思
議
な
道

具
を
使
う
人
が
今
い
る
と
は
到
底
息
え
な
い

。

わ
た
し
も
昔
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
を
持
っ
て
い
た
し
、

自
由
曲
線
を
描
く
さ
い
に
は
（
使
い
方
は
な
か
な
か
難
し
い
の

だ
が
）
使
っ
た
り
は
し
て
い
た

。

と
こ
ろ
が
デ
ザ
イ
ン
の
作
業

に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
以
後
、
雲
形
定

規
を
使
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
は
ず
だ

。

ベ
ジ
ェ
曲

線
で
、
白
然
で
滑
ら
か
な
自
巾
仙
線
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る

。

~ 

フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
引
い
た
曲
線
に
集
形
定
規
を
当
て
、
い
ち

ば
ん
目
的
に
あ
っ
た
曲
線
を
選
び
な
が
ら
、
滑
ら
か
な
線
を
描

く
と
い
う
め
ん
ど
う
な
作
業
か
ら
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
設
計
者
、

製
図
家
は
解
放
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

写
真
の
木
製
の
柔
形
定
規
は
、
東
京
·
代
々
木
の
欅
通
り
の

骨
窟
市
で
見
つ
け
た
も
の
で
あ
る

。

ト

ニ
枚
セ
ッ
ト
で
七
枚
が

残
っ
て
い
た
。

露
店
の
店
主
に
値
段
を
聞
く
と
「
一枚
八
百
円
」

と
い
う
。

け
っ
こ
う
高
い
も
の
で
あ
る
。

店
主
は

「残
り
全
部

を
買
っ
て
く
れ
る
の
だ

っ
た
ら
、
箱
も
付
け
て

一
枚
ヒ
百
円
に

し
と
く
よ

」
と

言
う

。

じ
枚
だ
と
四
千
九
百
円
で
あ
る

。

そ
れ

は
い
く
ら
な
ん
で
も
無
駄
追
い
と
い
う
も
の
だ
ろ
う

。

手
に
と

っ
て
1
1心
て
み
る
と
、
小
さ
く
N

.

Y
と
焼
印
が
押
さ

れ
て
い
る

。
「
こ
れ
は
何
？
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
製
な
の

」
と
店

、
F
に
『芍
ね
る
。
「
い
や
、
前
の
持
ち
、
F
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
」
と
の

こ
と
で
あ
る
。

箱
を
み
る
と
1
1
本
製
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「1
2枚
6

寸
」
と
ラ
ベ
ル
が
貼
っ
て
あ
る
。

ま
だ
尺
虹
法
が
使

わ
れ
て
い
た
こ
ろ
の
も
の
か

。

大
事
に
使
わ
れ
た
よ
う
で
、
低
や
汚
れ
は
な
い

。

形
の
而
白

い
も
の
を

一
―
―
枚
選
ん
で
買
っ
た
。

後
R

、
芯
い
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
こ
の
三
枚
の
雲
形
定
規
を
見
せ

「お
も
し
ろ
い
で
し
ょ

」
と
間
く
と
、
彼
は
キ
ョ
ト
ン
と
し
た

頷
で
、
「そ
れ
、
な
ん
す
か
」
と

言
う

。

そ
う
か
、
デ
ザ
イ
ン

を
勉
強
し
始
め
た
と
き
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
っ
て
い
た
若

者
に
は
、
ま
る
で
縁
の
な
い
代
物
な
の
で
あ
る

。

わ
た
し
も
実

際
に
使
う
わ
け
で
は
な
い
。

と
き
ど
き
手
に
と
っ
て
デ
ザ
イ
ン

を

学
び
始
め
た
こ
ろ
の
こ
と
を
思
い
出
す
だ
け
で
あ
る
。

や



浄土
2017/10月号目次

連載私の好きなご法語..………………………………………· 鷹司誓玉 2 

連載法然J:人と親鵞塑人 (-t-四）……•••………………... 林田康順 4 

連載小説 渡辺海旭⑪ …• ・・・・・・・.. …• ・・・.. ….. …· ・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・ 前田和男 JO 

連載 評流十方 ….... . ..... . ....... ….. ・・.. …• ….. …· ・・・.. …..... …• … 林田康順 18 

連載 江戸のJII を歩く⑮ •• …· ・・・・・・・・・・・・・· ….. ・・.. …• ….. ・・・・・・・・.. 森 清鑑 22 

連載マンガ さっちゃんはネッ ·………………….. かまちよしろう 29 

連載誌上句会…………………………………………選者＝無縫庵烏鷺坊 30

編集後記 ・・・・・・············································· · ······················ · ······ · ······ · ···· 32 

表紙題字＝中村康隆元浄土「＇］主
表紙写真＝鬼海弘雄
アートディレクション＝近藤十四郎
協力＝迦陵頻伽舎



善
人
は
善
人
な
が
ら
念
仏l

悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て

た
だ
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念
仏
す
る
人
を

念
仏
に
す
け
さ
さ
ぬ
と
は
言
う
な
り

私
は
昭
和
三
十
年
三
月
下
旬
、
善
光
寺
百
十
九
世
大
宮
智
栄
上
人
の
附
弟
と
し
て
得
度
入
門
さ
せ
て
頂

き
、
約
二
週
間
程
の
ち
に
京
都
尼
衆
学
校
の
後
期
に
入
学
し
、
出
家
或
い
は
寺
院
生
活
の
な
ん
た
る
か
も

全
く
知
ら
ぬ
ま
ま
尼
僧
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た

。

当
時
尼
衆
校
は
文
部
省
の
管
轄
で
は
な
い
特
殊
学
校
で
あ
り
ま
し
て
、
教
科
内
容
も
日
々
の
生
活
規
範

も
、
そ
れ
ま
で
経
験
し
て
き
た

一
般
の
学
校
生
活
と
は
全
く
異
な
り
、
先
生
方
の
お
考
え
も
生
活
形
態
（行

持
）
も

一
っ

―
つ
驚
く
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た。

直
接
の
指
甜
者
と
し
て
は
お
二
人
の
尼
僧
様
が
居
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
と
に
監
事
の
寺
森
教
山
先
生
は

持
戒
堅
固
な
常
念
仏
者
で
い
ら
れ
ま
し
た
。
普
通
の
会
話
を
し
て
い
て
も
、
少
し
で
も
途
切
れ
る
と
即
座

に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
…
…
」
と
低
声
念
仏
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た。

私
は
普
通
の

一
般
家
庭
に
育
ち

（
家系
と
し
て
は
む
し
ろ
神
道
で
し
た

）
ま
し
た
が
、
た
ま
た
ま
大
伯

ノヽ

そ
の



母
が
善
光
寺
に
入
ら
れ
た

一
条
智
光
上
人
で
あ
っ
た
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
、
入
門
す
る
こ
と
に
な
り
、
尼

衆
校
と
い
う
新
し
い
環
境
に
入
っ
て
、
内
心
鷲
き
と
不
安
を
感
じ
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た

。

寺
森
先
生
は
自
ら
厳
し
く
ご
自
身
を
律
し
、
学
生
た
ち
に
も
な
か
な
か
厳
格
で
、
少
し
風
邪
気
味
と
か

頭
痛
が
す
る
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
、
「
お
念
仏
が
た
ら
ん
の
や
！
」
と
叱
ら
れ
ま
し
た
が
、
口
で
は
厳
し

く

言
わ
れ
な
が
ら
も
、
信
者
さ
ん
方
に
も
相
談
し
、
お
医
者
さ
ん
に
も
受診
さ
せ
た
り
、
ま
た
自
ら
野
草

を
摘
ん
で
煎
じ
て
飲
ま
せ
た
り
、
或
い
は
秤
薬
や
湿
布
薬
を
作っ
て
患
部
に
貼
っ
た
り
塗
っ
た
り
し
て
下

さ
る
、
心
優
し
い
教
育
者
で
あ
り
ま
し
た

。

尼
僧
生
活
の
第

一
歩
か
ら
こ
の
師
尼
に
会
い
、
初
歩
的
心
得
か
ら
教
え
て
頂
け
た
私
は
誠
に
仕
合
わ
せ

で
あ
り
ま
し
た
。

最
初
に
記
し
た
宗
祖
上
人
御
法
語
に

「
善人
は
善
人
な
が
ら
念
仏
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て
、

唯
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念
仏
す
る
人
を
、
念
仏
に
す
け
さ
さ
ぬ
と
は
言
う
な
り

」
と
あ

っ
て
、
智
惹
・

持
戒
・
忍
辱

・

道
心
や
慈
悲
を
も
す
け

（助
業
）
と
し
な
く
と
も
、
念
仏
さ
え
巾
せ
ば
、
往
生
に
何
の
障

り
も
な
い
と
の
み
教
え
は
、
誠
に
有
り
難
い
こ
と
と
、
H

々
味
読
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す

。



然
丈

「
浄
土
三
部
経
」
と
『無
量
寿
経
』

前
号
ま
で
五
回
に
わ
た
り
、
法
然
上
人
が
終
生
説
き
続
け
ら
れ
た
阿
弥
陀
仏
（
所
帰
）・
選
択
本
願
念

仏
（
去
行
）
・
極
楽
浄
土
（
所
求
）
に
つ
い
て
簡
潔
に
解
説
し
て
き
ま
し
た。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ

て
「
浄
土
三
部
経
」
の
説
示
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
し
た

。

親
鸞
聖
人
は
ど
う
で
し
ょ
う
か

。

先
述
し
た
よ
う
に
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
す
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
も

真
宗
大
谷
派
も
、
そ
の
最
高
法
規
た
る
『浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
制
』
や

『真
宗
大
谷
派
宗
憲
」
に
お
い

て
「
浄
土
三
部
経
」
を
正
依
の
経
典
と
し
て
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
は
浄
土
宗
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
二
つ
の
法
規
に
は
、
親
鸞
聖
人
が
、
そ
の
主
著
「顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」

（『教
行
信
証
』）
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ

「仏
説
無
麓
寿
経
j
の
本
義
と
い
う
こ
と
だ

け
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
浄
土
三
部
経
」
と
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。

な
ぜ
「仏
説

【
連
載
十
四
】
親
鸞
聖
人
が
捉
え
た

「
浄
土
三
部
経

」
①

林
田
康
順

（
大
正
大
学
教
授
）



法然上人と親鸞聖人(+四）

ま
ず
三
経
差
別
門
と
は
、
「無
祉
寿
経
」
「観
無
批
寿
経
」
「阿
弥
陀
経
j
の
「
浄
土
三
部
経
」
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
内
容
を
説
き
示
し
て
い
る
と
い
う
見
方
で
す
。

こ
の
考
え
方
は
「
浄
土
三
部
経
」
所
説
の
仏

・

仏
土
に
も
差
別
を
認
め
る
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
こ
う
し
た
捉
え
方
を
顕
説
と
い
い
ま
す
。

こ
の
立
場
に

お
い
て
親
鸞
聖
人
は
、
特
に

「観
無
批
寿
経
」
「阿
弥
陀
経
」
所
説
の
仏
•
仏
土
と

「無
拭
寿
経
j
所
説

二
経
差
別
門
と
三
経
一
致
門

無
批
寿
経
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
「
浄
土
三
部
経
」
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か

。

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
、
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
根
本
的
相
違
を
学
ぶ
最
短
の
道
に
他
な
り
ま
せ
ん

。

「
浄
土
三
部
経
」
理
解
の
基
本

法
然
上
人
の
弟
子
で
あ
り
、
真
宗
の
祖
と
な
っ
た
親
鸞
聖
人
は
、
建
永
の
法
難
（
真
宗
で
は
「
承
元
の

法
難
」
と
呼
ぶ
）
に
よ
っ
て
越
後
に
配
流
さ
れ
、
そ
の
後
、
常
陸
で
の
逗
留
を
経
て
京
都
に
戻
り
、
そ
こ

で
九
十
年
の
生
涯
を
終
え
て
い
ま
す

。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
著
作
を
通
じ
て
親
鸞
聖
人
は
、

師
法
然
上
人
を
心
か
ら
敬
慕
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

そ
の

一
方
、
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
と

別
離
の
後
、
「教
行
信
証
j
や

「浄
土
三
経
往
生
文
類
j
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
著
作
を
撰
述
し
て
独

自
の
教
義
を
体
系
化
さ
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
、
師
の
教
え
を
整
理

・

継
承
す
る
こ

と
が
第

一
の
目
的
で
あ
っ
て
、
師
と
異
な
る
教
義
を
打
ち
立
て
る
意
図
な
ど
毛
頭
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

し
か
し
、
そ
の
著
作
が
説
示
す
る
内
容
は
、
ご
自
身
の
思
索
と
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
、
決
し
て
師
と
同

一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

。

そ
ん
な
親
鸞
塑
人
独
自
の
教
学
の
中
、
「
浄
土

一
＿
一
部
経
」
理
解
を
解
読
す
る
基
本
と
な
る
の
が
三
経
差
別
門
と
三
経

一
致
門
で
す
。

5
 



の
仏
•
仏
土
の
間
に
は
っ
き
り
と

一
線
を
画
し
て
い
ま
す
。

次
に
三
経

一
致
門
と
は
、
前
の
三
経
差
別
門
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

「観
無
最
寿
経
』
と

「阿
弥
陀
経
j

の
所
説
は

「無
品
寿
経
j
の
教
え
に
甜
く
方
便
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は

「無
屈
寿
経
j

所
説
の
他
力
念
仏
往
生
の
教
え
に
連
な
る
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
こ
う
し
た
捉
え
方
を
穏
彰
と
い
い
ま
す
。

「教
行
信
証
j化
身
土
文
類
第
六
に
お
い
て
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
穏
彰
の
結
論
を
次
の
よ
う
に
お
示
し
で
す。

こ
こ
を
も
っ
て

三
経
の
真
実
は
、
選
択
本
願
を
宗
と
す
る
な
り

。

（
真
宗
聖
典三
九
二
）

（
試訳

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
「
浄
土
三
部
経
」
が
最
終
的
に
説
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
真
実
の

教
え
は
、
選
択
本
願
念
仏
に
帰
結
し
ま
す

。

）

も
ち
ろ
ん
、
法
然
上
人
も
「
浄
土
三
部
経
」
の
結
論
が
選
択
本
願
念
仏
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
異
論
を

央
む
こ
と
は
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う

。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
次
の
点
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で

棲
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
法
然
上
人
が
、

「観
無
批
寿
経
j
や

「阿
弥
陀
経
」
に
説
か
れ
る
仏

•

仏
土
を

顕
説
の
仏
•
仏
土
（
方
便
化
身

・

方
便
化
土
）
と
し
て
、
「無
址
寿
経
j
所
説
の
真
実
の
仏

•

仏
土

（真
仏

・

真
仏
土
）
へ
と
衆
生
を
誘
因
す
る
方
便
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

こ

こ
に
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
に
よ
る
「
浄
土
三
部
経
」
理
解
の
決
定
的
相
違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

そ
こ
で
い
よ
い
よ
今
号
か
ら
、
『教
行
信
証
』
や

『浄
土
三
経
往
生
文
類
」
等
に
基
づ
い
て
、
「観

無
量
寿
経
』
↓

「阿
弥
陀
経
』
↓

「無
量
寿
経
』
の
順
に
親
鸞
聖
人
独
自
の
「
浄
土
――
一部
経
」
理
解
に
つ

い
て
解
説
を
施
し
て
い
き
ま
し
ょ
う

。

6
 



法然上人と親鸞聖人(+四）

『
観
無量
寿
経
』

の
説
示
に
基
づ
く
往
生
の
位
置
づ
け

『教
行
信
証
』

ま
ず

『観
無
量
寿
経
』
の
捉
え
方
に
つ
い
て
親
鸞
聖
人
は
、

の
文
に
次
の
よ
う
に
お
示
し
で
す。

無
量
寿
仏
観
経
の
意
な
り
至
心
発
願
の
願
邪
定
緊
の
機

三
七
四
）

（試
訳

『観
無
量
寿
経
j
の
説
示
内
容
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す

。

ま
ず
衆
生
が
自
力
の
思

い
で
諸
行
を
修
め
た
功
徳
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
を
誓
わ
れ
た〈第
十
九
・
至
心
発
願

の
願
〉
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
次
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
を
疑
っ
て
自
力
の
思
い
で
諸
行
を
修
め

て
い
る

〈邪
定
緊
の
機
〉
を
説
示
対
象
と
し

、
さ
ら
に
仏
の
入
滅
を
見
る
こ
と
と
な
る

化
土
へ
の
往

生
で
あ
る
〈
双
樹
林
下
往
生
〉
を
述
べ
て
い
ま
す
。
）

こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
、

『観
無
醤
寿
経
j
の
説
示
を
め
ぐ
っ
て
、
四
十
八
願
で
い
え
ば
第
十
九
願

に
該
当
し
、
そ
の
往
生
人
と
往
生
を
遂
げ
る
有
り
様
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
ま
す。

続
け
て
親
鸞
聖
人
は

『同
」
化
身
土
文
類
第
六
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
お
示
し
で
す

。

つ
つ
し
ん
で
化
身
土
を
顕
さ
ば
、
仏
は
『無
醤
寿
仏
観
経
』
の
説
の
ご
と
し
、
真
身
観
の
仏
こ
れ
な

り

。
土
は

『観
経
』
の
浄
土
こ
れ
な
り
。

ま
た

『
菩
薩処
胎
経
」
等
の
説
の
ご
と
し
、
す
な
は
ち
擁

慢
界
こ
れ
な
り

。

ま
た

「大
無
量
寿
経
』
の
説
の
ご
と
し
、
す
な
は
ち
疑
城
胎
宮
こ
れ
な
り
。
（
真

宗
聖
典
三
七
五
）

（
試訳

つ
つ
し
ん
で
方
便
の
仏
と
浄
土
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
ら
ば
、
仏
は
「
観
無
量
寿
経
」

の
定
善
十
三
観
の
中
、
第
九

•

真
身
観
に
説
か
れ
て
い
る
仏
で
あ
り
、
浄
土
は
「
観
無
量
寿
経
』
の

化
身
土
文
類
第
六
の
標
挙

双
樹
林
下
往
生

。

（
真
宗
聖
典
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定
善
十
三
観
の
中
、
第
三

・
地
想
観
以
下
に
説
か
れ
て
い
る
浄
士
で
あ
り
ま
す。

ま
た
そ
の
浄
土
は

「
菩薩
処
胎
経
』
な
ど
に
説
か
れ
る
、
娑
婆
世
界
と
極
楽
浄
士
の
中
間
に
あ
っ
て
信
仰
が
不
完
全
の

ま
ま
自
力
で
往
生
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
者
が
生
ま
れ
る
孵
慢
界
と
な
り
ま
す

。

ま
た
『
大
無
量
寿
経』

に
説
か
れ
る
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
を
疑
う
自
力
の
行
者
が
、
あ
た
か
も
母
の
胎
内
に
居
続
け
る
よ

う
に
、
せ
っ
か
く
浄
土
に
生
ま
れ
て
も
蓮
華
に
包
ま
れ
て
、
五
百
年
も
の
間
、
仏
や
聖
衆
に
会
え
ず
、

法
を
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
疑
城
胎
宮
と
な
り
ま
す
。
）

こ
こ
で
親
鸞
聖
人
は
、
浄
土
宗
に
お
い
て
実
に
頻
繁
に
読
誦
し
て
い
る
第
九
•
真
身
観
文
を
含
め
「観

無
量
寿
経
』
に
説
示
さ
れ
る
仏
•
仏
土
の
内
容
を
方
便
化
身
・
方
便
化
土
と
規
定
さ
れ
ま
す

。

さ
ら
に
親
鸞
聖
人
は
、
『浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
お
示
し
で
す

。

観
経
往
生
と
い
ふ
は
、
修
諸
功
徳
の
願
（
第
十
九
願
）
に
よ
り
、
至
心
発
願
の
ち
か
ひ
に
い
り
て
、

万
善
諸
行
の
自
善
を
回
向
し
て
、
浄
土
を
欣
慕
せ
し
む
る
な
り。

し
か
れ
ば

『無
量
寿
仏
観
経
』
に

は
、
定
善
•
散
善
、
三
福

•

九
品
の
諸
善
、
あ
る
い
は
自
力
の
称
名
念
仏
を
説
き
て
、
九
品
往
生
を

す
す
め
た
ま
へ
り

。

こ
れ
は
他
力
の
な
か
に
自
力
を
宗
致
と
し
た
ま
へ
り。

こ
の
ゆ
ゑ
に
観
経
往
生

と
申
す
は
、
こ
れ
み
な
方
便
化
土
の
往
生
な
り

。

こ
れ
を
双
樹
林
下
往
生
と
申
す
な
り
。
（
真
宗
聖

典
六
三
〇
＼
六
三
一
）

（
試
訳
〈
観
経
往
生
〉
と
は
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
の
中
、
〈
第
十
九
•
修
諸
功
徳
の
願
〉
に
お
い

て
「
至
心
発
願
」
と
誓
わ
れ
た
要
門
に
入
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
根
や
多
く
の
修
行
を
通
じ
て
自
ら
積

ん
で
き
た
功
徳
を
回
向
し
て
浄
土
往
生
を
願
う
往
生
で
す

。

そ
こ
で

『観
無
量
寿
経
』
に
は
、
心
を

静
め
て
修
め
る
行
で
あ
る
定
善
や
散
り
乱
れ
る
心
の
ま
ま
で
修
め
る
行
で
あ
る
散
善
、
世
福
·
戒
福
・

行
福
と
い
う
三
福
や
上
品
上
生
か
ら
下
品
下
生
ま
で
の
九
品
に
説
示
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
善
行
、
あ

8
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る
い
は
自
力
の
思
い
で
称
え
る
念
仏
を
説
い
て
、
九
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に
配
当
さ
れ
る
往
生
が
勧
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
他
力
の
教
え
の
中
に
あ
っ
て
自
力
を
肝
要
と
し
て
説
か
れ
た
教
え
と

言
え
ま
す
。

こ
う
し
た
わ
け
で

〈観
経
往
生
〉
は
、
い
ず
れ
も
方
便
の
浄
土
へ
の
往
生
に
な
っ
て
し

ま
い
、
仏
の
入
滅
を
見
る
こ
と
に
な
る
化
土
へ
の
往
生
と
し
て
〈双
樹
林
下
往
生
〉
と
い
う
の
で
す
。

）

こ
う
し
た

一
連
の
説
示
を
通
じ
て
親
鸞
聖
人
は
、

「観
無
拭
寿
経
」
の
説
示
に
基
づ
く
往
生
と
は
、
阿

弥
陀
仏
の
本
願
力
を
疑
う
自
力
の
心
を
も
っ
た
者
が
諸
善
万
行
を
修
め
る
第
十
九
願
に
よ
る
往
生
で
あ
っ

て
、
そ
の
結
果
と
し
て
第
九

•

真
身
観
文
所
説
の
方
便
化
身
が
住
し
、
第
三
・
地
想
観
以
下
所
説
の
方
便

化
身
土
へ
往
生
す
る
こ
と
と
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
す。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
「観
無
鼠
寿
経
」
の
説
示
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
師
法
然
上
人
と
弟
子
親
鸞
塑
人

の
理
解
が
こ
こ
ま
で
異
な
る
も
の
か
と
煎
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（

続
く
）

, 
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壷中に月を求めて

前
回
に
引
き
続
き
、
渡
辺
海
旭
と
X

嬢
と
の
な
れ

そ
め
と
別
れ
に
つ
い
て
、
妄
想
を
た
く
ま
し
く
し
な

が
ら
箪
を
進
め
る
と
し
よ
う

。

箪
者
の
想
像
す
る
と
こ
ろ
、
渡
辺
海
旭
が
婦
国
に

踏
み
切
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
某
ド
イ
ツ
女

性
、
X

嬢
と
の
秘
め
ら
れ
た
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

そ
も
そ
も

二
人
の
出
会
い
は
、
社
会
主
義
者

や
キ
リ
ス
ト
教
革
新
派
な
ど
多
様
な
人
々
が
闊
達
に

語
り
あ
う
自
由
思
想
家
団
の
集
ま
り
で
あ
り
、
そ
こ

で
海
旭
が
開
陳
し
た
、
「
大
乗
仏
教
の
社
会
宗
教
と

し
て
の
現
代
的
意
義
」
に
X

嬢
が
強
い
関
心
を
抱
い

た
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
二
人
の
な
か
で
「
好
感
」
を
超

え
た
感
情
に
ま
で
急
成
長
を
と
げ
た
の
は
、X
嬢
の

次
の
こ
と
ば
だ
っ
た
。

「
カ
イ
キ
ョ
ク
、
こ
こ
ド
イ
ツ
で
あ
な
た
の
い
う
大

乗
仏
教
を
弘
め
た
ら
ど
う
か
し
ら
。

私
も
協
力
す
る

か
ら
」

「
学
僧
」
で
は
終
わ
り
た
く
な
い

そ
の
日
か
ら

二
人
は
頻
繁
に
会
う
よ
う
に
な
っ

た
。

海
旭
が
X

嬢
に
対
し
て
「
大
乗
仏
教
の
レ
ク

チ
ャ
ー
」
を
重
ね
る
ご
と
に
二
人
の
間
の
絆
は
、
同

志
的
な
色
合
い
を
深
め
な
が
ら
よ
り
強
く
な
っ
て

い
っ
た
。

そ
の
背
娯
に
は
、
海
旭
の
経
済
珠
税
の
「
悪
化
」

が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
ロ
イ
マ
ン
教
授
か
ら
研
究

の
手
伝
い
の
依
頼
も
あ
り
、
宗
門
に
し
ば
し
の
留
学

延
長
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
「
仕
送
り
」

を
打
ち
切
ら
れ
た

。

そ
こ
で
、
長
友
の
束
大
教
授
・

姉
崎
正
治
の
仲
介
で
フ
ラ
ン
ス
の
富
呆
カ
ー
ン
に
援

助
を
求
め
た
が
、
こ
れ
も
断
わ
ら
れ
て
、
掃
国
の
道

は
ほ
ぽ
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た

。

そ
ん
な
な
か
で
、

海
旭
の
心
中
に
、
こ
の
ま
ま
で
は
異
郷
の
地
で
骨
を

埋
め
る
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
諦
め
が
芽

生
え
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る

。

た
だ
し
、
そ
れ
は
ど
こ
か

遥

消
極
的
ク
で
五

捨
て

鉢
ク

の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
和
極

的
な
も
の
に
変
え
て
く
れ
た
の
が
、
X

嬢
と
の
出
会

い
で
あ
っ
た
。
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そ
も
そ
も
海
旭
に
は
留
学
当
初
か
ら

「学
僧
」
で

あ
る
こ
と
に
ど
こ
か
送
巡
と
躊
躇
が
あ
っ
た。
ロ
イ

マ
ン
教
授
か
ら
い
く
ら
勧
め
ら
れ
て
も
博
士
論
文
に

か
か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
せ
い

だ
っ
た

。

「
自
分
の
本
懐
は
、
仏
の
深
遠
な
る
教
え

を
書
斎
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
悩
め
る

衆
生
に
役
立
て
る
ク

社
会
と
共
に
あ
る
僧
ク
で
あ
り

た
い
」
と
の
思
い
が
留
学
前
か
ら
胸
中
に
わ
だ
か
ま

り
つ
づ
け
て
い
た
。

め
ざ
す
は
、
導
き
の
師
で
あ
る

八
宗
の
泰
斗
と
呼
ば
れ
た
福
田
行
誡
で
あ
っ
た

。

い
っ
ぽ
う
で
、
な
ぜ
北
伝
仏
教
が
ド
イ
ツ
で
は
、

い
や
西
欧
諸
国
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の

か
、
留
学
し
て
以
来
、
ず
っ
と
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ

た
。

そ
こ
へ
「
だ
っ
た
ら
、
い
っ
し
ょ
に
ド
イ
ツ
で

大
乗
仏
教
を
広
め
よ
う
」
と
い
う
提
案
が
X

嬢
か
ら

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

折
し
も
姉
崎
正
治
ら
か
ら
紹
介
さ
れ
た
鈴
木
大
拙

が
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て

「大
乗
仏
教
概
論
』
を
英
語

で
世
に
問
う
て
、
欧
米
に
仏
教
を
広
め
る
こ
と
に
挑

戦
し
て
い
た

。

た
だ
し
、
海
旭
に
は
、
大
乗
の
教
え

を
禅
に

一
面
化
し
て
い
る
と
の
不
満
が
あ
っ
た。
自

分
な
ら
、
わ
が
法
然
上
人
由
来
の
社
会
宗
教
と
し
て

の
大
乗
を
欧
米
人
へ
深
く
説
く
の
だ
が
。

そ
ん
な
思

い
も
あ
っ
て
、
「
異
郷
の
地
で
骨
を
埋
め
る
し
か
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
海
旭
の
消
極
的
な
気

分
は
、
「
埋
め
る
だ
け
の
価
値
は
十
分
に
あ
る
」
と

の
積
極
的
な
意
思
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
っ
た

。

し
か
し
、
海
旭
と
X

嬢
の
結
び
つ
き
を
よ
り
強
め

た
の
は
、
「
大
乗
仏
教
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

海

旭
に
も
、
X

嬢
か
ら
学
ぶ
も
の
が
多
々
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
の

―
つ
が
「
女
子
教
育
の
社
会
的
意
義
」
で
あ
っ

こ
°t
 二

人
が
出
会
っ
た
年
(

-
九
0
八
）
は
、
ド
イ
ツ

で
は
じ
め
て
女
性
の
大
学
入
学
権
が
制
度
化
さ
れ
、

国
内
が
期
待
に
大
い
に
沸
い
て
い
た

。

ち
な
み
に
ド
イ
ツ
で
は
、
ま
だ
日
本
が
明
治
の
御

一
新
を
遂
げ
る
三
年
も
前
の

一
八
六
五
年
、
「
全
ド

女
子
教
育
の
重
要
性
に
め
ざ
め
る

12 
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イ
ツ
女
性
協
会
」
が
結
成
さ
れ
、
「
女
性
の
手
に
よ

る
女
子
教
育
」
が
緒
に
つ
い
て
い
た

。

そ
し
て
、
海

旭
が
留
学
を
は
た
す

一
八
九
0
年
代
に
入
る
と
、
「
ド

イ
ツ
女
性
団
体
連
合
」
が
結
成
さ
れ
、
百三
十
七
団

体
、
会
貝
七
万
人
も
の

一
大
社
会
勢
力
と
な
り
、
教

育
を
め
ぐ
る
男
女
格
差
が
問
題
に
さ
れ
る
な
か
で
、

つ
い
に
高
等
教
育
へ
の
門
戸
が
等
し
く
女
子
に
も
開

放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

x

嬢
こ
そ
そ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
女
子
教
育
の
賜
物

で
あ
り
、
n

身
も
女
子
教
育
の
さ
ら
な
る
充
実
へ
向

け
て
の
熱
心
な
推
進
者
で
あ
っ
た

。

X

嬢
と
の
付
き

合
い
を
深
め
る
に
つ
け
、
海
旭
は
近
代
国
家
に
と
っ

て
女
子
教
育
の
近
代
化
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ

と
を
、
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
っ
た

。

な
お
、
日
本
で
は
、
明
治
八
年
(

-
八
七
五
）
に

東
京
女
子
師
範
学
校
（
現
・
お
茶
の
水
女
子
大
）
が

開
校
、
「
女
性
の
手
に
よ
る
女
子
教
育
」
が
緒
に
つ

く
が
、
女
子
に
大
学
の
門
戸
が
開
か
れ
る
の
は
、
大

正
二
年
(
-
九

一
三
）、
ド
イ
ツ
に
遅
れ
る
こ
と
五

年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

* 

「
カ
イ
キ
ョ
ク
、
大
乗
仏
教
が
社
会
宗
教
と
い
う
の

な
ら
、
あ
な
た
は
女
子
教
育
に
も
取
り
組
む
べ
き
よ
」

と

X

嬢
に
い
わ
れ
た
海
旭
は
、
大
い
に
啓
発
を
う
け
、

ま
さ
に
発
展
途
上
に
あ
る
女
子
教
育
の
先
進
事
例
を

し
つ
か
り
と
見
届
け
た
い
と
思
い
、
X

嬢
と
共
に
彼

の
地
に
踏
み
と
ど
ま
る
気
持
ち
を
さ
ら
に
強
く
し
た

の
だ
っ
た
。

さ
て
、
以
上
が
二
人
の
「
な
れ
そ
め
」
だ
が
、
こ

れ
が
一
気
に
失
意
の
別
離
へ
と
急
展
開
す
る

。

海
旭

に
、
ド
イ
ツ
駐
箭
日
本
大
使
の
珍
田
捨
己
か
ら
突
然

の
呼
び
出
し
が
か
か
り
、
即
時
婦
国
を
要
請
さ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
こ
れ
に
は
尋
常
な
ら
ざ
る

組
織
的
な
背
景
が
あ
り
、
も
は
や
帰
国
の
「
要
請
」

を
超
え
た
「
命
令
」
に
近
い
と
海
旭
も
直
感
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た

。

し
か
し
海
旭
と
し
て
は
易
々
と
し

て
肯
ん
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん

x

嬢
の
存
在
が
あ
っ
た
ら
か
ら
だ
。

そ
こ
で
、
い
つ

も
以
上
に
吃
音
を
経
ら
せ
て
、
次
の
よ
う
に
猶
予
を

願
い
出
た
の
で
あ
る
。
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「
ち
、
珍
田
先
生
、
ひ
、

一
月
、
お
時
間
を
く
だ
さ

い
。

き
、
き
ち
ん
と
し
た
答
え
を
も
っ
て
こ
ち
ら
に

伺
い
ま
す
」

海
旭
は
、
X

嬢
に
直
接
会
っ
て
帰
国
を
す
る
か
留

ま
る
か
に
つ
い
て
最
終
的
な
話
し
合
い
を
し
よ
う
と

胸
中
で
決
意
を
固
め
て
い
た

。

こ
の
時
点
で
、
海
旭

の
胸
中
は
「
白
紙
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
り
X

嬢

の
最
終
的
な
意
思
に
従
う
つ
も
り
で
あ
っ
た

。

そ
れ
で
は
、
海
旭
の
留
学
生
活
で
最
も
劇
的
と
思

わ
れ
る
瞬
間
に
、
時
計
の
針
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
し

よ
う

。

大
乗
仏
教
西
漸
の
ス
ス
メ

二
人
に
と
っ
て
「
最
後
の
晩
餐
」
と
な
っ
た
の
は
、

く
し
く
も

二
人
の
な
れ
そ
め
の
場
所
ー
自
由
思
想

家
団
の
「
月
例
会
」
が
ひ
け
た
後
、
「
大
乗
仏
教
」

を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
し
て
互
い
を
強
く
意
識
す
る
こ

と
に
な
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
で
あ
っ
た

。

そ
の
時
と
同

じ
よ
う
に
、
海
旭
は
ビ
ー
ル
を
、
X

嬢
は
ア
ル
ザ
ス

名
物
の
白
ワ
イ
ン
を
掲
げ
て
乾
杯
す
る
と
、X
嬢
は

い
き

間
髪
を
お
か
ず
、
海
旭
の
目
を
覗
き
込
ん
で
、

な
り
切
り
出
し
た

。

「
カ
イ
キ
ョ
ク
、
あ
な
た
は
お
国
に
帰
る
べ
き
よ
。

お
国
も
宗
門
も
あ
な
た
を
待
っ
て
い
る
わ
」
そ
こ
で

深
く
息
を
吸
い
込
む
と
、
「
私
は
大
丈
夫
だ
か
ら
」

と

言
っ
て
口
を

一
文
字
に
結
ん
だ

。

そ
こ
に
は
ぷ
鉄

の
意
思
ク
が
表
わ
れ
て
い
た
。

海
旭
の
心
中
に
、
ま
た
ま
た
珍
田
の
品

間
諜
行
動
ク

の
な
せ
る
わ
ざ
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
わ
い
た

。

そ
れ
を
察
し
た
か
の
よ
う
に
X

嬢
は
固
く
結
ば
れ
て

い
た
口
元
を
開
い
た
。

「
カ
イ
キ
ョ
ク
、
こ
れ
は
私
自
身
の
判
断
な
の
よ
、

誰
か
か
ら
言
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
わ
」

x

嬢
は
白
ワ
イ
ン
を
飲
み
干
す
と
、
二
人
の
間
の

気
ま
ず
い
沈
黙
を
破
っ
た
。

「
な
ぜ
あ
な
た
が
帰
国
す
べ
き
か
の
理
由
を
述
べ
る

ゎ
゜
―
つ
は
、
私
た
ち
二
人
に
と
っ
て
最
も
大
切
な

盟
約
を
果
た
す
の
が
難
し
い
か
ら
よ
」

大
切
な
盟
約
と
は
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
乗
仏
教

の
広
宜
流
布
」
で
あ
る。
X

嬢
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
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壷中に月を求めて

一
年
ほ
ど
た
つ
の
に
、
X

嬢
以
外
に
「
同
志
」
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た

。

最
近
海
旭
の
中
に
も
、

こ
の
先
い
く
ら
努
力
を
し
て
も
難
し
い
の
で
は
な
い

か
と
の
疑
念
が
わ
い
て
い
た

。

「
む
し
ろ
、
カ
イ
キ
ョ
ク
が
日
本
に
帰
っ
て
、
日
本

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
向
か
っ
て
大
乗
の
教
え
を
広
め

る
ほ
う
が
合
理
的
で
は
な
い
か
し
ら

。

私
は
そ
れ
を

こ
の
地
で
待
っ
て
い
る
か
ら
」

す
な
わ
ち
、
「
大
乗
仏
教
西
漸
の
ス
ス
メ
」
で
あ
る
。

時
計
の
針
を
先
送
り
す
る
と
、
X

嬢
の
「
方
針
転
換
」

は
実
は
あ
た
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う

。

海
旭
は
帰
国
後
の
大
正
四
年
に
、
「
外
人
の
仏
教

新
帰
依
」
と
題
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
ガ
ー
ビ
ー
が

鎌
倉
は
円
覚
寺
の
前
管
長
・
宗
演
を
師
と
し
て
得
度

し
た
こ
と
に
ふ
れ
、
「
大
教
の
た
め
ま
こ
と
に
慶
す

べ
し
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

。

「
欧
州
基
督
教
民
に
し
て
仏
教
僧
侶
と
な
り
し
も
の

す
く
な

紗
か
ら
ず
、
英
国
仏
教
会
の
中
堅
と
し
て
活
動
し

つ
、
あ
る
歓
喜
慈
（
ア
ー
メ
ン
ダ
メ
ッ
テ
ー
ヤ
）
大

比
丘
は
、
英
国
の
教
投
あ
る
紳
士
な
り
き

。

聖
典
の

翻
訳
に
、
著
作
に
、
講
演
に
、
欧
人
に
多
大
な
感
化

を
与
え
つ
つ
あ
る
智
灯
（
ニ
ャ
ー
ナ
チ
ロ
カ
）
比
丘

は
独
逸
の
学
究
な
り
き
、
此
等
欧
人
の
比
丘
は
其
数

今
漸
く
増
加
し
、
英
京
ロ
ン
ド
ン
に
於
い
て
は
新
た

な

に
仏
教
会
館
就
り
て
比
丘
の
礼
拝
止
住
の
僧
堂
を
造

り
、
伊
端
（
イ
タ
リ
ア
）
の
境
ル
ガ
ノ
湖
畔
に
は
僧

伽
藍
建
立
せ
ら
れ
て
修
道
安
禅
の
浄
侶
あ
る
を
見

る
。

而
も
此
等
の
比
丘
は
悉
く
錫
曲
（
セ
イ
ロ
ン
、

現
ス
リ
ラ
ン
カ
）
、
若
し
く
は
緬
伺
（
ビ
ル
マ
、
現
ミ
ャ

ン
マ
ー
）
に
於
い
て
得
度
受
戒
し
た
る
僧
伽
に
し
て

南
伝
小
乗
律
の
人
た
る
に
過
ぎ
ず
、
大
乗
戒
に
依
り

大
乗
の
教
に
帰
し
て
大
比
丘
と
な
り
し
は
、
実
に
吾

宗
覚
比
丘
を
開
祖
と
す

。

宗
覚
比
丘
の
得
度
は
所
謂
仏
教
西
漸
の
決
し
て

一

場
の
夢
想
に
あ
ら
ざ
る
を
確
証
す
る
も
の
と
し
て
実

に
喜
ぶ
べ
し
。

而
し
て
之
と
共
に
日
本
仏
教
徒
の
自

覚
を
し
て

一
層
強
大
な
ら
し
む
る
は
実
に
刻
下
の
急

務
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

特
に
精
修
密
行
、
実
地
の

カ
祉
を
増
大
す
る
に
力
（
つ
と
）
め
以
て
大
教
西
漸

の
萌
芽
を
し
て
涼
蔽
四
布
の
大
菩
提
樹
た
ら
し
む
る
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最
後
の
晩
餐
と
永
遠
の
別
離

に
蒋
勉
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
（『壺
月
全
集
」
下
巻
二

二
0
頁
）

こ
の
海
旭
の
言
説
の
裏
を
返
せ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
の
「
大
乗
仏
教
の
広
宣
流
布
」
は

一
向
に
進
ん
で

い
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
「
日
本
か
ら
西
漸
を

図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
提
言
し
て
い
る
わ
け
で
、

x

嬢
が
勧
め
る
「
方
針
転
換
」
の
正
し
さ
の
証
明
で

も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
も
う

一
っ
x

嬢
の
口
か
ら
出
た
「
帰
国
の

ス
ス
メ
」
に
、
海
旭
は
大
い
に
驚
か
さ
れ
た。

そ
れ

は
皮
肉
な
こ
と
に
、
X

嬢
と
共
に
彼
の
地
に
留
ま
る

決
意
を
し
た
理
由
で
あ
る
女
子
教
育
だ
っ
た
か
ら
だ。

「
カ
イ
キ
ョ
ク
、
日
本
に
と
っ
て
、
あ
な
た
の
宗
門
、

さ
ら
に
は
仏
教
界
に
と
っ
て
、
火
急
の
課
題
は
女
子

教
育
の
近
代
化
と
充
実
よ

。

そ
れ
が
で
き
る
の
は
、

そ
れ
を
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
あ
な
た
し
か
い
な
い
わ
」

実
は
X

嬢
か
ら
啓
発
を
う
け
た
ド
イ
ツ
の
女
子
教

育
の
充
実
ぶ
り
を
知
る
ほ
ど
に
、
海
旭
の
胸
中
に
日

本
で
も
女
子
教
育
の
近
代
化
を
手
掛
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
思
い
が
内
心
に
募
っ
て
き
た
。

留
学
前

も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
系
がH
本
に
お
け
る
女
子
教
育
の
先
鞭

を
つ
け
つ
つ
あ
り
、
仏
教
系
は
大
き
く
立
ち
遅
れ
て

い
た
こ
と
も
海
旭
に
は
大
い
な
る
懸
念
で
あ
っ
た。

な
お
海
旭
は
、
帰
国
す
る
と
、
淑
徳
大
学
・
高
校

・

中
学
の
前
身
で
あ
る
大
乗
女
子
学
院
（
大
正
十
三

年
）
、
巣
鴨
家
政
女
子
学
校
（
大
正
十
四
年
）
、
巣
鴨

女
子
裔
業
（
昭
和
六
年
）
の
開
校
に
深
く
か
か
わ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
院
長
と
校
長
に
就
任
、
日
本
の
女
子
教

育
に
貢
献
す
る
が
、
X

嬢
の
「
帰
国
の
ス
ス
メ
」
を

受
け
て
い
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う

、

。

カ

x

嬢
か
ら
提
案
さ
れ
た
「
帰
国
の
ス
ス
メ
」
は
終

始
一
貰
し
て
理
づ
め
で
、
い
か
に
も
ド
イ
ツ
イ
ン
テ

リ
女
性
の
典
型
の
X
嬢
ら
し
か
っ
た
。

し
か
し
、
碧

眼
の
奥
に
は
深
い
悲
し
み
が
潜
ん
で
お
り
、
あ
え
て

「
理
」
と
「
知
」
で
「
最
後
の
晩
餐
」
を
乗
り
越
え

よ
う
と
す
る
彼
女
の
強
い
決
意
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
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た
。

X

嬢
の
性
格
か
ら
し
て
そ
れ
を
翻
意
さ
せ
る
こ

と
は
不
可
能
に
思
わ
れ
た

。

そ
れ
ま
で
聞
き
役
に
徹
し
て
い
た
海
旭
は
、
身
を

乗
り
出
す
と
、
お
も
む
ろ
に
口
を
開
い
た

。

「
僕
に
帰
国
を
勧
め
る
の
は
、
君
の
僕
に
対
す
る
深

い
思
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
る

。

そ
れ

に
従
う
こ
と
に
し
よ
う

。

そ
れ
が
僕
の
君
に
対
す
る

思
い
で
も
あ
る
か
ら
だ
」
海
旭
は
そ
こ
で
深
く
息
を

吸
い
込
ん
で
か
ら
続
け
た

。

「
故
国
に
戻
っ
た
ら
、

必
ず
や
君
か
ら
の
負
託
、
『大
乗
仏
教
の
西
漸
」と
『女

子
教
育
の
充
実
』
を
図
る
こ
と
を
約
束
す
る

。

そ
の

上
で
、
も
う

―
つ
約
束
を
加
え
た
い

。

そ
れ
は
、
帰

国
を
し
た
ら
、
近
代
化
の
な
か
で
落
ち
こ
ぼ
れ
た
貧

し
い
人
々
を
救
済
す
る
事
業
を
お
こ
す

。

こ
れ
も
、

こ
こ
ド
イ
ツ
で
、
社
会
主
義
者
や
宗
教
家
た
ち
の
実

践
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
現
代
に
お
け
る

大
乗
の
教
え
の
実
践
で
あ
り
、
仏
教
が
社
会
宗
教
で

あ
る
こ
と
の
具
現
化
だ
と
思
う
か
ら
だ
」

海
旭
の
胸
中
に
は
、
先
H

ベ
ル
リ
ン
で
珍
田
大
使

か
ら
聞
か
さ
れ
た
、
昨
年
末
に
神
戸
の
貧
民
窟
で
救

済
活
動
を
始
め
た
キ
リ
ス
ト
者
の
賀
川
豊
彦
と
い
う

「ま
だ
見
ぬ
将
来
の
ラ
イ
バ
ル
」
の
こ
と
が
浮
ん
で

ヽ
こ

°

し

t―
一人
は
し
ば
ら
く
押
し
黙
っ
た
ま
ま

「最
後
の
晩

餐
」
を
静
か
に
終
え
る
と
、
つ
い
に
永
遠
の
別
離
の

時
が
や
っ
て
き
た
。

X

嬢
は
残
り
の
白
ワ
イ
ン
を
干

す
と
、
海
旭
に
別
れ
の
乾
杯
を
促
し
た

。

し
か
し
、

海
旭
は
ビ
ー
ル
の
ジ
ョ
ッ
キ
を
脇
に
の
け
る
と
、
返

し
た
。

「本
日
を
も
っ
て

一
切
の
酒
は
断
つ
こ
と
に
す
る

。

君
と
の
約
束
を
果
た
す
た
め
の
証
と
し
て
」

海
旭
は
、
そ
の
足
で
寄
宿
先
の
ア
パ
ー
ト
に
戻
る

と
、
同
部
屋
の
日
本
人
医
学
生
に
い
き
な
り
剃
刀
を

渡
し
、
自
慢
の
リ
ー
ゼ
ン
ト
を
剃
り
上
げ
る
よ
う
頼

ん
で
、
大
い
に
驚
か
せ
た

。

海
旭
は
つ
る
り
と
頭
を

撫
で
て
剃
り
具
合
を
確
か
め
る
と
、
明
H

朝
一
番
の

ベ
ル
リ
ン
行
の
列
車
で
珍
田
大
使
に
帰
国
の
決
意
を

伝
え
る
た
め
の
支
度
に
か
か
っ
た
。

（
つ
づ
く
）
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わ
れ
と
は
げ
み
て
念
仏
中
し
て
‘
い
そ
ぎ
極
楽
へ
ま
い
り
て
‘
五
通
三
明
を

さ
と
り
て
‘
六
道
四
生
の
衆
生
を
利
益
し
、
父
母
師
長
の
生
所
を
た
づ
ね
て
‘

心
の
ま
ま
に
迎
え
と
ら
ん
と
思
う
べ
き
に
て
候
な
り。

（
法
然
上
人
『往
忠
浄
土
用
心
」）

自
ら
お
念
仏
に
励
ん
で
‘
死
後
は
早
く
極
楽
浄
士
へ
往
生
し
て
J
i通
や
三
明
と
い
っ
た
超
人

的
な
力
を
体
得
し
て
‘
六
道
四
生
と
い
う
迷
い
の
世
界
に
生
き
る
者
た
ち
に
お
念
仏
の
教
え
を

弘
め
‘
両
親
や
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
の
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
、
思
う
が
ま
ま

に
お
浄
士
に
お
迎
え
し
よ
う
と
思
う
べ
き
で
す

。

還
相
回
向
ー
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
方
の
も
と
へ
還
り
来
て
—

こ
う
る
じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方



響流＋方

自
坊
で
は
、
今
年
も
十
名
ほ
ど
の
新
盆
供
養
を
お
勤
め
し
ま
し
た。

八
十
代
、
九
十
代
の

方
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
ま
だ
お
若
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

。

お

一
人
は
、
昨
年
の
初
夏
、
わ
ず
か
十
四
歳
で
旅
立
っ
た

N
•
Y

さ
ん
で
す

。

空
手
道
場

に
通
い
、
人

一
倍
稽
古
に
励
ん
で
い
た
Y

さ
ん
で
し
た
が
、
突
然
の
病
に
冒
さ
れ
て
の
急
逝

で
し
た
。

明
る
い
Y

さ
ん
の
突
然
の
訃
報
を
受
け
、
葬
俵
会
場
は
多
く
の
友
人
や
道
場
の
仲

間
達
、
先
生
方
の
長
い
列
が
続
い
て
い
ま
し
た

。

四
十
九
日
法
要
に
合
わ
せ
て
納
骨
を
済
ま

せ
た
後
、
Y

さ
ん
の
お
墓
参
り
に
足
繁
く
通
わ
れ
て
い
る
ご
両
親
か
ら
、
茶
帯
だ
っ
たY
さ

ん
に
空
手
道
場
か
ら
黒
帯
が
贈
呈
さ
れ
た
と
伺
い
ま
し
た。

も
う
お

一
人
は
、
今
年
の

一
月
に
四
十
六
歳
で
旅
立
っ
た

H
.

M
さ
ん
で
す
。

野
球
好
き

だ
っ
た

M
さ
ん
は
、
今
か
ら
十
四
年
前
、
三
十
二
歳
の
時
に
脳
梗
塞
で
倒
れ
て
植
物
状
態
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

。

M
さ
ん
に
は

二
人
の
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
M
さ
ん
が

一
方
、
M
さ
ん
の

倒
れ
た
時
、
娘
さ
ん
は
小
学
校

一
年
生
、
息
子
さ
ん
は
四
歳
だ
っ
た
そ
う
で
す

。

M
さ
ん
は

一
月
中
旬
に
息
を
引
き
取
ら
れ
た
の
で
、
娘
さ
ん
の
成
人
式
は
乗
り
越
え
た
も
の
の
、
息
子

さ
ん
の
大
学
受
験
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
そ
う
で
す

。

成
人
式
を
見
届
け
て
旅
だ
っ
た
娘

さ
ん
に
対
し
、
お
父
さ
ん
と
の
思
い
出
が
少
な
い
息
子
さ
ん
は
「
亡
く
な
る
時
も
お
姉
ち
ゃ

ん
に
差
を
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
私
に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た。
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奥
様
は
植
物
状
態
だ
っ
た
旦
那
さ
ん
の
身
体
を
す
み
ず
み
ま
で
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
あ
げ
な
が

ら
、

二
人
の
お
子
さ
ん
の
日
々
の
成
長
を
語
り
か
け
る
の
が
日
課
だ
っ
た
そ
う
で
す

。

わ
ず

か
で
す
が
、
M
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
反
応
が
あ
り
、
自
分
も
不
思
議
な
力
を
与
え

ら
れ
た
そ
う
で
す
。

M
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
活
か
そ
う
と

一
念
発
起
し
た

奥
様
は
、
専
門
学
校
に
通
っ
て
鍼
灸
師
の
資
格
を
取
得
、
就
職
し
て
家
計
を
支
え
続
け
、
今

は
独
立
し
て
開
業
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た。

お
盆
は
、
先
立
た
れ
た
ご
先
祖
さ
ま
が
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
遺
し
た
家
族
の
も
と
を
訪
れ

て
、
家
族
の
近
況
報
告
を
聞
き
な
が
ら
共
に
過
ご
す
期
間
で
す

。

自
坊
の
あ
る
地
域
で
は
、

は
じ
め
て
お
浄
土
か
ら
還
っ
て
来
る
方
が
迷
わ
な
い
よ
う
に
と
、
ご
自
身
の
お
骨
が
眠
る
お

墓
を
木
枠
で
囲
み
、
白
提
灯
を
上
か
ら
吊
し
て
明
る
＜
照
ら
し
ま
す

。

か
つ
て
の
賑
わ
い
こ

そ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
新
盆
の
お
墓
に
は
今
も
親
戚
や
友
人
が
集
い
、
亡
き
方
を
偲
び
つ

つ
、
亡
き
方
と
共
に
大
切
な
時
間
を
お
過
ご
し
い
た
だ
い
て
い
ま
す

。

こ
う
し
た
お
盆
の
行
事
に
つ
い
て
法
然
上
人
は
直
接
言
及
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
お

浄
土
か
ら
こ
の
娑
婆
世
界
に
還
っ
て
来
て
、
す
べ
て
の
人
々
に
向
け
て
救
済
活
動
に
努
め
る

還
相
回
向
に
つ
い
て
は
様
々
に
お
示
し
で
す。

冒
頭
の
ご
法
語
も
そ
の

―
つ
で
す
。

こ
こ
で
法
然
上
人
は
、
「
六
道
四
生
の
衆
生
を
利
益
し
」
と
お
っ
し
ゃ
り
つ
つ
、「父
母
師
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野流十方

ま
っ
さ
き
に
お
戻
り
に
な
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う。

つ
ま
り
、
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
、

長
の
生
所
を
た
づ
ね
て
」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

お
世
話
に
な
っ
た
方
々
の
所
へ
還
っ
て
も
構
わ
な
い
よ
、
と
お
示
し
に
な
る
の
で
す

。

な
る
ほ
ど
、
重
い
病
気
を
患
い
、
事
件
や
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る
な
ど
し
て
、
幼
く
し
て

命
を
終
え
て
し
ま
っ
た
お
子
さ
ん
は
「
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
い
る

だ
ろ
う
、
自
分
が
い
な
く
な
っ
て
寂
し
く
て
、
悲
し
く
て
、
辛
く
て
、
泣
い
て
ば
か
り
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
ご
両
親
が
心
配
で
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
ょ

う
。
法
然
上
人
は
、
こ
う
し
た
お
子
さ
ん
が
抱
く
で
あ
ろ
う
思
い
を
汲
み
取
っ
て
、
「
ご
両

親
の
も
と
に
還
っ
て
も
構
わ
な
い
よ
」
と
優
し
く
説
き
示
し
て
下
さ
っ
た
の
で
す

。

そ
の
逆
に
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
を
追
し
て
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
ご
両
親
で
あ
れ
ば
、
「
わ

が
子
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
気
が
気
で
な
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う。

法
然
上
人
は
、

そ
う
し
た
ご
両
親
が
抱
く
で
あ
ろ
う
切
な
る
願
い
を
し
つ
か
り
と
受
け
と
め
て
、
「
ど
う
ぞ

お
子
さ
ん
の
も
と
に
お
還
り
下
さ
い
」
と
優
し
く
語
り
か
け
て
下
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う

。

十
四
歳
で
旅
立
っ
た
Y

さ
ん
は
慈
し
み
深
く
お
育
て
い
た
だ
い
た
最
愛
の
ご
両
親
の
も
と

に
、
四
十
六
歳
で
旅
立
っ
た
M
さ
ん
は
寂
し
い
思
い
を
さ
せ
続
け
た
お
二
人
の
お
子
さ
ん
と

十
四
年
間
に
わ
た
っ
て
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
施
し
続
け
て
く
れ
た
愛
し
い
奥
様
の
も
と
へ
と
、

合
掌
（
林
田
康
順
）
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江戸の川を歩く

神
田
川
流
れ
の
外
濠
は
紀
尾
井
坂
下
の
食
い
違
い
見
付
で
終

わ
る
。

こ
こ
か
ら
赤
坂
御
門
ま
で
の
御
堀
（
赤
坂
堀
）
は
、
井

伊
や
紀
伊
の
湧
水
池
か
ら
の
流
れ
、
近
在
の
鮫
川
な
ど
の
流
れ

を
利
用
し
て
で
き
て
い
る

。

そ
の
掘
削
工
事
は
寛
永
年
間

（
一
六
二
四
ー
一
六
四
四
）
で
、
江
戸
城
の
各
所
の
建
設
工
事

に
携
わ
っ
た
弁
慶
小
左
衛
門
と
い
う
大
工
頭
が
、
縄
張
り（設

計
）
し
た
と
い
う

。

そ
れ
で
こ
の
御
堀
を
弁
慶
堀
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
。

清
水
坂
と
赤
坂
町
を
繋
ぐ
弁
殷
橋
は
、
江
戸
時
代

に
は
な
く
、
明
治

二
十
二
年
、
神
田
岩
本
町
藍
染
川
に
架
か
っ

て
い
た
弁
慶
橋
（
弁
慶
小
左
衛
門
作
）
を
解
体
し
、
新
た
に
造

ら
れ
た
も
の
。

こ
の
橋
に
よ
っ
て
、
紀
尾
井
町
と
赤
坂
町
が
直

接
結
ば
れ
便
利
に
な
っ
た。

江
戸
時
代
、
堀
の
右
手
に
は
紀
伊
国
坂
が
赤
坂
に
向
か
っ
て

下
り
（
坂
の
右
、
南
側
は
全
て
徳
川
紀
伊
の
居
屋
敷。

赤
坂
御

所
）
、
堀
の
北
側
は
井
伊
家
の
中
屋
敷
（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー

タ
ニ
）。

広
重
は
弁
慶
堀
を
幾
つ
も
描
い
て
い
る
が
―
つ
は
紀

伊
国
坂
か
ら
対
岸
に
広
が
る
井
伊
家
の
中
屋
敷
を
、
も
う一
っ

は
、
逆
に
紀
伊
国
坂
を
登
っ
て
く
る
大
名
行
列
を
描
く。

こ
の

外
濠
こ
溜
池
か
ら
汐
留
川

~~ 
'tilo.J, 

、＼、今~

［外堀：弁慶堀 溜池 竺

＊坂
伝馬町

赤
坂
匹
町

.. 広重

-雪旦

下 写真

樗芍

令
令

* 汐
見
坂
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そ
し
て
赤
坂
御
門
か
ら
の
堀
が
溜
池
で
あ
る
。

今
は
か
け
ら

も
残
っ
て
い
な
い
が
（
外
堀
通
り
）
、
家
康
が
江
戸
に
入
府
し

た
と
き
に
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
天
然
の
大
池

。

池
の
各

所
か
ら
水
が
湧
き
出
、
そ
こ
に
鮫
川
、
櫻
川
、
赤
坂
川
と
い
っ

た
小
川
が
流
れ
込
ん
で
で
き
た
天
然
の
湧
水
池
で
あ
る

。

そ
の

水
は
清
冽
で
、
一
六
五
四
年
玉
川
上
水
が
で
き
る
ま
で
、
飲
料

水
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

。

溜
池 弁

慶
堀
を
下
る
と
、
そ
こ
は
も
う
赤
坂
伝
馬
町
の
家
並
み

。

そ
し
て
弁
慶
堀
の
東
端
に
赤
坂
御
門
が
控
え
て
い
る

。

赤
坂
御

門
の
参
道
は
広
く
、
堀
を
遮
断
し
て
い
る

。

典
型
的
な
枡
形
御

門
で
、
こ
こ
が
重
要
な
軍
事
拠
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
構
え

は
堅
牢
。

御
門
の
北
側
に
は
、
紀
伊
の
上
屋
敷
、
南
側
は
松
平

出
羽
の
上
屋
敷
が
囲
み
、
守
備
体
制
は
完
璧。

赤
坂
御
門

絵
の
左
が
弁
慶
堀
で
そ
の
先
に
は
赤
坂
の
家
々
が
密
集
し
て
い

る
。

そ
し
て
市
ヶ
谷
御
門
か
ら
牛
込
御
門
ま
で
と
、
こ
の
弁
慶

堀
だ
け
が
現
在
も
痕
跡
を
留
め
て
い
る。

◆広璽：紀伊国坂：も、紀伊家大名行列。左、 ●広璽：外桜田弁慶堀糀町：対岸に見える厖敷
弁慶堀、前方、赤坂の町並み は井伊家中屋敷

24 



江戸の川を歩く

こ
の
天
然
の
池
を
外
没
と
し
て
整
備
す
る

。

工
事
は
慶
長

十
一
年
(
-
六
0
六
）
着
工

。

責
任
者
は
和
歌
山
藩
主
浅
野
幸

長
。

彼
は
、
虎
ノ
門
側
に
堰
を
設
け
、
池
幅
を
広
げ
、
池
の
南

側
の
土
手
を
広
げ
整
備
し
、
植
林
す
る。
桐
の
木
が
乱
立

。

通

称
、
桐
畑
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

。

桐
の
木
は
成
長
が
早
く
、
そ
の

根
は
地
盤
を
強
固
に
す
る
。

広
重
は
、
こ
の
桐
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
、
溜
池
の
光
景
を
描
く

。

非
常
に
美
し
い
景
観
。

江
戸
っ

子
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト

。

溜
池
の
北
側
は
、
迫
り
上
が
っ
た
山
王
台
地

。

松
江
湘
松
平

出
羽
守
上
屋
敷
、
岡
部
岸
和
田
藩
の
上
屋
敷

。

そ
し
て
日
吉
山

王
権
現
の
偉
容
が
広
が
っ
て
い
る
（
江
戸
三
大
祭
り
の
拠
点
）。

見
た
目
に
も
非
常
に
美
し
い
景
観
を
造
り
上
げ
る。

日
吉
権
現
を
過
ぎ
る
と
、
池
は
さ
ら
に
広
が
り
を
見
せ
、
水

面
に
は
蓮
の
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
る

。

そ
し
て
東
端
の
延
岡
藩

内
藤
能
登
守
の
上
屋
敷
の
と
こ
ろ
に
堰
が
設
け
ら
れ
る。

両
側

か
ら
堅
牢
な
石
垣
が
迫
り
出
し
、
中
央
部
か
ら
溜
池
の
余
水
が

滝
の
よ
う
に
流
れ
落
ち
て
い
る

。

溜
池
を
ダ
ム
の
よ
う
に
堰
き

止
め
、
こ
こ
か
ら
虎
御
門
に
向
か
う
外
濠
の
水
勢
を
強
め
て
い

る
（
特
許
庁
東
南
角
）。

原
理
は
、
神
田
川
関
口
河
口
堰
、
船

河
原
橋
の
堰
と
同
じ
。

流
れ
落
ち
る
水
音
が
辺
り
に
特
き
渡
る
。

●赤坂御門写真
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そ
こ
で
処
の
人
々
は
「
ど
ん
ど
ん
」
と
称
す

。

広
重
は
「
虎
ノ

門
外
あ
お
い
坂
」
で
ど
ん
ど
ん
の
夜
景
を
見
事
に
描
い
て
い
る

。

月
夜
に
青
白
く
光
っ
た
水
が
勢
い
良
く
流
れ
落
ち
て
い
る

。

堰

の
左
、
登
る
坂
は
葵
坂。

坂
上
に
辻
番
所
が
見
え
、
そ
こ
で
葵

を
栽
培
し
て
い
た
の
で
葵
坂
（
虎
ノ
門
病
院
北
側
）。
二
八
そ

ば
の
屋
台

。

金
比
羅
大
権
現
の
長
提
灯
を
持
つ
二
人
。

す
ぐ
側

に
あ
る
丸
亀
藩
京
極
佐
渡
の
守
上
屋
敷
に
は
金
比
羅
が
祭
っ
て

あ
る
。

身
を
清
め
、
こ
こ
に
「
日
参
（
ひ
ま
い
り
）
」
寒
行

。

堰
の
右
上
に
見
ら
れ
る
明
か
り
の
灯
っ
た
屋
敷
は
、
内
藤
能
登

守
上
屋
敷

。

も
う

一
っ
広
重
は
「
ど
ん
ど
ん
」
の
昼
間
の
光
景

を
描
い
て
お
り
、
こ
の
堰
の
石
垣
の
様
子
が
よ
く
分
か
る

。

葵
坂
を
登
り
切
り
、
辻
番
屋
を
左
に

。

こ
れ
が
葵
坂
通
り
で

雪
旦
は
、
こ
こ
か
ら
広
大
な
溜
池
を
描
く。

小
さ
な
大
名
行
列
、

町
民
が
行
き
交
う

。

池
沿
い
に
は
ず
ら
り
と
茶
店
が
並
ん
で
い

る
。

通
り
の
突
き
当
た
り
は
、
池
沿
い
に
榎
木
坂

。

南
に
汐
見

坂
と
霊
南
坂

。

池
側
の
平
た
い
堤
に
は
、
馬
場
や
大
的
稽
古
場。

溜
池
の
水
管
理
を
受
け
持
つ
水
番
屋
も
あ
る

。

馬
場
側
に
大
溜

。

赤
坂
川
が
流
れ
込
み
溜
め
に
な
っ
て
い
る

。

土
壌
固
め
の
た
め

に
浅
野
幸
長
は
、
こ
こ
に
は
、
榎
木
を
沢
山
植
え
る。

そ
れ
を

見
下
ろ
す
か
ら
榎
木
坂゚

●広夏： 溜池、 桐畑
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江戸の川を歩く

虎
ノ
門
「
ど
ん
ど
ん
」
か
ら
流
れ
落
ち
た
水
は
汐
留
川
外
濠

を
形
成
す
る
。

こ
の
堰
か
ら
、
堀
の
左
右
は
高
い
石
垣
に
囲
ま

れ
る
。

す
ぐ
虎
御
門
に
出
る
（
文
部
科
学
省
前
）。

赤
坂
門
と

同
じ
堅
牢
な
枡
形
御
門

。

注
目
す
べ
き
は
、
堀
に
架
か
る
御
門

参
道
は
石
垣
造
り
で
、
中
央
か
ら
水
が
滝
と
な
っ
て
下
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

溜
池
の
「
ど
ん
ど
ん
」
に
続
い
て
堰
と
な
り

一
段
低
く
設
計
。

こ
の
先
、
堀
は
江
戸
湾
、
大
川
の
入
江
、
浜

離
宮
に
流
れ
込
む
。

そ
の
た
め
、
満
潮
時
海
水
の
逆
流
を
阻
止

す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
か
ら
こ
の
堀
川
を
汐
留
川
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
る

。

虎
御
門
の
次
が
新
シ
橋
で
あ
る
（
新
橋
の
語
源
）
。こ
れ
も

堅
牢
な
石
垣
の
橋

。

こ
の
橋
の
た
も
と
か
ら
南
に
下
る
小
川
が

櫻
川
（
増
上
寺
堀
を
巡
っ
て
古
川
に
注
ぐ
）。

そ
し
て
幸
橋

。

溜
池
の
「
ど
ん
ど
ん
」
か
ら
、
こ
こ
ま
で
左
右
は
ほ
と
ん
ど
大

名
屋
敷
で
固
め
ら
れ
て
い
る

。

橋
の
左
側

一
角
に
は
幸
橋
枡
形

御
門
が
登
え
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
に

一
石
橋
、
鍛
冶
橋
か
ら

来
る
日
本
橋
川
流
れ
の
外
濠
が
注
ぐ。

こ
の
堀
の
北
側
に
あ
る

山
下
御
門
は
、
堀
に
迫
り
出
し
て
在
り
、
狭
い
水
路
が
設
け
ら

汐
留
川
、
外
濠

◆広璽：葵坂の図：正面が「どんどん」左葵坂。どんどんの背後に溜池がある。
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れ
て
い
る
。

こ
れ
も
堰
状
で
、
潮
の
逆
流
を
防
ぐ
処
置。

幸
橋

の
次
が
土
橋

。

橋
の
上
に
土
が
被
せ
て
あ
り
、

一
見
す
る
と
道

で
あ
る
。

次
が
難
波
橋
。

そ
し
て
東
海
道
に
架
か
る
芝
口
橋

。

こ
こ
に
北
側
か
ら
来
る
三
十
間
堀
が
合
流
。

そ
こ
に
架
か
る
橋

が
汐
留
橋

。

こ
こ
に
は
潮
の
逆
流
を
直
接
受
け
る
と
こ
ろ
だ
け

に
堰
が
設
け
ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い。

そ
し
て
汐
留
川
は
浜

御
殿
（
旧
浜
離
宮
庭
園
）
の
北
側
を
祇
め
て
、
江
戸
湾
に
注
ぐ

の
で
あ
る
。

溜
池
も
汐
留
川
も
道
路
と
化
し
、
今
は
全
く
痕
跡

も
な
い
。

,.;:.;. /ST.fl, 疇

●虎御門写真
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喧合い 9 窓逸鴫認
がまか"-?J-L 3 つ

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
戟
さ
れ
て
い
ま
す

。

（京
都
新
聞
·
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

）

持ビ't''
0) ., —• 
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会句
●
事ょ

つ
な
つ
や
紅
あ
は
あ
は
ど
法
事
菓
子

上誌
〈
特
選
〉し

土浄

む
か
し
「
遠
く
に
い
き
た
い
」
と
い
う
歌
が
あ
っ
た

。

「
知
ら
な
い
街
を
歩
い
て
み
た
い
」
と
い
う
の
で
あ
る

。

そ
う
い
う
願
望
は
よ
く
わ
か
る

。

ど
こ
か
知
ら
な
い
遠

い
街
日
傘
を
さ
し
て
街
角
を
曲
る
だ
け
で
、
ま
た
何

か
ひ
と
つ
予
想
で
き
な
い
未
来
が
開
け
る
気
分

。

〈
佳
作
〉
ジ
ャ
ズ
・
バ
ー
の
晩
夏
や
無
知
の
涙
の
書

苦
種
な
り
路
地
に
旧
知
の
大
鶉

初
鰹
土
佐
の
高
知
の
海
の
色

法
事
に
菓
子
は
つ
き
も
の
で
あ
る。

誰
か
が
用
意

し
て
く
れ
て
い
る。

初
夏
に
似
合
う
よ
う
な
和
菓
子

な
の
で
あ
ろ
う

。

そ
の
淡
い
紅
色
だ
け
を
詠
ん
だ
の

で
あ
る

。

静
か
に
お
茶
を
の
み
な
が
ら
親
戚
同
士
の

近
況
な
ど
報
告
し
あ
う
時
間
が
見
え
て
く
る

。

小
林

高
取

斉
田

英亜
仁吾紀

●
知

〈
特
選日
傘
し
て
知
ら
な
い
街
の
角
曲
が
る土

岐

藍
彦

工
藤
捧
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浄
土
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

兼
題

" 
黒n

d
t題

発
表
・
「浄
土
』
二
0
一
八
年
新
年
号

夕
方
な
の
で
あ
ろ
う。

陽
は
落
ち
た
が
、
ま
だ
点

灯
に
は
早
い。

ほ
の
か
に
暗
い
部
屋
の
静
謡
な
空
間

だ
け
が
目
の
前
に
あ
る。

窓
辺
に
風
が
揺
れ
て
ふ
と

風
鈴
が
鳴
る。

そ
の
音
色
が
空
間
を
気
づ
か
せ
る
の

で
あ
る

。

夏
の
句
だ
が
涼
し
い。

〈佳
作
〉
六
月
の
凶
器
の
や
う
な
紳
士
靴

模
様
替
え
す
れ
ば
涼
風
知
恵
袋

仔
猫
ど
の
別
れ
悲
し
や
半
夏
生

締
切
・
ニ
0
一
七
年
十

一
月
二
十
五
日

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

ー

7

ー

4

明
照
会
館
内
月
刊

「浄
土
j
誌
上
句
会
係

坊鷺烏庵

風
鈴
の
鳴

縫無
〈特
選
〉

= 者選

●
自
由
題

蒲
生
有
希
菜

飯
島
流
英

飯
島
英
徳

っ
て
ほ
の
か
に
暗

〈
佳
作
〉
木
下
闇
神
事
を
終
え
し
馬
休
む

昼
顔
の
揺
れ
白
昼
の
絵
空
事

事
故
処
理
の
チ
ョ
ー
ク
残
し
て
徹
雨
か
な

し
部
屋

‘ 鳥
羽
梓

内
藤
隼
人

長
谷
邦
雄

水
谷
真
衣
子
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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）
粂原恒久 （川越・蓮馨寺）
粂原勇慈（甲府 ・瑞泉寺）
佐藤孝雄（鎌倉・閥徳院）
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（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 • 密松院）
真野龍海（大本山消浄華院）
水科善隆（長野・究疫寺）
（敬称略•五十音順）

「
徳
本
上
人
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時

代
末
期
の
浄
土
宗
捨
世
派
の
行
者
で
、
と
に
か

く
す
ご
い
人
で
あ
る
。
十
六
歳
の
時
に
食
事
を

麦
の
粉
と
豆
の
粉
だ
け
と
し
、
横
に
な
っ
て
哀

る
こ
と
を
や
め
た
人
で
、
そ
れ
を
六
十

一
歳
で

亡
く
な
る
と
き
ま
で
貫
い
た
。

三
十
日
間
の
不
断
念
仏
や
、
百
日
問
の
断
食

行
な
ど
を
行
い
‘
谷
で
の
修
行
で
は
礼
拝
行
を

岩
の
上
で
毎
日
五
千
か
ら

一
万
遍
行
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
全
国
行
脚
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
奇

瑞
を
起
こ
し
‘
蓮
の
花
を
咲
か
す
な
ど
は当
た

り
前
で
、
病
気
治
し
や
害
虫
駆
除
‘
雨
乞
い
や

巨
石
を
浮
か
す
な
ど
を
行
い
‘
噂
は
広
が
り
‘

運
動
会
整
列
ば
か
り
に
目
立
つ
笛
岱
澗

徳
本
上
人
の
人
気
は
翡
ま
る
ば
か
り
で
、
寺
で

説
法
を
す
れ
ば
二
万
人
の
人
が
詰
め
か
け
た
。

石
に
刻
ま
れ
た
名
号
碑
は
、
北
は
北
海
道
か
ら

南
は
九
州
ま
で
全
国
に
存
在
し
、
そ
の
数
千
五

百
を
扱
に
超
え
る
と
い
う
。
声
も
身
の
丈
も
大

き
く
、
そ
の
風
貌
は
周
囲
を
圧
倒
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

最
後
は
お
釈
迦
さ
ま
も
法
然
上
人
も
横
に
な
っ

て
死
ん
だ
と
し
て
、
や
っ
と
横
に
な
り
、
上
人

の
た
め
に
初
め
て
出
来
た
お
堂
、
小
石
川
の

一

行
院
で
息
を
引
き
取
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が

一
八

一
八
年
十
月
六
日
。
つ
ま
り
本
年

が
ち
ょ
う
ど
二
百
回
忌
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
方
を
唯
々
持
ち
上
げ
て
い

い
の
だ
ろ
う
か
、
行
に
徹
す
る
方
は
確
か
に
す

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

い
け
れ
ど
、
浄
土
教
の
本
質
と
は
違
う
は
ず

だ
。
確
か
に
こ
う
し
た
行
者
、
奇
瑞
を
起
こ
す

上
人
を
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
に
し
て
し
ま
う
時

代
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
宗
教
の
本

質
を
伝
え
る
冷
静
な
目
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
い

は
ず
だ
。
（
長
）

編
鶉
チ
ー
フ

編
集
ス
タ
ッ
フ

浄
土

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
追

佐
山
哲
郎

青
木
照
憲

村
田
洋

一

八
じ
3

巻
卜
月
刃
頒
価
六

f
f円

年
会
代
六
千
1
1
1

昭
和
卜
年
五
月
て
ト

1
1
第
二
種
郵
便
物
認
可

印
刷

平
成
一
ート
九
年
九
n

-
f
n

発
行

平
成
て
卜
九
年
卜
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
，
001

— 

東
京
邪
港
区
芝
公
園
四
＇
ヒ
＇
四
明
照会
館
四
階

発
行
所
法
然
上
人
鑽
仰
会

屯
話

0
三
（
三五
ヒ
八
）
」
ハ
几
四
ヒ

F
A
X

0
三
（
三E
ヒ
八
）
ヒ0
三
六

飯
替

8

―
八O
'

八
＇
八
―
―
―令
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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頂接なぞる

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B常勤行式。

特徴⑤ 「写詠歌セット」は宗歌と四季の ;fill歌 。

従来の写経と異なる油墨をなぞる写経と 'I j温永：：加のセットです。 扱いやすい A4版で

箪ペンで写せます。 手軽にかつ短時間でできる新しいタイプの写経、写詠歌ですが、

高級奉古を使川していますので、堤と毛箪でも 'lj'.せます。 法事や各種行事、詠唱会

の待ち時間に、朝夕のお参りの前後に、新たな 'lj'.経・写詠歌行事にこ利川下さい。

甲込巳 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書き下さい。

※消費税と発送料は領fiffi 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。
※ご注文をいただいてからお届けまで3週間ほとかかりますので、こ3承下さい。

※ 1 組からご注文こ希望の方はFAXにて当会にご相談下さい。

《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

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
手
本
を
な
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る
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ナ
ル
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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！！

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。

, 1 

法然上人鑽仰会FAX : 03-35 78-7036 

〒 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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