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グラフィック ・ デザイナー囲

父
が
鉄
L
所
で
働
く
職
工
だ
っ
た
せ
い
か
、
鉄
の
エ
具
が
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
好
き
だ
っ
た
。

鉄
t
所
と
い
っ
て
も
小
さ
な

町
［
場
で
あ
る
。

父
は
そ
こ
で

一
H

旋
盤
で
鉄
を
削
っ
た
り
、

溶
接
を
し
て
い
た
。

と
き
ど
き
わ
た
し
は
そ
の
工
場
に
行
っ
て
、

溶
接
の
火
花
を
遠
く
か
ら
眺
め
た
り
、
旋
盤
が
削
る
金
屈
の
屑

や
鉛
び
た
ボ
ル
ト
や
ナ
ッ
ト
を
持
ち
帰
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ

る
。

新
品
の
設
備
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
そ
の
町
［
場
の
［
具

は
、
ほ
と
ん
ど
が
鈷
び
て
赤
茶
色
に
沈
ん
で
い
た
。

地
面
も
鉛

び
た
鉄
色
で
、
わ
ず
か
に
雑
雄
が
生
え
て
い
た。
そ
う
い
っ
た

子
ど
も
の
こ
ろ
の
体
験
の
せ
い
か
、
鈷
び
た
鉄
の
塊
の
よ
う
な

じ

1
1パ
を
見
る
と
今
で
も
心
が
と
き
め
く

。

鈷
び
た
釘

（仙
が
っ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
）
や
蝶
番
も
好
き

で
あ
る
。

そ
れ
ら
は

竹
俎
で
は
な
く
、
た
だ
の
ゴ
ミ
な

の
だ
が
、

v.

.ｭ

.. , 

’ 

. 

手
に
取
っ
て
眺
め
て
い
る
と

、

8路
出
し
た
時
問
と
い
う
も
の
が

感
じ
ら
れ
て
、
不
思
議
な
気
持
ち
に
と
ら
わ
れ
る
。

真
っ
白
な

綿
を
敷
い
た
ガ
ラ
ス
の
ケ
ー
ス
に
人
れ
て
、
飾
っ
て
お
き
た
い

く
ら
い
で
あ
る

。

歳
を
と
っ
て
く
れ
ば
否
応
な
く
、
n

分
の
身

休
に
総
出
し
た
時
間
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
か
ら
、
な
に

も
鉄
屈
に
感
動
す
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
あ
る
が

。

写
兵
の
伯
巾
は
年
に
二
M
ほ
ど
閲
催
さ
れ
る
「束
以
蛋
の
市
」

の
出
店
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
函
に
、
無
造
作
に
詰
め
ら
れ
て
い
た
も

の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

大
が
五
0
0
円
、
中
小
が
三
0
0
円
ほ

ど
だ
っ
た
か
。

い
い
感
じ
に
鉛
び
た
伯
巾
を
選
ん
だ
。

鈷
び
た
釘
や
蝶
番
と

述
っ
て
、
こ
れ
な
ら
机
の
卜

に
附

い
て
も
ッ
レ
ア
イ
か
ら
ゴ
ミ

と

1
1
1
心
わ
れ
て
捨
て
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

外
緑
は
i
r
純
な
f
歯
巾
だ
が
、
内
側
に

の
こ
ぎ
り
状
の
歯
が
刻
ま
れ
た
ラ
チ
ェ

ッ
ト
が
兄
え
る
。

ラ
チ
ェ
ッ

ト
は
動
作
J
j

伺
を

一
J
jに
制
限
す
る
た
め
に

川
い
ら

れ
る
歯
巾
で
、
そ
の
た
め
の
板
バ
ネ
も
組

み
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の

一
方
を
固
定
さ

れ
た
板
バ
ネ
の
先
端
が
押
さ
え
る
爪
が

の
こ
ぎ
り
状
の
歯
に
引

っ
掛
か
り
、
歯
巾

の
動
き
を
制
御
す
る
わ
け
で
あ
る
。
。

な
か
な
か
籾
密
な
蘭
車
で
あ
る
。

だ
が

そ
の
複
雑
な
構
造
の
た
め
バ
ラ
ン
ス
が

悪
く
、
独
楽
の
よ
う
に
回
し
て
逝
ぶ
こ
と

が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る。

直径66ミリ、釉75ミリ。左

はラチェットL食い込んだ

爪部分。ラチェットがある

面の錯は深い。制作年、

何の機械の一部だったか、

ともに不明
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『教
行
信
証
』

然
上
人

に
お
け
る

『阿
弥
陀
経
』

の
説
示
を
め
ぐ
っ
て
、

「観
無
菌
寿
経
」
に
引
き
続
き
、
親
鸞
聖
人
に
よ
る

「阿
弥
陀
経
」
の
捉
え
方
の
肝
要
に
つ
い
て
概
観
し

ま
す

。

親
鸞
聖
人
は

「教
行
信
証
j
化
身
土
文
類
第
六
の
標
挙
の
文
に
次
の
よ
う
に
お
示
し
で
す

。

阿
弥
陀
経
の
意
な
り
至
心
回
向
の
願
不
定
衆
の
機
難
思
往
生

。
（真
宗
聖
典
三
七
四
）

（
試訳

「阿
弥
陀
経
」
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
念
仏
を
称
え
た
功
徳
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
を
誓
わ
れ
た〈第
二
十

．

至
心
回
向
の

願
〉
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
次
に
自
力
の
思
い
で
念
仏
を
称
え
て
い
る

〈不
定
緊
の
機
〉
を
説
示

対
象
と
し
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
力
を
疑っ
た
こ
と
に
よ
る
方
便
化
土
へ
の
往
生
で
あ
る
〈難

思
往
生
〉
を
述
べ
て
い
ま
す
。
）

こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
、
「阿
弥
陀
経
j

の
位
置

【
連
載
十
六
】

四
十
八
願
で
い
え
ば
第
二
十
願
に

親
鸞
聖
人
が
捉
え
た

「
浄
土
三
部
経
」
③

林
田
康
順

（
大
正
大
学
教
授
）



法然上人と親鸞聖人（十六）

該
当
し
、
そ
の
往
生
人
と
往
生
を
遂
げ
る
有
り
様
に
つ
い
て
、
自
力
念
仏
の
者
で
あ
り
、
方
便
化
土
へ
の

往
生
と
し
て
捉
え
る
の
で
す

。

続
け
て
親
鸞
型
人
は

「同
j
化
身
土
文
類
第
六
の
中
に

「阿
弥
陀
経
」
の
説
示
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

お
示
し
で
す

。

い
ま
方
便
真
門
の
野
願
に
つ
い
て
行
あ
り
信
あ
り

。

ま
た
真
実
あ
り
方
便
あ
り

。

願
と
は
す
な
は
ち

じ
き
し
ょ
と
く

ほ
ん

植
諸
徳
本
の
願
こ
れ
な
り
。

行
と
は
こ
れ
に
二
種
あ
り
。
―
つ
に
は
善
本
、
二
つ
に
は
徳
本
な
り
。

信
と
は
、
す
な
は
ち
至

心
・
回
向
・
欲
生
の
心
こ
れ
な
り

（二
十
願
な
り
）。

機
に
つ
い
て
定
あ
り

け

し
ん

散
あ
り
。

往
生
と
は
こ
れ
難
思
往
生
こ
れ
な
り。
仏
と
は
す
な
わ
ち
化
身
な
り

。

上
と
は
、
す
な
は

ち
疑
城
胎
宮
こ
れ
な
り
。
「観
経
」
に
准
知
す
る
に
、
こ
の

『経
』
（小
経
）
に
ま
た
顕
彰
隠
密
の
義

け
ん
ぺ
ん

あ
る
べ
し
。

顕
と
い
ふ
は
、
経
家
は

一
切
諸
行
の
少
善
を
嫌
貶
し
て
、
善
本

•

徳
本
の
呉
門
を
開
示

し
、
自
利
の

一
心
を
励
ま
し
て
難
思
の
往
生
を
勧
む

。

こ
こ
を
も
っ
て

「経
J
(
同
）
に
は
「
多
善
根·

多
功
徳

•

多
福
徳
因
縁
」
と
説
き
、
釈
（
法
事
讃
•
下
）
に
は
「
九
品
と
も
に
同
し
て
不
退
を
得
よ
」

と
い
へ
り
。

あ
る
い
は
「
念
仏
し
て
西
方
に
往
く
に
過
ぎ
た
る
は
無
し
、
三
念
五
念
に
至
る
ま
で
仏

来
迎
し
た
ま
ふ
）
」
と
い
へ
り。

こ
れ
は
こ
れ
こ
の

「経
」
（
小
経
）
の
顕
の
義
を
示
す
な
り。

こ
れ

す
な
は
ち
真
門
の
な
か
の
方
便
な
り

。

（
真
宗
塑
典三
九
七
）

（試
訳
い
ま
方
便

真
門
の
料
願
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
こ
れ
に
行
と
信
が
あ
り
ま
す

。

ま
た
真

実
と
方
便
が
あ
り
ま
す

。

こ
の
願
に
は
植
諸
徳
本
の
願
（
第
二
十
願
）
が
該
当
し
ま
す

。

そ
の
行
に

二
通
り
あ
り
ま
す

。
―
つ
は
善
行
で
、
二
つ
は
徳
行
で
す
。

信
は
真
実
の
心

・
回
向
の
心
•
願
往
生

の
心
で
す
。

行
を
修
め
る
者
に
定
心
の
者
と
散
心
の
者
が
あ
り
ま
す

。

そ
の
往
生
は
難
思
往
生
と
い

い
、
そ
の
仏
は
化
身
で
あ
り
、
そ
の
浄
土
は
疑
城
胎
宮
で
す

。
「観
無
屈
寿
経
」
に
準
じ
て
考
え
て

3
 



み
る
と
、

『阿
弥
陀
経
』
に
も
顕
説
と
隠
彰
の
二
義
が
あ
り
ま
す

。

そ
の
顕
説
と
は
、
釈
尊
は
念
仏

以
外
の
あ
ら
ゆ
る
行
を
修
め
て
も
わ
ず
か
な
功
徳
し
か
梢
め
な
い
と
し
て
こ
れ
を
退
け
、
善
行•
徳

行
の
真
門
を
説
示
し
、
自
力
の

一
心
を
起
こ
す
こ
と
を
奨
励
し
て
、
難
思
往
生
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た

。

そ
の
た
め
、

「阿
弥
陀
経
j
に
は
「
念
仏
は
多
く
の
善
根
、
多
く
の
功
徳
、
多
く
の
福
徳
を
具
え
た

行
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、
善
羽
大
師
の

「法
事
讃
j
に
は
「
九
品
の
者
は
念
仏
を
回
向
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
不
退
転
の
境
地
を
得
よ
」
あ
る
い
は
「
念
仏
を
称
え
て
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
教
え
に

ま
さ
る
も
の
は
な
い

。

わ
ず
か
三
遍
や
五
遍
の
念
仏
を
称
え
た
者
に
至
る
ま
で
、
阿
弥
陀
仏
は
来
迎

し
て
浄
土
に
導
い
て
く
だ
さ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す

。

こ
う
し
た
説
示
は

『阿
弥
陀
経
』
の

顕
説
を
示
し
て
お
り
、
真
門
の
中
の
方
便
に
あ
た
る
の
で
す

。

）

や
は
り
親
鸞
聖
人
は
、
「阿
弥
陀
経
』
に
説
示
さ
れ
る
念
仏
は
自
力
の
思
い
で
称
え
る
念
仏
で
あ
っ
て
、

念
仏
行
者
を
来
迎
す
る
阿
弥
陀
仏
を
化
身
で
あ
り
、
「
真
門
の
な
か
の
方
便
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す。

親
鸞
聖
人
が
「
多
善
根
•
多
功
徳

•

多
福
徳
因
縁
」
な
ど
と
言
及
さ
れ
る

「阿
弥
陀
経
』

の
通
り
で
す
。

舎
利
弗
、
少
善
根
福
徳
の
因
縁
を
以
て
、
彼
の
国
に
生
ず
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ず

。

舎
利
弗
、
も
し

ぜ
ん
な
ん
し
に

ょ
に

ん

善
男
子
・
善
女
人
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
を
説
く
を
聞
き
て
、
名
号
を
執
持
す
る
こ
と
、
も
し
は

一
日
、

も
し
は

二
日
、
も
し
は

三
日
、
も
し
は
四
日
、
も
し
は
五
日
、
も
し
は
六
日
、
も
し
は
七
日
、

一
心

し
ょ
う
じ
ゅ

不
乱
な
れ
ば
、
そ
の
人
命
終
の
時
に
臨
ん
で
、
阿
弥
陀
仏
、
諸
々
の
聖
衆
と
と
も
に
、
現
に
そ
の
前

て
ん
ど
う

に
ま
し
ま
す
。

こ
の
人
終
わ
る
時
、
心
顛
倒
せ
ず
し
て
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
国
土
に
往
生

親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
の
多
善
根

の
一
節
は
次

4
 



法然上人と親鸞聖人(+六）

す
る
こ
と
を
得

。

（
浄
土
宗
聖
典

一
・
三

一
八
）

（試
訳
舎
利
弗
よ
、
念
仏
以
外
の
わ
ず
か
な
功
徳
し
か
な
い
行
を
修
め
た
だ
け
で
は
、
極
楽
浄
土

に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

舎
利
弗
よ
、
男
性
で
あ
れ
、
女
性
で
あ
れ
、
善
良
な
人
々
が
、
阿

弥
陀
仏
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
の
を
聞
い
て
浄
土
往
生
の
願
い
を
起
こ
し
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と

が
、
あ
る
い
は

一
日
、
あ
る
い
は

二
日
、
あ
る
い
は

三
日
、
あ
る
い
は
四
日
、
あ
る
い
は
五
日
、
あ

る
い
は
六
日
、
あ
る
い
は
七
日
、

一
心
不
乱
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
命
終
に
臨
ん
で
、
阿
弥
陀
仏
が
、

極
楽
の
多
く
の
聖
衆
と
共
に
、
そ
の
人
の
前
に
来
て
迎
え
て
下
さ
る

。

そ
の
人
は
、
命
終
わ
る
時
、

心
が
動
揺
す
る
こ
と
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
速
や
か
に
往
生
を
遂
げ
る
の
で
あ
る。
）

こ
の

一
節
を
め
ぐ
っ
て
法
然
上
人
は

「選
択
集
」
第

一
三
章
段
に
お
い
て
、
〈念
仏
〗
諸
行
I
I
多
善
根
[

り

e
う
じ
ょ

じ
ょ
う
ど
も
ん

少
善
根
〉
と
お
示
し
で
す

。

そ
も
そ
も
法
然
上
人
は
、
中
国
か
ら
渡
来
し
た

「龍
舒
浄
土
文
j
所
収
の

二
十

一
文
字
か
ら
な
る
「
念
仏
多
善
根
の
文
」
に
よ
っ
て
念
仏
が
多
善
根
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
れ
ま
し

た
。

法
然
上
人
は
、
こ
の
文
に
巡
り
会
え
た
こ
と
を
「
正
し
く
念
仏
を
指
し
て
多
善
根
と
云
う
文
、
実
に

大
切
な
り
」
（
昭
法
全二
五
四
）
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
然
上
人
の
教
学
体
系
の
構
築
に
あ
た
り
、

「
念
仏
多
善
根
の
文
」
は
実
に
大
切
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
す。
（紙
面
の
都
合
上
、
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
•
大
小
・
多
少
相
対三
義
の
成
立
に
つ
い
て
ー
「
念
仏
多
善

根
の
文
」
渡
来
の
意
義
ー
」
〔「宮
林
昭
彦
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
•
仏
教
思
想
の
受
容
と
展
開
j
所
収
〕

な
ど
を
参
照
し
て
下
さ
い

。
）し
か
し
、
そ
れ
も
親
鸞
聖
人
に
よ
れ
ば
、
究
極
の
教
え
に
甜
く
た
め
の
方

便
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
す
。

5
 



さ
ら
に
親
笠
堅
人
は
、
前
述
し
た

「阿
弥
陀
経
」
の
一
節
を
受
け
て
、
「
三
念
五
念
に
至
る
ま
で
仏
来

迎
し
た
ま
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
た
善
甜
大
師
の

「法
事
讃
j
の
文
を
引
用
さ
れ
ま
す。

周
知
の
よ
う
に
法
然

上
人
は
、
こ
の

「法
事
讃
j
の
文
を
受
け
て

「
一
紙
小
消
息j
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
ま
す

。

諸
仏
の
な
か
に
弥
陀
に
掃
し
た
て
ま
つ
る
は
三
念
五
念
に
い
た
る
ま
で
み
づ
か
ら
来
迎
し
給
う
故
な

り

。

（
昭
法
全
四
九
九
）

（試
訳

無
数
の
仏
の
中
か
ら
阿
弥
陀
仏
に
お
す
が
り
す
る
理
由
は
、
三
遍
と
か
五
遍
と
い
っ
た
わ

ず
か
な
念
仏
し
か
称
え
な
か
っ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
臨
終
に
は
阿
弥
陀
仏
自
ら
が
来
迎
し
て
下
さ
る

か
ら
で
す
。

）

法
然
上
人
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
来
迎
は
、
散
り
乱
れ
る
心
を
も
っ
た
凡
夫
に
と
っ
て
何
よ
り

も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
来
迎
が
あ
る
か
ら
こ
そ
凡
夫
は
心
静
か
に
臨
終
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
お
示
し
で
す

。

（
紙
面
の
都
合
上
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法
然
に
お
け

る
来
迎
思
想
の
展
開
」
〔「鳳
翔
学
叢
」
七
〕
な
ど
を
参
照
し
て
下
さ
い

。

）

し
か
し
、
こ
う
し
た

「阿
弥
陀
経
」
や

「法
事
諮
」
に
言
及
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に
つ
い
て
親
鸞

聖
人
は
次
の
よ

う
に
お
示
し
に
な
る
の
で
す

。

来
迎
は
諸
行
往
生
に
あ
り
、
自
力
の
行
者
な
る
が
ゆ
ゑ
に
。

臨
終
と
い
ふ
こ
と
は
、
諸
行
往
生
の
ひ

と
に
い
ふ
べ
し
、
い
ま
だ
真
実
の
信
心
を
え
ざ
る
が
ゆ
ゑ
な
り

。

ま
た
十
悪
•
五
逆
の
罪
人
の
、
は

じ
め
て
善
知
識
に
あ
う
て
、
す
す
め
ら
る
る
と
き
に
い
ふ
こ
と
な
り
。

真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取

し
上
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

不
捨
の
ゆ
ゑ
に
、
正
定
衆
の
く
ら
ひ
に
住
す

。

こ
の
ゆ
ゑ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ

親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
の
来
迎
ー
「
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
」
ー

6
 



法然上人と親鸞迎人(+六）

と
な
し
。

信
心
の
定
ま
る
と
き
、
往
生
ま
た
定
ま
る
な
り

。

来
迎
の
儀
式
を
ま
た
ず
。

（「親
布
聖
人

御
消
息
』
真
宗
聖
典
七
三
五
）

（
試
訳
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
を
修
め
て
浄
土
往
生
を
目
指
す
人
に
つ
い
て
い
う

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
自
力
の
行
者
に
限
る
も
の
で
す

。

臨
終
の
時
に
往
生
が
定
ま
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
諸
行
往
生
の
人
に
つ
い
て
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
い
ま
だ
真
実
の
信

心
を
得
て
い
な
い
か
ら
で
す

。

ま
た
十
悪
や
五
逆
の
罪
を
犯
し
た
人
が
、
臨
終
の
時
に
は
じ
め
て
善

知
識
に
出
会
い
、
念
仏
を
勧
め
ら
れ
た
時
に
い
う
こ
と
な
の
で
す。
真
実
の
信
心
を
得
た
人
は
、
阿

弥
陀
仏
が
摂
め
取
っ
て
決
し
て
お
見
捨
て
に
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
あ
り
な
が
ら
不
退

転
の
境
地
に
至
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
臨
終
の
時
ま
で
待
つ
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
来
迎
を
た
よ

り
に
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

信
心
が
定
ま
る
時
に
往
生
も
定
ま
る
の
で
す

。

そ
の
た
め
来
迎
の

た
め
の
作
法
な
ど
必
要
な
い
の
で
す
。

）

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
に
よ
れ
ば
、
「阿
弥
陀
経
]
に
説
示
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
は
自

カ
の
行
者
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
究
極
の
教
え
に
尊
く
た
め
の
方
便
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で

す
。
「観
無
絨
寿
経
」
同
様
、
師
法
然
上
人
と
弟
子
親
鸞
型
人
の
理
解
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
お
気
づ

き
で
し
ょ
う
。

（
続
く
）

7
 



~ 

江
戸
ウ
ォ
ー
？森
清
鑑



江戸の川を歩く

国
.. 広重絵

南
品
川
宿

目
黒
川
は
、
太
古
の
昔
、
海
水
が
内
地
に
ま
で
入
り
込
ん
で

い
た
時
代
の
名
残
で
あ
る
。

江
戸
の
南
側
で
は
、
東
西
に
流
れ

る
川
と
し
て
古
川
に
次
い
で
重
要
な
運
搬
河
川
で
あ
っ
た
。

江

戸
時
代
、
東
海
道
は
、
海
縁
を
は
し
つ
て
い
る
。

目
黒
川
の
河

口
は
、
海
に
沿
っ
て
品
川
と
州
崎
を
縫
う
よ
う
に
南
に
下
る

。

海
側
の
州
崎
は
防
波
堤
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る

。

そ
し
て
、

品
川
宿
を
分
断
し
て
流
れ
を
西
に
変
え
る。

上
は
、
北
品川
宿
、

下
は
、
南
品
川
宿
で
あ
る

。

そ
の
流
れ
は
、
常
に
穏
や
か
で、

船
の
停
泊
、
荷
上
げ
の
最
適
地。
そ
こ
で
、
品
物
を
運
ぶ
川

、

つ
ま
り
品
川
の
地
名
を
生
ん
だ
と
云
わ
れ
る
。

目
黒
川
は
、
高
源
院
（世
田
谷
区
烏
山
）
の
池
を
水
源
と
し
、

幾
つ
か
の
支
流
を
加
え
、
品
川
に
流
れ
込
む

。

そ
の
た
め
、
満

潮
時
に
は
、
海
水
が
逆
流
し
て
目
黒
の
方
ま
で
上
が
る
こ
と
に

な
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
下
流
か
ら
上
流
に
向
か
っ
て
動
こ
う。

江
戸
湾
に
は
、
沢
山
の
帆
掛
け
船
が
浮
か
び
、
細
長
く
突
き

出
た
島
状
の
州
崎
（
埋
め
立
て
地
）
、
そ
の
先
端
に
州
崎
弁
天

品
川
州
崎

目
黒
川

, 



社
（
水
の
神
弁
財
天
を
祭
る
）
は
在
る。

こ
こ
が
目
黒
川
の
河

口
で
、
弁
天
社
の
向
か
い
に
は
、
北
品
川
宿
の
家
屋
が
密
集

。

二
階
の
部
屋
（
最
も
有
名
な
妓
楼
、
土
蔵
相
模
）
か
ら
客
人
が

眼
前
の
江
戸
湾
の
娯
色
に
見
と
れ
て
い
る

。

眼
下
に
は
、
荷
を

積
ん
だ
船
が
海
に
向
か
っ
て
い
る
。

そ
の
右
に
は
、
宿
場
と
繋

ぐ
太
鼓
橋
、
鳥
海
橋
が
描
か
れ
て
お
り
、
弁
天
社
に
お
参
り
す

る
人
の
姿
が
あ
る
。

空
に
は
雁
で
あ
ろ
う
か
、
野
鳥
の
群
れ
が

列
を
な
し
て
飛
ん
で
い
る

。

海
沿
い
に
面
し
た
品
川
の
宿
が
、

江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
憩
い
の
場
所
で
あ
っ
た
か
を

物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
風
景
こ
そ
が
、
目
黒
川
が
江
戸
湾
に
流

れ
込
む
現
場
な
の
で
あ
る
。

く
く

鳥
海
橋
を
潜
る

。

左
は
、
州
崎
で
漁
師
町
、
右
側
は
北
品
川

宿
の
家
屋
が
海
に
向
か
っ
て
並
ん
で
い
る
。

東
海
道
に
架
か
る

中
之
橋
か
ら
流
れ
は
西
に
転
じ
る

。

橋
の
麓
に
高
札
が
立
ち
、

目
黒
川
は
北
品
川
宿
と
南
品
川
宿
を
分
け
て
い
る

。

当
時
、
品

川
宿
は
街
道
筋
に
沿
っ
て
宿
屋
、
料
理
屋
、
妓
楼
が
数
百
軒
、

軒
を
並
べ
て
い
た
。

船
が
さ
か
ん
に
行
き
交
い
、
宿
場
町
に
物

資
を
運
ん
で
い
る
。

宿
場
町
が
終
わ
る
と
、
川
の
両
岸
に
は
、
お
寺
の
屋
根
が
林

立
す
る
様
が
見
え
る

。

寺
町
の
出
現
。

北
側
に
は
、

一
六
三
九

た
く
あ
ん
そ
う
ほ
う

年
、
徳
川
家
光
が
沢
庵
宗
彰
を
招
聘
し
て
創
建
さ
れ
た
名
刹
、

東
海
寺
が
あ
る
。

そ
の
北
側
に
は
、
桜
、
フ
ジ
、
紅
葉
で
名
高

い
御
殿
山
。

流
れ
は
や
や
北
上
す
る

。

こ
の
辺
り
か
ら
、
大
崎

村
北
品
川
宿
の
田
や
畑
が
多
く
な
る。

そ
し
て
桐
ヶ
谷
村

。

畑

の
中
の

一
画
に
火
屋
と
あ
り
霊
源
寺
が
管
轄。

こ
れ
が
江
戸
時

寺
町
、
御
殿
山

●広璽：「品川すさき」 目黒川の河D。 中央に州
崎弁天社。 左下土蔵相撲、 も下罵海橋。 江戸湾
には、 多数の船が浮かぶ。 絶景。 10 



江戸の川を歩く

目
黒
川
の
左
岸
か
ら
は
台
地
が
迫
り
上
が
っ
て
お
り
、
三
千

四
百
坪
の
柳
生
対
馬
守
下
屋
敷
に
続
き
、
二
万
三
千
坪
に
及
ぶ

肥
後
熊
本
藩
細
川
越
中
守
の
抱
え
屋
敷
（
現
・
杉
野
女
子
大
）。

隣
接
し
て
山
手
七
福
神
の
明
王
院
（
現

・

雅
叙
園
）。

右
岸
を

見
る
と
、
広
大
な
目
黒
不
動
の
南
縁
を
通
り
、
流
れ
込
ん
で
い

る
羅
漢
川
が
見
え
る
。

明
王
院
は

、

明
治
の
廃
仏
毀
釈
で
廃
院

と
な
っ
た
が
、
当
時
は
大
伽
藍
で
あ
っ
た。
そ
し
て
太
鼓
橋
に

出
る
。

こ
の
橋
は
珍
し
い
石
造
り
で
、

一
七
六
九
年
（
明
和
六

年
）
に
完
成
し
た
と
い
う

。

橋
を
造
っ
た
人
は
諸
説
あ
る
が
、

八
百
屋
お
七
の
恋
人
、
吉三
郎
と
い
う
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る

。

彼
は
、
明
王
院
で
修
行
し
、
西
運
上
人
と
な
る。

西
運
は
、
鈴
ヶ

森
で
火
灸
り
の
刑
に
処
さ
れ
た
お
七
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、

明
王
院
か
ら
浅
草
観
音
ま
で
鏡
を
叩
き
、
お
念
仏
を
唱
え
な
が

ら
往
復
す
る
こ
と
（
約
四
十
キ
ロ
）
、二
十
七
年
半
を
か
け
て

一
万
日
の
行
を
積
む
。

成
就
の
き
っ
か
け
は
、
お
七
が
夢
枕
に

立
ち
成
仏
を
告
げ
た
の
で
、
お
七
地
蔵
稼
を
建
て
た
と
い
う
（
今

は
大
円
寺
に
）。

行
の
途
中
、
多
く
の
人
達
か
ら
浄
財
を
頂
き
、

明
王
院
、
太
鼓
橋
、
行
人
坂

代
の
火
葬
場
、
今
の
桐
ヶ
谷
斎
場
で
あ
る
。

●広重「目薫太鼓樗夕日の岡」雪景色。樗の左
にシイの木。 夕日の岡。
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そ
れ
を
元
手
に
目
の
前
の
行
人
坂
に
敷
石
道
を
造
る
、
あ
る
い

は
石
の
太
鼓
橋
を
架
け
る
な
ど
の
社
会
奉
仕
事
業
を
行
っ
て
い

る
。

明
王
院
の

一
郭
に
あ
っ
た
大
円
寺
（
五
百
羅
漢
で
有
名
）

に
は
、
今
も
橋
の

一
石
が
残
さ
れ
て
い
る
。

太
鼓
橋
の
下
を
幾
分
蛇
行
し
な
が
ら
流
れ
る
目
黒
川
の
情
景

は
絵
に
な
る
。

現
代
も
橋
の
上
か
ら
こ
の
風
娯
を
飽
か
ず
に
眺

め
て
い
る
人
が
多
い
が
、
満
潮
時
に
は
潮
が
逆
流
し
て
く
る

。

両
岸
は
、
桜
の
名
所
で
、
桜
祭
り
で
は
大
変
な
賑
わ
い
と
な
る。

目
黒
の
サ
ン
マ
と
い
う
古
典
落
語
で
、
将
軍
が
鷹
狩
り
に
来
て
、



太
鼓
橋
か
ら
明
王
院
沿
い
に
登
る
急
坂
が
行
人
坂
で
、
そ
の

界
隈
は
、
江
戸
時
代
大
変
な
賑
わ
い
を
見
せ
た

。

逆
に
行
け
ば

岩
屋
弁
天
で
有
名
な
蝠
竜
寺
に
ぶ
つ
か
る
し
、
そ
の
南
に
は
、

三
代
家
光
が
鷹
狩
り
の
際
に
必
ず
寄
っ
た
目
黒
不
動
竜
泉
寺
の

広
大
な
境
内
が
あ
る
。

江
戸
っ
子
は
、
正
月
七
日
は
、
目
黒
不

動
参
詣
を
な
ら
い
に
し
て
い
た
の
で
、
太
鼓
橋
と
目
黒
川
か
ら

迫
り
上
が
る
台
地
の
風
景
は
別
格
で
遊
興
も
兼
ね
、
江
戸
の
名

所
と
な
っ
た
。

行
人
坂
の
上
か
ら
は
富
士
が
よ
く
見
え
、
富
士

見
の
名
所
（
富
士
見
茶
屋
）。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
広
重
も
雪

旦
も
太
鼓
橋
界
隈
の
情
景
を
絵
に
し
て
い
る
。

広
重
は
、
雪
がみの

降
り
し
き
る
太
鼓
橋
の
光
景
を
描
く

。

渡
る
人
も
少
な
く
、
簑

を
被
っ
て
歩
く
人
の
姿
も
あ
る

。

皆
、
明
王
院
、
行
人
坂
に
向

か
っ
て
歩
い
て
い
る
。

渡
る
と
右
側
の
麓
に
柵
に
囲
ま
れ
た
中
、

雪
を
被
っ
た
シ
イ
の
木
が
描
か
れ
て
い
る

。

こ
の
木
は
今
も
健

行
人
坂

サ
ン
マ
に
舌
鼓
を
打
ち
、
「
サ
ン
マ
は
目
黒
に
限
る
」
と
い
う

落
ち
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
話
と
思
わ
れ
る
。

江
戸
湾
か
ら
獲

り
た
て
の
新
鮮
な
魚
を
船
で
運
ぶ
こ
と
ぐ
ら
い
、
日
常
で
あ
っ

た
に
相
違
な
い
。

●広● 「目黒行人坂之図」 行人坂を登り切ったところから富士を見る 。 も、富士見茶屋。
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江戸の川を歩く

太
鼓
橋
を
潜
り
さ
ら
に
上
流
に
向
か
う
。

直
ぐ
に
新
橋
（
今

の
目
黒
通
り
に
架
か
る
。

右
に
上
が
れ
ば
権
の
助
坂
）。
川
の

西
一
帯
は
、
実
り

J
U
l
早
か
な
田
畑
で
下
目
黒
村

、

中
目
黒
村
と
な

る
。

そ
し
て
田
道
橋

。

こ
の
橋
は
地
域
の
農
民
が
こ
と
さ
ら
愛

用
し
た
橋
で
、
東
に
行
く
と
若
干
の
田
畑
を
縫
い
、
す
ぐ
山
道

と
な
る
。

上
に
一
軒
の
茶
屋
が
あ
る
。

「
爺
々
が
茶
屋
」。三
代

将
軍
家
光
は
、
鷹
狩
り
の
際
に
こ
こ
に
立
ち
寄
り
、
茶
屋
の
主

人
で
百
姓
を
し
て
い
た
彦
四
郎
の
素
朴
な
人
柄
に
惚
れ
込
み

「
爺
、
爺
」
と
声
を
か
け
た。
そ
の
た
め
に
つ
い
た
名

。

サ
ン

マ
も
献
上
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

十
代
将
軍
家
治
は
、
彦
四

爺
々
が
茶
屋

在
で
あ
る
。

目
黒
川
の
蛇
行
の
様
や
東
側
の
迫
り
上
が
っ
た
丘

の
雪
景
色
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
る
。

雪
旦
が
描
く
太
鼓
橋

は
大
勢
の
人
が
渡
っ
て
い
る
。

ま
た
、
広
重
の
目
黒
行
人
坂
の

図
で
は
、
登
り
切
っ
た
処
に
富
士
見
茶
屋
が
あ
り
、
正
面
に
大

き
な
富
士
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ

う
に
目
黒
川
の
東
は
迫

り
上
が
っ
た
丘
で
、
西
側

一
帯
は
平
地
の
田
園
風
景
が
展
開
す

る
。
一
帯
の
丘
の
上
か
ら
見
る
富
士
を
含
め
た
景
色
は
絶
景
で
、

江
戸
の
人
々
は

、

夕
日
の
岡
と
呼
ん
で
親
し
ん
だ
。

◆広● 「目罵爺々が茶屋」 も下茶屋。 中央畑。
小高い丘がある。 右上丹沢と富士。

郎
の
子
孫
が
出
し
た
団
子
や
田
楽
を
大
層
喜
ん
で
食
し
た
と
い

う
。

こ
の
茶
屋
に
至
る
坂
道
が
茶
屋
坂
（
今
の
目
黒
清
掃
工
場

脇
を
上
が
っ
た
、
防
衛
省
技
術
研
究
所
の
処
）
で
あ
る
。

こ
こ

か
ら
見
る
富
士
の
景
色
が
す
ば
ら
し
く
、
広
重
は
、
「
目
黒
爺
々

が
茶
屋
」
で
描
い
て
い
る
。

こ
の
辺
り
は
千
代
ヶ
崎
と
い
い
、

江
戸
っ
子
の
観
光
の
名
所
で
あ
っ
た

。

上
か
ら
下
に
広
が
る
田

園
を
見
下
ろ
す

。

百
姓
が
馬
を
引
い
て
い
る
。

小
高
い
丘
が
あ

る
。

そ
の
上
に
広
い
長
泉
院
の
境
内
が
あ
っ
た。
境
内
の
南
を

登
る
坂
が
「
馬
喰
坂
」
で
、
そ
の
北
側
が
「鍋
こ
ろ
坂
」
で
あ

13 



◆
広
重
「
目
黒
新
富
士
」
目
黒
川
沿
い
の
花
見
。
富
士
信
仰
の
新
富
士
の
上
か
ら
本
物
の
富
士
を
拝
む
。
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江戸の川を歩く

琶
樹
橋
、

る
。

こ
の
絵
の
遠
方
に
は
、
丹
沢
の
山
並
み
と
そ
の
背
後
に
富

士
山
が
格
調
商
く
描
か
れ
て
い
る。

目
黒
新
富
士

さ
ら
に
上
流
に
行
く
と
、
巳
樹
橋
（
駒
沢
通
り
に
架
か
る
）

が
あ
る
。

そ
こ
か
ら
斜
め
右
へ
。

別
所
坂
を
登
っ
て
い
く
と
富

士
信
仰
の
目
黒
新
富
士
が
あ
り
、
三
田
用
水
が
通
る
柏
が
崎

。

こ
の
辺
り
に
、
鎌
倉
時
代
武
蔵
の
疑
族
、
目
黒
氏
の
居
城
が
あ
っ

た
と
い
う
。

こ
こ
で
も
、
広
重
は
目
黒
川
沿
い
に
咲
く
、
桜
の

花
見
を
楽
し
む
人
、
人
工
の
新
富
士
の
頂
上
に
立
っ
て
、
本
物

の
霜
士
を
眺
め
る
人
の
姿
を
絵
に
し
て
い
る

。

大
橋
か
ら
源
流
へ

く
ぐ

自
樹
橋
を
潜
る
と
、
左
側
か
ら
蛇
崩
川
が
流
れ
込
ん
で
い
る。

こ
の
川
は
、
弦
巻
に
端
を
発
し
、
下
馬
を
通
っ
て
合
流
し
て
い

る
。

（
今
の
中
目
黒
駅
東
側
で
目
黒
川
に
注
ぐ
）

。

こ
の
川
の
名

は
、
蛇
の
よ
う
に
く
ね
っ
て
流
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
、

両
岸
を
深
く
浸
食
し
て
壁
が
崩
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
土
地
の
人

が
砂
崩
川
と
呼
ん
で
い
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
い
た
名
と
云
う
（
今

は
緑
道
化
）。

さ
ら
に
田
圃
を
縫
っ
て
進
む
と
次
が
宿
山
橋

。

こ
こ
か
ら
は
田
畑
を
潤
す
幾
筋
も
の
網
状
の
流
れ
と
な
り
、
再

び
一
本
化
し
て
大
橋
に
到
達
す
る
。

大
橋
の
上
を
通
る
道
が
、

江
戸
の
大
山
道
（
大
山
詣
）
で
今
の
玉
川
通
り。

橋
の
左
側

一

帯
は
池
尻
村
で
、
地
名
に
ち
な
ん
で
、
今
は
、
池
尻
大
橋。

橋

の
手
前
左
に
縄
文
公
園
が
あ
る

（現
・
東
山
三
丁
目
）
。縦
穴

住
居
。

そ
し
て
看
板

。

そ
の
絵
に
は
、
縄
文
人
の
生
活
が
描
か

れ
、
目
黒
川
は
崖
下
の
海
で
、
遠
く
で
火
山
が
唄
火
し
て
い
る

様
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
貝
塚
が
発
見
さ
れ
た
。

す
な
わ

ち
、
縄
文
期
、
海
水
が
こ
こ
ま
で
押
し
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る。

大
橋
を
潜
る
と
、
日
黒
川
は
広
大
な
駒
ヶ
原
ご
用
屋
敷
（駒

場
）
沿
い
に
左
に
流
れ
、
や
が
て
北
沢
川
と
烏
山
川
に
分
か
れ

る

（池
尻
四
丁
目
）。

北
沢
川
は
上
を
流
れ
玉
川
上
水
ま
で
行

く
（
高
井
戸
）。
烏
山
川
は
、
下
を
流
れ
、
若
林
を
通
り
、
古
四

源
院
に
辿
り
着
く
。

す
な
わ
ち
、
高
源
院
鴨
池
（
現
・
北
烏
山）

が
目
黒
川
の
水
源
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
川
は
、
今
は
ほ
と
ん
ど

緑
道
化
し
て
い
る
。

15 



ま
こ
と
で
は
な
い
も
の
を
、
ま
こ
と
で
あ
る
と
見
な
し
‘

ま
こ
と
で
あ
る
も
の
を
‘
ま
こ
と
で
は
な
い
と
見
な
す
人
々
は
‘

ま
こ
と

あ
や
ま
っ
た
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
、
つ
い
に
真
実
に
達
し
な
い。

（「ダ
ン
マ
パ
ダ
」
1
1偶

、

1
2偶
岩
波
文
庫

「フ
ッ

ダ
の

真
理
の
言
菓
感
興
の
こ
と
ば

j
よ
り

）

ま
こ
と
で
あ
る
も
の
を

、

ま
こ
と
で
あ
る
と
知
り

‘

ま
こ
と
で
は
な
い
も
の
を

‘

ま
こ
と
で
は
な
い
と
見
な
す
人
は

、

正
し
い
思
い
に
し
た
が
っ
て

‘

つ
い
に
真
実
に
達
す
る

。

心
の
眼

こ
う
る

じ
っ
ぼ
う

響
流
＋
方



響流十方

く
な
る
か
も
。

は
や
師
走
。

本
誌
本
年

一
月
号
の
小
欄
に
、
新
年
を
迎
え
ま
た
歳
を

一
っ
と
っ
て
し
ま
っ

た
、
と
、
あ
き
ら
め
と
も
ボ
ヤ
キ
と
も
い
え
な
い
よ
う
な
く
だ
り
を
書
い
た
記
憶
が
あ
る。

で
、

今
号
で
は
書
き
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
歳
を
重
ね
て
し
ま
う
、
と
、
あ
き
ら
め
と
も
ボ

ヤ
キ
と
も
い
え
な
い
思
い
で
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
を
叩
き
始
め
て
い
る

。

視
力
が
年
々
、
否
、
そ
ん
な
悠
長
な
単
位
で
は
な
い
、
月
ご
と
、
ヘ
タ
を
す
る
と
週
ご
と
、

日
ご
と
に
変
化
し
て
い
る
の
を
実
感
す
る

。

「
変
化
」
と
し
た
の
は
、
筆
者
の
場
合
、

一
概

に
「
悪
く
な
っ
た
」
わ
け
で
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い。

近
く
が
見
辛
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

ご
多
分
に
も
れ
な
い
、
老
眼
だ。

編
集
と
い
う
仕
事

柄
、
日
々
、
原
稿
と
に
ら
め
っ
こ
し
て
い
る
が
、
「
ば
」
か
「
ば
」
か
、
「
、
」
」
な
の
か
「
‘
、
」
」

な
の
か
、
甚
体
や
ポ
イ
ン
ト
（
大
き
さ
）
に
よ
っ
て
は
か
な
り
怪
し
く
な
る

。

ス
マ
ホ
を
持

つ
手
は
肘
の
開
き
が
大
き
く
な
っ
て
き
た。

ま
る
で
「
え
ん
x
x

」
と
か
い
う
サ
プ
リ
メ
ン

ト
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
み
た
い
じ
ゃ
な
い
か

。

そ
の
う
ち
腕
を
ま
っ
す
ぐ
伸
ば
し
て
も
足
ら
な

当
然
眼
鋭
が
必
要
だ
。

も
と
も
と
近
視
で
何
十
年
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
が
、
ふ
だ
ん

掛
け
て
い
る
も
の
よ
り
二
段
階
く
ら
い
弱
い
も
の
を
使
え
ば
老
眼
鋭
の
役
目
を
果
た
し
て
く

れ
る
の
だ
が
、
今
度
は
そ
れ
を
掛
け
た
ま
ま
立
ち
歩
い
た
り
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
と

17 



的
に
な
っ
て
き
た
）。

な
の
で

こ
ろ
に
あ
る
も
の
も
ポ
ヤ
ケ
て
怖
い
。

か
と
い
っ
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
眼
鏡
を
掛
け
変
え
る

し
か
し
ま
あ
、
体
と
い
う
も
の
は
大
し
た
も
の
で
、
そ
ん
な
不
精
を
し
て
い
た
ら
、
そ
の

眼
鏡
で
も
遠
く
も
ハ
ッ
キ
リ
見
て
や
ろ
う
と
目
の
ピ
ン
ト
機
能
が
意
地
を
出
し
て
フ
ル
稼
動

す
る
の
か
、
最
近
、
ふ
だ
ん
の
近
視
用
を
掛
け
て
い
る
と
き
の
視
力
が
上
が
っ
た
よ
う
に
感

じ
る
。

以
前
に
も
増
し
て
ハ
ッ
キ
リ
ク
ッ
キ
リ
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ

。

こ
れ
に

は
驚
い
た

。

夜
の
ク
ル
マ
の
運
転
が
前
よ
り
楽
に
な
っ
た

。

ち
ょ
っ
と
嬉
し
い

。

が
、
老
眼

は
相
変
わ
ら
ず
進
ん
で
い
る

。

「
ぱ
」
と
「
ば
」
の
区
別
は
さ
ら
に
つ
き
に
く
く
な
っ
て
い
る

。

る
と
き
、

「ダ
ン
マ
パ
ダ
』

な
ど
と
、
年
を
追
う
ご
と
に
度
を
増
し
て
い
る
己
の
自
虐
さ
に
呆
れ
、
肩
を
す
ぽ
め
て
い

の
二
つ
の
偶
が
頭
に
浮
か
ん
だ。

こ
ん
な
言
い
草
を
し
て
は
お
釈
迦
さ
ま
に
叱
ら
れ
そ
う
だ
が
、
ま
っ
た
く
非
の
打
ち
ょ
う

の
な
い
お
諭
し
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
理
論
上
そ
う
で
あ
っ
て
も
箪
者
に
は
到
底
無
理
そ
う

（
真
実
に
は
達
せ
ら
れ
そ
う
も
な
い
の
で
）
証
明
は
で
き
か
ね
る
が
、

い
て
は
、
わ
た
し
こ
そ
そ
の
生
き
証
人
で
す
、
と
き
っ
ぱ
り
申
し
上
げ
ら
れ
る
（
ま
た
自
虐

―
つ
目
に
つ

こ
っ
ち
は
以
前
に
も
増
し
て
、
哀
し
い
。

の
も
面
倒
だ
か
ら
、
つ
い
つ
い
そ
の
ま
ま
で
い
る
よ
う
に
な
る

。
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響流＋方

近
視
の
た
め
に
、
離
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の

い
。

老
眼
の
た
め
に
、
近
く
の
も
の

（
現
実
）
が
正
し
く
認
識
で
き
な
い
ー
—

゜

こ
れ
は
私
の
「
目
」
と
い
う
部
位
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

心
の
眼
も
ま
た
、
そ
う
だ

。

肉
体
の
視
力
は
眼
鏡
で
矯
正
で
き
て
も
、
残
念
な
が
ら
心
の
視
力
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な

い
。

偏
っ
た
見
方
の
矯
正
法
を
こ
そ
、
お
釈
迦
さ
ま
は
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
は
ず
な

の
だ
が
…
…
。

今
年

一
年
を
よ
く
振
り
返
り
、
新
し
い
年
に
臨
も
う
と
思
う。

な
る
ま
い
。

（
小
村
正
孝
）

（
先
々
の
こ
と
）
が
ち
ゃ
ん
と
見
据
え
ら
れ
な

「
ま
こ
と
で
は
な
い
も
の
を
、
ま
こ
と
で
あ
る
と
見
な
し
、
ま
こ
と
で
あ
る
も
の
を
、
ま
こ

と
で
は
な
い
と
見
な
す
」
と
は
、
仏
教
的
に
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
無
明
」
で
あ
ろ
う
し
、

「
愚
痴
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

ま
さ
に
、
（
真
実
と
い
う
）
明
ら
か
さ
に
気
づ
か
ず
、

お
ろ

ま
た
は
明
ら
か
に
観
る
眼
を
持
た
ず
、
愚
か
で
痴
か
な
の
で
あ
る

。

「
痴
」
と
い
う
字
が
、
「
知

（
る
）
」
が
「
や
ま
い
だ
れ
」
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
「言
い
得
て
妙
」
で
あ
る

。

そ
う
い
え
ば
「
痴
」
の
旧
字
は
「
擬
」
で
は
な
い
か

。

病
的
に
疑
い
の
眼
で
物
事
を
観
よ
う

と
す
る
の
が
人
間
の
性
な
の
だ
よ
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ。

こ
う
し
た
教
示
を
し
て

く
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
ン
ド
の
言
薬
で
記
さ
れ
て
い
た
経
典
を
こ
れ

ら
示
唆
深
い
漢
字
で
表
し
た
古
の
訳
経
僧
た
ち
に
も
最
大
の
感
謝
と
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
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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

「
婦
り
に
シ
ベ
リ
ア
に
是
非
よ
る
筈
だ
か
ら
、
奉
天

渡
辺
海
旭
の
十
年
ぶ
り
の
婦
国
は
、
海
旭
の
決
意

の
ほ
ど
を
確
認
し
た
ド
イ
ツ
駐
箭
日
本
大
使
の
珍
田

捨
巳
の
次
の
ク
条
件
付
き
言
質
ク
を
も
っ
て
最
終
決

着
を
み
た
。

「
重
ね
て
い
う
が
君
の
借
金
を
ふ
く
め
て
カ
ネ
の
心

配
は
い
ら
ん
。

つ
い
て
は
頼
み
が
あ
る
。

シ
ベ
リ
ア

鉄
道
に
乗
り
、
ハ
ル
ビ
ン
で
途
中
下
車

、

ぜ
ひ
北
条

太
洋
に
あ
っ
て
ほ
し
い
。

君
と
は
旧
知
ら
し
い
ね
」

こ
の
珍
田
の
言
質
の
根
拠
に
つ
い
て
、
読
者
諸
賢

か
ら
疑
義
の
声
が
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
補
足
を
し
て
お
こ
う

。

海
旭
が
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
ほ
ぼ

一
年
前
の
明

治
四
十
二
年
三
月
五
日
、
海
旭
は
「
新
仏
教
」
の
同

人
で
あ
る
畏
友
の
高
島
米
峰
に
送
っ
た
手
紙
の
中

で
、
共
通
の
友
人
で
あ
る
北
条
太
洋
に
こ
う
呼
び
か

け
て
い
る
。

旧
友
は
満
蒙
の
「
問
諜
」
か
？

あ
た
り
で

二
晩
か
三
晩
飲
み
明
か
し
て
和
も
る
話
で

も
し
よ
う
か
い
」
（「壺
月
全
集
」
下
巻
、
五
百
八
十
六
頁
）

さ
ら
に
、
そ
の

二
か
月
後
の
同
年
五
月
二
十
五
日

の
手
紙
で
は
、
米
峰
に
こ
う
念
を
押
し
て
い
る

。

「
太
洋
兄
の
所
に
は
是
非
厄
介
に
な
る
こ
と
に
極
め

て
骰
く

。

呑
気
な
僕
だ
か
ら
、
こ
と
に
よ
る
と
、
五

日
か
六
日
食
潰
し
て
、
コ
ン
ソ
ン
閣
下
を
鵞
か
せ
奉

る
か
も
し
れ
な
い
。

随
分
と
困
っ
た
人
物
だ
」
（「壺

月
全
集
」
下
巻
、
五
百
八
十
九
頁
）

北
条
太
洋
は
外
務
省
苦
記
生
と
し
て
、
南
米
、
フ
ィ
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リ
ピ
ン
勤

務
を
経
て
、

旧
満
州
は

奉
天
、
現

在
の
中
国

遼
寧
省
溜

陽
に
隣
接

す
る
新
民

屯
の
日
本
総
領
事
館
の
分
館
主
任
で
あ
っ
た。
海
旭

と
の
機
縁
は
、
海
旭
が
留
学
前
に
参
加
し
た
宗
派
を

超
え
た
若
手
の
勉
強
会
「
経
緯
会
」
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ

た
こ
と
に
よ
る

。

な
お
、
珍
田
が
「
ハ
ル
ビ
ン
で
途
中
下
車
」
と言
っ

た
の
は
、
ハ
ル
ビ
ン
が
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
重
要
分
岐

点
と
な
っ
て
お
り
、
北
条
の
赴
任
地
に
近
い
奉
天
か

ら
も
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
か
ら
だ
が
、
そ
の
経
緯
は
後

ほ
ど
詳
し
く
述
べ
る
。

そ
れ
よ
り
も
、
読
者
の
関
心

は
、
満
州
地
区
の
大
都
市
・
奉
天
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、

そ
の
近
郷
の
小
都
市
の

一
介
の
外
交
官
が
、
は
た
し

て
位
人
臣
を
極
め
つ
つ
あ
る
大
使
閣
下
と
「
深
い
関

m
ふ
'

！
沿
i,

tが -

.
『
]
,
.
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係
」
に
あ
る
も
の
か
ど
う
か
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
は
、
北
条
の
任
地
で
あ
る
新
民
屯
の
地
政

学
的
位
骰
が
大
い
に
関
係
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か。

明
治
三
十
八
年
、
ロ
シ
ア
が
日
本
と
の
戦
争
で
敗
れ

る
こ
と
で
同
地
が
「
中
立
地
帯
」
と
な
る
や
、
日
本

軍
が
進
駐
占
領
。

や
が
て
そ
れ
が
「
満
州
国
」
建
国

の
足
が
か
り
に
な
る
の
だ
が
、
同
地
に
新
設
さ
れ
た

領
事
館
分
館
が
北
条
の
赴
任
先
で
あ
っ
た
（
な
お
同

地
は
昭
和
七
年
、
「
満
州
国
」
が
成
立
す
る
と
同
国

奉
天
省
新
民
県
と
な
る
）。
す
な
わ
ち
、
北
条
は
、
日

本
が
利
権
を
求
め
る
満
蒙
の
最
前
線
で
、
外
交
官
と

い
う
よ
り
「
間
諜
」
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
北
条
か
ら
発
せ
ら
れ
た
次

の
よ
う
な
「
外
交
文
書
」
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
公
第二
七
号
大
正

二
年
二
月

二
十
七
日
在
新
民

府
分
館
主
任
北
條
太
洋
外
務
大
臣
男
爵
牧
野
伸

顕
殿
大
民
屯
事
情
報
告
ノ
件
小
官
殴
二
当
県
管
内

大
民
屯
二
旅
行
致
候
処
同
地
二
関
ス
ル
状
況
別
紙
ノ

通
リ
ニ
候
此
段
及
報
告
候
敬
具
」

「
機
密
公
信
第
六
号
大
正

三
年
十
月
十
六
日
在
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珂
春
副
領
事
北
條
太
洋
外
務
大
臣
男
爵
加
藤
麻

明
殿
暉
春
県
知
事
ノ
態
度
二
関
ス
ル
件
（
瑶
春

県
知
事
は
）
性
質
温
順
ニ
シ
テ
表
面
我
二
好
迂
ヲ
有

ス
ル
ガ
如
ク
見
ユ
ル
ハ
支
那
官
憲

一
般
ノ
常
態
二
有

之
。

（
略
）
排
日
鮮
人
ノ
居
住
往
来
ス
ル
者
炒
カ
ラ

サ
ル
場
所
ヲ
以
テ
随
テ
朝
鮮
人
ヲ
利
用
シ
テ
n

露
ノ

状
況
ヲ
探
知
シ
：
．
（
以
下
略
）
」

こ
の
よ
う
に
北
条
は
機
密
性
の
麻
い
「
報
告
」
を

外
交
ト

ッ
プ
に
大
鼠
に
送
り
続
け
、
大
正
三
年
に
は

輝
春
副
領
事
に
、
そ
し
て
大
正
五
年
に
は
東
蒙
古
の

熱
河
特
別
行
政
区
赤
条
に
新
設
さ
れ
た
初
代
領
事
に

任
じ
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
耶
春
は
旧
「
満
州
」
地
区

に
あ
っ
て
朝
鮮
族
が
多
い
地
域
で
、
朝
鮮
独
立
運
動

の
拠
点
で
あ
っ
た
が
、
後
の
大
正
九
年
、
日
本
領
事

館
が
襲
撃
さ
れ
た
の
を
理
由
に
独
立
運
動
家
を
大
址

虐
殺
す
る
「
珊
春
事
件
」
が
起
き
る。

ま
た
熱
河
は

後
に
日
本
が
「
満
州
」
か
ら
「
北
支
」
へ
と
侵
略
の

食
指
を
伸
ば
す
「
起
点
」
と
な
る

。

こ
う
し
た
こ
と

か
ら
も
、
北
条
は
外
交
戦
略
上
き
わ
め
て
重
要
な
役

割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い

。

後
に
現
役
を

退
い
た
北
条
は

「熱
河
j
な
る
著
害
を
著
す
が
、
荒

木
貞
夫
陸
軍
大
臣
、
広
田
弘
毅
外
務
大
臣
、
張
作
採

な
ど
の
歴
々
が
題
字
と
序
文
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
そ
れ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る。
お
そ
ら

＜
珍
田
も
出
版
時
に
存
命
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
こ
に

名
前
を
述
ね
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
珍
田
捨
巳
と
北
条
太
洋
は
、
地
位

的
に
は
伯
爵
閣
下
と
出
先
の

一
外
務
省
職
員
と
い
う

疎
遠
な
関
係
に
見
え
な
が
ら
も
、
実
は
「
親
密
な
関

係
」
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
珍
田
は
悔
旭
に
向
か
っ

て
、「

（
北
条
太
洋
は
）
君
と
は
旧
知
ら
し
い
ね
」

と

言
う
ほ
ど
の
丘

特
殊
な
情
報
ク
を
も
っ
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
海
旭
は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
で
帰
国

の
途
次
、
旧
「
満
州
」
の
ハ
ル
ビ
ン
か
奉
天
で
北
条

太
洋
と
何
か
し
ら
直
要
な
会
談
を
も
っ
た
こ
と
は
、

否
定
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
大
い
に
あ
り
う
る
の
で

帰
国
を
め
ぐ
る
記
述
が
皆
無
の
謎
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は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
筆
者
の
妄
想
を
刺
激
し
て
や
ま
な
い
の

は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
極
東
を
つ
な
ぐ
鉄
路
、

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
が
全
線
開
通
す
る
の
は
明
治
三
十
六

年
だ
が
、
日
本
人
が
そ
れ
を
安
心
し
て
使
え
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
日
露
戦
争
後
の
明
治
三
十
九
年
以
降
、

海
旭
が
帰
国
す
る
四
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

も
し
荻
原
雲
来
と
共
に
婦
国
し
て
い
れ
ば
、
留
学

時
と
同
じ
よ
う
に
、
船
で
ス
エ
ズ
運
河
を
経
由
、
は

る
ば
る
イ
ン
ド
洋
を
超
え
て
、
二
か
月
ほ
ど
を
代
や

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を

使
え
ば
、
そ
の
全
行
程
は
四
分
の

一
の
二
週
間
ほ
ど

に
短
縮
。

お
ま
け
に
旅
代
も
安
く
て
す
む

。

こ
れ
は

世
界
史
的
な
大
事
件
で
あ
り
、
海
旭
の
人
生
に
と
っ

て
も
忘
れ
が
た
い
出
来
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

何
事
に
も
好
奇
心
が
強
く
筆
ま
め
の
海
旭
が
こ
ん
な

「
未
知
の
体
験
」
を
放
っ
て
お
く
は
ず
が
な
い
。

留
学
の
往
路
に
あ
っ
て
は
、
途
中
寄
港
し
た
香
港
、

新
嘉
披
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
、
錫
閾
（
セ
イ
ロ
ン
、

現
ス
リ
ラ
ン
カ
）
な
ど
の
風
物
に
つ
い
て
「
紀
行
文
」

を
友
人
た
ち
に
書
き
送
っ
て
い
る
（
「壺
月
全
集
j

下
巻
、
四
0
七
＼
四

―
―
頁
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

婦
路
に
つ
い
て
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
ど
こ
ろ
か
、
ど
の
よ

う
な
経
路
と
交
通
手
段
に
よ
っ
て
十
余
年
ぶ
り
に
故

国
の
土
を
踏
ん
だ
の
か
さ
え
も
記
し
て
い
な
い
。

い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
高
島
米
峰
へ
の
手
紙
で

「
も
し
掃
れ
る
な
ら
ば
シ
ベ
リ
ア
経
由
で
」
と
記
し

た
後
に
帰
国
を
決
意
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
経

緯
は

一
切
語
ら
れ
て
い
な
い

。

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
か
？
ど
う
考

え
て
も
不
自
然
で
あ
り
、
不
可
解
で
あ
る

。

そ
れ
か
ら
、
も
う

一
っ
、
帰
国
に
ま
つ
わ
る
大
い
な

る
謎
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
婦
国
に
大
き
な
橋
渡
し
役

を
果
た
し
た
人
物
、
珍
田
捨
巳
に
関
わ
る
記
述
が
、
海

旭
自
身
の
書
簡
や
日
記
に
は

一切
な
い
こ
と
で
あ
る

。

本
連
載
七
十
三
回
で
も
紹
介
し
た
が
、
私
の
調
べ

た
限
り
、
海
旭
と
珍
田
の
関
係
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
る
の
は
、
後
に
共
に

「大
正
新
脩
大
蔵
経
j
を
編

む
こ
と
に
な
る
宗
教
学
の
泰
斗
、
高
楠
順
次
郎
の
以
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下
の
回
想
の
み
で
あ
る
。

「
君
（
海
旭
の
こ
と
、
筆
者
注
）
の
洋
行
は
随
分
長

い
間
で
、
十
三
年
間
（
高
楠
の
誤
り
で
正
し
く
は
十

一
年
間
、
同
上
）
も
居
っ
た。
婦
れ
と
云
つ
て
も
帰

ら
な
い
。

旅
代
を
送
れ
ば
、
平
気
で
滞
在
し
て
燐
ら

な
い
。

後
に
は
浄
土
宗
務
所
も
閉
口
し
て
、
旅
代
も

滞
在
代
も
送
ら
な
い

。

君
の
下
宿
費
は
幾
月
経
つ
て

も
支
払
は
れ
な
い
。

や
か
ま
し
く
催
促
す
る
と
、
そ

ん
な
に
催
促
す
る
な
ら
自
殺
す
る
と
云
ふ

。

そ
れ
で

は
最
早
催
促
し
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。

結
局
、

そ
れ
で
は
治
ま
ら
な
い
。

宗
務
所
は
、
遂
に
、
時
の

駐
独
珍
田
大
使
（
編
者
云
大
使
は
渡
辺
先
生
外
国
語

の
師
）
に
頼
ん
で
、
君
を
送
り
迎
へ
し
て
も
ら
う
こ

と
と
な
っ
た

。

こ
れ
は
不
可
抗
力
と
思
っ
た
か
、
遂

に
婦
朝
し
た
」
（
小
林
大
厳
編
著「壺
月
和
尚
の
面
影
」

一
九
三
三
年
、
三
九
頁
）

婦
国
を
め
ぐ
る
こ
の
大
い
な
る
不
自
然
、
不
可
解

を
、
い
っ
た
い
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

―
つ
あ
り
う
る
と
し
た
ら
、
海
旭
は
、
珍
田
と
北

条
と
の
関
係
を
ふ
く
む
婦
国
の
経
緯
に
つ
い
て
杏
簡

や
日
記
や
伐
内
に
記
し
て
い
た
が
、
関
束
大
裳
災
で

焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か。

し
か
し
、
「
帰

国
の
く
だ
り
」
だ
け
が
失
わ
れ
た
と
い
う
の
は
ど
う

考
え
て
も
不
自
然
で
あ
る

。

だ
っ
た
ら
、
海
旭
自
身

が
あ
る
意
図
を
も
っ
て
あ
え
て
秘
し
た
か
、
あ
る
い

は
弟
子
た
ち
が
あ
る
付
度
を
も
っ
て
「
追
稿
集
」
で

あ
る

「壺
月
全
集
j
に
収
め
な
か
っ
た
の
か
？
だ

と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
と
は
な
に
か
？

そ
の
後
の
海
旭
の
人
生
の
ネ
ガ
テ
ィ
プ
な
部
分
ー

ー
と
い
う

言
業
が
不
穏
当
な
ら
、
そ
の
後
の
海
旭
の

人
生
に
と
っ
て
「
随
密
裏
の
活
動
」
の
契
機
と
な
る

「
何
か
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
？

箪
者
の
妄
想
の
赴
く
と
こ
ろ
、
珍
田
が
暗
に
指
示

し
た
北
条
某
と
の
再
会
と
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
た
会
話

に
そ
の
謎
を
解
き
明
か
す
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
は
前
に
も
ま
し
て
箪
者

の
妄
想
が
入
る
こ
と
を
お
許
し
願
っ
て
、
今

一
度
、

時
計
の
針
を
、
本
稿
冒
頭
の
珍
田
の
ク

条
件
付
き
言

質
へ
「
つ
い
て
は
頼
み
が
あ
る

。

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
に
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乗
り
、
ハ
ル
ビ
ン
で
途
中
下
車
、
ぜ
ひ
北
条
太
洋
に

あ
っ
て
ほ
し
い
」
に
戻
し
て
、
話
を
続
け
る
こ
と
に

し
よ
う
。

海
旭
と
し
て
は
、
留
学
中
に
こ
し
ら
え
て
し
ま
っ

た
借
金
を
消
算
し
て
も
ら
え
る
上
に
帰
国
の
旅
費
ま

で
も
っ
て
く
れ
る
「
対
価
」
で
あ
れ
ば
、
珍
田
か
ら

出
さ
れ
た
「
帰
国
の
条
件
」
な
ど

丘

お
安
い
も
の
ク

と
思
っ
て
了
解
し
た
が
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
海
旭
の

人
生
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と

は
露
ほ
ど
に
も
考
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

。

海
旭
は
、
ベ
ル
リ
ン
郊
外
の
珍
田
邸
を
辞
す
と
、

そ
の
足
で
い
っ
た
ん
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
ヘ
と
戻
っ
た。

さ
っ
そ
く
ロ
イ
マ
ン
教
授
に
事
情
を
説
明
、
教
授

と
共
に
進
め
て
い
た
研
究
を
大
急
ぎ
に
急
い
で
仕
上

げ
る
と
、
身
辺
の
整
理
を
し
て
、
な
ん
と
か
掃
国
の

準
備
が
整
っ
た
の
は
、
年
が
明
け
た
明
治
四
十
三
年

の
春
で
あ
っ
た

。

海
旭
の
死
後
ま
と
め
ら
れ
た
『壺
月
全
集
』

や
は
り
帰
路
も
欧
州
航
路
だ
っ
た
C
~

の
巻

末
に
は
、
弟
子
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
「
伝
記
」

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
以
下
の
記
述
を
見

つ
け
、
わ
が
推
理
も
な
か
な
か
だ
と一人
悦
に
い
っ
た。

「
明
治
四
十三
年
春
、
愈
々
帰
朝
の
準
備
を
完
了
す。

顧
み
る
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ
の
春
風
秋
雨
十
有
二
年
、

慈
教
春
の
日
に
も
似
た
る
恩
師
ロ
イ
マ
ン
教
授
等
、

こ
こ
に
あ
り
、
ア
ル
サ
ス
の
秀
麗
、
ラ
イ
ン
の
長
江
、

い
ま
に
し
て
更
ら
に
親
し
き
風
色
な
り
。

然
も
攻
学

半
途
に
し
て
慈
母
の
訃
音
、
師
僧
の
遥
化
を
聴
く

。

人
こ
そ
知
ら
ぬ
街
心
断
腸
の
想
出
な
り

。

故
国
に
婦

る
の
日
、
蓋
し
氏
の
胸
中
万
感
真
に
無
鼠
の
も
の
あ

り
し
を
想
ふ
べ
し
」
（『壺
月
全
集
』
下
巻
、
六
百
三
頁
）

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
続
く
次
の

一
行
で
、
筆
者
の

頭
は
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
し
た

。

「
同
年三
月
廿
二
日
、
神
戸
着
の
伊
淮
丸
に
て
無
事

帰
国
す
」

こ
れ
を
信
じ
れ
ば
、
海
旭
は
往
路
同
様
に
欧
州
航

路
で
帰
国
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
は
な
い

か
！
思
わ
ぬ
蹟
き
に
、

一
瞬
わ
が
妄
想
力
を
退
し

く
し
す
ぎ
た
こ
と
を
後
悔

。

こ
こ
は
、
じ
た
ば
た
し
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壷中に月を求めて

て
も
は
じ
ま
ら
な
い
、
読
者
諸
賢
に
土
下
座
を
し
て

潔
く
坊
主
懺
悔
を
す
る
覚
悟
を
か
た
め
る
べ
く
、
も

う

一
度
、
読
み
直
し
て
み
て
、
「
待
て
よ
」
と
思
い
直

し
た
。

欧
州
航
路
で
帰
国
し
た
と
す
る
と
、
日
程
に

無
理
が
あ
り
す
ぎ
る
。

ド
イ
ツ
の
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク

か
ら
鉄
路
で
フ
ラ
ン
ス
国
境
を
超
え
て
マ
ル
セ
イ
ユ

へ
、
そ
こ
で
出
国
と
乗
船
手
続
き
を
し
て
、
欧
州
航

路
で
神
戸
へ
向
か
う
と
す
る
と
、
都
合
五
十
日
は
か

か
る
。

前
掲
の
「
伝
記
」
の
と
お
り
「
帰
国
準
備
が

整
っ
た
の
が
明
治
四
十
三
年
春
」
だ
と
す
る
と
、
い

く
ら
な
ん
で
も
同
年
の

三
月

二
十
二
日
に
日
本
に
帰

着
す
る
に
は
無
理
で
、
遅
く
と
も

一
月
末
に
は
ド
イ

ツ
の
古
城
の
町
を
出
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

疑
念
を
解
く
べ
く
他
に
海
旭
の
帰
国
の
記
述
は
な

い
か
と
、
あ
た
っ
て
み
た
。

す
る
と
「
浄
土
教
報
」
（
明

治
四
十
三
年
三
月

二
十
八
日
、
八
百
九
十
七
号
）
の

第
二
面
「
渡
辺
海
旭
君
を
迎
ふ
」
と
題
す
る
記
事
の

末
尾
に
「
三
月

二
十
三
日
に
君
が
神
戸
に
安
着
の
報

を
聞
い
て
」
と
あ
っ
た

。

一
日
の
ズ
レ
は
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
明
治
四
十

三

年
三
月

二
十
二
日
か
二
十
三
日
に
は
、
海
旭
は
航
路

で
神
戸
に
婦
着
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
ら
し

い
。

と
な
る
と
、
「
伝
記
」
に
あ
る
「
春
」
は
無
理

や
り
前
倒
し
て
し
て
「
初
春
」
か
「
新
春
」
と
解
す

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
妄
想
を
退
し
く
し
て
「
シ
ベ

リ
ア
鉄
道
経
由
説
」
を
唱
え
て
き
た
筆
者
と
し
て
は
、

易
々
と
旗
を
降
ろ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い

。

な
ん
と

か
、
「
欧
州
航
路
帰
国
説
」
を
覆
せ
な
い
も
の
か
？

そ
こ
で
必
死
の
思
い
で
「
反
証
」
の
手
が
か
り
を

探
し
た
と
こ
ろ
、
あ
っ
た
の
で
あ
る

。

そ
れ
は
、
「
伝

記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
海
旭
が
乗
船
し
て
い
た
と
さ

れ
る
「
伊
豫
丸
」
で
あ
る

。

調
べ
て
み
る
と
、
「
伊

豫
丸
」
は
日
本
郵
船
の
外
国
航
路
船
。
「日
本
郵
船

百
年
史
」
と

『同
五
十
年
史
」
に
よ
る
と
、
「
伊
豫
丸
」

は
明
治
三
十
四
年
か
ら
シ
ア
ト
ル

•

横
浜
間
の
北
米

航
路
に
就
航
、
日
露
戦
争
で
陸
軍
に
人
馬
輸
送
用
に

徴
発
さ
れ
る
も
、
同
一
二十
七
年
に
北
米
航
路
に
復
帰。

明
治
四
十
四
年

一
二月
に
欧
州
航
路
に
一
時
転
用
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
海
旭
の
帰
国
の
一
年
後
で
あ
る。
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と
な
る
と
、
ど
う
も
「
伝
記
」
の
船
名
の
記
述
は

虚
偽
の
可
能
性
が
高
い。

さ
ら
に
、
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
な
「
反
証
」
に
思
い

あ
た
っ
た

。

そ
も
そ
も
「
欧
州
航
路
」
は
起
点
も
終

点
も
横
浜
で
あ
る

。

後
一
日
乗
船
し
て
い
れ
ば
、
海

旭
は
、
寓
居
の
西
光
寺
に
近
く
、
友
人
知
人
も
大
勢

待
ち
受
け
て
い
る
横
浜
に
芍
く
の
に
、
ま
た
恐
ら
く

多
く
の
荷
物
を
抱
え
て
い
た
だ
ろ
う
に
、
な
ぜ
わ
ざ

わ
ざ
神
戸
で
下
船
し
て
、
東
海
道
本
線
に
乗
り
換
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
こ
の
矛
盾
は
、
海
旭

が
神
戸
を
終
滸
と
す
る
航
路
に
乗
船
し
て
い
た
こ
と

の
証
明
に
こ
そ
な
れ
、
欧
州
航
路
に
は
乗
船
し
て
い

な
か
っ
た
「
反
証
」
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

な
ら
ば
と
、
当
時
神
戸
を
終
着
と
す
る
航
路
を
調

べ
る
と
、
実
に
興
味
深
い
こ
と
が
判
明
し
た

。

海
旭

の
帰
国
の
五
年
前
、
大
阪
商
船
に
よ
っ
て
大
連
ー
神

戸
間
の
定
期
航
路
が
就
航

。

そ
し
て
、
大
連
は
、
北

条
の
赴
任
地
に
近
い
奉
天
、
さ
ら
に
は
シ
ベ
リ
ア
鉄

道
の
分
岐
点
で
あ
る
ハ
ル
ビ
ン
を
経
由
し
て
ベ
ル
リ

ン
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
ヘ
と
鉄
路
で
つ
な
が
っ
て
い

る
で
は
な
い
か
。

こ
れ
で
、
海
旭
は
珍
田
捨
巳
の
要
請
に
従
っ
て
シ

ベ
リ
ア
鉄
道
で
婦
国
、
そ
の
途
次
で
北
条
太
洋
と
重

要
な
語
ら
い
を
持
っ
た
と
い
う
わ
が
推
理
は
、
危
う

い
と
こ
ろ
で
却
下
を
免
れ
た

。

や
れ
や
れ
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
筆
者
の
調
査
に
瑕
疵
が
あ
っ
て
、
万
が

一
、
海
旭
が
欧
州
航
路
で
帰
国
し
て
い
た
と
し
た
ら
、

そ
の
時
の
「
弁
明
」
も
あ
ら
か
じ
め
開
陳
し
て
お
く。

そ
れ
は
、
帰
国
の
日
程
が
決
定
し
、
北
条
に
連
絡
を

入
れ
た
と
こ
ろ
た
ま
た
ま
そ
の
時
期
は
長
期
出
張
で

上
海
か
香
港
へ
逗
留
し
て
い
る
と
い
う
、
な
ら
ば
急

遠
、
欧
州
航
路
に
切
り
替
え
、
二
人
は
寄
港
先
の
上

海
か
香
港
で
久
闊
を
叙
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
掲
し
た
二
回
の
書
簡
か
ら
し

て
、
帰
路
の
行
程
が
な
ん
で
あ
れ
、
海
旭
は
北
条
と

再
会
を
果
た
し
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う

。

さ
て
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ

た
の
か
？
わ
が
妄
想
力
が
い
よ
い
よ
刺
激
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
、
残
念
な
が
ら
紙
幅
が
尽
き
た。

続
き
は

次
号
の
お
楽
し
み
と
し
よ
う

。

（
つ
づ
く
）
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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
。
（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
）

罰翫0
窓磁も峠緯

弁1印 C?k 3 う
r----7""" 

屯

お
ヴ
否
ち
こ

―
つ
す
い
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つ
ま
い

“‘ 

` 

ニ
れ
が

バ
う
な
の

へ
ダ
ッ
ピ

画
伶

へ
ダ
ッ
匹
J
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人
間
の
目
薬
と
は
違
う
犬
用
の
目
薬
が
あ
る。

我

が
家
に
も
迫
伝
性
の
白
内
障
の
ト
イ
プ
ー
ド
ル
が
い

る
。

獣
医
さ
ん
か
ら
高
価
な
目
薬
を
処
方
さ
れ
て
い

る
が
効
き
目
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る。

今
朝
の

秋
と
は
立
秋゚

ぽ
つ
り
と
落
す
目
薬
に
季
惑
が
あ
る

。

〈
佳
作
〉
象
の
目
の
緻
に
潜み
し
九
月
か
な

東
京
の
空
を
映
し
て
秋
刀
魚
の
目

目
い
っ
ば
い
食
べ
て
お
か
わ
り
栗
ご
は
ん

浄土誌上句会
黒冒
澤

人存の思 ~ 
の外や
喜のう

い黒

効な應闘 や
腐塁と‘な腐 — 
れあは黒画 つ
兌げ省‘澤

真乳臀置門 な
讐召しに芭 野
雙誓 t 息ゃ 分
魯□悶団 の

9 い、;! 吹

fj 
工
藤
悼

笠
井
亜
紀
絵

藤
井
智
哉

●
目

〈g

犬
の
目
に
犬
の
目
薬
今
朝
の
秋

小
林
麻
衣
子

内
藤
隼
人
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日瀬与翡？

＂述題 1

発
表
・
「浄
土
」
二
o
＿
八
年
四
月
号

選者＝無縫庵烏鷺坊

t 懐
か
し
い
缶
入
り
の
ド
ロ
ッ
プ
ス

。

長
く
放
置
し

て
お
く
と
、
く
っ
付
き
あ
っ
て
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
っ

て
し
ま
う

。

蓋
か
ら
取
り
出
せ
な
く
な
っ
て
悲
し
い

気
分
に
な
る
。
二
百
十
日
と
い
う
季
語
が
効
い
て
い

て
、
な
に
や
ら
台
風
の
湿
気
も
感
じ
ら
れ
る

。

〈
佳
作
〉
砂
場
か
ら
木
の
校
舎
へ
ど
秋
の
声

鐘
を
撞
く
少
年
僧
や
秋
タ
ベ

訃
報
あ
り
台
風
ひ
ど
つ
迷
走
す

締
切
・
ニ
0

1
八
年
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
1
7

ー

4

明
照
会
館
内
月
刊

「浄
土
j
誌
上
句
会
係

祐
次

恵
美

和
田
芙
美
子

道
下

●
自
由
題

て
一

今
西

ー
百
十
日
の
ド
ロ
ッ
プ
ス

〈
佳
作
〉
一
列
の
黒
衣
過
ぎ
ゆ
き
葉
鶏
頭

羊
羮
の
黒
ず
っL
り
ど
十
三
夜

黒
人
霊
歌
ゆ
っ
く
り
ど
這
う
霧
の
街

伊
藤
恵
一

仁
科
美
音
子

桜
田
多
聞

今
田
昭
之
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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•森巖寺）
粂原恒久（川越・蓮磐寺）
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•槃上寺）
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・華賜院）
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・党疫寺）
（敬称略 • 五十音順）

編
集
仲
間
か
ら
も

「ど
う
し
て
あ
な
た
の
後

記
は
い
つ
も
批
判
的
な
ん
だ
」
と

言
わ
れ
て
し

ま
う
く
ら
い
、
今
年
も
嫌
な
ニ
ュ
ー
ス
が
多
か
っ

た
よ
う
に
思
え
る

。

そ
こ
で
今
年
み
ん
な
が
喜

ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
た
の
だ
が
、
将
棋

で
十
五
歳
で
二
十
九
連
勝
し
た
藤
井
聡
太
君
の

こ
と
や
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
で
世
界
最
高
点

を
出
し
た
羽
生
結
弦
さ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
に
上

野
動
物
園
で
パ
ン
ダ
の
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
が
誕
生

し
た
く
ら
い
し
か
思
い
出
せ
な
か
っ
た

。

後
は

テ
ロ
や
き
な
臭
い
昨
今
の
情
勢
に
身
が
震
え
る

ば
か
り
だ

。

最
近
も
九
人
も
の
人
を
殺
し
て
猟
奇
的
に
解

寒
風
が
あ
ま
り
に
強
い
年
の
暮
れ
岱
澗

体
す
る
異
常
な
事
件
が
発
党
し
、
そ
の
呼
び
寄

せ
た
も
の
が
S
N
S

の
自
殺
サ
イ
ト
と
聴
い
て

―
一度
驚
い
て
し
ま
っ
た

。

そ
し
て
容
疑
者
か
ら

「本
当
は
誰

一
人
本
気
で
死
ぬ
気
な
ど
な
か
っ

た
と
思
う
」
と
い
う
話
を
聞
き
、
容
疑
者
へ
の

憤
り
を
抑
え
ら
れ
な
い

。

近
く
の
人
、
親
‘
兄
弟
‘
友
人
、
教
師
な
ど

に
心
の
悩
み
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
出
来
な
い

人
が
多
い
こ
と
を
、
私
も
電
話
相
談
を
し
て
い

て
最
近
と
み
に
感
じ
る

。

こ
の
間
も
街
頭
相
談
で
、

「何
で
も
話
し
て

下
さ
い

。

お
線
香
の
上
げ
方
な
ど
の
質
問
で
も

い
い
で
す
よ
」
の
呼
び
か
け
に
、
明
る
＜
応
じ

て
く
れ
た
ご
婦
人
が
、
三
十
分
程
話
を
す
る
う

ち
に
、
実
は
深
刻
な
家
族
の
問
題
に
悩
ん
で
い

ホームページ http:/ /jodo.ne.jp/ 
メールアド レス hounen@jodo.ne.Jp 
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た
ケ
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ス
が
あ
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。

本
当
は
心
の
奥
底
に
し

ま
い
込
ん
だ
こ
と
を
吐
露
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
人
が
多
い
の
だ
ろ
う

。

身
内
や
‘
友
人
に
も
話
せ
な
い
こ
と
を
聴
い

て
も
ら
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
来
の
菩
提
寺
の

住
職
の
役
目
か
も
し
れ
な
い

。
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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 法事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t宗 B常勤行式。

特徴⑤ 「写詠歌セット」は宗歌と四季の和歌。

従来の写経と異なる苅提をなぞる乃：経と写詠歌のセットです。 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、

高級奉書を使用していますので、根と毛箪でも写せます。 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、新たな写経・写詠歌行事にこ利用下さい。

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 （四奉請） に丸をおつけ下さい。

e写詠歌セット 定fiffi: 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科です。 こ希望の瘍合は寺院名をお書き下さい。

※消費税と発送料は領価に含んでいます。 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週間ほとかかりますので、こ了承下さい。

※ 1 組からこ注文こ希望の方は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 束京都港区芝公園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
ぞ
る

オ
J

ジ
ナ
ル
A
4

判

F
-

じ
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！！

ご
[
[
[

三法然上人鑽仰会 FAX : 03-3578-7036 

〒 105-0011 栗京都港区芝公園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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