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高さ47mm、口径 153mm、高台

径95mm。上から下に二つに割

れた隔跡がある。底にーか所、

胴にーか所錆びたかすがいが

残っている。左上の写真はその

反対側の詞の部分のかすがい

が抜け落ちた穴。
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高さ 45mm、口径 147mm、高台径93mm。胴を一周する割

れ跡と、そこから派生したヒビが二か所。かすがいは五

か所に施されている。接合面にほんのわずかなズレがある。

.. 
かすがい継ぎ

三宅政吉
グラフィック・デザイナー

陶
磁
器
の
割
れ
や
欠
け
、
ヒ
ヒ
な
ど
の
修
復
は
金
継
ぎ
（
金
繕
い
）

う
る
'
」

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
漆
に
小
麦
粉
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
接
滸
剤
と
し

て
使
用
し
、
そ
こ
に
金
粉
な
ど
の
金
屈
粉
を
蘭
い
て
装
飾
を
施
す
修
復

技
術
で
あ
る
。
安
土
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
初
期
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

上
の
写
哀
は
万
年
ほ
ど
前
、
東
京
・
新
井
薬
師
寺
の
廿
甜
市
で
見
つ

け
た
な
ま
す
皿
で
あ
る
。
段
ボ
ー
ル
の
箱
の
中
に
無
造
作
に
入
れ
ら
れ

て
い
た
一
枚
だ
が
、
土
箪
の
絵
柄
が
面
白
い
な
と
取
り
出
し
て
底
を
見

て
誘
い
た
。
割
れ
が
ホ
ッ
チ
キ
ス
の
針
の
よ
う
な
金
屈
で
止
め
ら
れ
て

い
る
。
店
の
親
父
に
こ
れ
は
な
ん
で
す
か
と
昆
芸
伍
る
と
、
あ
あ
、
こ
れ

な
、
江
戸
時
代
に
は
こ
う
い
う
修
復
の
方
法
が
こ
の
国
に
な
か
っ
た
か

ら
、
ま
と
め
て
中
国
に
送
っ
て
修
繕
し
て
も
ら
っ
て
、
戻
し
て
も
ら
っ

て
た
ん
だ
と
言
う
。
江
戸
時
代
と
い
え
ば
、
も
う
金
継
ぎ
の
技
法
は
誕

生
し
て
い
る
し
、
金
属
粉
を
つ
か
わ
な
く
と
も
漆
に
よ
る
接
舒
は
あ
っ

た
は
ず
だ
。
手
間
ひ
ま
か
け
て
中
国
に
送
っ
て
修
繕
し
て
も
ら
う
な
ど

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

帰
っ
て
か
ら
調
べ
て
み
よ
う
と
、
親
父
に
値
段
を
聞
く
と
、
指
三
本

り

~ -, 

タ

を
た
て
て
三
百
円
ね
と
に
つ
こ
り
笑
う
。
帰
っ
て
か
ら
調
べ
る
つ
も
り

だ
っ
た
が
、
つ
い
ほ
か
の
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
て
忘
れ
て
い
た
。

今
年
の
八
月
、
所

J
I
Jで出
か
け
た
東
京
・
吉
祥
寺
の
骨
散
屋
の
前
の

ワ
ゴ
ン
の
中
に
、
同
じ
よ
う
に
金
屈
の
針
で
割
れ
を
止
め
た
染
付
け
の

な
ま
す
皿
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
が
下
の
写
真
で
あ
る
。
描
か
れ
た
他
が

面
白
く
て
手
に
と
っ
た
の
だ
が
、
「
明
治
前
期
か
す
が
い
継
ぎ

5

0
0

」
の
ラ
ベ
ル
が
貼
っ
て
あ
る
。
そ
う
か
こ
う
い
う
補
修
の
や
り
方

を
「
か
す
が
い
継
ぎ
」
と
い
う
の
か
。

調
べ
て
み
る
と
か
す
が
い
継
ぎ
と
は
、
中
固
で
生
ま
れ
た
陶
磁
器
の

修
復
技
術
で
あ
る
。
割
れ
目
の
両
側
に
浅
い
穴
を
彫
り
、
比
較
的
柔
ら

か
い
金
屈
の
か
す
が
い
を
少
し
づ
つ
打
ち
込
ん
で
い
く
手
技
で
あ
る
。

こ
れ
で
割
れ
や
ヒ
ピ
を
止
め
る
わ
け
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
接
着
剤
も
使
わ

れ
て
い
る
。
い
や
、
修
復
に
は
接
沿
剤
が
中
心
で
、
金
屈
の
か
す
が
い

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
装
飾
的
な
色
彩
が
涙
い
よ
う
だ
。

* 

か
す
が
い
継
ぎ
に
つ
い
て
は
馬
蛭
絆
と
呼
ば
れ
る
茶
碗
に
次
の
よ
う

な
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
茶
碗
は
安
元
初
(
-
―
七
五
）
年
に
平

璽
盛
が
中
国
の
仏
照
禅
帥
か
ら
瞳
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の

後
室
町
時
代
の
将
軍
足
利
義
政
が
所
持
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
こ
の
と
き
、
底
に
ひ
び
割
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
こ

れ
を
中
国
に
込
っ
て
こ
れ
に
代
わ
る
茶
碗
を
求
め
た
と
こ

ろ
、
当
時
の
中
国
に
は
こ
の
よ
う
な
段
れ
た
青
磁
茶
碗
は

す
で
に
な
く
、
ひ
び
割
れ
を
か
す
が
い
で
止
め
て
日
本
に

送
り
返
し
て
き
た
。
そ
の
か
す
が
い
が
大
き
な
蛭
の
よ
う

に
見
え
る
こ
と
か
ら
こ
の
茶
碗
の
評
価
は
一
附
高
ま
り
、

馬
蜆
絆
と
名
付
け
ら
れ
た
。

骨
旅
屋
の
親
父
が
言
う
こ
と
に
も
一
理
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
な
ま
す
皿
が
中
国
に
送
ら
れ
て
、
補
修
さ
れ

て
戻
っ
て
き
た
の
か
ど
う
か
は
怪
し
い
話
だ
が
、
親
父
の

頭
に
は
こ
の
逸
話
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
ん
で
も
疑
っ

て
話
を
開
く
と
い
う
態
度
は
改
め
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
。

＊馬達絆（ばこうはん） ＝宵磁茶碗 龍泉窯 高 96mm 口径 154mm 底径 45mm 南宋時代 13 世紀 重文
疇

っ
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寺
杭
紀
行

寺
に
歴
史
あ
り

人
々
に
信
仰
あ
り

H

本
の

心
の
故
郷
を
紀
行
す
る

東
京
・
本
郷
駒
込



浄心寺内陣と鎌倉時代の作と伝えられる本尊（左）。
本尊のほかにも多くの仏像が祀られている（下）



斎場、そして遇体安置のために平成15年
に建てられた浄心寺会館さくらホール

参道左の浄心寺本郷さくら霊園。
323基の墓があり、中には立川談
志師匠の墓もある。

さくら霊園にある斎場。今はコロナ対策で
ソーシャルディスタンスが守られている

8体のご遺体が安置できることから、橿信徒
はもちろん地域住民や葬儀社にとっても活用
しやすい遺体安置施設



巨大木魚と釣り合わせた巨大な鐘

本堂下の客殿には先代住職が工夫し
て作った桟敷席が設えてある

先代住職があつらえた浄心寺名物、日本一の巨
大木魚。木魚を打つ、ばいを持つのもひと苦労

撮影／真山剛
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本堂正面から見ると、布袋様の大きさがわかる



寺院紀行

東
京
本
郷
と
聞
い
て
赤
門
を
思
い
浮
か
べ
る
方
は

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
加
賀
前
田
家
の
屋
敷
跡
に
建

て
ら
れ
た
東
京
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
・
赤
門
は
、
江
戸

の
面
影
を
東
京
に
残
す
貴
重
な
建
築
物
の
代
表
格
だ
。

そ
の
赤
門
前
か
ら
本
郷
通
り
を
北
へ
向
か
う
と
、

ほ
て
い

右
手
に
大
き
な
布
袋
様
が
見
え
て
く
る
。
こ
ち
ら
は

「
有
名
」
で
は
な
い
が
、
一
度
そ
の
前
を
通
れ
ば
必

ず
記
憶
に
残
る
巨
大
な
布
袋
様
だ
。
イ
ン
パ
ク
ト
は

赤
門
に
ま
さ
る
。

そ
の
布
袋
様
の
足
下
に
は
札
所
の
石
碑
、
参
道
を

挟
ん
で
南
側
に
浄
土
宗
浄
心
寺
と
彫
ら
れ
た
こ
れ
ま

た
立
派
な
寺
号
塔
、
駐
車
場
と
続
い
て
「
浄
心
寺
本

郷
さ
く
ら
霊
園
」
の
大
き
な
立
て
看
板
。
北
側
に
は

「
浄
心
寺
会
館
さ
く
ら
ホ
ー
ル
」
の
大
看
板
。
さ
ら

に
駐
車
場
に
は
横
8

メ
ー
ト
ル
の
長
い
看
板
が
立
っ

て
い
て
、
通
行
人
は
も
ち
ろ
ん
、
車
に
乗
っ
て
い
る

人
も
拾
い
読
み
で
き
る
大
き
さ
で
各
種
案
内
が
並
ん

で
い
る
。
そ
の
案
内
を
読
ん
で
み
よ
う
。

「
本
郷
で
、
お
参
り
で
き
る
。
し
あ
わ
せ
」

「
家
族
葬
、
ど
な
た
で
も
利
用
で
き
ま
す
」

「
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
お
寺
」

「
江
戸
三
十
三
観
音
札
所
・
第
十
番
」

「
日
本
一
の
巨
大
木
魚
」

そ
し
て
、
看
板
の
中
心
に
は
「
開
創
四
百
年
浄

心
寺
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
、
今
回
は
本
郷
駒

込
の
浄
心
寺
を
訪
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

お
寺
離
れ
が
言
わ
れ
て
久
し
い
。
人
口
が
減
る
一

方
の
地
方
寺
院
は
も
ち
ろ
ん
、
都
会
の
寺
院
も
人
口

減
少
は
な
く
と
も
、
寺
離
れ
は
確
実
に
進
ん
で
い
る
。

葬
儀
の
簡
略
化
、
年
忌
法
要
の
切
り
上
げ
、
寺
院
墓

地
か
ら
の
改
葬
な
ど
、
信
仰
心
は
変
わ
ら
な
い
と
は

思
う
の
だ
が
、
お
寺
と
の
縁
を
な
る
べ
く
減
ら
し
た

い
人
た
ち
が
間
違
い
な
く
年
々
増
え
て
い
る
。

編
集
部
で
話
を
聞
く
と
、
も
ち
ろ
ん
寺
も
た
だ
手

を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
葬
儀
会

場
を
工
夫
し
、
各
種
お
墓
を
取
り
揃
え
、
コ
ロ
ナ
禍

で
は
リ
モ
ー
ト
を
駆
使
す
る
な
ど
、
世
の
中
の
変
化

゜

r.` 

を
押
し
止
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
い
う
そ
つ
；

し
た
中
、
こ
の
浄
心
寺
の
訪
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ

湯
島
山
常
光
院
浄
心
寺
は
、
増
上
寺
で
学
ん
だ
還

7
 

ュ布袋様の横には江戸観音札所十番の
石塔が建っている



蓮
社
到
誉
文
喬
上
人
が
開
山
と
な
り
、
駿
州
（
現
在

の
静
岡
）
赤
坂
に
創
建
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）

に
江
戸
の
湯
島
に
移
転
し
て
き
た
。
そ
う
、
徳
川
家

康
が
江
戸
幕
府
を
開
い
た
こ
と
で
、
多
く
の
人
々
や

お
店
、
そ
し
て
寺
院
が
移
転
し
て
き
た
。
浄
心
寺
も

そ
の
一
っ
で
、
か
つ
て
の
別
格
の
肩
書
を
持
つ
寺
院

で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
現

在
地
に
移
転
し
た
。
上
野
の
山
か
ら
見
る
と
向
こ
う

の
山
だ
っ
た
こ
と
か
ら
向
丘
と
呼
ば
れ
、
布
袋
様
の

前
の
バ
ス
停
は
「
向
丘
一
丁
目
」
。

さ
て
、
こ
の
浄
心
寺
の
第
二
十
四
世
が
佐
藤
雅
彦

住
職
。
現
在
、
浄
土
宗
東
京
教
区
の
教
化
団
長
を
務

め
、
本
誌
発
行
後
の
翌
月
に
は
一
期
四
年
を
終
え
、

二
期
目
に
入
る
予
定
だ
と
い
う
。
ま
た
、
大
正
大
学

非
常
勤
講
師
、
公
益
財
団
法
人
国
際
仏
教
興
隆
協
会

事
務
総
長
、
日
本
生
命
倫
理
学
会
副
代
表
も
務
め
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
末

期
が
ん
患
者
へ
の
「
心
の
ケ
ア
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

や
子
ど
も
に
い
の
ち
ゃ
死
に
つ
い
て
教
え
る
「
い
の

ち
の
授
業
」
を
積
み
重
ね
て
い
る
。
檀
家
数
も
決
し

て
少
な
く
は
な
い
寺
の
住
職
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

行
動
範
囲
、
活
動
内
容
は
広
く
深
く
、
そ
し
て
長
い
。

そ
の
佐
藤
住
職
に
話
を
伺
っ
た
。

「
現
代
社
会
は
様
々
な
ニ
ー
ズ
が
溢
れ
出
て
く
る
時

代
、
従
来
の
概
念
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
ま
せ
ん
。

寺
と
し
て
変
え
ら
れ
な
い
も
の
を
認
識
し
つ
つ
、
そ

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
時
代
だ
と
思
い
ま
す
」

な
る
ほ
ど
、
看
板
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
従
来

の
檀
家
墓
地
の
他
に
霊
園
墓
地
、
会
館
ホ
ー
ル
、
大

小
の
法
要
会
場
と
葬
儀
場
、
そ
し
て
霊
安
室
。
各
種

合
同
墓
、
も
ち
ろ
ん
ペ
ッ
ト
墓
も
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
中
で
も
霊
安
室
は
浄
心
寺
の
立
地
の
良
さ
に
加
え
、

八
体
も
の
ご
遺
体
を
安
置
す
る
こ
と
が
で
き
、
檀
信

徒
は
も
ち
ろ
ん
、
地
元
の
人
々
、
そ
し
て
都
内
の
葬

儀
屋
さ
ん
に
と
っ
て
も
貴
重
な
施
設
だ
。

次
い
で
浄
心
寺
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
大
き
な
布
袋

様
と
日
本
一
大
き
な
木
魚
の
こ
と
を
聞
い
て
み
た
。

「
布
袋
様
と
木
魚
、
先
代
で
あ
る
伯
父
が
作
っ
た
も

の
で
す
。

先
代
は
満
洲
か
ら
無
事
帰
還
し
た
も
の
の
、

戦
争

浄心寺本郷さくら霊園にある立川談
志師匠の墓。自分でつけた戒名がユ
ニークで引き受けるお寺がなかった
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寺院紀行

で
の
傷
か
ら
右
足
を
根
本
か
ら
切
断
、
一
本
足
の
和

尚
と
な
り
ま
し
た
。
私
か
ら
見
る
と
『
衆
生
縁
の
篤

い
人
』
で
多
く
の
檀
信
徒
に
慕
わ
れ
ま
し
た
が
、
う
ー

ん
、
そ
れ
は
破
天
荒
な
和
尚
で
し
た
」
取
材
し
た
関

係
者
も
、
先
代
住
職
の
豪
快
さ
に
は
み
な
口
を
揃
え

て
い
た
。

ど
ん
な
住
職
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

東
大
寄
り
に
あ
る
「
さ
く
ら
霊
園
」
、
北
に
あ
る
「
さ

く
ら
ホ
ー
ル
」
だ
が
、
以
前
は
先
代
が
創
業
し
た
ガ

ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
と
ホ
ス
テ
ス
さ
ん
の
い
る
沖
縄
料

理
を
出
す
パ
ブ
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
で
は
、
一
本
足
の
先
代
和
尚
が
自
ら
白
衣
姿
で

店
頭
に
立
ち
、
相
当
の
話
題
に
な
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
こ
の
「
寺
院
紀
行
」
で
も
何
度
も
紹
介
し
て

い
る
が
、
大
本
山
増
上
寺
の
最
大
行
事
で
あ
る
御
忌

大
会
で
唱
導
師
を
務
め
ら
れ
た
時
、
行
列
に
芸
者
さ

ん
が
並
ん
だ
そ
う
だ
。
本
堂
再
建
時
に
は
客
殿
に
桟

敷
席
を
作
り
、
有
名
な
相
撲
取
り
や
芸
能
人
、
政
治
家

な
ど
と
懇
親
を
深
め
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン

大
使
来
寺
を
記
念
し
て
境
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
植

樹
し
た
桜
は
、
今
は
浄
心
寺
の
シ
ン
ボ
ル
で
、

ど
こ
ろ
か
何
度
見
て
も
飽
き
な
い
桜
の
園
だ
。

こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
く
と
間
違
い
な
く
破

天
荒
な
和
尚
さ
ん
だ
。
し
か
し
、
自
分
の
住
ま
い
は

と
い
う
と
参
道
脇
に
小
屋
を
建
て
そ
こ
で
生
活
し
、

沖
縄
の
パ
ブ
店
も
先
々
代
が
沖
縄
で
戦
死
し
た
こ
と

か
ら
開
い
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
大
い
に
繁
盛
し
た

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
お
陰
で
、
巨
大
な
布
袋
様
や

木
魚
を
は
じ
め
、
将
来
の
国
宝
な
る
よ
う
に
と
何
体

も
の
仏
像
を
作
っ
た
浄
心
寺
の
中
興
上
人
で
あ
る
。

そ
の
先
代
住
職
の
墓
は
歴
代
住
職
の
墓
と
は
別
に
、

参
道
す
ぐ
右
手
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
石
碑
に
は
名

物
和
尚
へ
の
檀
家
の
想
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
法
灯
を
引
き
継
い
だ
佐
藤
住
職
、
こ

の
住
職
の
人
生
も
ま
た
特
別
だ
。

子
供
の
頃
か
ら
病
弱
で
小
中
高
と
体
育
の
授
業
へ

の
出
席
は
ゼ
ロ
、
そ
し
て
今
も
障
害
者
手
帳
を
持
た

れ
て
い
る
佐
藤
住
職
、
現
在
六
十
二
歳
だ
が
、
そ
の

前
半
生
は
山
と
谷
の
連
続
だ
っ
た
。

先
代
の
小
池
政
雄
前
住
職
は

6

人
兄
弟
の
長
子
で
、

一
見

, 
本堂地下の客殿。取材時は書道教室
用のしつらえとなっていた



末
っ
子
に
な
る
三
女
が
佐
藤
住
職
の
ご
母
堂
。
ご
尊

父
は
岐
阜
出
身
の
実
業
家
で
、
現
在
の
紙
の
リ
サ
イ

ク
ル
事
業
の
草
分
け
的
な
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
佐

藤
住
職
が
十
七
歳
の
時
に
工
場
か
ら
出
火
。
全
財
産

を
失
っ
た
。
こ
れ
で
佐
藤
住
職
は
全
日
制
の
高
校
か

ら
定
時
制
高
校
へ
移
る
と
と
も
に
、
経
済
的
困
窮
か

ら
伯
父
の
弟
子
と
な
り
浄
心
寺
に
入
る
こ
と
と
な
る
。

「
小
さ
い
頃
か
ら
病
弱
で
、
入
退
院
を
繰
り
返
し
、

死
が
す
ぐ
隣
に
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
お
寺
に

入
る
こ
と
に
全
く
抵
抗
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
、
文
章
を
書
き
た
い
と
い
う
夢
が
あ
り
、
某

大
学
の
文
学
部
を
受
け
た
の
で
す
が
、
見
事
落
ち
ま

し
た
。
で
す
が
、
そ
れ
で
吹
っ
切
れ
、
大
正
大
学
で

学
問
に
専
念
で
き
ま
し
た
」
と
振
り
返
る
。

大
正
大
学
で
は
大
学
院
ま
で
進
ん
だ
。
卒
論
は
、

「
愛
に
つ
い
て
」
、
「
初
期
仏
教
の
倫
理
」
、
「
応
用
仏

教
学
と
し
て
の
生
命
倫
理
」
。
学
部
、
修
士
、
樽
士

課
程
で
優
秀
な
成
績
を
修
め
、
門
主
賞
を
受
賞
、
自

分
の
体
験
に
基
づ
く
「
病
気
と
念
仏
」
と
題
し
た
法

話
で
も
布
教
の
特
別
賞
を
受
賞
し
た
。
そ
し
て
三
十

四
歳
で
浄
土
宗
か
ら
学
費
補
助
が
受
け
ら
れ
る
浄
土

宗
洵
外
研
究
生
と
な
り
、
米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ジ
ョ
ー

ジ
タ
ウ
ン
大
学
ケ
ネ
デ
ィ
倫
理
研
究
所
へ
留
学
。
ニ

年
間
、
生
命
倫
理
を
学
ぶ
。
二
十
歳
で
大
学
に
入
っ

て
か
ら
三
十
六
歳
ま
で
学
問
一
筋
、
こ
れ
が
佐
藤
住

職
の
今
に
つ
な
が
る
基
盤
だ
が
、
同
時
に
こ
の
学
問

一
筋
が
住
職
へ
の
壁
と
も
な
っ
た
。

` 

家
庭
の
事
情
か
ら
浄
心
寺
に
住
み
込
む
こ
と
と
な
っ

た
佐
藤
住
職
だ
が
、
既
に
そ
の
時
に
は
子
宝
に
恵
ま

れ
な
か
っ
た
小
池
住
職
が
、
二
人
の
甥
を
後
継
者
候

補
と
し
て
浄
心
寺
に
住
み
込
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

佐
藤
住
職
に
と
っ
て
は

5

歳
上
と
1
0歳
上
の
従
兄
弟

に
な
る
。
そ
う
し
た
環
境
の
中
で
大
学
院
進
学
、
さ

ら
に
海
外
留
学
で
あ
る
。
先
代
小
池
住
職
な
ら
ず
と

も
学
問
で
身
を
立
て
る
、
と
思
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

教
授
ま
で
の
道
の
り
は
経
済
的
に
も
大
変
で
、
多
く

の
先
輩
や
同
僚
も
、
お
寺
と
い
う
基
盤
が
あ
る
か
ら

こ
そ
学
者
へ
の
道
に
進
め
る
の
だ
そ
う
だ
。

留
学
か
ら
帰
国
す
る
直
前
に
、
一
度
寺
を
出
た
兄

弟
子
が
呼
び
戻
さ
れ
、
浄
心
寺
後
継
者
と
し
て
公
表

無縁墓と合同墓。
この他にペット用の墓もある
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寺院紀行

さ
れ
て
い
て
、
佐
藤
住
職
は
仕
方
な
く
お
寺
か
ら
出

る
こ
と
と
な
っ
た
。
十
七
歳
か
ら
世
話
に
な
っ
た
お

寺
で
あ
り
、
所
属
寺
院
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
く
に

住
み
、
時
々
浄
心
寺
を
手
伝
う
が
、
他
の
お
寺
の
仕

事
を
手
伝
い
何
と
か
生
計
を
立
て
て
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
十
年
後
の
平
成
十
七
年
、
先
代
住
職
が
九

十
一
歳
で
遷
化
さ
れ
る
。
公
表
さ
れ
て
は
い
た
が
従

兄
弟
は
後
継
者
と
し
て
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
通
夜
の
夜
に
寺
の
親
戚
に
あ
た
る
法
類
が
集
ま

り
後
継
者
の
選
定
を
行
っ
た
。
近
隣
の
住
職
で
あ
り
、

法
類
の
中
で
も
総
代
だ
っ
た
西
岸
寺
住
職
が
佐
藤
師

を
後
継
者
に
推
薦
、
長
野
の
法
類
も
そ
れ
を
了
承
し
、

佐
藤
住
職
が
第
一
一
十
四
世
と
な
っ
た
。

お
寺
で
は
住
職
の
肩
書
は
大
切
で
、
住
職
だ
か
ら

就
任
で
き
る
役
職
が
多
い
と
い
う
。
浄
心
寺
所
属
か

ら
一
転
、
住
職
と
な
っ
た
佐
藤
住
職
は
培
っ
て
き
た

学
問
や
布
教
で
大
い
に
活
躍
し
、
東
京
教
区
教
化
団

の
団
長
と
な
り
四
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

東
京
教
区
教
化
団
と
は
、
東
京
に
あ
る
浄
土
宗
寺

院
全
4
3
8

か
寺
の
檀
信
徒
へ
、
個
別
の
寺
院
で
は

で
き
な
い
教
化
伝
道
を
施
策
、
実
行
し
て
い
く
た
め

の
組
織
だ
。

「
浄
土
宗
は
大
き
な
教
団
で
、
そ
の
中
で
も
東
京
は

注
目
さ
れ
る
教
区
で
す
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
る
の
も
東
京
で
す
。

浄
心
寺
の
さ
く
ら
霊
園
に
お
墓
を
持
っ
て
い
る
人

か
ら
『
お
寺
の
檀
家
な
ん
か
な
る
も
の
じ
ゃ
な
い
わ

よ
』
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
お
寺

離
れ
に
コ
ロ
ナ
禍
が
拍
車
を
か
け
て
い
ま
す
。
浄
土

宗
に
限
ら
ず
仏
教
全
体
が
寺
院
と
僧
侶
の
あ
り
方
を

見
直
さ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

私
は
自
分
の
病
の
経
験
か
ら
幼
い
頃
か
ら
い
の
ち

を
見
つ
め
、
長
じ
て
は
生
命
倫
理
と
い
う
分
野
に
身

を
置
い
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
験
を
活
か
し
て

い
く
こ
と
こ
そ
、
私
が
宗
教
家
に
な
っ
た
意
味
が
あ

る
と
、
日
々
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」

コ
ロ
ナ
で
死
が
身
近
な
っ
た
今
、
死
と
隣
り
合
わ

せ
で
生
き
て
き
た
佐
藤
住
職
。
教
化
団
か
ら
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
ま
で
、
佐
藤
住
職
の
想
い
が
さ
ら
に
具
現
化

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
）

11 

子供にいのちの大切さを話す佐藤住職。
このポランティア活動は長く続けている



北方領土
と増上寺

択捉島の日本人墓地

『
寺
院
消
滅
』
『
教
養
と
し
て
の
仏
教
』
著
者

鵜
飼
秀
徳
の
玉
寸
々
刻
夕

そ
の
五

7

年
8

か
月
の
長
期
に
渡
る
安
倍
政
権
が
終
わ
り
、
新
た
に
菅

内
閣
が
発
足
し
た
。
「
仕
事
人
内
閣
」
と
も
評
さ
れ
る
菅
政
権
に
は

前
政
権
の
積
み
残
し
課
題
の
決
着
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

外
交
面
で
い
え
ば
、
喫
緊
の
課
題
は
北
朝
鮮
拉
致
問
題
と
日
露

平
和
条
約
の
締
結
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
方
と
も
当
事
者
が
高

齢
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。
拉
致
被
害
者
家
族
で
は
今
年
、
有
本
嘉

代
子
さ
ん
と
横
田
滋
さ
ん
の

2

人
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
。
残
っ

た
両
親
世
代
は
わ
ず
か
な
人
数
を
残
す
の
み
だ
。

北
方
領
土
問
題
も
安
倍
前
首
相
が
特
に
注
力
し
て
い
た
課
題
で

あ
る
。
特
に
プ
ー
チ
ン
大
統
領
と
は

2
7回
、
首
脳
会
談
を
積
み
重

ね
た
。

今
秋
、
富
山
県
内
で
北
方
領
土
の
歴
史
な
ど
を
紹
介
す
る
施
設

が
オ
ー
プ
ン
す
る
な
ど
国
や
行
政
は
そ
の
啓
蒙
活
動
を
続
け
て
い

る
。
し
か
し
「
待
っ
た
な
し
」
だ
。
北
方
領
土
の
故
郷
を
追
わ
れ

た
元
島
民
の
平
均
年
齢
は

8
5歳
を
超
え
て
い
る
。

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
元
島

民
の
故
郷
訪
問
事
業
「
ビ
ザ
な
し
交
流
」
が
中
止
に
追
い
込
ま
れ

て
お
り
、
元
島
民
の
落
胆
ぶ
り
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
私

は
拉
致
問
題
も
北
方
領
土
問
題
も
両
方
、
取
材
し
て
き
た
。
特
に

雑
誌
記
者
だ
っ
た
時
代
に

3

度
、
ビ
ザ
な
し
交
流
団
員
と
し
て
入



択捉島にて。著者（も）と、島で

生まれたロシア人 4 世の女の子

択捉島。道路の舗装が進んでおらず、

砂埃を上げて車が走る

2
0
1
2

年
に
択
捉
島
に
赴
い
た
の
を
最
初
に
、
国
後
島
と
色

丹
島
を
訪
問
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
本
稿
で
は
北
方
四
島
と

浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
と
の
知
ら
れ
ざ
る
関
係
性
に
つ
い
て
、
そ

の
歴
史
と
と
も
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

も
と
も
と
ア
イ
ヌ
の
地
で
あ
っ
た
北
方
領
士
に
、
本
格
的
に
本

土
か
ら
の
入
植
が
始
ま
っ
た
の
が
明
治
初
期
の
こ
と
。
そ
の
際
、

寺
院
や
神
社
が
一
緒
に
く
つ
つ
い
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
寺

院
は
村
人
の
弔
い
を
す
る
一
方
で
、
神
社
は
五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈

る
存
在
と
な
っ
て
い
く
。

入
植
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
強
化
と
い
う
機
能
を
、
寺
社
が

担
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
ハ
ワ
イ
な
ど
の
開
教

と
同
じ
構
造
と
い
え
る
。

実
際
、
北
方
四
島
に
は
多
く
の
寺
が
建
設
さ
れ
た
。
浄
土
宗
の

ほ
か
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷
派
、
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
な

ど
計
2
4か
寺
が
建
立
さ
れ
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
寺
の
存
在
は
、
故
郷
を
離
れ
た
入
植
者
の
心
の
拠
り
所
と
な
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。

知
ら
れ
ざ
る
史
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
色
丹
島
は
芝
の

増
上
寺
の
寺
領
で
あ
っ
た
過
去

(
1
8
6
9
\
7
0
年
）
が
あ
る

域
し
て
い
る
。
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国後島のロシア正教会

の
だ
。
こ
れ
は
、
明
治
初
期
に
新
政
府
が
「
分
領
支
配
」
と
い
う

手
段
で
、
地
方
の
藩
や
有
力
寺
院
な
ど
に
土
地
を
分
け
与
え
て
開

墾
さ
せ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
た
だ
、
時
勢
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪

く
、
神
仏
分
離
政
策
な
ど
に
伴
う
混
乱
で
、
2

年
ほ
ど
で
上
知
（
寺

領
の
召
し
上
げ
）
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
今
日
ま
で
増
上
寺
が
色
丹
島
を
保
有
し
て
い
た
な
ら
ば
、

ロ
シ
ア
政
府
と
浄
土
宗
が
独
自
交
渉
を
進
め
る
、
な
ん
て
こ
と
が

生
じ
た
か
も
、
と
考
え
る
の
は
飛
躍
が
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

私
が
北
方
領
土
を
訪
問
し
た
時
、
寺
院
の
痕
跡
を
探
し
て
み
た
。

確
認
で
き
た
の
は
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
梵
鐘
―
つ
だ
け
で

あ
っ
た
。
北
方
四
島
が
占
領
さ
れ
た
の
が

1
9
4
5

年
の
終
戦
後
。

か
つ
て
1

万
7
0
0
0

人
余
り
が
暮
ら
し
た
日
本
人
の
営
み
を
、

戦
後
7
5年
が
経
過
し
た
い
ま
、
か
の
地
で
感
じ
取
る
こ
と
は
正
直
、

難
し
か
っ
た
。

北
方
四
島
の
現
在
の
景
色
は
、
完
全
に
「
異
国
」
で
あ
る
。
ロ

シ
ア
人
の
心
の
拠
り
所
に
な
っ
て
い
る
ロ
シ
ア
正
教
会
の
鐘
の
音

が
、
ペ
ン
キ
で
カ
ラ
フ
ル
に
塗
ら
れ
た
ロ
シ
ア
人
集
落
に
時
折
、

響
き
渡
る
。
終
戦
直
後
、
ロ
シ
ア
が
北
方
四
島
を
占
領
し
た
直
後
、

す
ぐ
さ
ま
建
設
し
た
の
は
教
会
で
あ
っ
た
。
宗
教
は
人
間
活
動
の

根
本
で
あ
り
、
国
家
は
、
こ
の
地
を
実
効
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
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う
か
い
し
ゅ
う
と
く

1
9
7
4

年
京
都
市
生
ま
れ
。
大
学
卒
業
後
、
新
聞

雑
誌
記
者
を
経
て
2
0
1
8

年
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
独
立
。
「
仏
教
界

と
社
会
と
の
接
点
づ
く
リ
」
を
テ
ー
マ
に
活
動
を
続
け
る
。
著
書
に
E仏
教
抹

殺
j
（
文
春
新
書
）
ロ
ビ
ジ
ネ
ス
に
活
か
す
教
養
と
し
て
の
仏
教
」
(
P
H
P
研

究
所
）
な
ど
多
数
。
新
刊
に
「
仏
具
と
ノ
ー
ベ
ル
賞
京
都
•
島
津
製
作
所
創

業
伝
」
（
朝
日
新
聞
出
版
）
。
東
京
農
業
大
学
・
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
、
一
般

社
団
法
人
「
良
い
お
寺
研
究
会
」
代
表
理
事
。
京
都
教
区
正
覚
寺
副
住
職
。

色丹島の日本人墓地で手を合わせる元島民

よ
り
一

国
際
的
に
示
す
た
め
に
ま
ず
、
宗
教
施
設
を
建
て
る
の
だ
。

そ
れ
で
も
日
本
の
痕
跡
を
求
め
て
い
る
と
、
集
落
の
外
れ
に
ゾ

ク
ゾ
ク
す
る
も
の
を
見
つ
け
た
。
日
本
人
墓
地
で
あ
る
。
林
に
埋

も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
墓
石
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
き
ち
ん
と

管
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

我
々
、
ビ
ザ
な
し
訪
間
団
の
最
大
の
目
的
が
こ
の
墓
参
な
の
で

あ
る
。
戦
前
の
日
本
の
建
築
物
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
石

で
で
き
た
墓
だ
け
が
こ
の
地
が
か
つ
て
日
本
領
で
あ
っ
た
こ
と
を

訴
え
る
、
唯
一
の
名
残
り
な
の
だ
。
ロ
シ
ア
側
も
、
先
祖
の
お
墓

参
り
を
し
た
い
と
願
う
元
島
民
に
対
す
る
人
道
的
見
地
か
ら
入
域

を
認
め
て
い
る
。

ビ
ザ
な
し
交
流
事
業
が
始
ま
っ
て
以
降
、
日
本
人
墓
地
は
ロ
シ

ア
人
が
日
本
人
に
代
わ
っ
て
整
備
し
て
く
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

た
。
近
年
は
倒
れ
た
墓
石
を
ロ
シ
ア
人
が
立
て
直
し
て
く
れ
て
い

る
と
い
う
話
も
聞
く
。

外
交
交
渉
上
は
対
立
が
続
く
北
方
領
土
問
題
だ
が
、
民
間
の
レ

ベ
ル
で
は
こ
う
し
た
温
か
い
交
流
が
続
い
て
い
る
の
も
確
か
だ
。

そ
の
架
け
橋
に
な
っ
て
く
れ
て
い
る
の
が
、
ご
先
祖
様
で
あ
る
と

思
え
ば
、
普
段
疎
か
に
な
り
が
ち
な
「
お
墓
参
り
」
も
、

層
、
深
い
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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◆
登
場
者
◆

今
岡
達
雄

し
ま
お
か
た
つ
ゆ
う

1
9
4
8

年
千
葉
県
市
川
市
生
ま
れ
。
千
葉
・

市
川
・
善
照
寺
住
職
。
早
稲
田
大
学
大
学
院
理

工
学
研
究
科
卒
業
後
、
三
菱
総
合
研
究
所
勤
務
。

在
職
中
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
に
携
わ
る
。

1
9
9
5

年
同
研
究
所
退
職
後
、
善
照
考
住
職

専
業
と
な
り
同
寺
の

H
P

開
設
。
現
在
、
浄
土

宗
総
合
研
究
所
副
所
長
。

あ
寺
に
必
要
な
「
ー
T

」
を
考
え
る
第
2

回

◆
司
会
◆

服
部
祐
淳

今
月
の
ぶ
つ
ぶ
つ
放
談
は
コ
ロ
ナ
禍
で

広
が
る
リ
モ
ー
ト
社
会
の
中
、
す
で
に

四
半
世
紀
に
わ
た
り
寺
院
「
H
P

」
を

開
設
し
て
い
る
僧
侶
に
、
そ
の
現
状
と

お
寺
に
求
め
ら
れ
る
「
I

丁
」
を
伺
っ
た
。

青
木
照
憲

あ
お
き
し
ょ
う
け
ん

1
9
4
8

年
熊
本
厘
熊
本
市
生
ま
れ
。
乗
京

目
黒
•
西
蓮
社
住
職
。
日
本
大
学
理
工
学
部
建

築
学
科
卒
、
建
設
会
社
勤
務
後
、
酉
蓮
社
に
。

1
9
9
7

年
同
寺
の
H
P

を
開
設
。
ま
た
『
浄

土
』
創
刊
号
か
ら
の

P
D
F

化
と
そ
の
ネ
ッ
ト

公
開
に
携
わ
る
。
地
域
の
人
向
け
の
パ
ソ
コ
ン

教
室
な
と
を
行
っ
て
い
た
。

は
っ
と
リ
・
ゆ
う
じ
ゅ
ん

1
9
8
3

年
長
野
市
生
ま
れ
。
長
野
．
青
木
島
・

安
養
寺
副
住
職
。
今
年

3

月
ま
で
浄
土
宗
出
版

に
勤
務
し
、
『
浄
土
宗
新
聞
』
の
編
集
に
携
っ
て

＼
こ
。
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司
会
さ
て
、

H
P

に
つ
い
て
は
今
岡
住
職
は
ど
う

お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

今
岡
青
木
住
職
同
様
、

H
P

は
業
務
利
用
す
る
に

は
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
墓
、
納
骨
堂
の
募

集
や
葬
儀
、
法
事
の
受
付
な
ど
。
そ
う
い
っ
た
業
務

の
効
率
化
、
業
務
の
拡
大
を
図
る
こ
と
に
は
有
効
で

す
。
よ
う
す
る
に
企
業
が
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
よ
。

会
社
で
有
効
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
お
寺
で
も
有
効

に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
誰
も
が
そ
う
す
れ
ば
い
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
業
務
拡
大
を
意
と
し
て
い
る

か
で
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
「
ネ
ッ

ト
の
中
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
意
義
な
ら
そ
れ

以
上
力
を
使
う
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
。
別
の
教
化

方
法
に
時
間
を
使
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
す
。

も
っ
と
普
及
し
て
ほ
し
い
の
が
寺
宝
や
所
蔵
文
献

な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化
で
す
。
自
坊
で
は

『
漢
語
燈
録
』
（
善
照
寺
本
）
な
ど
を
デ
ジ
タ
ル
化
し

て
公
開
し
て
い
ま
す
が
、
文
化
的
に
価
値
の
あ
る
も

の
を
公
開
す
る
こ
と
は
と
て
も
意
味
が
あ
り
ま
す

し
、
後
世
に
も
残
る
。
文
化
的
資
産
を
持
つ
寺
院
と

し
て
の
義
務
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

司
会

H
P

を
公
開
し
て
い
る
寺
院
数
よ
り
、
近
年

で
は
S
N
S

の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
つ
寺
院
ま
た
は
僧

侶
個
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

今
岡

S
N
S

に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
寺
院
な
い
し
個
人
の
情
報
を
さ
ら
す
と
い
う
こ

と
。
お
寺
が
行
う
日
々
の
活
動
を
日
記
の
様
に
上
げ

て
い
く
の
も
―
つ
の
や
り
方
で
す
が
、
知
ら
れ
て
ほ

し
く
な
い
と
こ
ろ
ま
で
知
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危

険
性
は
は
ら
み
ま
す
。
ま
た
、
人
間
で
す
か
ら
不
用

意
な
発
言
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
人

権
問
題
に
触
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。

S
N
S

だ
と
思
っ

て
気
楽
に
書
い
て
し
ま
う
と
危
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

特
に
こ
れ
ま
で
バ
ズ
っ
て

(
S
N
S
で
上
げ
た
内
容

が
話
題
に
な
る
こ
と
）
い
る
の
は
だ
い
た
い
お
ち
ゃ

ら
け
系
な
の
で
す
よ
ね
。
昔
の
言
菓
だ
け
ど
（
笑
）
。

ぉ
ち
ゃ
ら
け
を
表
面
に
出
す
と
「
お
坊
さ
ん
な
の

に
」
っ
て
い
う
前
提
で
ウ
ケ
る
の
だ
け
ど
、
ア
ク
セ

ス
数
を
増
や
す
と
い
う
目
的
だ
け
で
お
坊
さ
ん
が

ァ
ッ
プ
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
や

は
り
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

青
木
僧
侶
を
好
意
的
に
み
て
く
れ
る
人
ば
か
り
で

HP 

ホーム ページ／ home page の頭文字をとったものでパソコンやスマホで見られる画面
のこと。世界規模でつながる通信システム上のもので企業、団体、個人が自由に作れ、
広告や宣伝や作品公開や意見発表などに使われる。今や「詳しいことは HP をご覧下さい」
と HP は誰でも開ける前提となっている。
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は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
ア
カ
ウ
ン
ト
に
お
坊
さ
ん
と

し
て
提
示
し
て
い
る
な
ら
そ
の
発
言
が
社
会
的
に
ど

う
受
け
止
め
ら
れ
る
か
は
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

ス
タ
ン
ス
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
し
っ
か
り
し

て
い
な
い
と
、
安
易
に
使
え
る
だ
け
に
危
険
。
お
坊

さ
ん
が
こ
ん
な
発
言
を
し
て
い
た
と
拡
散
し
や
す
い

し
、
落
と
し
穴
が
あ
る
。
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
。

司
会
メ
リ
ッ
ト
は
？

青
木
逆
に
言
う
と
自
己
演
出
が
し
っ
か
り
し
て
い

る
人
に
と
っ
て
は
プ
ラ
ス
な
部
分
が
何
倍
に
も
な
っ

て
高
い
発
信
力
を
得
ま
す
。

今
岡
お
寺
の
こ
う
い
う
情
報
を
出
し
た
い
、
そ
こ

の
住
職
は
こ
う
い
う
考
え
で
あ
る
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン

を
中
長
期
的
に
考
え
、
発
信
し
続
け
れ
ば
効
果
は
高

い
で
し
ょ
う
ね
。

あ
と
、
ネ
ッ
ト
上
で
演
じ
ら
れ
る
人
格
っ
て
あ
り

ま
す
か
ら
ね
。
実
際
よ
り
も
素
敵
な
バ
ー
チ
ャ
ル
人

格
（
笑
）
。
T
w
i
t
t
e
r

、

F
a
c
e
b
o
o
k

、

I
n
s
t
a
g
r
a
m

な

ど
用
途
に
よ
っ
て
人
格
も
変
わ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

疲
弊
し
な
い
よ
う
続
け
て
発
信
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

司
会
お
寺
の
「
ー

T

化
」
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
ら

手
を
付
け
て
よ
い
の
か
悩
ん
で
い
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
実
務
的
な
こ
と
で
お
す
す
め
は
あ
り
ま
す

か
？

今
岡
檀
家
帳
や
過
去
帳
な
ど
お
寺
で
使
う
実
務
的

な
も
の
は
す
べ
て
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
効
率
上
が
り
ま
す
よ
。

例
え
ば
自
坊
で
は
寺
報
を
発
行
し
て
い
ま
す
が
、

郵
送
の
手
間
は
も
ち
ろ
ん
、
誰
向
け
に
ど
う
い
う
内

容
に
と
振
り
分
け
る
こ
と
も
で
き
て
、

4

日
あ
れ
ば

3
0
0

部
は
発
送
で
き
ま
す
。

過
去
帳
の
デ
ー
タ
化
は
宗
か
ら
は
あ
ま
り
誰
奨
さ

れ
て
い
な
い
の
で
す
が
…
。
私
が
住
職
に
な
っ
た
時

に
、
明
治
以
降
の
過
去
帳
を
す
べ
て
デ
ー
タ
化
し
ま

し
た
。
お
檀
家
さ
ん
に
問
わ
れ
た
と
き
に
、
調
べ
る

の
に
と
て
も
便
利
で
す
。

0
0
家
の
三
代
目
の

O
O

さ
ん
の
子
供
だ
よ
と
か
。
過
去
帳
を
検
索
し
て
い
く

と
す
ぐ
わ
か
る
。

戒
名
も
ど
う
い
う
理
由
で
つ
け
た
か
な
ど
ペ
ー
ジ

SNS 
ソーシャル ネットワーキング サービス／ social networking service の頭文字をとっ
たもので社会的ネットワークのこと。人と人のつながりを促進するもので HP 同様
世界規模で人と人を通信でつなげるシステムのひとつ。不特定多数と共有、広げられのが
特徴。
ライン、フェイスプック、インスタグラム、ツィッターなどの種類がある。
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ご
と
に
保
存
し
て
い
ま
す
。
紙
の
過
去
帳
と
も
リ
ン

ク
さ
せ
て
0
0

ペ
ー
ジ
に
そ
の
情
報
が
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。

司
会
副
住
職
の
立
場
か
ら
す
る
と
寺
院
の
様
々
な

情
報
が
デ
ー
タ
で
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
と
て
も

助
か
り
ま
す
。
副
住
職
の
「
悩
み
あ
る
あ
る
」
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
様
々
な
お
寺
の
情
報
っ
て
住
職
の

頭
の
中
に
あ
る
の
で
す
よ
ね
。
ま
さ
に
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
（
笑
）

今
岡
住
戦
の
頭
に
し
か
な
い
情
報
を
「

I
T

化
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
副
住
職
、
寺
族
と
と
も
に
話
し
合

い
、
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と
は
情
報
の
共
有
と
い
う
点

で
と
て
も
い
い
で
す
よ
ね
。

デ
ー
タ
が
蓄
積
、
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
後

に
お
檀
家
さ
ん
も
知
ら
な
い
ご
先
祖
様
の
こ
と
、
い

わ
ゆ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
知
っ
た
う
え
で

ご
回
向
が
で
き
る
。
法
事
の
際
な
ど
に
伝
え
た
ら
そ

れ
は
喜
ば
れ
ま
す
よ
。

青
木
そ
れ
は
菩
提
寺
の
価
値
が
上
が
り
ま
す
よ
ね
。

各
家
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
蓄
積
さ
れ
て
い
け
ば
、
地
域

の
お
寺
と
し
て
の
価
値
も
上
が
る
。

司
会
「
ー

T

」
を
通
じ
会
話
を
す
る
こ
と
で
、
一

律
で
は
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
こ
と
の
「
ー
T

化
」

が
見
え
て
き
そ
う
で
す
ね
。

青
木
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
便
利
で
す
、
一
台
あ
れ

ば
五
人
分
く
ら
い
の
仕
事
は
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
た
だ
、
効
率
的
に
す
れ
ば
よ
い
お
寺
、
し

な
く
て
よ
い
お
寺
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
寺
院
の
規

模
、
地
域
性
、
檀
家
数
な
ど
そ
れ
は
様
々
で
し
ょ
う
。

案
内
の
ハ
ガ
キ
だ
っ
て
手
書
き
で
一
っ
ひ
と
つ
丁
寧

に
書
く
と
い
う
の
も
継
続
で
き
る
な
ら
ば
そ
れ
は
喜

ば
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「I
T

」
っ
て
何
で
も
で
き
そ
う
な
印
象
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
結
局
は
情
報
を
ど
う
伝
え
る
か

の
手
段
で
し
か
な
い
。
そ
の
辺
を
わ
き
ま
え
な
い
と

ね
。
何
で
も
か
ん
で
も
「

I
T

化
」
す
れ
ば
い
い
わ

け
で
も
な
い
の
で
す
。
ど
う
使
う
か
、
よ
く
よ
く
話

し
合
っ
て
各
寺
院
で
「

I
T

」
を
導
入
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
便
利
な
こ
と
は
便
利
な
の
で

す
か
ら
。

アカウント
account のことで、コンピュータやネットワークに入るときの権利のこと。この権利は
ID （アイデンティフィケーション／ identification) とも同義扱いされる。この権利を使
うときにその人であるという識別記号が PW （パスワード／ pasword) でいわば鍵の
ようなもの。
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術
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
動
物
遺
体
の
調

分
析
を
専
門
と
す
る
動
物
考
古
学
者

の
一
人
と
し
て
、
最
終
氷
期
以
降
の
環
境

学
査史

を
研
究
し
て
い
ま
す
。
シ
ベ
リ
ア
や
列

のら
島
北
部
を
主
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
過
去

1
5年
間
、
領
域
横
断
的
な
調
査
·
共
同
研

か
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
指
揮
し
て
き
ま
し

れ
た
。
そ
の
経
験
も
踏
ま
え
最
近
と
み
に
感

こ
じ
ま
す
の
は
、
自
然
と
文
化
、
動
物
と
人

と教
を
分
か
つ
既
存
の
研
究
の
枠
組
み
に
囚
わ

れ
て
い
る
限
り
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る

ム‘ー
教
い
か
な
る
事
象
の
理
解
も
お
ぽ
つ
か
な
い

胴
と
い
う
点
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
ギ
リ

部学文学
シ
ャ
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
に
根

大塾
差
す
西
洋
近
代
科
学
を
特
徴
づ
け
る
デ
カ

義

レ
ト
的
な
二
分
法
や
人
間
中
心
主
義
か
ら

應蔑
）

蹄
、
の
脱
却
は
、
こ
れ
か
ら
の
学
術
の
課
題
と

住院徳
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
万
物

照
応
の
理
を
説
き
、
対
称
性
思
考
も
育
ん

雄
高

孝
殿仏

藤

5
で
き
た
仏
教
は
、
今
後
の
学
術
の
発
展
に

佐
直
重
要
な
役
割
を
果
た
す
は
す
で
す
。

簡
単
な
Q
R

コ
ー
ド
に
目
を
付
け
ま
し
た
。

コ
ー
ド
付
き
お
守
り

R
 

Q
 

の要法卜_ モリ

当
院
で
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
下
、

各
大
法
要
や
諸
行
事
に
檀
信
徒
の
皆
様
の

参
列
が
か
な
わ
す
、
6

月
の
開
山
忌
法
要

酌
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
映
像
の
ラ
イ
ブ
配

京
信
を
し
、
大
切
な
「
祈
り
の
と
き
」
を
画

環
面
越
し
な
が
ら
共
有
し
て
い
た
だ
い
て
い

成真
ま
す
。
で
す
が
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
当
院

島
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
き
法
要
に
参
加
す
る

q

の
は
高
齢
者
の
多
い
檀
信
徒
の
皆
様
に

と
っ
て
若
干
の
敷
居
の
高
さ
が
あ
る
か
と
。

そ
こ
で
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
く
操
作
が

梅窓院住職）

そ
し
て
、

い
つ
で
も
手
元
に
あ
っ
て
、
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で
す
ぐ
開
け
る
よ
う
に

と
、
梅
窓
院
の
お
守
り
の
裏
面
に

Q
R

コ
ー
ド
を
印
刷
し
ま
し
た
。
こ
希
望
の
檀

信
徒
の
皆
様
も
思
い
の
外
多
く
、
喜
ん
で

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
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昔
、
ガ
ヤ
ア
シ
ュ
ラ
と
い
う
デ
モ
ン
（
日
本
で
は

デ
モ
ン
は
悪
魔
と
訳
さ
れ
る
が
こ
こ
で
は
違
う
、
し

い
て
言
え
ば
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
修
行
者
）
が
長
い
間

苦
行
の
末
、
誰
で
も
幸
せ
に
す
る
力
を
手
に
入
れ
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
最
高
神
の
ひ
と
り

で
あ
る
ビ
シ
ュ
ヌ
神
は
、
彼
に
地
球
の
底
に
行
き
右

足
で
悪
魔
を
踏
み
つ
け
る
よ
う
命
じ
た
。
ガ
ヤ
ア
シ
ュ

ラ
は
そ
の
命
に
従
い
、
悪
魔
を
踏
み
つ
け
た
。
そ
の

足
跡
は
ビ
シ
ュ
ヌ
神
の
足
跡
と
し
て
地
上
に
残
っ
た

と
さ
れ
る
。
そ
の
足
跡
が
残
っ
て
い
る
の
が
、
ガ
ヤ

に
あ
る
ビ
シ
ュ
ヌ
パ
ダ
寺
院
だ
。

そ
の
足
跡
は
、
ビ
シ
ュ
ヌ
パ
ダ
寺
院
の
一
番
大
き

な
建
物
に
あ
り
、
巻
貝
や
宝
輪
な
ど
九
つ
の
印
が
描

か
れ
て
い
る
足
跡
で
、
六
角
形
で
囲
ま
れ
た
床
に
あ

り
、
足
跡
の
周
り
に
は
多
く
の
花
が
供
え
ら
れ
て
い

る
。
全
イ
ン
ド
か
ら
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
多
数
訪

れ
、
頭
を
そ
こ
に
触
れ
る
よ
う
に
し
て
お
参
り
し
、

参
拝
者
は
昔
か
ら
絶
え
る
こ
と
な
く
今
も
続
い
て
い

る
。
ち
な
み
に
こ
の
寺
院
は
複
合
寺
院
と
呼
ば
れ
ジ
ャ

イ
ナ
教
の
寺
院
も
あ
る
。
複
合
寺
院
と
は
、
異
な
っ

足
跡
は
六
角
形
に
囲
ま
れ
た
床
に
残
っ
て

い
る
。
参
拝
者
は
そ
の
足
跡
に
自
分
の
頭

を
触
れ
よ
う
と
体
を
乗
り
出
す
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i-
ピシュヌバダ寺院のあるガヤはイン
ド北東部のピハール州にある

た
宗
教
の
寺
院
が
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
寺
院
を
い

い
、
珍
し
い
寺
院
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

に
は
宗
派
が
な
く
、
他
教
に
対
す
る
包
容
力
も
あ
る

か
ら
こ
そ
の
こ
と
だ
。

こ
の
足
跡
の
残
る
ガ
ヤ
と
い
う
町
に
は
ガ
ヤ
ワ
ラ

と
呼
ば
れ
る
人
々
が
い
る
。
彼
ら
は
ビ
シ
ュ
ヌ
パ
ダ

寺
院
の
参
拝
手
配
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
町
に
巡
礼
に

来
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
色
々
な
世
話
を
す
る
こ
と

を
生
業
と
し
て
い
る
。
飛
行
機
や
汽
車
の
手
配
、
宿

の
確
保
、
供
養
の
儀
式
を
行
う
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
僧
の
手

配
、
そ
し
て
土
産
物
ま
で
用
意
す
る
。
世
襲
で
何
代

も
続
い
て
い
て
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
参
拝
に
く
る
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
は
欠
か
せ
な
い
人
た
ち
だ
。

日
本
で
い
う
御
師
で
あ
る
。

車
力

J

佐
藤
良
純
歪
大
学
名
誉
教
授

さ
と
う
・
リ
ょ
う
じ
ゅ
ん
昭
和

7

年
東
京
生
ま
れ
。
大
正
大
学
、

同
大
学
院
、
イ
ン
ド
デ
リ
ー
大
学
院
に
学
ぷ
。
昭
和

3
4年
よ
リ
大

正
大
学
で
教
鞭
を
と
リ
、
教
授
、
学
科
長
を
経
て
、
平
成

1
4年
退

職
、
大
正
大
学
名
誉
教
授
と
な
る
。
イ
ン
ド
ヘ
の
初
渡
航
は
昭
和

3
8年
、
以
来
イ
ン
ド
ヘ
訪
れ
る
こ
と
、
4
0有
余
回
。
著
書
に

7
ッ

ダ
ガ
ヤ
大
吾
提
寺
I
I
釈
尊
の
生
涯
j
な
ど
多
数
。

カラフルな服に身を包みピシュヌバ
ダ寺院参拝に訪れたヒンドゥー教徒
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法
務
を
準
備
す
る
部
屋
に
、
ふ
た
つ
の

日
課
数
珠
が
掛
か
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、

続
師
僧
（
父
）
が
日
常
使
用
し
て
い
た
数
珠
で

相
あ
る
。
旅
立
ち
の
と
き
、
愛
用
の
日
課
数
珠

を
棺
の
な
か
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
多

少
の
後
悔
が
あ
る
。
閻
魔
さ
ん
に
「
僧
侶

で
あ
り
な
が
ら
、
日
課
数
珠
を
持
っ
て
こ

な
か
っ
た
の
か
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
。
お
浄
土
は
、
入
国
に
あ
た
っ

て
、
持
ち
物
検
査
を
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ

で
は
な
い
と
考
え
安
堵
し
た
。

今
ひ
と
つ
の
数
珠
は
、
書
院
の
建
て
替

え
で
柱
か
ら
作
っ
た
日
課
数
珠
で
あ
る
。

わ
た
し
に
は
大
切
な
日
課
数
珠
で
あ
る
。

）
こ
の
ふ
た
つ
を
「
お
念
仏
の
相
続
」
と
し

職住寺
て
副
住
職
息
子
に
受
け
継
い
で
も
ら
う
。

最
後
と
な
っ
た
が
、
こ
の
百
月
刊
浄
土
j

成願

も
ま
た
師
僧
父
か
ら
の
相
続
で
あ
る
の

久孝
這

尾
岡
で
、
次
の
世
代
に
。
「
継
続
は
力
な
り
」

魚
頃
と
い
う
か
ら
。

刊
行
の
ご
紹
介

本
年
3

月
、
対
法
雑
誌
刊
行
会
よ
り
研

r
 
_
_
 
1-誌

究
誌
「
対
法
雑
誌
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

雑
本
誌
は
、
部
派
仏
教
を
研
究
す
る
若
手
研

法
究
者
の
勉
強
会
で
あ
る
部
派
仏
教
研
究
会

対
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
り
、
立
ち
上
げ

r
 
た
も
の
で
、
部
派
仏
教
研
究
を
中
心
に
経

）
典
、
律
蔵
、
論
蔵
と
い
う
典
籍
に
関
す
る

職住
研
究
成
果
を
幅
広
く
掲
載
す
る
も
の
で

副寺
す
。
7

月
に
は
、
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
プ

明

ラ
ッ
ト
フ
オ
ー
ム
で
あ
る

J
,
S
T
A
G

光

E

に
も
掲
載
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
イ
ン
タ
ー

裕
浜負

田
酬
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
今
後
、
広
く
世
界
へ

石
僑
向
け
て
発
信
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

合
掌

1_0回目のお盆
つ特か全起
のに開国き自あ
節岩催を‘然の
目手さ揺新災日
を・れる型害の
経宮るがコかこ
験城はし □ 日と
し・すてナ本は
ま福だいウの忘
し墨つまィいれ
たにたす）レたな
゜住今゜スるい
束む夏束感と
日者東京染こ
本は 五症ろ
大一 北、輪がで

震
災
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
の

l
O回
目
の
お
盆
を
迎
ス
た
こ
と
で
す
。

毎
月
l
l日
の
月
命
日
に
は
県
警
を
は
じ

め
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
よ
っ

て
、
い
ま
だ
に
行
方
不
明
者

(
2
5
2
9

人
）
の
捜
索
が
沿
岸
部
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
身
元
不
明
者
の
慰
霊
も
宗
教

者
有
志
で
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
も
宗

）
教
者
の
一
人
と
し
て
、
仙
台
市
の
身
元
不

職住
明
者
の
供
養
を
毎
月
行
っ
て
お
り
ま
す
。

院

身
一
元
が
判
明
し
て
、
無
事
に
こ
家
族
の
も

鈍

と
に
お
帰
り
に
な
る
ま
で
供
養
し
続
け
る

貴
愚仙

瑞
台

村
城
こ
と
が
私
の
使
命
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

中
噂
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連載 第 19 回

人
が
視
界
を
失
う
の
は
真
っ
暗
闇
だ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

北
海
道
椎
内
市
、
最
北
端
の
街
の
冬
は
最
高
気
温
が
氷
点
下
に
な
る
日
が
続

き
、
粉
雪
が
風
速
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
風
に
乗
っ
て
、
全
て
を
白
く
染
め

上
げ
る
。
そ
ん
な
猛
吹
雪
の
光
景
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
と
い
わ
れ
る
こ
と
を

知
っ
た
の
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
遮
る
も
の
の
な
い
海
か
ら

の
風
が
人
々
の
住
む
丘
に
容
赦
な
く
吹
き
付
け
、
特
に
真
冬
の
風
は
凍
て
つ
く

風
だ
。
小
学
生
の
頃
、
冬
場
の
登
校
は
ス
キ
ー
ウ
エ
ア
を
着
て
家
を
出
て
、
学

校
に
到
着
す
る
わ
ず
か
十
分
の
間
に
ま
つ
げ
が
凍
り
つ
い
た
も
の
だ
。

稚
内
市
の
北
端
、
宗
谷
岬
に
は
「
日
本
最
北
端
の
地
」
と
い
う
碑
が
建
っ
て

い
る
。
晴
天
の
日
に
は
、
そ
の
碑
の
向
こ
う
に
樺
太
を
眺
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
日
本
の
北
端
に
は
、
十
九
世
紀
初
頭
、
幕
府
直
轄
領
と
な
り
、
外
国
か
ら

の
防
衛
を
目
的
と
し
て
津
軽
藩
や
会
津
藩
な
ど
の
藩
士
た
ち
が
派
遣
さ
れ
た
。

現
在
の
風
雪
に
耐
え
る
家
で
あ
っ
て
も
、
暖
房
が
な
け
れ
ば
室
内
で
水
が
氷

に
な
る
。
こ
の
寒
さ
は
江
戸
末
期
の
粗
末
な
家
で
耐
え
し
の
ぐ
こ
と
が
難
し

か
っ
た
。
派
遣
さ
れ
た
大
勢
の
藩
士
た
ち
が
冬
を
越
す
こ
と
な
く
生
涯
を
終
え

た
。
余
談
だ
が
、
こ
の
後
、
北
方
警
備
に
当
た
っ
た
藩
士
の
間
で
は
野
菜
不
足

を
補
う
薬
と
し
て
コ
ー
ヒ
ー
が
飲
ま
れ
た
そ
う
で
、
藩
士
を
供
養
す
る
墓
の
近

く
に
は
、
そ
れ
を
記
念
す
る
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

一
寸
先
の
真
っ
白
な
闇
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さ
て
、
亡
く
な
っ
た
藩
士
の
墓
は
、
死
し
て
な
お
海
か
ら
く
る
脅
威
を
見
張

る
た
め
か
、
海
岸
沿
い
に
建
て
ら
れ
た
。
時
代
が
明
治
に
な
り
、
外
国
に
門
戸

を
開
い
た
た
め
だ
ろ
う
、
海
岸
線
に
散
在
し
て
い
た
墓
が
ま
と
め
ら
れ
、
今
は

宗
谷
公
園
と
い
う
公
園
の
一
角
に
並
ん
で
い
る
。

幼
い
頃
、
普
通
の
墓
と
は
違
い
、
柵
の
向
こ
う
側
に
あ
る
古
び
た
墓
石
を
見

て
、
こ
れ
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
か
、
そ
れ
が

外
国
か
ら
の
脅
威
を
守
る
た
め
に
命
を
落
と
し
た
人
々
を
弔
う
も
の
と
は
知
る

よ
し
も
な
か
っ
た
。
安
政
三
年
(
-
八
五
六
）
、
宗
谷
と
い
う
地
に
建
て
ら
れ

た
護
国
寺
と
い
う
寺
は
、
そ
の
藩
士
の
供
養
を
行
う
寺
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日

本
の
北
端
の
死
者
供
養
を
担
い
、
悔
を
越
え
て
樺
太
に
ま
で
出
向
い
て
葬
儀
を

行
っ
た
。

「
葬
式
仏
教
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
の
仏
教
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
も
の
と
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
明
治
時
代
、
風
と
人
の
力
で
し
か
動
か
な
い

船
で
海
を
渡
る
行
為
は
、
命
が
け
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
ま
で
し
て

死
者
を
弔
っ
て
き
た
仏
教
は
、
僧
侶
が
葬
式
を
使
命
と
し
受
け
止
め
、
全
力
で

そ
の
使
命
を
遂
行
し
た
仏
教
で
あ
っ
た
。

こ
の
情
熱
は
、
明
治
以
降
、
日
本
の
最
北
に
息
づ
い
て
き
た
。
人
の
住
ま
い

や
着
る
も
の
、
あ
る
い
は
移
動
の
手
段
は
時
と
と
も
に
変
化
す
る
が
、
自
然
は

い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
厳
し
さ
を
見
せ
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
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徴風吹動

青
森
で
生
ま
れ
、
満
州
に
出
兵
し
た
私
の
祖
父
は
、
戦
中
に
こ
の
寺
の
住
職

と
な
っ
た
。
祖
父
は
、
毎
月
毎
月
、
檀
信
徒
の
家
に
月
参
り
に
赴
い
た
。
雨
が

降
っ
て
も
、
風
が
吹
い
て
も
、
吹
雪
で
あ
っ
て
も
、
家
を
出
て
歩
い
て
檀
信
徒

の
家
に
向
か
う
。
お
そ
ら
く
お
参
り
の
滞
在
時
間
よ
り
も
、
往
復
の
移
動
時
間

の
方
が
長
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
真
冬
の
月
参
り
の
時
に
は
、
真
っ
白
な
闇
に

包
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
歩
き
続
け
た
。

私
に
は
、
そ
の
情
熱
が
ど
こ
か
ら
湧
い
て
き
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
も
し

か
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
寺
の
住
職
が
先
人
か
ら
引
き
継
ぐ
使
命
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
衣
鉢
を
継
ぐ
と
い
う
が
、
お
寺
に
伝
わ
る
も
の
や
伽
藍
と
と
も
に
、

受
け
継
が
れ
る
何
か
が
確
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
祖
父
は
体
現
し
て
い
た
。

強
い
思
い
は
形
と
な
り
、
そ
の
形
を
通
じ
て
思
い
は
伝
わ
っ
て
い
く
。
供
養
し

た
い
と
い
う
思
い
は
、
人
を
突
き
動
か
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
、
供

養
を
通
じ
て
、
人
は
導
か
れ
て
い
く
。

ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
の
真
っ
白
な
闇
の
中
で
あ
っ
て
も
、
供
養
に
対
す
る
使
命

感
は
自
分
を
突
き
動
か
し
、
供
養
に
よ
っ
て
ま
た
自
分
自
身
の
行
き
先
が
見
え

て
く
る
。
亡
き
人
の
た
め
に
唱
え
し
念
仏
は
生
き
る
我
が
身
の
教
え
な
り
、
と

い
う
言
葉
を
聞
く
が
、
祖
父
の
歩
み
も
、
供
養
を
通
じ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
冬
の
訪
れ
が
、
師
走
に
亡
く
な
っ
た
祖
父
と
の
記
憶
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
。
ど
う
か
こ
の
記
憶
が
私
を
導
い
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
。
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壷中に月を求めて

イ
ン
ド
の
詩
塑
タ
ゴ
ー
ル
の
最
後
の
来
日
と
な
っ

た
昭
和
四
(
-
九
二
九
）
年
初
夏
の
某
日
、
渡
辺
悔

旭
は
、
渋
沢
栄
一
と
ビ
ハ
リ
・
ボ
ー
ス
と
共
に
タ
ゴ
ー

ル
を
囲
ん
で
歓
談
の
時
を
も
っ
た
が
、
そ
こ
で
渋
沢

が
表
情
を
曇
ら
せ
て
漏
ら
し
た
次
の
言
葉
が
、
そ
の

後
も
海
旭
の
心
中
で
気
が
か
り
で
な
ら
な
か
っ
た
。

「
こ
こ
に
：
と
ど
め
の
一
腺
ク
が
き
た
ら
日
本
は
大

変
な
こ
と
に
な
る
」

そ
れ
か
ら
わ
ず
か
数
か
月
で
、
渋
沢
の
不
吉
な
予

言
は
的
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
東
洵
岸
時
間
で
一
九
二
九
年
十
月
二
十

四
日
火
曜

H

、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
ウ
ォ
ー
ル
街
の
株

式
市
場
を
空
前
絶
後
の
大
暴
落
ー
「
ブ
ラ
ッ
ク
・

チ
ュ
ー
ズ
デ
ー
」
が
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
忽

ち
冊
界
中
に
波
及
、
大
恐
慌
を
引
き
起
こ
し
た
。

日
本
で
も
被
害
は
深
甚
で
、
困
窮
者
に
は
渋
沢
の

予
言
ど
お
り
「
と
ど
め
の
一
撃
」
と
な
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
首
相
の
浜
口
雄
幸
が
第
一
次
世
界

世
界
恐
慌
が
困
窮
者
に
:
と
ど
め
の
一
撃
々

大
戦
後
か
ら
つ
づ
く
不
況
を
乗
り
切
る
べ
く
断
行
し

た
「
金
解
禁
」
と
時
が
璽
な
っ
た
か
ら
だ
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
株
式
大
暴
落
と
い
う
不
測
事
さ
え
な
け
れ

ば
、
財
政
緊
縮
政
策
へ
の
大
転
換
は
「
英
断
」
で
あ

り
「
正
解
」
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
ま

り
に
も
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪
す
ぎ
た
。
瞥
え
る
な
ら
ば
、

暴
風
雨
が
襲
っ
て
く
る
と
も
矧
ら
ず
に
、
空
気
を
入

れ
替
え
よ
う
と
璽
戸
を
あ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

歴
史
の
常
だ
が
大
災
厄
の
最
大
の
被
害
者
は
底
辺

の
人
々
で
あ
る
。

こ
れ
で
先
進
諸
国
に
遅
れ
て
よ
う
や
く
成
立
し
た

救
貧
法
で
あ
る
「
救
護
法
」
は
、
予
算
が
つ
か
ず
棚

ざ
ら
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
渋
沢
が
危
惧

し
た
パ
只

/
V
っ
て
魂
い
れ
ず
ク
で
あ
る
が
、
そ
の

と
き
の
渋
沢
の
行
動
は
実
に
果
敢
で
あ
っ
た
。

現
在
の
民
生
委
員
に
あ
た
る
方
面
員
た
ち
か
ら

「
な
ん
と
か
法
律
に
予
算
を
つ
け
て
ほ
し
い
」
と
の

懇
願
を
受
け
た
渋
沢
は
す
で
に
九
十
を
超
え
、
し
か

も
病
床
に
伏
し
が
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
で
蔵

相
の
井
上
準
之
助
と
内
相
の
安
達
謙
蔵
に
電
話
を
入
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れ
る
と
会
見
を
申
し
入
れ
た
。
両
大
臣
は
渋
沢
邸
へ

伺
う
と
答
え
た
が
、
渋
沢
は
「
頼
み
事
を
す
る
側
が

出
向
く
の
が
筋
だ
」
と
言
う
と
、
引
き
止
め
る
家
族

や
医
師
に
、
「
先
生
に
診
て
も
ら
っ
て
い
る
の
は
こ

う
い
う
時
の
た
め
だ
。
倒
れ
て
も
た
く
さ
ん
の
人
が

助
か
る
な
ら
本
望
だ
」
と
言
い
残
し
て
、
大
臣
の
も

と
へ
陳
情
に
出
向
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
老
体

に
鞭
打
っ
た
談
判
が
実
っ
て
、
念
願
の
予
算
が
つ
き

救
設
法
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
渋
沢
栄

一
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
な
く
こ
の
世
を
去
っ
て
い
た
。

救
設
法
と
い
う
仏
に
死
の
際
に
魂
を
入
れ
た
渋
沢

に
、
洵
旭
は
同
じ
救
貧
活
動
に
関
わ
る
人
間
と
し
て

深
い
感
動
を
お
ほ
え
る
と
共
に
、
年
下
の
自
分
へ
の

「
後
は
君
に
託
し
た
。
い
ま
最
も
底
辺
に
あ
る
人
々
を

救
え
な
い
と
こ
の
国
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
受
し
た
の
で
は
な
い
か
。

す
で
に
悔
旭
の
尽
力
で
宗
門
の
宗
務
所
に
は
「
社

会
課
」
が
設
け
ら
れ
、
各
教
区
に
向
け
て
社
会
事
業

協
会
の
設
置
を
奨
励
、
「
一
寺
院
一
事
業
」
の
合
言

業
の
も
と
託
児
所
や
隣
保
事
業
（
後
の
セ
ツ
ル
メ
ン

女
子
教
育
に
先
駆
的
に
取
り
組
む

ト
）
が
生
ま
れ
、
そ
の
数
は
百
五
十
を
超
え
よ
う
と

し
て
い
た
。
浄
土
宗
が
「
社
会
事
業
宗
」
と
言
わ
れ

る
ま
で
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
り
、
社
会
事

業
家
と
し
て
渋
沢
の
衣
鉢
を
継
が
ん
と
す
る
海
旭
の

意
気
込
み
を
そ
こ
に
み
て
と
れ
よ
う
。

実
は
も
う
ひ
と
つ
、
悔
旭
が
渋
沢
の
衣
鉢
を
継
が

ん
と
し
、
そ
こ
に
タ
ゴ
ー
ル
が
介
在
し
た
と
思
わ
れ

る
活
動
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
九
十
余
年
前
の
日
本
で

は
、
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
女
子
教
育
で
あ
る
。

渋
沢
は
、
救
設
法
と
い
う
仏
に
魂
を
入
れ
た
年
の

四
月
に
、
日
本
の
女
子
高
等
教
育
の
草
分
け
で
あ
る

日
本
女
子
大
学
校
（
日
本
女
子
大
の
前
身
）
の
校
長

に
就
任
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が

来
日
の
た
び
に
同
校
で
行
な
っ
た
購
演
に
共
感
を
覚

え
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
雅
察
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
渋

沢
は
そ
の
感
想
を
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
（
タ
ゴ
ー
ル
）
翁
は
、
日
本
の
女
子
に
対
す
る
教

育
の
必
要
を
説
き
、
社
会
の
進
歩
に
つ
れ
益
々
そ
の
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壷中に月を求めて

尤
も
な
説

必
要
あ
る
こ
と
を
訓
戒
的
に
説
か
れ
た
、

の
や
う
に
思
っ
た
」

『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
に
よ
れ
ば
、
渋
沢
は
生
涯

で
百
六
十
四
校
に
も
お
よ
ぶ
教
育
機
関
を
支
援
し
て

い
る
が
、
う
ち
実
業
系
が
四
十
八
な
の
は
「
日
本
資

本
主
義
の
父
」
と
し
て
う
な
ず
け
る
が
、
女
子
教
育

機
関
が
二
十
七
も
あ
る
の
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的

と
い
え
よ
う
。

一
方
の
洵
旭
は
ど
う
か
。
宗
教
大
学
（
現
大
正
大

学
）
、
東
洋
大
学
、
国
士
館
の
教
授
と
母
校
芝
中
学

の
校
長
の
傍
ら
、
大
乗
女
子
学
院
（
淑
徳
大
の
前
身
）
、

巣
鴨
家
政
女
子
学
院
、
巣
鴨
女
子
商
業
の
院
長
・
校

長
を
つ
と
め
て
い
る
。
渋
沢
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
が

資
金
援
助
で
あ
る
の
に
対
し
て
悔
旭
は
現
場
で
教
鞭

を
と
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
三
校
が
女
子
教
育
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
渋
沢
を
超
え
て
い
る
と
い
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
。

悔
旭
が
渋
沢
の
衣
鉢
を
継
が
ん
と
し
た
活
動
は
ま

だ
ま
だ
あ
る
。
た
と
え
ば
ぷ
位
会
に
資
す
る
宗
教
ク

で
あ
る
。
す
で
に
記
し
た
が
、
渋
沢
は
、
「
三
教
会
同
」

「
帰
一
協
会
」
に
よ
っ
て
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
神

道
の
親
和
を
め
ざ
し
、
洵
旭
は
「
仏
教
護
国
団
」
の

結
成
を
も
っ
て
仏
教
各
派
の
連
携
を
企
図
し
て
、
い

ず
れ
も
道
半
ば
に
あ
っ
た
。

社
会
事
業
に
し
ろ
、
女
子
教
育
に
し
ろ
、
宗
教
の

社
会
化
に
し
ろ
、
悔
旭
は
、
渋
沢
の
死
を
「
後
は
君

に
託
し
た
」
と
受
け
止
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
に
大

い
に
意
気
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
当
人
に
と
っ
て
も
想
定
外

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
突
然
、
頓
挫
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

渋
沢
が
逝
っ
て
か
ら
ほ
ほ
一
年
後
の
、
昭
和
七
（
一

九
三
二
）
年
の
年
の
瀬
の
二
十
七
日
の
夕
刻
、
渡
辺

悔
旭
は
突
然
の
高
熱
と
悪
寒
に
襲
わ
れ
、
文
机
に
昨

夜
来
の
文
献
を
読
み
さ
し
に
し
た
ま
ま
、
床
に
臥
し

カ
カ

た
。
流
行
性
感
冒
に
罹
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
い
っ

こ
う
に
熱
が
下
が
ら
ず
に
年
を
越
し
た
。
し
か
し
、

年
が
改
ま
っ
た
早
朝
の
四
時
半
、
海
旭
は
む
く
り
と

渡
辺
海
旭
、
遷
化
す
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床
か
ら
身
を
起
す
と
、
例
年
の
元
旦
と
同
じ
よ
う
に
、

寒
中
の
井
戸
水
で
身
体
を
消
め
、
下
着
を
改
め
、
袈

裟
・
法
服
に
着
替
え
て
、
仏
前
に
詣
で
読
経
す
る
こ

と
二
時
間
余
り
、
厳
粛
に
新
生
の
勤
め
を
行
な
っ
た
。

火
の
気
が
な
い
本
盤
の
寒
気
は
骨
も
凍
る
ば
か
り

で
、
病
身
に
は
こ
た
え
た
。
発
熱
の
た
め
意
識
は
も

う
ろ
う
と
し
か
け
て
い
た
が
、
悪
寒
を
気
力
で
押
し

込
め
、
海
旭
は
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
に
着
替
え
は
じ
め

た
。
深
川
御
船
蔵
町
の
西
光
寺
か
ら
、
校
長
を
つ
と

め
る
芝
中
学
校
の
「
新
正
の
式
」
に
列
す
る
た
め
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
て
、
弟
子
た
ち
は
慌
て
ふ
た

め
き
、
必
死
に
な
っ
て
止
め
に
か
か
っ
た
。

だ
が
悔
旭
は
こ
う
言
っ
て
聞
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。

「
い
、
今
こ
う
し
て
僧
侶
と
し
て
新
生
の
お
勤
め
を

果
た
し
終
え
た
。
次
は
、
芝
中
学
の
新
生
の
式
を
校

長
と
し
て
主
宰
す
る
の
が
僕
の
つ
と
め
だ
。
校
長
が

新
正
の
式
に
欠
席
し
て
は
式
を
し
な
い
の
も
同
然
だ

ろ
う
。
一
千
名
の
生
徒
が
待
っ
て
い
る
。
ほ
、
僕
は

校
長
に
就
任
し
て
二
十
二
年
こ
の
か
た
、
一
度
も
新

正
の
式
を
休
ん
だ
こ
と
は
な
い
。
流
感
な
ど
恐
れ
て

ど
う
す
る
。
だ
、
だ
か
ら
行
か
せ
て
く
れ
た
ま
え
」

一
年
前
渋
沢
栄
一
が
家
族
と
医
師
が
引
き
止
め
る

の
も
聞
か
ず
、
大
蔵
と
内
務
両
大
臣
の
許
へ
談
判
に

赴
い
た
こ
と
を
初
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

洵
旭
は
高
熱
の
身
体
を
法
服
に
包
ん
で
芝
は
増
上

寺
の
傍
ら
に
あ
る
芝
中
学
へ
赴
く
と
、
新
正
の
式
が

終
了
す
る
ま
で
、
校
長
と
し
て
講
堂
正
面
の
壇
上
に

立
ち
続
け
た
。
し
か
し
、
海
旭
の
類
い
稀
れ
な
胆
力

に
も
限
界
が
あ
っ
た
。
式
が
終
わ
る
と
同
時
に
、
つ

い
に
耐
え
切
れ
な
く
な
っ
て
、
悔
旭
は
そ
の
場
に
倒

れ
こ
み
、
声
を
か
け
て
も
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
う
わ

ご
と
を
発
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

西
光
寺
に
運
ば
れ
た
悔
旭
は
、
高
熱
に
う
な
さ
れ

つ
づ
け
た
が
、
か
け
つ
け
た
主
治
医
の
長
谷
川
基
栂

士
の
献
身
的
な
治
療
の
か
い
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
快

方
に
向
か
い
、
一
月
十
五
日
に
は
、
小
康
を
得
て
、

床
か
ら
起
き
て
食
事
を
と
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
す

る
と
、
弟
子
た
ち
が
止
め
る
の
も
き
か
ず
、
い
つ
も

の
よ
う
に
四
時
半
起
床
の
戒
律
僧
の
一
日
が
は
じ

ま
っ
た
。
そ
し
て
、
悔
旭
は
夜
の
書
見
の
時
間
を
盗
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壷中に月を求めて

ん
で
、
芝
中
学
生
に
書
簡
を
し
た
た
め
た
。

そ
の
後
容
体
が
急
変
、
床
に
臥
す
も
再
び
起
き
る

こ
と
は
叶
わ
ず
、
こ
れ
が
事
実
上
の
絶
箪
と
な
っ
た
。

ま
さ
か
い
き
な
り
人
生
が
終
り
を
迎
え
る
と
は
、

悔
旭
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
芝
中
生
徒
へ
の
書
簡
の
以
下
の
く
だ
り

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
拙
生
病
状
は
今
や
殆
ん
ど
快
癒
の
状
態
に
在
り
。

（
略
）
主
治
医
も
尚
四
五
日
の
臥
床
を
必
要
と
す
る

を
以
て
諸
君
を
見
る
の
期
間
尚
旬
日
を
要
す
る
あ
ら

ん
。
諸
君
願
く
ば
自
重
自
励
せ
よ
」

そ
れ
は
、
往
時
海
旭
が
引
き
受
け
て
い
た
以
下
の

役
職
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

社
会
事
業
で
は
、
中
央
社
会
事
業
協
会
、
浄
土
宗

労
働
共
済
会
副
会
長
、
マ
ハ
ヤ
ナ
学
園
監
督
、
四
恩

瓜
生
会
評
議
員
、
慈
光
学
園
顧
間
、
上
宮
教
会
理
事
、

大
阪
四
恩
学
園
顧
間
、
少
年
信
愛
会
名
誉
会
長
、
仏

教
少
年
連
合
団
団
長
、
全
日
本
私
設
社
会
事
業
連
盟
、

日
本
禁
酒
同
盟
理
事
、
借
地
借
家
調
停
委
員
他
。

教
育
関
係
で
は
、
宗
教
大
学
教
授
・
理
事
、
東
洋

大
学
教
授
•
財
団
維
持
委
員
、
芝
中
学
校
長
、
深
川

廂
業
校
長
、
大
乗
女
子
学
院
院
長
、
巣
鴨
家
政
女
子

学
院
院
長
、
巣
鴨
女
子
商
業
校
長
、
大
阪
上
宮
中
学

理
事
長
、
国
士
舘
大
学
教
授
・
評
議
員
他
。

宗
門
関
係
で
は
、
東
京
仏
教
設
国
団
理
事
、
中
央

仏
教
会
理
事
、
日
本
宗
教
協
会
理
事
、
日
独
仏
教
協

会
理
事
、
東
京
仏
教
倶
楽
部
理
事
、
仏
教
研
究
所
所

長
。
そ
の
他
で
は
日
印
協
会
理
事
。

ま
さ
に
最
先
端
の
現
役
と
し
て
走
り
な
が
ら
の

「
途
上
の
死
」
で
あ
っ
た
。
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
て
、

九
十
二
歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
渋
沢
栄
一
と
は
真
逆

で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
本
連
載
は
、
前
触
れ
も
な
く
突
然
の
終

わ
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
何
卒
読
者
諸
賢
に

は
主
人
公
自
身
の
想
定
外
の
死
に
免
じ
て
、
ご
寛
恕

を
い
た
だ
き
た
い
。

次
回
は
最
終
回
と
し
て
、
渡
辺
海
旭
の
多
岐
に
わ

た
る
業
績
を
総
括
す
る
こ
と
で
、
師
へ
の
手
向
け
と

し
つ
つ
、
読
者
に
は
百
回
を
超
え
る
長
き
に
わ
た
る

ご
愛
読
に
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
（
つ
づ
く
）
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〈
家
康
の
大
都
市
設
計
と
舟
運
〉

家
康
が
一
五
九
0
(
天
正
十
八
）
年
、
太
田
道
淵
が
造
っ

た
小
規
模
な
江
戸
城
に
立
っ
て
周
囲
を
見
渡
し
た
時
、
背

後
は
武
蔵
野
台
地
、
神
田
台
地
、
上
野
台
地
が
織
り
な
し
、

眼
前
は
海
（
日
比
谷
入
り
江
）
。
そ
の
向
こ
う
に
は
、
細

長
い
島
（
江
戸
前
島
）
が
飛
び
だ
し
て
お
り
、
そ
の
先
は

ほ
と
ん
ど
湿
地
帯
で
、
海
が
迫
っ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

家
康
は
唖
然
と
し
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
彼
は
普
通
の

人
で
は
な
か
っ
た
。
周
囲
を
歩
き
調
査
し
、
日
本
の
中
核

し
ゅ
う
う
ん

1

江
戸
の
舟
運
路
開
発

も
J

の

に
し
て
江
戸
百
万
都
市
を
構
築
す
る
と
い
う
大
構
想
を
抱

く
。
そ
れ
は
広
大
な
江
戸
城
郭
を
中
心
に
、
類
を
見
な
い

規
模
の
舟
運
路
を
張
り
巡
ら
せ
た
大
都
市
構
想
で
あ
る
。

川
や
海
を
利
用
し
た
舟
運
に
よ
る
運
搬
量
は
、
陸
上
の
牛

や
馬
に
よ
る
運
搬
量
と
は
桁
違
い
に
大
き
く
合
理
的
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
舟
運
路
の
構
築
は
、
大
都
市
建
設
の
絶

対
条
件
で
あ
る
と
彼
は
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
江
戸
の
中
核
部
分
に
流
れ
込
ん
で
い
た
川
は
ど

の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
眼
前
の
日
比
谷
入

り
江
に
平
川
と
小
石
川
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
東
に
行
く

し
ぐ
く
じ
い

と
石
神
井
川
が
上
野
台
地
を
巡
っ
て
江
戸
湾
に
注
ぎ
込
ん

江
戸
ウ
ォ
ー
カ
ー

森
清
鑑



江戸の川を歩く

い
る
ま

で
い
る
。
そ
し
て
主
役
の
入
間
川
が
州
を
作
っ
て
江
戸
湾

に
流
れ
込
ん
で
い
る
（
隅
田
川
）
。
そ
の
ず
っ
と
先
に
は

利
根
川
と
渡
良
瀬
川
が
並
ん
で
江
戸
湾
に
。
古
江
戸
城
か

ら
南
を
見
る
と
、
古
川
、
目
黒
川
、
立
会
川
が
江
戸
湾
に

流
れ
込
み
、
出
口
は
大
き
な
入
り
江
に
な
っ
て
い
る
。
特

に
古
川
の
入
り
江
は
大
き
い
。
そ
し
て
そ
の
遥
か
先
に
多

摩
川
が
大
き
な
州
を
作
っ
て
流
入
し
て
い
る
。

〈
大
規
模
な
埋
め
立
て
〉

ま
ず
、
人
が
住
め
る
土
地
を
造
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

周
囲
の
山
を
削
り
、
洵
に
向
か
っ
て
埋
め
立
て
に
よ
る
広

大
な
土
地
の
確
保
と
建
設
が
始
ま
る
。
最
初
に
日
比
谷
入

り
江
を
埋
め
立
て
、
次
に
江
戸
前
島
東
の
江
戸
湾
埋
め
立

て
に
入
る
。
最
終
的
に
は
隅
田
川
沿
い
の
霊
巌
島
ま
で
埋

め
立
て
る
。
隅
田
川
を
渡
る
と
本
所
、
深
川
の
湿
地
帯
。

そ
れ
も
深
川
の
大
部
分
は
水
没
湿
地
帯
。
さ
ら
に
江
戸
湾

に
向
か
っ
て
埋
め
立
て
て
、
結
果
、
沖
の
百
万
坪
と
い
わ

れ
る
広
大
な
深
川
と
い
う
土
地
が
誕
生
す
る
。

〈
物
資
運
搬
の
中
核
…
日
本
橋
川
の
掘
削
〉

江
戸
建
設
と
舟
運
路
建
設
が
同
時
進
行
で
行
わ
れ
て
い

る
の
が
江
戸
普
請
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
ず
、
江
戸
前
島
の

北
側
に
道
三
堀
を
掘
る
。
城
か
ら
見
る
と
真
ん
前
で
あ
る
。

次
い
で
隅
田
川
に
繋
が
る
日
本
橋
川
を
掘
削
す
る
。
こ
れ

で
城
の
建
設
資
材
を
悔
と
隅
田
川
河
口
か
ら
直
接
現
場
に

持
ち
込
め
る
舟
運
ル
ー
ト
が
出
来
上
が
る
。
そ
し
て
こ
の

日
本
橋
川
を
軸
に
江
戸
の
町
が
発
展
し
て
い
く
。
雪
旦
が

「
江
戸
名
所
図
会
」
で
描
く
日
本
橋
川
の
光
景
を
見
る
と
、

物
資
を
運
ぶ
舟
で
身
動
き
が
と
れ
な
い
様
が
伺
え
る
。

〈
大
外
堀
と
重
要
な
船
運
路
…
神
田
川
の
掘
削
〉

神
田
川
の
開
削
は
、
広
大
な
江
戸
城
を
取
り
巻
く
大
外

堀
と
し
て
、
ま
た
物
資
運
搬
の
舟
運
路
と
し
て
計
画
さ
れ

た
。
神
田
川
は
井
の
頭
池
に
端
を
発
し
、
善
福
寺
川
を
加

え
江
戸
に
入
る
。
こ
の
流
れ
を
隅
田
川
ま
で
横
一
直
線
に

掘
削
す
る
の
で
あ
る
。
北
か
ら
日
比
谷
入
り
江
に
流
れ
込

ん
で
い
た
平
川
、
小
石
川
を
神
田
川
に
落
と
し
、
神
田
山

を
割
っ
て
東
へ
掘
削
。
北
か
ら
の
石
神
井
川
の
流
れ
も
吸

収
し
、
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
隅
田
川
に
出
る
（
柳
橋
）
。

神
田
川
の
開
削
は
度
々
氾
濫
を
起
こ
し
た
平
川
、
小
石
川
、

石
神
井
川
の
治
水
対
策
で
も
あ
っ
た
。
次
に
神
田
川
、
飯

田
橋
辺
り
か
ら
江
戸
城
西
側
の
外
堀
が
掘
削
さ
れ
て
い
く
。



〈
江
戸
城
東
湾
岸
の
埋
め
立
て
と
舟
運
路
開
発
〉

そ
し
て
神
田
川
和
泉
橋
付
近
か
ら
隅
田
川
河
口
に
向

か
っ
て
浜
町
川
を
掘
削
。
途
中
、
江
戸
城
に
向
か
っ
て
龍

閑
川
を
引
く
。
こ
れ
ら
は
重
要
な
運
搬
ル
ー
ト
に
な
る
。

次
い
で
日
本
橋
川
か
ら
汐
留
に
い
た
る
江
戸
湾
沿
い
の
東

面
を
海
に
向
か
っ
て
埋
め
立
て
る
。
日
本
橋
川
か
ら
汐
留

ま
で
の
縦
の
舟
運
路
、
楓
川
、
三
十
間
堀
川
を
開
削
。
こ

の
ラ
イ
ン
が
当
時
の
悔
岸
線
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
を
埋
め

立
て
て
い
っ
て
、
楓
川
、
三
十
間
堀
川
を
造
っ
て
い
る
。

最
初
か
ら
緻
密
な
舟
連
路
の
絵
図
面
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
工
事
の
仕
方
で
あ
る
。
三
十
間
堀
川
の
終
点
は
汐
留
。

す
な
わ
ち
溜
池
か
ら
汐
留
ま
で
の
汐
留
川
を
外
堀
と
な

し
、
汐
留
で
三
十
間
堀
川
に
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
先
の
洵
に
向
か
っ
て
の
埋
め
立
て
地
は
水
路

で
仕
切
ら
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
地
形
と
し
て
形
成
し
て
い
く
。

例
え
ば
浜
御
殿
。
周
囲
は
水
路
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
こ
う

し
て
ブ
ロ
ッ
ク
地
形
（
地
区
）
ご
と
に
大
名
の
下
屋
敷
、

築
地
本
願
寺
、
霊
巌
寺
と
い
っ
た
具
合
に
割
り
当
て
が
な

さ
れ
て
い
く
。
亀
島
川
は
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
間
を
縫
う
大
き

な
流
れ
で
あ
る
。
京
橋
川
は
江
戸
の
中
核
か
ら
海
へ
と
繋

が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
資
運
搬
の
舟
が
自
由
に
海

か
ら
入
れ
る
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
を
俯
厳
す
る
と
、

堀
や
運
河
は
江
戸
城
の
城
郭
を
幾
重
に
も
取
り
巻
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
の
都
市
造
り
は
、
舟
運

路
を
軸
に
設
計
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
広
大
な
江
戸
城
を
囲
む
、
「
の
」
の
字
の
形

で
身
内
の
家
臣
団
か
ら
順
に
屋
敷
が
建
設
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
、
そ
の
周
囲
に
職
種
ご
と
に
町
人
町
が
で
き
て
い

く
。
こ
う
し
て
当
時
、
世
界
で
も
ま
れ
な
る
舟
運
路
に
囲

ま
れ
た
合
理
的
な
大
都
市
が
誕
生
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

〈
塩
の
舟
運
…
小
名
木
川
の
掘
削
〉

全
国
か
ら
江
戸
へ
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
城
建
設
の

前
に
家
康
は
塩
の
導
入
運
搬
ル
ー
ト
に
着
手
す
る
。
当
時
、

塩
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
貴
重
な
品
。
幸
い
行
徳
は
全
国
有

数
の
塩
の
名
産
地
。
こ
の
塩
を
安
定
的
に
持
ち
込
む
船
運

ル
ー
ト
に
着
手
し
た
。
湿
地
帯
と
な
っ
て
い
る
陸
上
ル
ー

ト
で
は
輸
送
は
困
難
。
そ
し
て
江
戸
湾
伝
い
の
海
ル
ー
ト

は
埋
め
立
て
が
進
行
中
の
上
、
波
の
影
響
も
あ
る
。
そ
こ

で
深
川
の
海
岸
線
内
側
に
東
へ
運
河
を
掘
削
、
こ
れ
が
小

名
木
川
で
あ
る
。
東
へ
ど
ん
ど
ん
掘
削
す
る
と
利
根
川
（
後
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江戸の川を歩く

主
な
舟

の
中
川
）
に
ぶ
つ
か
る
。
利
根
川
を
柚
切
り
さ
ら
に
新
川

堀
を
掘
削
。
す
る
と
、
渡
良
瀬
川
（
後
の
江
戸
川
）
の
流

れ
に
出
る
。
こ
れ
を
横
切
れ
ば
行
徳
で
あ
る
。
家
康
は
塩

の
増
産
に
力
を
入
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
ル
ー
ト
は
塩
だ
け

で
な
く
、
野
菜
、
穀
物
の
搬
送
に
も
貢
献
し
た
。
小
名
木

川
は
江
戸
最
初
の
食
品
流
通
舟
運
ル
ー
ト
な
の
で
あ
る
。

〈
本
所
、
深
川
の
舟
運
路
〉

埋
め
立
て
に
よ
り
新
た
に
造
り
だ
さ
れ
た
広
大
な
本

所
、
深
川
地
区
に
も
、
極
め
て
計
画
的
な
縦
横
碁
盤
の
目

の
よ
う
な
舟
運
路
が
完
成
す
る
。
横
に
北
割
下
水
、
南
割

下
水
、
竪
川
、
小
名
木
川
、
十
間
川
、
大
島
川
、
木
場
。

縦
に
大
横
川
、
横
十
間
川
（
江
戸
城
に
向
か
っ
て
横
に
流

れ
て
い
る
た
め
）
。
全
て
の
川
は
隅
田
川
か
ら
水
を
引
き

入
れ
、
中
川
と
も
繋
が
っ
て
い
る
。
景
観
的
に
も
ま
さ
に

東
洋
の
ヴ
ェ
ニ
ス
と
形
容
さ
れ
た
水
の
都
の
完
成
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
舟
運
路
が
本
所
、
深
川
の
発
展
を
促
進

し
た
の
で
あ
る
。

結
果
、
江
戸
城
を
囲
ん
で
張
り
巡
ら
さ
れ
た
、

運
路
を
示
し
た
の
が
図
l

で
あ
る
。

玉III如k

`1 、.1ｷｷｷｷ 

,1̀ 
木名

竪

4
 

江戸湾

39 



2
 
江
戸
周
辺
の
舟
運
路
の
開
発

〈
利
根
川
の
東
遷
、
荒
川
の
西
遷
〉

家
康
入
府
以
前
、
江
戸
周
辺
の
川
は
ど
の
よ
う
に
流
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
驚
く
こ
と
に
関
東
屈
指
の
大
動

脈
、
利
根
川
は
南
下
し
て
江
戸
の
東
側
を
流
れ
江
戸
湾
に

注
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
東
に
は
寄
り
添

う
よ
う
に
渡
良
瀬
川
が
走
り
、
同
じ
く
江
戸
湾
に
注
い
で

い
た
。
ま
た
大
き
な
河
川
、
荒
川
は
東
南
に
流
れ
、
こ
の

利
根
川
に
合
流
し
て
お
り
、
荒
川
沿
い
に
走
る
綾
瀬
川
も

同
じ
く
利
根
川
に
注
い
で
い
た
。
さ
ら
に
江
戸
の
西
側
か

ら
は
入
間
川
が
入
り
、
そ
の
北
か
ら
降
り
て
く
る
和
田
吉

野
川
、
市
野
川
と
合
流
し
、
江
戸
湾
に
向
か
っ
て
流
れ
て

い
た
（
隅
田
川
）
。

百
万
都
市
を
作
る
に
は
、
米
を
は
じ
め
と
す
る
大
量
の

物
資
が
江
戸
に
運
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
戸
の
周

囲
、
水
戸
ま
で
の
関
東
平
野
、
房
総
を
含
む
広
大
な
地
域
。

こ
こ
を
穀
倉
地
帯
と
化
し
、
江
戸
へ
の
物
資
搬
入
路
を
造

る
。
こ
れ
が
家
康
の
狙
い
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
大
動
脈

に
な
る
の
が
荒
川
で
あ
り
、
利
根
川
で
あ
る
。
こ
う
し
て
利

1 図 2 江戸周辺の舟運路開発 I

⇒ 
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『浄土』掲示板

文書伝道

腹
が
上-ヽ

つ

ブ時
ツ
はブ
ブッ
ツブ
でツ
も申
せ

な
む
あ
み
だ
仏

東

都 京

高

築 砂

峰
大
秀

昭
畠
住
職

根
川
の
東
遷
、
荒
川
の
西
遷
と
い
う
大
事
業
が
計
画
さ
れ

い
な
た
だ
っ
ぐ

た
。
家
康
は
責
任
担
当
者
に
伊
奈
忠
次
を
抜
擢
す
る
。
信

長
が
本
能
寺
で
討
た
れ
た
後
、
伊
賀
越
え
で
脱
出
す
る
家

康
を
助
け
た
腹
心
の
部
下
で
あ
る
。
そ
し
て
既
に
こ
の
時

か
ら
、
家
康
は
川
の
治
水
、
土
木
工
事
に
長
け
た
彼
の
才
能

を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
家
康
は
忠
次
に
利
根
川
沿

い
に
任
地
（
今
の
埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
、
鴻
巣
）
を
与

え
、
治
水
奉
行
も
併
せ
持
っ
た
関
東
代
官
頭
に
任
命
す
る
。

〈
利
根
川
の
東
遷
事
業
〉

江
戸
湾
に
流
れ
込
ん
で
い
る
利
根
川
を
銚
子
に
向
か
わ

せ
る
東
遷
。
具
体
的
に
は
江
戸
に
向
か
う
流
路
を
遮
断
し
、

銚
子
に
流
れ
込
ん
で
い
る
常
陸
川
に
繋
げ
拡
張
す
る
。
並

行
し
て
江
戸
湾
に
入
っ
て
い
る
渡
良
瀬
川
を
新
利
根
川
が

受
け
止
め
る
。
ま
た
、
鬼
怒
川
、
小
貝
川
の
流
れ
を
ま
っ

す
ぐ
下
（
南
）
に
変
え
、
こ
れ
も
横
一
線
の
利
根
川
に
直

結
さ
せ
る
。
結
果
、
水
量
豊
富
な
渡
良
瀬
川
、
鬼
怒
川
、

小
貝
川
が
揃
っ
て
北
か
ら
利
根
川
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
霞
ヶ
浦
南
か
ら
の
常
陸
川
の
流
れ
を
銚
子
の
手
前
で

利
根
川
に
繋
げ
る
。
こ
れ
に
よ
？
て
ト
ー
北
か
ら
の
物
資
を

霰
ヶ
浦
、
利
根
川
経
由
で
江
戸
に
：
·
が
可
能
と
な
る
。
そ

せ
き
や
ど

し
て
最
も
重
要
な
工
事
、
利
根
川
の
水
を
関
宿
か
ら
江
戸

湾
に
向
か
わ
せ
る
新
た
な
分
流
を
造
る
。
こ
れ
が
江
戸
川

で
あ
る
（
元
渡
良
瀬
川
跡
を
利
用
）
。
江
戸
川
は
文
字
通
り
、

江
戸
へ
の
物
資
船
運
の
主
航
路
で
あ
る
。
こ
う
し
て
関
東

の
物
資
は
全
て
利
根
川
経
由
で
江
戸
に
運
ば
れ
る
舟
運
路

が
完
成
す
る
。
関
東
の
物
資
は
渡
良
瀕
川
、
鬼
怒
川
、
小

貝
川
、
霞
ヶ
浦
を
下
っ
て
利
根
川
に
入
り
、
江
戸
川
経
由

で
江
戸
に
到
達
す
る
。
さ
ら
に
東
北
か
ら
の
物
資
を
開
発

41 



さ
れ
た
東
航
路
経
由
で
銚
子
ま
で
下
り
、
銚
子
湊
か
ら
利

根
川
に
入
り
、
江
戸
川
経
由
で
輸
送
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
（
銚
子
か
ら
房
総
沖
経
由
は
黒
潮
と
親
潮
が
ぶ
つ

か
る
危
険
ゾ
ー
ン
の
た
め
）
。

〈
中
川
の
舟
運
〉

利
根
川
の
東
遷
後
、
江
戸
へ
の
流
れ
は
遮
断
さ
れ
、
川

跡
の
み
残
っ
た
（
古
利
根
川
）
。
し
か
し
、
途
中
か
ら
は

元
荒
川
や
綾
瀬
川
が
流
れ
込
ん
み
大
い
な
る
流
れ
と
な
っ

て
江
戸
湾
に
注
い
で
い
る
。
そ
こ
で
江
戸
湾
に
入
る
隅
田

川
、
江
戸
川
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
の

利
根
川
の
川
路
を
中
川
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

将
軍
吉
宗
の
時
、
東
遷
さ
れ
た
利
根
川
が
氾
濫
を
起
こ
し
、

旧
河
床
に
流
れ
込
み
、
被
害
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
っ
た
た

め
（
古
利
根
川
の
悪
水
落
と
し
）
、
吉
宗
は
綾
瀬
川
合
流
点

ま
で
の
流
路
を
造
る
工
事
を
一
七
二
九
（
享
保
十
四
）
年
、

井
沢
為
永
に
命
じ
た
。
散
在
し
て
い
た
池
や
沼
を
つ
な
ぎ

合
わ
せ
、
蛇
行
す
る
流
れ
と
な
っ
た
が
、
川
幅
は
拡
張
さ

れ
氾
濫
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。
と
も
か
く
中
川
、
綾
瀬

川
経
由
の
舟
運
は
大
い
に
栄
え
た
。
広
重
の
中
川
番
所
の

絵
に
は
、
木
材
の
筏
乗
り
運
搬
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

〈
荒
川
の
西
遷
〉

一
方
か
つ
て
旧
利
根
川
に
接
続
し
て
い
た
大
河
川
の

荒
川
は
、
熊
谷
市
久
下
で
締
め
切
ら
れ
江
戸
湾
に
向
か
っ

て
南
下
。
和
田
吉
野
川
、
市
野
川
を
吸
収
し
、
さ
ら
に
西

か
ら
流
れ
て
く
る
入
間
川
を
加
え
、
最
後
は
隅
田
川
と

な
っ
て
江
戸
湾
に
落
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
荒
川
の
西
遷
で

あ
る
。
こ
の
付
け
替
え
工
事
は
一
六
二
九
（
寛
永
六
）
年

に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
東
部
の
新
田
開
発
や
荒
川

を
利
用
し
た
舟
運
に
よ
っ
て
集
ま
る
物
資
も
江
戸
を
百
万

都
市
に
押
し
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
工
事
責
任
者
は
伊
奈

た
だ
は
る

忠
次
の
子
、
伊
奈
忠
治
で
あ
る
。

利
根
川
の
東
遷
工
事
は
一
五
九
四
（
文
禄
三
）
年
に
始

ま
り
、
一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
ま
で
約
七
十
年
の
歳
月
を

費
や
す
こ
と
に
な
る
。
伊
奈
忠
次
に
始
ま
り
、
そ
の
子
忠

た
だ
か
つ

治
、
孫
の
忠
克
と
、
親
子
三
代
に
渡
る
大
工
事
で
あ
っ
た
。

伊
奈
家
は
代
々
関
東
代
官
頭
を
引
き
継
ぎ
、
こ
の
大
変
な

工
事
を
や
り
遂
げ
た
。
ま
さ
に
神
様
的
な
存
在
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
百
万
都
市
江
戸
を
醸
成
す
る
物
資
運
搬
の

主
要
舟
連
路
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
後
編
に
つ
づ
く
）
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コ
ン
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新
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て
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ま
す
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神
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岐
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中
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四
国
新
聞
・
徳
島
新
聞
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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）
加藤昌康（下北沢・森巌寺）
粂原恒久（川越・述馨寺）
粂原勇慈（甲府・瑞泉寺）
佐藤孝雄（鎌倉・高徳院）
佐藤久雄（品川・師行寺）
佐藤良純（小石川・光圃寺）
東海林良雲（塩釜・雲上寺）
河本悠大（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・実柑寺）
中村瑞貴（仙台・愚鈍院）
成田昌憲（世田谷・大吉寺）
野上智徳（静岡・宝台院）
藤田得三（鴻巣．勝顧寺）
堀田卓文（静岡・蔀陽院）
本多将敬（両国・回向院）
松濤泰彦（芝・、夜松院）

水科善隆（長野・ 3忍疫寺）
（敬称略•五十音順）

今
月
号
よ
り
「
み
ん
な
の
境
内
」
と
「
浄
土
掲

示
板
J、
二
つ
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
新
企
画
が
登
場
。

「
み
ん
な
の
境
内
」
は
い
わ
ゆ
る
会
員
の
ペ
ー

ジ
。
当
会
は
会
員
の
支
援
で
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
大
事
な
会
員
の
皆
様
か
ら
の
梢
報
や

お
声
を
お
問
か
せ
い
た
だ
く
企
画
で
す
。
も
ち

ろ
ん
初
回
は
狙
い
打
ち
、
電
話
や
直
接
お
会
い

し
て
お
願
い
し
た
方
々
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま

し
た
。
北
悔
道
か
ら
沖
縄
ま
で
の
読
者
を
持
つ

本
誌
で
す
。
会
員
の
皆
様
か
ら
の
お
便
り
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

「
浄
土
掲
示
版
」
の
初
回
は
掲
示
伝
道
で
す
。

道
詠
（
仏
の
教
え
を
説
く
和
歌
）
や
お
寺
の
行

事
に
合
わ
せ
た
俳
句
も
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

前
編
集
長
も
こ
の
後
記
を
俳
句
で
始
め
て
い
ま

し
た
。
こ
ち
ら
も
皆
様
の
投
句
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

今
月
の
巻
頭
は
寺
院
紀
行
。
こ
の
寺
院
紀
行
、

第
一
回
は
平
成
1
1
年
の
新
年
号
で
仙
台
の
定
義

如
来
こ
と
西
方
寺
さ
ん
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
今

回
で
1
2
0

か
寺
目
と
な
り
ま
し
た
。
世
間
同

様
、
寺
の
世
界
も
隣
の
お
寺
な
の
で
挨
拶
や
行

事
で
行
き
来
は
す
る
も
の
の
、
意
外
と
矧
ら
な

い
こ
と
ば
か
り
、
と
い
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で

す
。
こ
の
寺
院
紀
行
、
色
々
な
切
り
口
で
そ
の

お
寺
や
住
職
を
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
楽

し
み
下
さ
い
。

今
月
登
場
い
た
だ
い
た
の
は
本
郷
駒
込
の
浄

心
寺
。
二
代
に
わ
た
り
個
性
的
、
活
動
的
な
ご

住
職
の
寺
で
す
。

ホームページ jodo.ne.jp/ 

メールア）‘‘レス、 hounen@jodo.ne.jp 

月
号
狛
餅
ハ
h

円

年
会
収
ハ

T
円
ー

昭
和
|
年

h
J
I
I
I
I

第
：
．
種
郵
使
物
認n
r

印
刷
令
相
年
ー

1
1
．
十
日

.. .. 

発
行
令
相
．

1
1
ー
！
ー

発
行
人
佐
藤
良
純

編
集
人
ー
長
谷
川
岱
潤

印
刷
所
1

林
式
会
社
暁
印
刷

〒
こ

Q
l
e
,
0
0
1

―

束
＂
小
都
沿I
x芝
公
園
四
＇
し
＇
四
明
照
会
館
四
階

発
行
所
法
然
上
人
鑽
仰
会

屯
話

0•• 

（•
L
L

八
）
六
九
四
卜

F
A
X
0
:
•
(：
i
i
iし
八
）
し
o
:
·
·ぃハ

振
替

o
o
·
八
0
,
八
＇
八
八
し

浄
土

編
躾
長

編
躾
部
員

八
|
し
ハ
巻
ー

カ
メ
ラ
マ
ン
の
鬼
悔
弘
雄
氏
が

1
0月
1
9日
、

7
5歳
で
ご
逝
去
さ
れ
た
。
氏
な
ら
で
は
魅
力
的

な
写
真
で
通
算

6
0回
、
6

年
に
わ
た
り
本
誌
の

表
紙
を
飾
っ
て
い
た
だ
い
た
。
謹
ん
で
哀
悼
の

意
を
表
わ
し
た
い
。
（
村
田
）

村
田
洋
一

斎
藤
晃
道

佐
山
哲
郎

青
木
照
憲

平
井
泰
代
子

本
原
尭
道
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写仏、写経、写詠歌のこ案内
1 A4版の奉書の手本に筆ペンで直接なぞります。

' 2 写仏の仏画は仏師（前田昌宏師）のオリジナル。

3 写経は浄土宗 8常勤行式です。

4 写詠歌は法然上人四季の和歌と宗歌「月かげ」他。

甲し込み巳

お名前個人

年月日 .` ,·令<,”
メり9 J ヽ

寺院 教区 組 寺•院 寺院番号

お電話

こ住所 〒

写仏(6枚 1 組入り） 頒価： 2,000円 セット

※ 3 組 5,000円、 10組 18 、 000円他割引きあります。

写経(12枚5組入り）頒iilli:6,000円 セット

※寺院名（ ）入れる（無料） 寺院名 ( ）入れない

※三奉請（関東）と四奉請（関西）をお選び下さい。（ ）三奉請（ ）四奉請

写詠歌(5枚10組入り）頒価： 5,000円 セット

※送料、消費税は頒iilliに含みます。同封の請求書でお支払い下さい。

※お届けまで 2 週間ほどかかります。

※写イムと写詠歌は 1 組からでも注文できます。詳細はお問い合わせ下さい。

《お申し込みは本頁をコピー、ご記入の上、当会へご注文下さい》

法然上人鑽仰会

〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館4階

FAX : 03 3578 7036 Mail : hounen@jodo.ne.jp 

TEL : 03 3578 694 7 
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ヽ 91 会オリジナルの「‘If·シリーズ」に

廿仏が新登場。ゆっくりした時間のな

か、ごntで仏さまや法然 l：人のお姿

をなぞって心を通わせましょう。

---------
発
行
人
／
佐
藤
良
純
編
集
長
／
村
田
洋

【写仏】 6枚 1 セット

阿弥陀如来

観音菩薩

勢至菩薩

薬師如来

地蔵菩薩

法然上人

疫
病
退
散
を
願
い

仏
さ
ま
を

写
し
ま
し
ょ
う

4
 

”
皇
5
-

鰊
9

“
上

※ 

お申し込みは
裏面へ

法然上人鑽仰会
〒 105-0011 束）は都沿区芝公園 4-7-4 明照会飢 4 階

お間い合わせは FAX またはメールでお願い致します。

FAX : 03 3578 7036 Mail : hounen@jodo.neJp 

TEL : 03 3578 694 7 
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