
　

中
学
に
入
学
し
て
ま
も
な
い
こ
ろ
で

し
た
。
ま
さ
か
う
ち
の
娘
が
不
登
校
に

な
る
な
ん
て
、
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
し
て
外
出
も
し
な
く
な
り
、

人
に
会
う
の
も
嫌
が
り
、
誰
も
受
け
つ

け
な
い
昼
夜
逆
転
の
日
々
が
続
い
た
の

で
す
。
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
対
処

し
て
い
い
の
か
迷
う
ば
か
り
で
、
不
安

と
焦
り
が
募
り
、
心
も
身
体
も
ボ
ロ
ボ

ロ
の
よ
う
な
毎
日
で
し
た
。
あ
ん
な
に

明
る
く
活
発
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
意

欲
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
娘
が
、
一
変

し
て
し
ま
う
な
ん
て
…
…
。
ま
る
で
何

か
に
取
り
つ
か
れ
て
し
ま
っ
て
、
心
ま

で
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
え
る
よ
う
で
し
た
。

　

教
育
相
談
を
受
け
た
り
、
児
童
心
理

学
の
教
授
に
お
会
い
し
た
り
、
な
ん
と

か
以
前
の
元
気
な
娘
に
戻
っ
て
ほ
し
い

と
私
た
ち
は
必
死
で
し
た
。
当
時
の
娘

は
、
私
た
ち
以
上
の
や
り
場
の
な
い

苦
し
み
に
立
ち
向
か
い
、
も
が
き
苦
し

ん
で
い
た
の
だ
と
、
つ
く
づ
く
思
い
ま

す
。

　

中
学
三
年
の
十
月
頃
、
そ
ろ
そ
ろ
高

校
進
学
の
進
路
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
が
き
ま
し
た
。「
私
も

高
校
に
行
き
た
い
！
で
も
、
入
学
で
き

る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
」
不
安

を
募
ら
せ
る
ば
か
り
の
娘
に
、
私
た
ち

は
「
日
本
全
国
探
せ
ば
、
ど
こ
か
あ
る

よ
！
そ
れ
で
も
な
け
れ
ば
世
界
中
ど
こ

で
も
探
し
て
み
る
よ
！
」
と
励
ま
し
て

い
ま
し
た
。
こ
の
娘
が
行
き
た
い
と
い

う
高
校
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
で

も
、
や
っ
て
や
り
た
い
と
心
底
そ
う
思

っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
以
前
娘
が
取
り
置

き
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、
一
本
の

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
見
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
が
北
星
余
市
高
校
で
し
た
。「
私

こ
の
学
校
な
ら
行
け
る
か
も
し
れ
な

い
」。
娘
の
口
か
ら
ポ
ツ
リ
と
こ
ん
な

言
葉
が
出
た
の
で
す
。
暗
く
長
か
っ
た

ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
に
、
ポ
ッ
カ
リ
と

光
が
見
え
た
よ
う
な
思
い
で
し
た
。

　

そ
し
て
一
月
の
寒
い
北
海
道
に
、
学

校
見
学
に
行
っ
た
の
で
す
。
あ
た
り
一

面
凍
り
つ
く
よ
う
な
雪
の
な
か
、
冬
の

海
は
ね
ず
み
色
の
波
が
暗
く
重
く
見
え

ま
し
た
。
こ
ん
な
見
知
ら
ぬ
遠
い
北
の

地
で
、
本
当
に
や
っ
て
ゆ
け
る
の
だ
ろ

う
か
不
安
で
し
た
。
そ
れ
以
上
に
娘
の

不
安
は
、
計
り
し
れ
な
い
も
の
だ
っ
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
続
く
）
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昨
年
は
天
台
宗
開
宗
千
二
百

年
慶
讃
の
総
授
戒
が
、
全
国
の

教
区
ご
と
に
盛
大
に
開
催
さ

れ
、
多
く
の
檀
信
徒
に
深
い
感

銘
を
与
え
ま
し
た
。

　

私
ど
も
の
教
区
で
も
三
会
場

に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

ど
の
会
場
も
戒
弟
と
な
ら
れ

る
お
方
は
ほ
と
ん
ど
お
年
寄
り

の
お
方
で
あ
り
ま
し
た
が
、
中

に
数
人
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ
て

小
学
生
、
中
学
生
と
思
し
き
童

子
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

姿
を
見
た
と
き
私
は
そ
の
家
庭

を
思
い
浮
べ
ま
し
た
。
無
理
や

り
連
れ
て
こ
ら
れ
た
訳
で
は
あ

り
ま
す
ま
い
。
き
っ
と
そ
の
家

で
は
、
夕
餉
の
後
の
団
ら
ん

で
語
り
合
う
場
が
必
ず
あ
る
の

で
し
ょ
う
。
お
授
戒
の
こ
と
も

そ
こ
で
話
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

仏
教
徒
に
は
五
戒
と
し
て
仏

教
徒
と
し
て
最
低
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
戒
律
が
あ
り
ま

す
。
殺
さ
な
い
、
盗
ま
な
い
、

正
し
い
男
女
関
係
を
保
つ
、
嘘

を
つ
か
な
い
、
間
違
っ
た
考
え

方
を
し
な
い
、
の
五
つ
で
す
。

こ
れ
を
更
に
つ
き
つ
め
て
言
え

ば
「
悪
い
事
を
し
な
い
」「
善

い
事
を
し
よ
う
」と
な
り
ま
す
。

　

叡
南
覚
範
先
生
は
新
聞
に

「
戒
を
ば
名
づ
け
て
孝
と
な
す
、

ま
た
制
止
と
名
づ
く
」
と
言
う

お
釈
迦
様
の
お
言
葉
を
引
用
し

て
現
代
人
の
守
る
べ
き
道
を
説

か
れ
ま
し
た
。

　

今
の
日
本
の
社
会
は
全
て
に

経
済
が
優
先
し
、
精
神
が
荒
廃

し
て
い
ま
す
。
こ
の
荒
廃
し
た

精
神
を
復
興
さ
せ
、
犯
罪
の
無

い
明
る
い
平
和
な
世
の
中
に
す

る
た
め
に
も
、
も
う
一
度
「
五

戒
」
の
精
神
を
肝
に
銘
じ
、
心

の
基
盤
で
あ
る
家
庭
を
し
っ
か

り
と
築
い
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。
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雪
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
そ

の
人
の
住
ん
で
る
場
所
に
よ
っ

て
違
う
。〝
白
い
妖
精
〟
な
ど

と
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
呼
び

名
で
愛
で
る
人
も
あ
れ
ば
〝
白

い
悪
魔
〟
と
恐
れ
る
場
合
も
あ

る
。

　

こ
の
冬
の
日
本
海
側
を
中
心

と
す
る
大
雪
被
害
は
酷
か
っ

た
。
雪
の
多
い
時
期
よ
り
も
一

カ
月
も
早
く
大
雪
が
来
た
。
連

日
の
雪
で
除
雪
も
ま
ま
な
ら

ず
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
家
屋
。

豪
雪
に
よ
り
多
く
の
命
が
失
わ

れ
た
。
圧
倒
的
な
自
然
の
前
に

無
力
感
を
感
じ
る
の
み
だ
。

　

初
め
て
豪
雪
地
の
悲
惨
さ
を

伝
え
た
鈴
木
牧
之
の
「
北
越
雪

譜
」
の
時
代
か
ら
百
七
十
年
も

経
つ
の
に
、
雪
の
前
に
有
効
な

手
だ
て
は
ま
だ
打
ち
出
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

怨
う
ら
みを
以も

っ

て
怨
に
報ほ

う

ぜ
ば

　

怨
止や

ま
ず
、

　

徳
を
以
て
怨
に
報
ぜ
ば

　

怨
即

す
な
わ

ち
尽つ

く
。

      

（
伝
教
大
師
・
伝
述
一
心
戒
文
）

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
、
ナ

チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
収
容
所
で
、

自
ら
他
の
囚
人
の
身
代
わ
り
に

な
る
と
申
し
出
て
飢
餓
刑
に
服

し
、
亡
く
な
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
神
父
が
い
ま
す
。

　

そ
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ノ
・
コ

ル
ベ
神
父
の
名
前
は
カ
ト
リ
ッ

ク
界
で
は
知
ら
な
い
も
の
が
い

な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
で

す
。

　

コ
ル
ベ
神
父
は
「
憎
し
み
か

ら
は
何
も
生
れ
な
い
。
愛
だ
け

が
創
造
す
る
」
と
い
う
言
葉
を

残
し
ま
し
た
。

　

伝
教
大
師
の
言
葉
と
、
コ
ル

ベ
神
父
の
言
葉
を
比
べ
て
み
て

く
だ
さ
い
。
千
二
百
年
前
に
伝

教
大
師
が
述
べ
ら
れ
た
言
葉

と
、
六
十
年
前
に
カ
ト
リ
ッ
ク

神
父
が
残
し
た
も
の
は
、
ほ
と

ん
ど
同
じ
だ
と
い
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、
時

代
背
景
を
考
え
れ
ば
、
当
時
コ

ル
ベ
神
父
が
伝
教
大
師
の
教
え

を
知
っ
て
い
た
と
は
思
え
ま
せ

ん
。

　

偉
大
な
宗
教
者
に
は
、
時
代

や
国
や
宗
派
を
超
え
て
共
通
す

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

「
真
理
」
で
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
今
、
世
界
で

は
テ
ロ
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
民

族
紛
争
で
は
、
数
十
万
人
、
数

百
万
人
が
虐
殺
さ
れ
た
と
い
う

報
道
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼

等
の
心
の
奥
底
に
潜
む
も
の
は

憎
し
み
で
す
。

　

人
間
は
、
心
の
持
ち
よ
う
に

よ
っ
て
鬼
（
悪
魔
）
に
も
な
れ

れ
ば
、
仏
（
神
）
に
も
な
れ
ま

す
。
そ
の
境
界
を
分
け
る
も
の

を
千
二
百
年
前
に
伝
教
大
師
は

お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
悪
事
千
里
を
走
る
」
と
い
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
千
里
を
走
る
の
は
、

悪
事
が
発
覚
し
て
か
ら
で
、
悪
い

　

発
覚
し
た
と
き
は
、
身
の
破
滅

と
い
う
の
を
、
私
た
ち
は
汚
職
や

破
廉
恥
罪
を
犯
す
人
の
例
で
、
嫌

に
な
る
ほ
ど
見
て
き
て
い
ま
す
。

　

つ
い
最
近
で
は
「
カ
ネ
で
買
え

な
い
も
の
は
な
い
」
と
豪
語
し
、

我
々
の
日
常
生
活
で
は
想
像
も
出

来
な
い
何
千
億
円
と
い
う
マ
ネ
ー

ゲ
ー
ム
に
踊
り
、
暗
転
し
た
経
営

者
の
例
を
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
き
ま

す
。

　

仏
教
で
は
人
間
の
心
を
蝕
む
も

っ
と
も
根
本
的
な
三
つ
の
煩
悩

を
毒
に
喩
え
て
三
毒
と
呼
び
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
貪と

ん
よ
く欲

（
む
さ
ぼ

り
）・
瞋し

ん
い恚
（
い
か
り
）・
愚ぐ

ち癡

（
お
ろ
か
さ
）
の
三
つ
で
す
。

「
貪と

ん
じ
ん
ち

瞋
癡
」
と
も
い
い
ま
す
。

  

私
た
ち
は
無
限
の
過
去
世
か

ら
、
こ
の
三
つ
の
煩
悩
を
も
っ
て

い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

原
因
と
な
り
、
私
た
ち
は
自
ら
の

身
に
様
々
な
悪
業
を
呼
び
込
ん
で

し
ま
う
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
三
毒
は
、
ま
さ
に
埋

み
火
の
よ
う
に
、
心
の
中
で
ぶ
す

ぶ
す
と
燻
り
続
け
て
、
や
が
て
は

自
分
自
身
を
滅
ぼ
す
原
因
と
な
る

の
で
す
。

　

毎
日
、
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
ば
か
り

で
す
。
青
少
年
の
凶
悪
犯
罪
や
、

悲
惨
な
事
故
、
名
門
と
い
わ
れ
た

人
々
の
骨
肉
の
争
い
、
政
治
不

信
、
あ
る
い
は
戦
争
に
い
た
る
ま

で
、
す
べ
て
は
人
間
の
持
っ
て
い

る
こ
の
三
毒
が
作
用
し
て
い
ま

す
。
先
に
挙
げ
た
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム

経
営
者
は
、
貪
の
最
た
る
も
の
で

す
。
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
自
覚

し
て
、
欲
の
少
な
い
少
欲
知
足
を

心
が
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
天
台
宗
で
は
、
折
に
ふ

れ
て
「
悔け

か過
」
の
法
要
を
行
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
罪
障
を

積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
禍

わ
ざ
わ
いを

、
み
仏
に
懺
悔
し
て
幸

福
を
呼
び
込
も
う
と
い
う
法
要
で

す
。
そ
の
時
に
は
必
ず
「
今
ま
で

の
あ
や
ま
ち
は
、
過
去
か
ら
の
貪

瞋
癡
に
よ
っ
て
、
体
や
言
葉
や
思

い
を
通
し
て
犯
し
た
も
の
で
す
。

今
、
こ
れ
ら
の
あ
や
ま
ち
を
、
全

て
残
ら
ず
告
白
し
許
し
を
請
い
ま

す
」
と
い
う
懺さ

ん
げ
も
ん

悔
文
を
唱
え
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
日
々
心
を
浄

め
、
身
を
正
し
て
生
き
る
こ
と
が

仏
の
教
え
で
あ
り
、
天
台
宗
の
教

え
で
あ
り
ま
す
。

犯
し
た
る
悪
し
き
業わ

ざ

は

新
た
に
搾し

ぼ

ら
れ
し

牛ち

ち乳
の
ご
と
く

た
だ
ち
に
凝か

た

ま
る
こ
と
な
し

さ
れ
ど
そ
の
業
は

灰
に
覆お

お

わ
れ
た
る

火
の
ご
と
く

燻い
ぶ

り
つ
つ

か
の
人
を
逐お

い
ゆ
く　

　

法
句
経　

七
一

　
　

第
五
章　
「
闇お

ろ
か
び
と愚

」　
　

よ
り

　

一
月
二
十
六
日
に
、
天
台
宗
は

宗
祖
伝
教
大
師
が
立
教
さ
れ
て
よ

り
千
二
百
年
の
祥
当
を
迎
え
ま
し

た
。
ご
勝
縁
に
逢
い
え
た
喜
び
を

か
み
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
記
念
す
べ
き
年

を
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
過
ご
し
て

は
な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。

　

守
護
国
界
章
に
お
い
て
宗
祖
大

師
は
「
一い

っ
さ
い切
の
有う

じ
ょ
う情
、
皆み

な

悉
こ
と
ご
と
く

成
仏
し
、
一
と
し
て
成

じ
ょ
う

ぜ
ざ
る
は

な
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
華
経
か
ら
の
お
言
葉
で
あ
り
ま

す
が
、
す
べ
て
の
も
の
は
仏
と
な

る
、
皆
と
共
に
そ
の
道
を
歩
み
た

い
と
い
う
の
が
宗
祖
大
師
の
願
い

で
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
日
本
社
会
は
非
常
に
病

ん
で
お
り
ま
す
。
開
宗
千
二
百
年

に
あ
た
り
私
た
ち
は
、
宗
祖
大
師

の
示
さ
れ
た
よ
う
に
す
べ
て
の
も

の
が
仏
と
な
る
よ
う
に
精
進
し
、

み
教
え
を
守
り
、
そ
の
み
心
を
大

事
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
今
の
日

本
を
再
生
さ
せ
る
道
で
あ
り
ま

す
。

　

宗
祖
大
師
の
開
か
れ
た
比
叡
山

れ
ま
す
。
私
た
ち
は
開
宗
千
二
百

年
に
あ
た
り
宗
祖
大
師
の
お
志
を

伝
え
続
け
て
ゆ
く
固
い
決
意
を
深

く
心
に
刻
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
は
、
宗
祖
の
み
教
え

を
実
践
し
、
弘
め
る
こ
と
が
、
何

よ
り
の
開
宗
千
二
百
年
の
報
恩
行

に
な
る
と
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
が
日
本
を
浄
仏
国
土
に

す
る
第
一
歩
と
な
り
、
世
界
平
和

へ
の
確
か
な
道
で
あ
る
と
信
じ
ま

す
。

　

文=

宗
務
総
長　

濱
中 

光
礼

　

総
本
山
延
暦
寺
で
は
、
森
定
慈

芳
前
執
行
の
辞
任
に
伴
う
後
任
執

行
選
挙
を
去
る
十
二
月
十
九
日
に

行
い
、
新
執
行
に
延
暦
寺
一
山
大

林
院
住
職
・
今
出
川
行
雲
師
（
大

僧
正
）
を
選
出
し
た
。
任
期
は
同

月
二
十
日
よ
り
三
年
間
。

　

今
出
川
新
内
局
の
副
執
行
は
次

の
通
り
。

▽
管
理
部
長
＝
小
森 

秀
惠
師

（
延
暦
寺
一
山
・
勝
華
寺
住
職
・
大
僧
正
）

▽
財
務
部
長
＝
佐
々
木 

光
澄
師

（
延
暦
寺
一
山
・
五
智
院
住
職
・
僧　
　

正
）

▽
法
務
部
長
＝
譽
田 

玄
光
師

（
延
暦
寺
一
山
・
眞
乗
院
住
職
・
僧　

正
）

▽
参
拝
部
長
＝
山
本 

光
賢
師

（
延
暦
寺
一
山
・
蓮
華
院
住
職
・
権
僧
正
）

▽
教
化
部
長
＝
横
山 

照
泰
師

（
延
暦
寺
一
山
・
護
心
院
住
職
・
大
僧
都
）

▽
総
務
部
長
＝
水
尾 

寂
芳
師

（
延
暦
寺
一
山
・
禅
定
院
住
職
・
大
僧
都
）

伝
教
大
師
の
み
教
え
を
未
来
へ

で
は
、
法
然
、
親
鸞
、
栄
西
、
道

元
、
日
蓮
な
ど
現
在
の
日
本
仏
教

を
支
え
る
多
く
の
宗
派
の
祖
師
方

が
学
ば
れ
ま
し
た
。
一
九
八
一
年

に
来
日
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
王
ヨ
ハ

ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
聖
下
が
、
日
本

の
代
表
的
指
導
者
を
前
に
伝
教
大

師
の
こ
と
を
「
日
本
仏
教
の
古
き

指
導
者
」
と
呼
ば
れ
た
ゆ
え
ん
で

あ
り
ま
す
。
仮
に
宗
祖
大
師
が
法

華
一
乗
の
ご
精
神
を
も
っ
て
天
台

宗
を
開
か
れ
な
け
れ
ば
、
今
の
日

本
仏
教
は
全
く
違
っ
て
い
た
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。　

　
「
一
隅
を
照
ら
す
」「
己
を
忘
れ

て
他
を
利
す
る
」
等
々
、
宗
祖
大

師
が
我
々
に
示
さ
れ
た
数
多
く
の

珠
玉
の
指
針
が
ご
ざ
い
ま
す
。
宗

祖
大
師
は
「
わ
が
志
を
述
べ
よ
」

と
の
ご
遺
戒
を
残
さ
れ
て
お
ら

天
台
宗
は
、
千
二
百
年
と
い
う
歴
史
を
刻
ん

だ
。
宗
祖
大
師
の
み
心
を
現
代
に
生
か
し
、

未
来
に
伝
え
る
た
め
、新
し
い
祈
り
と
実
践
の
日
々
が
始
ま
る
。

今出川行雲
延暦寺執行

こ
と
と
い
う
の
は
な
か
な
か
表
に

出
に
く
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、

新
し
く
搾
ら
れ
た
牛
乳
が
す
ぐ
に

は
固
ま
ら
な
い
の
と
同
じ
事
で

す
。

　

け
れ
ど
も
、
悪
行
が
な
か
な
か

発
覚
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
消

え
て
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
、
表
に

出
て
き
ま
す
。

　

悪
行
が
、
す
ぐ
に
バ
レ
る
の
な

ら
、
ま
だ
や
り
直
し
よ
う
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
発
覚
し
な
い
時
間
が

長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
悪
行
の
上

に
、
更
に
悪
行
が
積
み
重
な
っ
て

手
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
。
こ
れ
が
恐
い
。



　

中
国
、
唐
代
の
禅
僧
に
、
趙

ち
ょ
う
し
ゅ
う州 

従

（
七
七
八
︱
八
九
七
）
が
い
ま

す
。
百
二
十
歳
ま
で
生
き
た
人
で

す
。
そ
し
て
、
中
国
の
禅
僧
の
中
で

最
高
峰
に
位
置
す
る
人
物
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

あ
る
と
き
、
一
人
の
老
婆
が
や
っ

て
来
て
、
趙
州
に
質
問
し
ま
し
た
。

　
「
仏
教
で
は
、
女
性
は
障

さ
わ
り
が
重
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、

女
性
で
あ
る
わ
た
し
が
救
わ
れ
る
に

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か

…
…
」

　

こ
こ
に
は
女
性
差
別
の
発
想
が
あ

り
ま
す
が
、
昔
の
話
だ
か
ら
し
ば
ら

く
目
を
瞑つ

ぶ

っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
趙

州
は
老
婆
に
こ
う
答
え
ま
し
た
。

　
「
願
わ
く
ば
、
い
っ
さ
い
の
人
が

天
界
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
願
わ
く

ば
、
婆ば

ば々

の
永

と
こ
し
えに

苦
海
に
沈
ま
ん

こ
と
を
（
願
一
切
人
生
天
、
願
婆
婆

永
沈
苦
海
）」

　

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
酷ひ

ど

い
言
葉
で
す

ね
。
禅
僧
と
も
あ
ろ
う
人
が
、
こ
ん

な
言
葉
を
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
思
い
た
く
な
り
ま
す
よ

ね
。

　

だ
が
、
じ
つ
は
こ
れ
が
慈
悲
の
言

葉
な
ん
で
す
。

　

考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
趙
州
は

ほ
か
に
ど
ん
な
言
葉
を
言
う
こ
と
が

で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
老
婆
自
身

が
、
自
分
の
救
い
の
な
い
こ
と
を
自

覚
し
て
い
ま
す
。
昔
の
人
々
は
、
女

性
が
成
仏
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
た
の
で
す
（
も
っ
と
も
、
男
性
だ

っ
て
、ま
ず
成
仏
は
不
可
能
で
す
）。

だ
か
ら
、
老
婆
は
自
分
が
地
獄
に
落

ち
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
老

婆
に
、「
い
や
、
あ
ん
た
、
努
力
を

す
れ
ば
救
わ
れ
る
よ
」
と
説
け
ば
、

そ
れ
は
気
休
め
の
言
葉
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
気
休
め
と
い
う
よ
り
、
も

っ
と
性た

ち

の
悪
い
言
葉
で
す
。
そ
れ
は

イ
ン
チ
キ
宗
教
が
説
く
言
葉
で
し
か

な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
言
葉
で
、
老

婆
は
救
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
救
わ

れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
救
わ
れ
な
い
ど
こ

ろ
か
、
そ
ん
な
言
葉
を
聞
け
ば
、
き

っ
と
老
婆
は
怒
り
だ
す
で
し
ょ
う
。

　

だ
か
ら
趙
州
は
、
老
婆
に

　

︱ 

あ
き
ら
め
よ
！
︱

と
教
え
た
の
で
す
。
救
い
を
あ
き
ら

め
て
、
地
獄
に
落
ち
て
（
苦
海
に
沈

ん
で
）、
そ
こ
で
し
っ
か
り
と
生
き

れ
ば
よ
い
。
苦
し
み
な
が
ら
生
き
る

の
で
す
。
そ
う
い
う
生
き
方
も
す
ば

ら
し
い
。
気
楽
に
酔
生
夢
死
の
生

き
方
、
極ご

く
ら
く
と
ん
ぼ

楽
蜻
蛉
の
生
き
方
を
す
る

ば
か
り
が
人
生
で
は
な
い
の
で
す
。

苦
し
み
に
呻
き
つ
つ
生
き
る
生
き
方

も
、
あ
ん
が
い
お
も
し
ろ
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
要
は
覚
悟
の
問
題
で

す
。
趙
州
は
老
婆
に
、
そ
の
覚
悟
を

持
て
、
と
教
え
た
の
で
す
。
わ
た
し

は
そ
う
思
い
ま
す
。

　

世
の
中
に

は
、
仏
教
を
学

べ
ば
幸
せ
に
な

る
と
思
っ
て
い

る
人
が
い
ま

す
。
わ
た
し
に

言
わ
せ
れ
ば
、

そ
れ
は
大
ま
ち

が
い
で
す
。

　

こ
の
世
の

中
、
そ
れ
ほ
ど
公
平
・
平
等
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
努
力
し
て
も
、

が
上
が
ら
な
い
人
は
大
勢
い
ま

す
。
あ
る
教
団
に
入
信
す
れ
ば
、
た

ち
ま
ち
幸
せ
に
な
れ
る
︱
そ
ん
な
簡

単
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、
仏
教
を
学
べ

ば
、
苦
し
み
を
苦
し
み
と
し
て
し
っ

か
り
耐
え
ら
れ
る
力
が
得
ら
れ
る
の

で
す
。
悲
し
み
を
悲
し
み
と
し
て
受

け
容
れ
る
力
が
得
ら
れ
る
。
仏
教
は

そ
の
力
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で

す
。
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白
い
息
を
吐
き
な
が
ら
、
小
学

生
た
ち
が
集
団
登
校
し
て
ゆ
く
。

　

私
た
ち
の
時
代
も
、
集
団
登
校

は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
高
学
年
の

者
が
、
低
学
年
の
世
話
を
す
る
と

い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。
現

在
は
、
保
護
者
が
つ
き
そ
い
、
危

険
か
ら
子
ど
も
の
命
を
護
る
形
で

あ
る
。
ど
こ
に
魔
が
潜
ん
で
い
る

か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

か
つ
て
は
大
人
が
「
風
邪
を
ひ

く
な
よ
」
と
か
「
先
生
の
い
う
こ

と
を
よ
く
聞
け
よ
」
と
い
う
よ
う

に
気
軽
に
声
を
か
け
る
風
景
が
よ

く
見
ら
れ
た
が
、
今
は
、
見
知
ら

ぬ
人
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ

ば
、
即
座
に
「
変
質
犯
罪
者
」
扱

い
さ
れ
か
ね
な
い
雰
囲
気
だ
。

　

重
苦
し
い
時
代
だ
と
思
う
が
、

こ
れ
だ
け
弱
者
を
狙
っ
た
残
虐
な

犯
罪
が
多
発
す
れ
ば
仕
方
も
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
し
か
し

我
々
の
社
会
を
覆
い
は
じ
め
て
い

る
異
常
さ
は
、
犯
罪
者
の
個
人
的

資
質
よ
り
も
、
日
本
全
体
の
根
腐

れ
を
感
じ
さ
せ
る
。

  

か
つ
て
日
本
人
に
は
、
恥
や

矜
き
ょ
う

恃じ

と
い
う
譲
れ
ぬ
規
範
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク

ア
ニ
マ
ル
と
酷
評
さ
れ
た
頃
か
ら

崩
れ
始
め
、
イ
ジ
メ
に
至
り
、
バ

ブ
ル
の
後
、
勝
ち
組
負
け
組
と
い

う
身
も
世
も
な
い
選
別
社
会
を
経

て
、
そ
の
歪
み
が
今
日
の
事
態
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
て
な
ら
な
い
。

　

自
分
の
欲
望
を
満
た
す
た
め

に
、
子
ど
も
を
誘
拐
し
て
殺
す
な

ど
と
い
う
こ
と
は
冷
血
の
限
り
で

あ
る
。
が
、
自
己
の
欲
望
を
満
た

す
た
め
に
、
欠
陥
住
宅
を
造
る
、

あ
る
い
は
、
振
り
込
み
詐
欺
を
働

く
、
ま
た
、
自
分
の
子
ど
も
を
虐

待
す
る
な
ど
の
「
根
腐
れ
」
は
類

挙
に
暇
が
な
い
。

　

お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た
五
戒
を

こ
と
あ
る
毎
に
訴
え
て
ゆ
き
た

い
。
そ
の
一
番
最
初
は
「
汝
、
殺

し
て
は
な
ら
な
い
」
で
あ
り
、
二

番
目
は
「
汝
、
盗
ん
で
は
な
ら
な

い
」
と
あ
る
。

集
団
登
校

天
台
宗
出
版
室
長　

小 

林  

祖 
承 　

セ
ツ
ブ
ン
ソ
ウ
は
、
温
暖
な

地
方
で
は
節
分
の
頃
か
ら
咲

き
始
め
る
。
そ
れ
が
名
前
の
由

来
だ
。

　

節
分
の
二
月
三
日
、
天
台
宗

の
寺
々
で
は
夕
方
か
ら
般
若
心
経
を
一
年
の
日
数

分
だ
け
唱
え
る
行
事
が
あ
る
。
無
動
寺
谷
の
小
僧

だ
っ
た
こ
ろ
の
私
も
、
阿
闍
梨
さ
ん
が
焚
く
護
摩

壇
わ
き
の
板
の
間
に
座
っ
て
、
心
経
を
唱
え
続
け

て
い
た
。
そ
れ
は
毎
年
の
行
事
だ
っ
た
。

　

が
、東
京
・
目
黒
の
生
家
の
寺
で
は
父
亡
き
後
、

母
親
が
「
節
分
は
星
祭
り
だ
か
ら
心
経
は
一
千
巻

あ
げ
る
も
の
で
す
」
と
い
っ
て
譲
ら
な
い
。
参
詣

の
信
者
さ
ん
と
数
を
振
り
分
け
、
住
職
が
護
摩
を

焚
く
わ
き
で
百
回
以
上
心
経
を
読
む
が
、
大
き
な

木
魚
を
叩
く
役
が
私
と
決
ま
っ
て
い
た
。
日
頃
、

朝
夕
、
叩
い
て
い
れ
ば
と
も
か
く
、
年
に
一
度
、

厳
寒
期
に
二
時
間
以
上
も
木
魚
を
打
ち
通
す
に
は

腕
の
力
が
続
か
ず
、
五
十
五
歳
の
節
分
を
め
ど
に

若
い
副
住
職
に
譲
っ
て
リ
タ
イ
ア
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。

　

さ
て
、
セ
ツ
ブ
ン
ソ
ウ
は
養
分
の
少
な
い
石
灰

質
の
土
地
に
ま
と
ま
っ
て
咲
く
。
関
東
で
は
秩
父

の
大
滝
村
や
、
古
代
遺
跡
の
あ
る
栃
木
県
佐
野
市

の
星
野
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
・
ハ

ノ
ー
バ
ー
万
博
の
開
催
前
に
行
っ
た
同
市
郊
外
の

荒
れ
地
に
見
渡
す
限
り
咲
い
た
セ
ツ
ブ
ン
ソ
ウ
の

見
事
さ
に
は
感
動
し
た
。
現
地
で
は
「
ヴ
ィ
ン
タ

ル
・
シ
ュ
ル
テ
ン（
冬
の
星
）」と
呼
ぶ
そ
う
だ
が
、

コ
ー
ト
の
襟
を
立
て
、
底
冷
え
の
す
る
寒
さ
に
震

え
な
が
ら
見
た
花
の
美
し
さ
は
格
別
だ
っ
た
。

　

生
家
の
節
分
に
は
ご
無
沙
汰
し
て
い
る
が
、

九
十
三
歳
に
な
る
母
は
い
た
っ
て
元
気
だ
か
ら
、

自
説
を
曲
げ
ず
、
長
時
間
を
掛
け
て
一
千
巻
の
般

若
心
経
を
唱
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。
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表
紙
や
見
返
し
、
本
紙
や
写
経

の
文
字
、
さ
ら
に
軸
・
紐
・
題
箋

な
ど
に
装
飾
を
ほ
ど
こ

し
た
写
経
を
装
飾
経
と

い
い
ま
す
。
奈
良
時
代

の
遺
品
も
確
認
さ
れ
、

早
く
か
ら
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
平
安
時
代

に
入
る
と
、
い
っ
そ
う

華
麗
な
装
飾
経
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
、
最
澄
が
開

創
し
た
日
本
天
台
宗
が

『
法
華
経
』
を
根
本
経

典
と
し
、
宮
廷
貴
族
に

『
法
華
経
』
信
仰
が
広

　

さ
ら
に
、
末
法
思
想

や
浄
土
思
想
と
も
か
か

わ
り
、
人
々
は
末
法
の

危
機
感
と
恐
怖
か
ら
、

現
世
の
極
楽
を
願
い
、

後
世
の
成
仏
を
頼
ん

で
、
阿
弥
陀
堂
が
次
々

に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
『
法
華
経
』
は
そ
れ

を
受
持
し
、
読
む
だ
け

で
功
徳
が
あ
る
、
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

仏
の
加
護
を
得
た
い
と

い
う
人
々
は
、『
法
華

経
』
の
写
経
成
仏
（「
法

師
品
」）・
女
人
成
仏

（「
提だ

い
ば
ほ
ん

婆
品
」）
の
利
益
を
信
じ
、

こ
ぞ
っ
て
経
典
の
読
誦
や
写
経
に

励
み
、
そ
れ
が
次
第
に
写
経
供
養

へ
と
繋
が
り
、
流
行
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
ま
す

｢

法
華
経　

開か
い
け
ち
と
も

結
共｣

（
浅
草
寺

蔵
）、「
一い

ち
じ
れ
ん
だ
い

字
蓮
台
法
華
経｣

（
龍

興
寺
蔵
）、「
紺こ

ん
し紙

銀ぎ
ん
じ字

法
華
経
」

「
紺こ

ん
し紙

金き
ん
ぎ
ん銀

交こ
う
し
ょ書

法
華
経
」（
以

上
延
暦
寺
蔵
）
な
ど
に
見
ら
れ
る

紫
や
紺
の
料
紙
、
金
字
や
銀
字

は
、
い
ず
れ
も
経
典
を
荘
厳
す
る

意
図
に
よ
る
も
の
で
、
極
楽
浄
土

が
瑠
璃
地
で
覆
わ
れ
て
お
り
、
七

宝
で
荘
厳
さ
れ
て
い
た
と
説
か
れ

る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　

宮
廷
貴
族
に
よ
る
ひ
た
む
き
な

気
持
ち
を
反
映
し
て
、
美
の
限
り

を
尽
く
し
た
装
飾
経
が
誕
生
し
た

の
で
す
。
篤
い
信
仰
と
美
の
融
合

の
果
て
に
到
達
し
た
装
飾
経
を
、

じ
っ
く
り
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

重要文化財　紺紙金銀交書法華経
八巻のうち巻第一　滋賀・延暦寺

国宝　法華経　開結共　十巻
のうち巻第一　東京・浅草寺

国
宝　

一
字
蓮
台
法
華
経　

九
巻

の
う
ち
巻
第
三　

福
島
・
龍
興
寺

ま
っ
た
こ
と
に
起
因
し

て
お
り
ま
す
。

■
選
挙
を
振
り
返
つ
て

Ｑ　

二
十
八
年
ぶ
り
に
選
挙
で
選

出
さ
れ
た
宗
務
総
長
で
す
。
そ
の

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
宗
務
運
営

に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
で
る
と
お

考
え
で
し
ょ
う
。

Ａ　
「
私
の
よ
う
な
浅
学
非
才
な

者
を
宗
務
総
長
に
当
選
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
有
権
者
各
位
の
ご
判
断

に
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま

す
。
同
時
に
一
票
に
込
め
ら
れ
た

期
待
の
重
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ

て
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
和
合
僧

の
世
界
を
守
る
た
め
に
も
選
挙
は

避
け
る
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
慣
例
は
、

先
人
の
知
恵
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
世
俗
の
論
理
で
考
え

る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は

い
え
、
結
果
的
に
選
挙
に
突
入
し

た
わ
け
で
、
自
ら
の
不
徳
の
い
た

す
と
こ
ろ
と
反
省
し
て
お
り
ま

す
。
選
挙
に
よ
る
影
響
や
し
こ
り

は
、
特
に
感
じ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
任
期
中
の
四
年
間
、
各
方
面

の
ご
意
見
を
充
分
に
お
聞
き
し
な

が
ら
宗
務
運
営
に
務
め
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
宗
務
運
営
の
基
本
姿
勢

Ｑ　

穏
や
か
に
、
緩
や
か
に
、
奇

を
衒て

ら

わ
ず
、
確
実
に
と
い
う
方
針

を
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

Ａ　
「『
い
ぶ
し
銀
の
よ
う
な
天
台

宗
』
と
い
う
の
が
、
私
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
す
。
打
ち
上
げ
花
火
の
よ

う
な
派
手
さ
は
な
く
と
も
、
背
伸

び
を
せ
ず
に
、
着
実
に
歩
ん
で
ゆ

き
た
い
と
思
い
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
道
心
こ
そ
が
最
重
要
で
あ
る

Ｑ　
「
伝
教
大
師
の
お
心
を
大
事

に
す
る
」
と
記
者
会
見
で
は
表
明

さ
れ
ま
し
た
。

Ａ　
「
例
え
ば
伝
教
大
師
に
『
道

心
の
中
に
衣
食
あ
り
』
と
い
う
お

言
葉
が
あ
り
ま
す
。『
カ
ネ
で
買

え
な
い
も
の
は
な
い
』
な
ど
と
い

う
人
が
時
代
の
寵ち

ょ
う
じ児
と
も
て
は
や

さ
れ
る
時
代
は
と
て
も
お
か
し

い
。
伝
教
大
師
の
お
心
、
道
心
こ

そ
が
我
々
の
最
も
大
事
に
す
べ
き

も
の
で
あ
り
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
難
し
い
時
代
へ
の
対
応

Ｑ　

就
任
に
あ
た
っ
て
座
主
猊
下

よ
り
「
難
し
い
時
代
で
あ
る
が
天

台
宗
の
舵
取
り
を
し
っ
か
り
と
頼

み
た
い
」
と
の
お
言
葉
で
し
た
。

ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
ま
す

か
。　

Ａ　
「
社
会
混
乱
の
根
は
、
子
ど

も
の
教
育
に
あ
る
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
ず
は
、
家
庭
に
お
い
て

仏
教
の
教
え
、
特
に
伝
教
大
師
の

示
さ
れ
た
「
己
を
忘
れ
て
他
を
利

す
る
」
と
い
う
御
精
神
を
子
ど
も

に
教
え
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
め

た
い
と
思
い
ま
す
。
比
叡
山
に
お

け
る
青
少
年
登
山
も
、
四
十
周
年

を
迎
え
た
わ
け
で
す
し
、
そ
の
時

に
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
に
参
加
し
て
世

界
の
平
和
を
考
え
る
と
い
う
こ

と
を
徹
底
さ
せ
た
い
と
思
い
ま

す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
予
算
編
成
に
つ
い
て

Ｑ　

平
成
十
八
年
度
の
予
算
案
に

つ
い
て
、
編
成
の
基
本
姿
勢
は
ど

こ
に
お
か
れ
ま
す
か
。

Ａ　

 

「
無
駄
を
省
い
た
予
算
編
成

に
し
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
一
隅
を
照
ら
す
運
動
の
展
開

Ｑ　

天
台
宗
の
基
幹
運
動
と
も
位

置
づ
け
ら
れ
る
一
隅
を
照
ら
す
運

動
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
進
め

ら
れ
ま
す
か
。

Ａ  
「
信
仰
運
動
と
し
て
拡
大
し

て
ま
い
り
ま
す
。
天
台
宗
開
宗

千
二
百
年
の
祥
当
を
迎
え
た
年
で

も
あ
り
、
伝
教
大
師
の
理
念
を
世

界
に
伝
え
た
い
。
我が

り

が

り

利
我
利
に
な

っ
て
い
る
世
界
を
変
え
る
の
は
一

隅
を
照
ら
す
運
動
で
す
。
各
ご
住

職
も
そ
の
こ
と
に
ご
理
解
を
い
た

だ
き
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
切
望
し
て
い
ま
す
。

一
隅
を
照
ら
す
運
動
は
、
天
台
宗

の
基
幹
運
動
で
あ
り
、
広
報
運
動

で
も
あ
り
ま
す
か
ら
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　■
機
構
改
革

Ｑ　

機
構
改
革
に
つ
い
て
は
「
必

要
だ
が
拙
速
を
避
け
る
」
と
の
公

約
で
し
た
。
ど
の
よ
う
な
機
構
が

望
ま
し
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う

か
。

Ａ　
「
ま
ず
は
、
現
在
あ
る
組
織

を
充
分
に
活
用
し
て
、
タ
テ
と
ヨ

コ
の
連
絡
を
充
分
に
は
か
る
こ
と

が
肝
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

天
台
宗
務
庁
は
六
部
か
ら
成
り
立

っ
て
お
り
ま
す
。
部
長
に
は
担
当

部
の
ど
こ
に
ム
ダ
が
あ
り
、
ど
こ

が
足
ら
な
い
か
を
充
分
に
掌
握
す

る
よ
う
に
指
示
い
た
し
ま
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
ほ
と
ん

ど
は
解
決
す
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　■
座
右
の
銘

Ｑ　

座
右
の
銘
、
あ
る
い
は
総
長

就
任
に
あ
た
っ
て
の
決
意
を
ひ
と

言
で
言
う
な
ら
。

Ａ   

「
己
を
忘
れ
て
他
を
利
す

る
」。
こ
れ
に
尽
き
ま
す
。



　

中
国
、
唐
代
の
禅
僧
に
、
趙

ち
ょ
う
し
ゅ
う州 

従

（
七
七
八
︱
八
九
七
）
が
い
ま

す
。
百
二
十
歳
ま
で
生
き
た
人
で

す
。
そ
し
て
、
中
国
の
禅
僧
の
中
で

最
高
峰
に
位
置
す
る
人
物
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

あ
る
と
き
、
一
人
の
老
婆
が
や
っ

て
来
て
、
趙
州
に
質
問
し
ま
し
た
。

　
「
仏
教
で
は
、
女
性
は
障

さ
わ
り

が
重
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、

女
性
で
あ
る
わ
た
し
が
救
わ
れ
る
に

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か

…
…
」

　

こ
こ
に
は
女
性
差
別
の
発
想
が
あ

り
ま
す
が
、
昔
の
話
だ
か
ら
し
ば
ら

く
目
を
瞑つ

ぶ

っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
趙

州
は
老
婆
に
こ
う
答
え
ま
し
た
。

　
「
願
わ
く
ば
、
い
っ
さ
い
の
人
が

天
界
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
願
わ
く

ば
、
婆ば

ば々

の
永

と
こ
し
えに
苦
海
に
沈
ま
ん

こ
と
を
（
願
一
切
人
生
天
、
願
婆
婆

永
沈
苦
海
）」

　

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
酷ひ

ど

い
言
葉
で
す

ね
。
禅
僧
と
も
あ
ろ
う
人
が
、
こ
ん

な
言
葉
を
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
思
い
た
く
な
り
ま
す
よ

ね
。

　

だ
が
、
じ
つ
は
こ
れ
が
慈
悲
の
言

葉
な
ん
で
す
。

　

考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
趙
州
は

ほ
か
に
ど
ん
な
言
葉
を
言
う
こ
と
が

で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
老
婆
自
身

が
、
自
分
の
救
い
の
な
い
こ
と
を
自

覚
し
て
い
ま
す
。
昔
の
人
々
は
、
女

性
が
成
仏
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
た
の
で
す
（
も
っ
と
も
、
男
性
だ

っ
て
、ま
ず
成
仏
は
不
可
能
で
す
）。

だ
か
ら
、
老
婆
は
自
分
が
地
獄
に
落

ち
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
老

婆
に
、「
い
や
、
あ
ん
た
、
努
力
を

す
れ
ば
救
わ
れ
る
よ
」
と
説
け
ば
、

そ
れ
は
気
休
め
の
言
葉
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
気
休
め
と
い
う
よ
り
、
も

っ
と
性た

ち

の
悪
い
言
葉
で
す
。
そ
れ
は

イ
ン
チ
キ
宗
教
が
説
く
言
葉
で
し
か

な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
言
葉
で
、
老

婆
は
救
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
救
わ

れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
救
わ
れ
な
い
ど
こ

ろ
か
、
そ
ん
な
言
葉
を
聞
け
ば
、
き

っ
と
老
婆
は
怒
り
だ
す
で
し
ょ
う
。

　

だ
か
ら
趙
州
は
、
老
婆
に

　

︱ 

あ
き
ら
め
よ
！
︱

と
教
え
た
の
で
す
。
救
い
を
あ
き
ら

め
て
、
地
獄
に
落
ち
て
（
苦
海
に
沈

ん
で
）、
そ
こ
で
し
っ
か
り
と
生
き

れ
ば
よ
い
。
苦
し
み
な
が
ら
生
き
る

の
で
す
。
そ
う
い
う
生
き
方
も
す
ば

ら
し
い
。
気
楽
に
酔
生
夢
死
の
生

き
方
、
極ご

く
ら
く
と
ん
ぼ

楽
蜻
蛉
の
生
き
方
を
す
る

ば
か
り
が
人
生
で
は
な
い
の
で
す
。

苦
し
み
に
呻
き
つ
つ
生
き
る
生
き
方

も
、
あ
ん
が
い
お
も
し
ろ
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
要
は
覚
悟
の
問
題
で

す
。
趙
州
は
老
婆
に
、
そ
の
覚
悟
を

持
て
、
と
教
え
た
の
で
す
。
わ
た
し

は
そ
う
思
い
ま
す
。

　

世
の
中
に

は
、
仏
教
を
学

べ
ば
幸
せ
に
な

る
と
思
っ
て
い

る
人
が
い
ま

す
。
わ
た
し
に

言
わ
せ
れ
ば
、

そ
れ
は
大
ま
ち

が
い
で
す
。

　

こ
の
世
の

中
、
そ
れ
ほ
ど
公
平
・
平
等
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
努
力
し
て
も
、

が
上
が
ら
な
い
人
は
大
勢
い
ま

す
。
あ
る
教
団
に
入
信
す
れ
ば
、
た

ち
ま
ち
幸
せ
に
な
れ
る
︱
そ
ん
な
簡

単
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、
仏
教
を
学
べ

ば
、
苦
し
み
を
苦
し
み
と
し
て
し
っ

か
り
耐
え
ら
れ
る
力
が
得
ら
れ
る
の

で
す
。
悲
し
み
を
悲
し
み
と
し
て
受

け
容
れ
る
力
が
得
ら
れ
る
。
仏
教
は

そ
の
力
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で

す
。
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白
い
息
を
吐
き
な
が
ら
、
小
学

生
た
ち
が
集
団
登
校
し
て
ゆ
く
。

　

私
た
ち
の
時
代
も
、
集
団
登
校

は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
高
学
年
の

者
が
、
低
学
年
の
世
話
を
す
る
と

い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。
現

在
は
、
保
護
者
が
つ
き
そ
い
、
危

険
か
ら
子
ど
も
の
命
を
護
る
形
で

あ
る
。
ど
こ
に
魔
が
潜
ん
で
い
る

か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

か
つ
て
は
大
人
が
「
風
邪
を
ひ

く
な
よ
」
と
か
「
先
生
の
い
う
こ

と
を
よ
く
聞
け
よ
」
と
い
う
よ
う

に
気
軽
に
声
を
か
け
る
風
景
が
よ

く
見
ら
れ
た
が
、
今
は
、
見
知
ら

ぬ
人
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ

ば
、
即
座
に
「
変
質
犯
罪
者
」
扱

い
さ
れ
か
ね
な
い
雰
囲
気
だ
。

　

重
苦
し
い
時
代
だ
と
思
う
が
、

こ
れ
だ
け
弱
者
を
狙
っ
た
残
虐
な

犯
罪
が
多
発
す
れ
ば
仕
方
も
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
し
か
し

我
々
の
社
会
を
覆
い
は
じ
め
て
い

る
異
常
さ
は
、
犯
罪
者
の
個
人
的

資
質
よ
り
も
、
日
本
全
体
の
根
腐

れ
を
感
じ
さ
せ
る
。

  

か
つ
て
日
本
人
に
は
、
恥
や

矜
き
ょ
う

恃じ

と
い
う
譲
れ
ぬ
規
範
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク

ア
ニ
マ
ル
と
酷
評
さ
れ
た
頃
か
ら

崩
れ
始
め
、
イ
ジ
メ
に
至
り
、
バ

ブ
ル
の
後
、
勝
ち
組
負
け
組
と
い

う
身
も
世
も
な
い
選
別
社
会
を
経

て
、
そ
の
歪
み
が
今
日
の
事
態
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
て
な
ら
な
い
。

　

自
分
の
欲
望
を
満
た
す
た
め

に
、
子
ど
も
を
誘
拐
し
て
殺
す
な

ど
と
い
う
こ
と
は
冷
血
の
限
り
で

あ
る
。
が
、
自
己
の
欲
望
を
満
た

す
た
め
に
、
欠
陥
住
宅
を
造
る
、

あ
る
い
は
、
振
り
込
み
詐
欺
を
働

く
、
ま
た
、
自
分
の
子
ど
も
を
虐

待
す
る
な
ど
の
「
根
腐
れ
」
は
類

挙
に
暇
が
な
い
。

　

お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た
五
戒
を

こ
と
あ
る
毎
に
訴
え
て
ゆ
き
た

い
。
そ
の
一
番
最
初
は
「
汝
、
殺

し
て
は
な
ら
な
い
」
で
あ
り
、
二

番
目
は
「
汝
、
盗
ん
で
は
な
ら
な

い
」
と
あ
る
。

集
団
登
校

天
台
宗
出
版
室
長　

小 

林  

祖 

承 　

セ
ツ
ブ
ン
ソ
ウ
は
、
温
暖
な

地
方
で
は
節
分
の
頃
か
ら
咲

き
始
め
る
。
そ
れ
が
名
前
の
由

来
だ
。

　

節
分
の
二
月
三
日
、
天
台
宗

の
寺
々
で
は
夕
方
か
ら
般
若
心
経
を
一
年
の
日
数

分
だ
け
唱
え
る
行
事
が
あ
る
。
無
動
寺
谷
の
小
僧

だ
っ
た
こ
ろ
の
私
も
、
阿
闍
梨
さ
ん
が
焚
く
護
摩

壇
わ
き
の
板
の
間
に
座
っ
て
、
心
経
を
唱
え
続
け

て
い
た
。
そ
れ
は
毎
年
の
行
事
だ
っ
た
。

　

が
、東
京
・
目
黒
の
生
家
の
寺
で
は
父
亡
き
後
、

母
親
が
「
節
分
は
星
祭
り
だ
か
ら
心
経
は
一
千
巻

あ
げ
る
も
の
で
す
」
と
い
っ
て
譲
ら
な
い
。
参
詣

の
信
者
さ
ん
と
数
を
振
り
分
け
、
住
職
が
護
摩
を

焚
く
わ
き
で
百
回
以
上
心
経
を
読
む
が
、
大
き
な

木
魚
を
叩
く
役
が
私
と
決
ま
っ
て
い
た
。
日
頃
、

朝
夕
、
叩
い
て
い
れ
ば
と
も
か
く
、
年
に
一
度
、

厳
寒
期
に
二
時
間
以
上
も
木
魚
を
打
ち
通
す
に
は

腕
の
力
が
続
か
ず
、
五
十
五
歳
の
節
分
を
め
ど
に

若
い
副
住
職
に
譲
っ
て
リ
タ
イ
ア
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。

　

さ
て
、
セ
ツ
ブ
ン
ソ
ウ
は
養
分
の
少
な
い
石
灰

質
の
土
地
に
ま
と
ま
っ
て
咲
く
。
関
東
で
は
秩
父

の
大
滝
村
や
、
古
代
遺
跡
の
あ
る
栃
木
県
佐
野
市

の
星
野
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
・
ハ

ノ
ー
バ
ー
万
博
の
開
催
前
に
行
っ
た
同
市
郊
外
の

荒
れ
地
に
見
渡
す
限
り
咲
い
た
セ
ツ
ブ
ン
ソ
ウ
の

見
事
さ
に
は
感
動
し
た
。
現
地
で
は
「
ヴ
ィ
ン
タ

ル
・
シ
ュ
ル
テ
ン（
冬
の
星
）」と
呼
ぶ
そ
う
だ
が
、

コ
ー
ト
の
襟
を
立
て
、
底
冷
え
の
す
る
寒
さ
に
震

え
な
が
ら
見
た
花
の
美
し
さ
は
格
別
だ
っ
た
。

　

生
家
の
節
分
に
は
ご
無
沙
汰
し
て
い
る
が
、

九
十
三
歳
に
な
る
母
は
い
た
っ
て
元
気
だ
か
ら
、

自
説
を
曲
げ
ず
、
長
時
間
を
掛
け
て
一
千
巻
の
般

若
心
経
を
唱
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。
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表
紙
や
見
返
し
、
本
紙
や
写
経

の
文
字
、
さ
ら
に
軸
・
紐
・
題
箋

な
ど
に
装
飾
を
ほ
ど
こ

し
た
写
経
を
装
飾
経
と

い
い
ま
す
。
奈
良
時
代

の
遺
品
も
確
認
さ
れ
、

早
く
か
ら
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
平
安
時
代

に
入
る
と
、
い
っ
そ
う

華
麗
な
装
飾
経
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
、
最
澄
が
開

創
し
た
日
本
天
台
宗
が

『
法
華
経
』
を
根
本
経

典
と
し
、
宮
廷
貴
族
に

『
法
華
経
』
信
仰
が
広

　

さ
ら
に
、
末
法
思
想

や
浄
土
思
想
と
も
か
か

わ
り
、
人
々
は
末
法
の

危
機
感
と
恐
怖
か
ら
、

現
世
の
極
楽
を
願
い
、

後
世
の
成
仏
を
頼
ん

で
、
阿
弥
陀
堂
が
次
々

に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
『
法
華
経
』
は
そ
れ

を
受
持
し
、
読
む
だ
け

で
功
徳
が
あ
る
、
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

仏
の
加
護
を
得
た
い
と

い
う
人
々
は
、『
法
華

経
』
の
写
経
成
仏
（「
法

師
品
」）・
女
人
成
仏

（「
提だ

い
ば
ほ
ん

婆
品
」）
の
利
益
を
信
じ
、

こ
ぞ
っ
て
経
典
の
読
誦
や
写
経
に

励
み
、
そ
れ
が
次
第
に
写
経
供
養

へ
と
繋
が
り
、
流
行
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
ま
す

｢

法
華
経　

開か
い
け
ち
と
も

結
共｣

（
浅
草
寺

蔵
）、「
一い

ち
じ
れ
ん
だ
い

字
蓮
台
法
華
経｣

（
龍

興
寺
蔵
）、「
紺こ

ん
し紙
銀ぎ

ん
じ字
法
華
経
」

「
紺こ

ん
し紙

金き
ん
ぎ
ん銀

交こ
う
し
ょ書

法
華
経
」（
以

上
延
暦
寺
蔵
）
な
ど
に
見
ら
れ
る

紫
や
紺
の
料
紙
、
金
字
や
銀
字

は
、
い
ず
れ
も
経
典
を
荘
厳
す
る

意
図
に
よ
る
も
の
で
、
極
楽
浄
土

が
瑠
璃
地
で
覆
わ
れ
て
お
り
、
七

宝
で
荘
厳
さ
れ
て
い
た
と
説
か
れ

る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　

宮
廷
貴
族
に
よ
る
ひ
た
む
き
な

気
持
ち
を
反
映
し
て
、
美
の
限
り

を
尽
く
し
た
装
飾
経
が
誕
生
し
た

の
で
す
。
篤
い
信
仰
と
美
の
融
合

の
果
て
に
到
達
し
た
装
飾
経
を
、

じ
っ
く
り
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

重要文化財　紺紙金銀交書法華経
八巻のうち巻第一　滋賀・延暦寺

国宝　法華経　開結共　十巻
のうち巻第一　東京・浅草寺

国
宝　

一
字
蓮
台
法
華
経　

九
巻

の
う
ち
巻
第
三　

福
島
・
龍
興
寺

ま
っ
た
こ
と
に
起
因
し

て
お
り
ま
す
。

■
選
挙
を
振
り
返
つ
て

Ｑ　

二
十
八
年
ぶ
り
に
選
挙
で
選

出
さ
れ
た
宗
務
総
長
で
す
。
そ
の

こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
宗
務
運
営

に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
で
る
と
お

考
え
で
し
ょ
う
。

Ａ　
「
私
の
よ
う
な
浅
学
非
才
な

者
を
宗
務
総
長
に
当
選
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
有
権
者
各
位
の
ご
判
断

に
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま

す
。
同
時
に
一
票
に
込
め
ら
れ
た

期
待
の
重
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ

て
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
和
合
僧

の
世
界
を
守
る
た
め
に
も
選
挙
は

避
け
る
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
慣
例
は
、

先
人
の
知
恵
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
世
俗
の
論
理
で
考
え

る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は

い
え
、
結
果
的
に
選
挙
に
突
入
し

た
わ
け
で
、
自
ら
の
不
徳
の
い
た

す
と
こ
ろ
と
反
省
し
て
お
り
ま

す
。
選
挙
に
よ
る
影
響
や
し
こ
り

は
、
特
に
感
じ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
任
期
中
の
四
年
間
、
各
方
面

の
ご
意
見
を
充
分
に
お
聞
き
し
な

が
ら
宗
務
運
営
に
務
め
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
宗
務
運
営
の
基
本
姿
勢

Ｑ　

穏
や
か
に
、
緩
や
か
に
、
奇

を
衒て

ら

わ
ず
、
確
実
に
と
い
う
方
針

を
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

Ａ　
「『
い
ぶ
し
銀
の
よ
う
な
天
台

宗
』
と
い
う
の
が
、
私
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
す
。
打
ち
上
げ
花
火
の
よ

う
な
派
手
さ
は
な
く
と
も
、
背
伸

び
を
せ
ず
に
、
着
実
に
歩
ん
で
ゆ

き
た
い
と
思
い
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
道
心
こ
そ
が
最
重
要
で
あ
る

Ｑ　
「
伝
教
大
師
の
お
心
を
大
事

に
す
る
」
と
記
者
会
見
で
は
表
明

さ
れ
ま
し
た
。

Ａ　
「
例
え
ば
伝
教
大
師
に
『
道

心
の
中
に
衣
食
あ
り
』
と
い
う
お

言
葉
が
あ
り
ま
す
。『
カ
ネ
で
買

え
な
い
も
の
は
な
い
』
な
ど
と
い

う
人
が
時
代
の
寵ち

ょ
う
じ児

と
も
て
は
や

さ
れ
る
時
代
は
と
て
も
お
か
し

い
。
伝
教
大
師
の
お
心
、
道
心
こ

そ
が
我
々
の
最
も
大
事
に
す
べ
き

も
の
で
あ
り
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
難
し
い
時
代
へ
の
対
応

Ｑ　

就
任
に
あ
た
っ
て
座
主
猊
下

よ
り
「
難
し
い
時
代
で
あ
る
が
天

台
宗
の
舵
取
り
を
し
っ
か
り
と
頼

み
た
い
」
と
の
お
言
葉
で
し
た
。

ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
ま
す

か
。　

Ａ　
「
社
会
混
乱
の
根
は
、
子
ど

も
の
教
育
に
あ
る
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
ず
は
、
家
庭
に
お
い
て

仏
教
の
教
え
、
特
に
伝
教
大
師
の

示
さ
れ
た
「
己
を
忘
れ
て
他
を
利

す
る
」
と
い
う
御
精
神
を
子
ど
も

に
教
え
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
始
め

た
い
と
思
い
ま
す
。
比
叡
山
に
お

け
る
青
少
年
登
山
も
、
四
十
周
年

を
迎
え
た
わ
け
で
す
し
、
そ
の
時

に
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
に
参
加
し
て
世

界
の
平
和
を
考
え
る
と
い
う
こ

と
を
徹
底
さ
せ
た
い
と
思
い
ま

す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
予
算
編
成
に
つ
い
て

Ｑ　

平
成
十
八
年
度
の
予
算
案
に

つ
い
て
、
編
成
の
基
本
姿
勢
は
ど

こ
に
お
か
れ
ま
す
か
。

Ａ　

 

「
無
駄
を
省
い
た
予
算
編
成

に
し
ま
す
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　

■
一
隅
を
照
ら
す
運
動
の
展
開

Ｑ　

天
台
宗
の
基
幹
運
動
と
も
位

置
づ
け
ら
れ
る
一
隅
を
照
ら
す
運

動
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
進
め

ら
れ
ま
す
か
。

Ａ  

「
信
仰
運
動
と
し
て
拡
大
し

て
ま
い
り
ま
す
。
天
台
宗
開
宗

千
二
百
年
の
祥
当
を
迎
え
た
年
で

も
あ
り
、
伝
教
大
師
の
理
念
を
世

界
に
伝
え
た
い
。
我が

り

が

り

利
我
利
に
な

っ
て
い
る
世
界
を
変
え
る
の
は
一

隅
を
照
ら
す
運
動
で
す
。
各
ご
住

職
も
そ
の
こ
と
に
ご
理
解
を
い
た

だ
き
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
切
望
し
て
い
ま
す
。

一
隅
を
照
ら
す
運
動
は
、
天
台
宗

の
基
幹
運
動
で
あ
り
、
広
報
運
動

で
も
あ
り
ま
す
か
ら
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　■
機
構
改
革

Ｑ　

機
構
改
革
に
つ
い
て
は
「
必

要
だ
が
拙
速
を
避
け
る
」
と
の
公

約
で
し
た
。
ど
の
よ
う
な
機
構
が

望
ま
し
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う

か
。

Ａ　
「
ま
ず
は
、
現
在
あ
る
組
織

を
充
分
に
活
用
し
て
、
タ
テ
と
ヨ

コ
の
連
絡
を
充
分
に
は
か
る
こ
と

が
肝
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

天
台
宗
務
庁
は
六
部
か
ら
成
り
立

っ
て
お
り
ま
す
。
部
長
に
は
担
当

部
の
ど
こ
に
ム
ダ
が
あ
り
、
ど
こ

が
足
ら
な
い
か
を
充
分
に
掌
握
す

る
よ
う
に
指
示
い
た
し
ま
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
ほ
と
ん

ど
は
解
決
す
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　■
座
右
の
銘

Ｑ　

座
右
の
銘
、
あ
る
い
は
総
長

就
任
に
あ
た
っ
て
の
決
意
を
ひ
と

言
で
言
う
な
ら
。

Ａ   

「
己
を
忘
れ
て
他
を
利
す

る
」。
こ
れ
に
尽
き
ま
す
。
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高
野
つ
る
さ
ん
は
、今
年
八
十
一
歳
に
な
る
。
北
総
教
区
徳
星
寺（
落
合
高
省
住
職
）

の
檀
家
で
一
隅
を
照
ら
す
運
動
支
部
会
員
だ
。
生
れ
て
か
ら
房
総
の
地
に
生
き
、
農
業

の
か
た
わ
ら
詩
や
民
話
、
童
謡
を
発
表
し
て
い
る
郷
土
詩
人
で
も
あ
る
。
幼
い
と
き
に

父
親
が
愛
人
を
連
れ
て
家
を
出
奔
し
て
か
ら
、
曾
祖
母
、
祖
母
、
母
に
よ
っ
て
育
て
ら

れ
た
。
今
は
、
娘
夫
婦
と
平
安
に
暮
ら
す
高
野
さ
ん
だ
が
、
貧
し
く
辛
い
少
女
時
代
を

回
想
し
な
が
ら
綴
ら
れ
る
詩
に
は
、
悲
し
み
の
中
に
、
た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と
す
る

響
き
が
あ
る
。

　
「
一
隅
を
照
ら
す
」「
己
を
忘
れ

て
他
を
利
す
る
」
は
、
伝
教
大
師

の
教
え
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
は

個
々
人
に
よ
っ
て
様
々
だ
し
、
実

践
は
千
差
万
別
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
多
く
の
人
々
は
、
人
生
と
い
う

険
し
い
道
の
中
で
、
日
々
の
暮
ら

し
の
中
で
意
識
す
る
、
し
な
い
は

別
に
し
て
、
い
つ
か
は
こ
の
教
え

に
た
ど
り
着
く
の
で
あ
る
。

　

高
野
さ
ん
の
父
親
が
、
愛
人
の

も
と
に
奔は

し

り
一
家
を
捨
て
た
の
は

昭
和
九
年
の
こ
と
。
高
野
さ
ん
は

九
歳
だ
っ
た
。
一
家
は
貧
の
坂
を

転
が
り
落
ち
た
。

　

お
父ど

が　

い
な
く
な
っ
た

　

お
っ
母か

あ

は
一
人
で
は
た
ら
く

　

他よ
そ

の
家
は 

お
父
と　

お
っ
母

　

と

　

な
か
よ
く
は
た
ら
く

　

お
っ
母
は　

さ
び
し
い

　

祖ば

あ母
や
あ
も　

妹
も　

お
ら
も

　

み
ん
な　

み
ん
な
さ
び
し
い

　

さ
び
し
さ
は　

氷と
ろ
ろ柱
に
な
っ
て

　

家
中
の
心
を
凍
ら
せ
る（

氷
柱
）

　　

村
の
人
々
の
態
度
は
一
変
し

た
。
勉
強
の
好
き
だ
っ
た
高
野
さ

ん
は
、
当
時
学
年
末
に
一
番
の
子

ど
も
に
渡
さ
れ
る
「
優
等
免
状
」

の
常
連
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
も
ら

っ
て
帰
る
道
で
、
近
所
の
人
は
聞

こ
え
よ
が
し
に
「
は
ず
れ
モ
ン
の

ガ
キ
の
く
せ
に
よ
。
み
て
な
よ
、

あ
の
子
も
親
父
の
よ
う
に
は
ず
れ

だ
す
か
ら
」
と
言
っ
た
。
高
野
さ

ん
は
言
う
。「
鬼
の
そ
ば
を
通
る

よ
う
だ
っ
た
が
、
家
の
者
に
涙
は

見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
」。

　

父
が
出
奔
し
て
か
ら
十
日
目

に
、
筍
を
掘
っ
て
い
た
高
野
さ
ん

は
、
親
竹
が
筍
を
押
さ
え
つ
け
て

つ
ぶ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を

見
つ
け
る
。
そ
れ
を
見
た
祖
母
は

「
自
分
の
根
っ
こ
を
ど
う
に
も
で

き
な
い
親
竹
だ
っ
て
、
さ
ぞ
辛
か

っ
ぺ
よ
、
悲
し
が
っ
ぺ
よ
」
と
泣

い
た
。
そ
れ
は
家
族
を
捨
て
去
っ

た
自
分
の
息
子
に
対
す
る
悔
し
涙

で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
祖
母

や
母
の
前
で
は
涙
を
見
せ
ま
い
と

九
歳
の
少
女
は
決
意
し
た
の
で
あ

る
。

「足んこの歌」の本を手にする高野さん

　

高
野
さ
ん
に
は
、
今
な
お
自
分

を
責
め
続
け
て
い
る
思
い
が
あ

る
。
そ
れ
は
授
業
参
観
日
の
思
い

出
だ
。
高
野
さ
ん
の
朗
読
を
「
上

手
だ
っ
た
ね
」
と
誉
め
て
く
れ
た

婦
人
が
い
た
。
貴
婦
人
の
よ
う
に

美
し
い
そ
の
人
は
近
所
の
医
者
の

奥
さ
ん
だ
っ
た
。
一
瞬
高
野
さ
ん

は
、
こ
ん
な
綺
麗
な
人
が
自
分
の

お
っ
母
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
良
い

だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
次
の
瞬
間
、

授
業
参
観
な
ど
に
は
来
ら
れ
る
は

ず
も
な
く
父
の
分
ま
で
泥
だ
ら
け

に
な
っ
て
働
く
母
の
姿
を
思
い
出

し
た
。
高
野
さ
ん
は
激
し
く
自
分

を
嫌
悪
し
た
。「
母
は
、
貧
し
く

は
あ
っ
た
け
ど
、
私
を
人
間
と
し

て
大
事
に
育
て
て
く
れ
ま
し
た
。

『
お
っ
母
、
か
ん
に
ん
な
』
と
そ

の
罪
は
霜
柱
の
よ
う
に
ず
っ
と
、

自
分
を
責
め
続
け
て
い
ま
す
」。

　

苦
し
い
日
々
は
続
い
た
。
も
う

死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
っ
た
時

に
、
高
野
さ
ん
は
菩
提
寺
で
あ
る

徳
星
寺
の
墓
に
参
っ
た
。
そ
こ
に

高
野
さ
ん
を
待
っ
て
い
た
老
婆

が
い
た
。「
今
は
没
落
し
て
い
る

が
、
か
つ
て
天
明
の
大
飢
饉
の
時

に
蔵
を
開
放
し
て
村
人
の
命
を
救

い
『
天て

ん
め
い明

さ
ん
』
と
敬
わ
れ
て
い

る
先
祖
が
い
た
こ
と
を
、
お
め
え

は
知
っ
て
い
る
か
。
人
の
命
を
助

け
る
先
祖
も
あ
れ
ば
、
仕
方
の
な

い
人
も
い
る
。
何
代
も
続
け
ば
い

い
こ
と
ば
か
り
は
な
い
。
気
が
つ

い
た
人
が
垢
を
落
と
せ
ば
い
い
の

だ
。
が
っ
か
り
す
ん
な
よ
」。
そ

の
言
葉
に
、
高
野
さ
ん
は
一
所
懸

命
に
生
き
て
い
こ
う
と
決
意
す
る

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
結
婚
、
出
産
、
終
戦

　

苦
楽
を
共
に
し
た
母
は
、
高
野

さ
ん
に
看
取
ら
れ
て
九
十
八
歳
で

大
往
生
し
た
。
晩
年
は
立
つ
こ
と

が
出
来
な
く
な
っ
て
枯
れ
木
の
よ

う
に
な
っ
た
母
だ
っ
た
。「
こ
ん

な
の
を
骨
殻
大
師
と
い
う
だ
ん

べ
」
と
二
人
で
泣
き
笑
い
し
な
が

ら
「
今
、
お
ら
あ
薬
師
如
来
を
念

じ
な
が
ら
骨
殻
大
師
の
足
を
拭

く
、
静そ

ろ

か
に
静
か
に
拭
く
」
と
い

う
高
野
さ
ん
だ
っ
た
。
や
せ
細
っ

た
母
の
足
は
、
か
つ
て
は
「
お
っ

母
の
足

あ
し
ょ

ん
こ
は　

で
っ
か
く
て
深

い
」
と
い
う
足
だ
っ
た
。
そ
れ
は

三
把ば

ひ
と
背
負
い
の
薪
の
上
に
、

も
う
一
把わ

乗
せ
て
背
負
い
、
そ
の

上
に
貧
乏
を
し
ょ
っ
て
歩
い
た
か

ら
だ
っ
た
。

　

生
涯
で
一
番
辛
い
と
思
っ
た
こ

と
を
聞
い
た
。

　

意
外
な
答
が
返
っ
て
き
た
。

　
「
そ
れ
は
、
父
が
帰
っ
て
き
た

時
で
す
」。

　

夕
方
、
火
吹
き
竹
で
、
風
呂
を

沸
か
せ
て
い
た
高
野
さ
ん
は
、
人

の
気
配
に
振
り
返
っ
た
。
そ
こ
に

は
、
父
の
姿
が
あ
っ
た
。
喜
び
に

飛
び
つ
こ
う
と
し
た
彼
女
は
、
父

の
横
に
女
性
の
気
配
を
感
じ
て
立

ち
す
く
む
。
着
物
を
着
た
女
性

は
、
胸
に
赤
ん
坊
を
抱
い
て
い

た
。
そ
の
時
彼
女
は
「
こ
の
人
た

ち
を
決
し
て
お
っ
母
に
会
わ
せ
て

は
な
ら
な
い
」
と
決
意
す
る
。
野

良
仕
事
を
し
て
泥
だ
ら
け
の
お
っ

母
を
、
綺
麗
な
着
物
で
白
い
手
を

し
て
、
赤
ん
坊
を
抱
い
た
女
に
会

わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ

れ
で
は
お
っ
母
が
あ
ま
り
に
み
じ

め
す
ぎ
る
。
高
野
さ
ん
は
、
母
の

働
く
田
に
走
っ
た
。「
○
○
の
お

じ
さ
ん
が
用
事
が
あ
る
と
言
っ
て

い
る
」
と
嘘
を
つ
い
た
。
家
に
帰

ら
せ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
草
鞋

で
走
る
。
稲
の
切
り
株
を
踏
ん
で

走
る
の
だ
。
足
は
血
だ
ら
け
に
な

っ
た
。
日
暮
れ
て
母
が
家
に
帰
っ

て
き
た
時
、
来
客
の
気
配
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
母
は
、
瞬
時
に
す

べ
て
を
悟
っ
た
。
祖
母
が
泣
い
て

い
た
か
ら
だ
。「
…
…
…
泊
ま
る

と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
べ
か
。
そ
ん

な
ら
え
え
が
…
…
…
」
と
お
っ
母

は
言
っ
た
。

　

父
親
が
亡
く
な
っ
た
時
、
葬
式

に
は
行
っ
た
。
父
を
奪
っ
た
人
に

も
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
も
会
っ

た
。「
そ
の
時
に
、
あ
あ
、
私
ば

か
り
で
は
な
い
。
こ
の
子
た
ち
も

随
分
苦
労
し
て
生
き
て
き
た
の
だ

な
あ
と
思
い
ま
し
た
」。

　

今
、
高
野
さ
ん
は
「
人
生
は
芝

居
で
、
人
は
み
ん
な
そ
の
芝
居
を

支
え
る
役
者
だ
」
と
思
っ
て
い

る
。

  

「
あ
ん
な
駄
目
な
父
で
も
、
演

じ
た
役
柄
と
み
れ
ば
、
悪
役
ば
か

り
で
は
な
か
っ
た
と
こ
の
頃
は
思

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と

言
う
。「
少
な
く
と
も
、
ひ
と
り

の
女
の
人
は
救
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
」。
そ
れ
は
、
随
分
優
し
い
見

方
の
よ
う
に
思
え
る
が
…
…
…
。

　
「
だ
っ
て
、
人
の
苦
し
み
が
わ

か
ら
ん
よ
う
で
は
、
苦
労
を
し
た

意
味
が
な
い
で
し
ょ
う
。
祖
母
も

母
も
貧
乏
だ
っ
た
け
ど
、
困
っ
て

い
る
人
に
は
手
を
貸
し
て
い
ま
し

た
。
自
分
も
苦
し
い
思
い
を
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
人
様
を
虐
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
よ
。
夫
も
そ

う
で
し
た
。
苗な

わ
し
ろ代

に
水
の
あ
ん
ば

い
を
見
に
ゆ
く
と
き
に
、
人
様
の

田
に
水
が
な
け
れ
ば
、
入
れ
て
か

ら
帰
る
と
い
う
人
で
し
た
。
世
の

中
に
生
き
て
、
片
隅
を
照
ら
す
と

い
う
こ
と
は
、
そ
ん
な
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」。

　

幸し
あ
わ
せ福
も　

や
っ
ぱ
り
小
粒
が
よ

　

が
っ
ぺ

　

な
ん
で
だ
っ
て
？

　

そ
り
ゃ　

き
ま
っ
て
る
が
な

　

大い
が

え
幸
福　

つ
か
ん
で
み
ろ
や

　

有
頂
天
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て

　

お
ら
の
目
ん
玉
さ　

他
人
の
涙

　

が

　

見
え
な
く　

な
っ
ち
ゃ
う
か
ら

　

よ

　
（
小
さ
い
ほ
う
が
い
い
・
私
が

小
学
四
年
生
の
時
、
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
い
っ
た
こ
と
）

 　

今
、
毎
日
高
野
さ
ん
は
穏
や
か

な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。「
仏

壇
に
手
を
合
わ
せ
て
、
と
し
ょ
婆

ち
ゃ
ん
（
曾
祖
母
）、
若
い
婆
ち

ゃ
ん
（
祖
母
）、
お
っ
母
、
甚
之

助
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
。
お
陰
様

で
と
て
も
元
気
で
、
幸
せ
で
す
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

〈
文
・
出
版
編
集
長　

横
山
和
人
〉

あなたの周りでの出来事、ご感想をお送り下さい。
また、取材について「こんな出来事、あんな人々」を

お知らせ下さい。
封書、FAX、Eメールで、天台宗出版室まで。

連絡先は、題字横です。

お便りを下さい

FAXは、077-578-4814

あなたの周りでの出来事、ご感想をお送り下さい。
また、取材について「こんな出来事、あんな人々」を

お知らせ下さい。
封書、FAX、Eメールで、天台宗出版室まで。

連絡先は、題字横です。

お便りを下さい

FAXは、077-578-4814

著
書
「
足
ん
こ
の
歌
」
の
挿
絵
も
本
人
が
描
い
た

を
経
て
高
野
さ
ん
は
夫
の
甚
之
助

さ
ん
と
懸
命
に
生
き
て
き
た
。

　

落
合
住
職
は
「
甚
之
助
さ
ん

は
、
信
心
深
く
優
し
い
人
だ
っ

た
。
お
寺
に
も
よ
く
来
て
話
を
し

て
い
ま
し
た
よ
」
と
振
り
返
る
。

　

昨
年
、
高
野
さ
ん
は
夫
の
十
七

年
供
養
、
母
の
七
回
忌
を
迎
え
る

に
あ
た
り
「
足

あ
し
ょ
ん
こ
の
歌
」
と
題

す
る
詩
集
を
、
東
京
の
ら
く
だ
出

版
か
ら
上
梓
し
た
。
紀
一
義
さ
ん

は
「
竜
は
追
い
つ
め
ら
れ
る
と
玉

を
吐
く
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ

の
詩
集
は
、
少
女
の
頃
悲
し
み
に

追
い
つ
め
ら
れ
た
高
野
さ
ん
が
吐

い
た
玉
の
よ
う
に
思
え
る
。

　

な
っ
と
う
は　

仲
よ
し
だ
ね

　

仲
間
は
ず
れ
は　

一
人
も
い
な

　

い
よ
う
に

　

糸
を
引
き
あ
っ
て　

た
し
か
め

　

て
い
る　
　
　
　　

（
仲
よ
し
）
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「
た
と
え
、
金
貨
の
雨

が
降
っ
た
と
し
て
も
、
人

間
の
欲
望
は
満
た
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
快
楽
の
味

は
短
く
か
つ
苦
痛
で
あ
る

と
賢
者
は
知
っ
て
い
る
」

　

ダ
ン
マ
パ
ダ
で
釈
尊
は

こ
う
喝
破
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
ホ
リ
エ
モ
ン
と
そ

の
仲
間
が
錬
金
術
に
、
あ

ら
ゆ
る
手
段
を
使
い
、
法
を
犯

し
て
ま
で
突
っ
走
っ
た
こ
と
に

驚
か
な
い
。
そ
れ
こ
そ
想
定
内

だ
。
ま
た
彼
が
日
本
で
一
番
優

秀
だ
と
さ
れ
て
い
る
大
学
に
合

格
し
て
も
、
け
し
て
賢
者
で
な

か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
た

だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
ま
さ

れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
代
日
本

の
病
理
が
あ
る
。

　

土
地
バ
ブ
ル
が
弾
け
て
、
不

景
気
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ

れ
た
日
本
経
済
に
と
っ
て
、
Ｉ

Ｔ
産
業
と
株
は
ま
さ
に
救
世
主

の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
。
そ

こ
に
彗
星
の
よ
う
に
現
れ
た

の
が
、
ラ
イ
ブ
・
ド
ア
で
あ

る
。
膨
大
な
不
良
債
権
を
背
負

っ
て
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た

大
手
銀
行
、
価
格
破
壊
が
起
こ

り
、
業
績
が
低
迷
す
る
製
造
業

や
流
通
業
界
を
尻
目
に
、
株
式

市
況
を
賑
わ
し
始
め
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
一
見
颯
爽
と
登

場
し
た
そ
の
ホ
リ
エ
モ
ン
の
姿

は
、
既
成
の
秩
序
に
執
わ
れ
な

い
、
改
革
の
旗
手
に
も
見
立
て

ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
小
泉
総

理
に
よ
っ
て
、
衆
院
選
立
候
補

者
に
認
め
ら
れ
、
改
革
に
反
対

す
る
政
敵
の
刺
客
と
し
て
送
り

込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
財
界
ト
ッ
プ
の
経
団

連
・
奥
田
会
長
が
、
そ
の
仲
間

に
入
る
こ
と
を
容
認
し
た
り
し

た
。
守
旧
の
本
丸
と
思
わ
れ
る

こ
と
を
嫌
い
、
時
代
に
即
応
で

き
る
こ
と
を
見
せ
た
か
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ

ら
の
事
実
は
衝
撃
的
で
す
ら
あ

る
。
日
本
の
政
治
と
経
済
を
そ

れ
ぞ
れ
代
表
す
る
二
人
が
、
揃

っ
て
人
物
評
価
を
誤
っ
た
か
ら

だ
。
さ
ら
に
社
会
の
木
鐸
を
任

じ
て
い
る
マ
ス
コ
ミ
に
至
っ
て

は
、
勝
手
に
持
ち
上
げ
て
お
い

て
大
騒
ぎ
し
、
悪
者
と
わ
か
れ

ば
掌
を
返
し
た
よ
う
に
叩
き
、

ま
た
大
騒
ぎ
す
る
だ
け
だ
か

ら
、
こ
の
際
問
題
の
外
だ
。
そ

れ
よ
り
日
本
の
国
の
舵
取
り
を

し
て
い
る
人
達
の
価
値
判
断
の

尺
度
が
、
狂
っ
て
い
る
方
が
大

問
題
な
の
で
あ
る
。

　

普
段
は
「
米
百
俵
」
な
ど
と

口
当
た
り
の
よ
い
こ
と
を
言
っ

て
い
て
も
、
い
つ
の
間
に
か
頭

の
中
が
、
効
率
や
勝
ち
負
け
な

ど
計
算
可
能
な
こ
と
で
占
め
ら

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
倫
理
や
道
徳
、
そ
れ
に

品
格
な
ど
つ
い
つ
い
後
廻
し
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
か
く
し

て
不
祥
事
を
予
防
す
べ
き
立
場

の
監
査
法
人
や
顧
問
弁
護
士

ま
で
が
、
不
正
を
隠
蔽
す
る
側

に
平
気
で
ま
わ
っ
た
り
す
る
の

で
あ
る
。
阪
神
大
震
災
の
悪
夢

か
ら
十
一
年
、
中
越
地
震
の
記

憶
も
新
し
い
中
で
、
耐
震
偽
装

建
築
が
堂
々
と
認
可
さ
れ
て
、

次
々
と
建
て
ら
れ
て
い
た
事
実

に
は
、
身
震
い
す
ら
す
る
。

　

孔
子
の
言
葉
に
「
上
、
義
を

好
め
ば
、
民
、
敢
え
て
服
せ
ざ

る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
。
法
整

備
は
勿
論
で
あ
る
が
、
民
主
主

義
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
余
計
に

上
に
立
つ
人
の
見
識
や
徳
が
不

可
欠
な
の
で
は
な
い
か
。
日
本

の
背
骨
が
曲
が
っ
て
き
た
。

　

一
月
二
十
六
日
午
前
十
一
時
か

ら
、
開
宗
千
二
百
年
祥
当
法
要
が

比
叡
山
延
暦
寺
で
厳
修
さ
れ
た
。

底
冷
え
の
厳
し
い
、
小
雪
の
舞

い
散
る
日
で
あ
っ
た
。
千
二
百

備
」
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
清
掃
管

理
で
、
収
入
の
多
く
を
整
備
に
あ

て
る
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
境
内
は

塵
一
つ
無
く
、
清
潔
そ
の
も
の

　

世
界
宗
教
者
平
和
会
議
（
Ｗ
Ｃ

Ｒ
Ｐ
）
の
第
八
回
世
界
大
会
が
、

今
年
八
月
に
京
都
の
国
立
京
都
国

際
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
は
、
世
界
の
宗
教
者

が
互
い
に
協
力
し
合
い
、
平
和
の

た
め
に
尽
く
す
こ
と
を
目
的
に

一
九
七
〇
年
、
京
都
で
設
立
さ
れ

た
。
本
部
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ

り
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ

め
と
す
る
世
界
の
主
立
っ
た
宗
教

が
加
盟
し
て
お
り
、
三
十
数
カ
国

に
及
ぶ
各
国
委
員
会
を
持
つ
世
界

最
大
規
模
の
宗
教
協
力
団
体
。

　

三
十
六
年
ぶ
り
に
設
立
の
地
京

都
に
お
い
て
世
界
大
会
が
開
か
れ

る
わ
け
だ
が
、
二
〇
〇
一
年
の
米

同
時
多
発
テ
ロ
以
降
で
は
初
の
世

界
大
会
と
な
る
。
中
東
の
紛
争
を

始
め
、
世
界
各
地
の
争
い
が
宗
教

色
の
濃
い
対
立
と
な
っ
て
き
て
い

る
今
日
、
宗
教
者
が
平
和
へ
向
け

　

天
台
宗
僧
侶
で
あ
る
作
家
の
瀬

戸
内
寂
聴
師
に
こ
の
ほ
ど
、
イ
タ

リ
ア
の
「
国
際
ニ
ー
ノ
賞
」
が
贈

ら
れ
る
こ
と
が
き
ま
っ
た
。
同
賞

は
国
際
的
に
活
躍
す
る
文
化
人
に

贈
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
作
家
Ｖ
・
Ｓ
・

ナ
イ
ポ
ー
ル
氏
や
高
名
な
文
化
人

類
学
者
・
レ
ビ
ス
ト
ロ
ー
ス
氏
等

が
受
賞
し
て
い
る
。
受
賞
理
由
に

「
最
も
先
鋭
的
な
仏
教
者
の
一

人
」
で
あ
り
、「
寂
聴
」
の
名
の

と
お
り
、
作
品
の
中
で
「
静
寂
を

　

徳
星
寺
は
、
千
葉
県
香
取
郡
の

小お

み見
に
あ
る
。

 

「
小
見
は
、
麻お

み積
と
書
い
た
ん
で

す
。
長
野
県
に
も
麻
積
と
い
う
村

が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
き
っ
と
麻

が
採
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
い

う
の
は
落
合
高
省
住
職
。

　

同
寺
は
、
今
年
五
月
に
行
わ
れ

る
北
総
教
区
檀
信
徒
総
授
戒
の
会

場
で
あ
る
。
す
で
に
戒
弟
の
目
標

数
は
達
成
さ
れ
て
い
る
。
落
合
住

職
は
「
ち
ょ
ん
ま
げ
時
代
か
ら
の

檀
家
寺
で
す
が
、
住
職
が
仏
さ
ま

を
カ
サ
に
き
て
、
檀
家
に
も
の
を

い
う
の
は
御
法
度
。
檀
家
さ
ん
と

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
語
り
合
え
る
関

係
こ
そ
寺
院
護
持
の
基
本
」
と
い

う
。
天
台
宗
檀
信
徒
会
会
長
を
つ

と
め
る
藤
崎
勲
さ
ん
は
、
同
寺
の

檀
家
で
あ
る
。

　

落
合
住
職
の
趣
味
は
「
寺
院
整

　

九
州
東
教
区
の
霊
仙
寺
（
青
山

良
安
住
職
）
で
は
こ
の
ほ
ど
、
境

て
い
か
な
る
協
力
が
出
来
る
か
、

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
度
の
世
界
大
会
に
は
、
イ

ラ
ク
の
宗
教
指
導
者
ら
世
界
八
十

カ
国
、
約
五
百
名
の
諸
宗
教
代
表

者
を
含
む
、
約
二
千
名
の
参
加
者

を
予
定
し
て
い
る
。
日
程
は
八
月

二
十
六
日
か
ら
四
日
間
。　
　

千
二
百
年
と
い
う
勝
縁
を
迎
え
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
建
て
替
え
を

決
意
。
そ
の
慶
讃
事
業
の
一
環
と

し
て
、
檀
信
徒
の
篤
志
の
も
と
、

昨
年
十
二
月
に
新
護
摩
堂
を
竣
工

さ
せ
た
。

　

約
九
十
年
振
り
の
建
立
と
い
う

こ
と
で
、
同
日
の
落
慶
法
要
は
、

華
や
か
な
稚
児
行
列
も
行
わ
れ
る

な
ど
、
盛
大
裡
に
執
行
さ
れ
た
。

な
お
、
同
寺
の
ご
本
尊
は
千
手
観

音
（
秘
佛
）
で
、
毎
年
二
月
十
八

日
に
御
開
帳
護
摩
供
法
要
が
厳
修

さ
れ
て
い
る
。

    

（
報
告
＝
藤
園
俊
道
通
信
員
）

聴
く
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
」
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
で
は
、
瀬
戸
内
師
の

作
品
の
中
で
「
女
徳
」
と
「
比
叡
」

が
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

瀬
戸
内
師
は
、
昨
年
秋
に
奉
修

さ
れ
た
開
宗
千
二
百
年
慶
讃
大
法

要
の
開
闢
に
際
し
、新
作
狂
言「
居

眠
り
大
黒
」
の
脚
本
を
担
当
し
、

好
評
を
博
し
た
。
最
近
で
は
、
オ

ペ
ラ
の
脚
本
を
手
が
け
て
お
り
、

今
後
の
更
な
る
活
躍
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。

内
地
に
あ
る
護
摩
堂
を
新
築
し
た

（
写
真
）。

　

昨
年
十
二
月

十
七
日
に
部
内

寺
院
住
職
有
志

出
仕
の
も
と
、

落
慶
法
要
を
執

り
行
っ
た
。

　

同
寺
の
護
摩

堂
は
大
正
五
年

の
建
立
で
あ

り
、
近
年
、
老

朽
化
が
著
し
く

な
っ
て
い
た
。

　

折
し
も
開
宗

　

二
十
八
歳
で
、
僧
侶
に
な
っ

た
。実
生
活
で
挫
折
を
味
わ
い「
自

分
を
違
う
環
境
に
置
い
て
、
考
え

直
し
た
い
」
と
思
っ
た
時
に
比
叡

山
と
出
会
っ
た
。
師
匠
は
「
行
の

鬼
」
と
い
わ
れ
た
小
林
栄
茂
師
で

あ
る
。
千
日
回
峰
行
を
達
成
し
た

大
行
満
大
阿
闍
梨
の
元
で
の
生
活

は
「
厳
し
か
っ
た
が
、
普
通
の

こ
と
を
普
通
に
し
て
い
れ
ば
恐

く
は
な
か
っ
た
」。
延
暦
寺
一

山
止
観
院
住
職
だ
が
、
比
叡
山

に
入
っ
た
時
は
住
職
に
な
れ
る

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
行

者
に
憧
れ
な
い
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
縁
に
従
っ
て
今
日
ま
で

　

慣
例
で
は
、
新
旧
の
橋
渡
し
役

と
し
て
旧
内
局
か
ら
一
人
が
新
内

局
に
残
る
。
誰
も
が
、
こ
の
人
だ

と
思
っ
て
い
た
。
途
中
入
局
で
二

年
し
か
務
め
て
い
な
い
と
い
う
ば

か
り
で
は
な
い
。
温
厚
篤
実
な
が

ら
手
堅
い
行
政
手
腕
で
、
議
会
か

ら
も
職
員
か
ら
も
人
望
が
高
い
か

ら
だ
。「
で
も
、
今
回
は
選
挙
に

な
り
ま
し
た
か
ら
」
と
固
辞
の
姿

勢
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
度
重

な
る
就
任
要
請
に
「
お
役
に
立
つ

の
な
ら
」
と
法
人
部
長
就
任
を
承

諾
し
た
。
前
の
一
隅
を
照
ら
す
運

動
総
本
部
長
か
ら
は
百
八
十
度
転

換
で
あ
る
。「
個
々
の
寺
院
問
題

に
包
括
法
人
が
ど
れ
だ
け
踏
み
込

め
る
の
か
、
ミ
ス
が
許
さ

れ
な
い
職
責
だ
け
に
毎
日

勉
強
で
す
」。
自
然
、
特

に
植
物
を
愛
す
る
。
信
州

の
自
坊
で
は
、
色
々
と
栽

培
を
楽
し
む
が
、
大
津
市

坂
本
の
役
宅
で
は
「
通
勤

途
中
の
草
木
を
眺
め
る
だ

け
で
、
何
も
し
て
い
ま
せ

　

岡
山
教
区
宗
務
所
長
か
ら
の
就

任
。
岡
山
と
い
え
ば
、
瀬
戸
内
海

の
温
暖
な
気
候
を
想
像
す
る
が
、

自
坊
の
高
福
寺
は
標
高
三
百
八
十

㍍
に
あ
っ
て
比
較
的
雨
が
多
く
、

那
岐
山
か
ら
は
「
広ひ

ろ
と
か
ぜ

戸
風
」
と
い

う
暴
風
が
吹
く
。
昨
年
十
二
月
上

旬
に
降
っ
た
雪
が
今
も
根
雪
と
な

っ
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
倉

敷
生
ま
れ
で
、
小
学
校
三
年
生
か

ら
二
十
九
歳
ま
で
名
刹
・
明
王
院

（
現
・
吉
山
亮
公
住
職
）
で
徒
弟

生
活
し
た
。「
亮
公
師
が
子
ど
も

だ
っ
た
頃
、
手
を
引
い
て
幼
稚
園

に
連
れ
て
行
っ
た
」。
兄
弟
同
然

の
吉
山
師
は
今
は
宗
議
会
で
活
躍

す
る
。
部
長
就
任
を
要
請
に
来
た

の
は
、
そ
の
吉
山
師
ら
だ
っ
た
。

「
青
天
の
霹へ

き
れ
き靂

と
い
う
か
広
戸
風

が
吹
い
た
よ
う
で
し
た
」。
三
時

間
を
越
え
る
話
し
合
い
で
、
悩
み

に
悩
ん
だ
が
、
二
十
七
歳
の
副
住

職
が
「
親
父
、
寺
は
自
分
が
護
る

か
ら
本
庁
へ
行
っ
て
い
い
よ
」
と

い
う
言
葉
が
背
中
を
押
し
た
。「
濱

中
総
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
あ

る
よ
う
に
、
宗
徒
に
負
担
を
か
け

な
い
財
政
を
心
が
け
た
い
」。
境

内
整
備
の
か
た
わ
ら
「
山
菜
を
採

る
の
も
楽
し
み
」
と
い
う
。

来
た
」。
比
叡
山
で
も
清
原
内
局

で
総
務
課
長
、
森
定
内
局
で
総
務

部
長
を
務
め
た
。
今
回
も
内
局
の

要
で
あ
る
天
台
宗
の
総
務
部
長
。

「
職
種
上
、
威
勢
の
い
い
こ
と
ば

か
り
は
言
え
な
い
。
危
機
管
理
も

仕
事
な
の
で
、
な
る
べ
く
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
用
事
は
入
れ
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
」。
娑
婆
で
挫
折
感

を
味
わ
っ
た
の
に
、
人
事
に
携
わ

る
気
の
重
い
仕
事
で
あ
る
総
務
畑

を
歩
む
の
は
皮
肉
だ
が
「
上
か
ら

モ
ノ
を
言
う
よ
り
、
下
か
ら
サ
ポ

ー
ト
し
た
い
。
調
和
を
は
か
り
組

織
が
前
向
き
に
な
れ
ば
、
達
成
感

が
味
わ
え
る
と
思
う
」。

ん
」。
校
長
を
務
め
た
地
元
、
長

野
県
の
飯
田
女
子
高
等
学
校
で

は
、
ず
っ
と
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部

の
監
督
だ
っ
た
。「
そ
の
頃
に
比

べ
、
運
動
不
足
が
悩
み
で
す
」。

年
前
、
天
台
宗
が
勅
許
で
認
め
ら

れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
に
寒
い
日

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
ふ
と
思

う
。
並
み
居
る
報
道
陣
に
混
じ
っ

て
、
カ
メ
ラ
を
構
え
つ
つ
、
ホ
カ

ロ
ン
を
懐
に
入
れ
て
い
る
こ
と

を
、
宗
祖
大
師
に
申
し
訳
な
く
思

う
（
写
真
は
、
根
本
中
堂
に
入
堂

す
る
座
主
猊
下
と
天

台
宗
、
延
暦
寺
両
内

局
）
●
連
日
の
ホ
リ

エ
モ
ン
報
道
で
、
何

千
億
円
が
泡
と
消
え

た
と
い
う
解
説
に
、

た
だ
口
ポ
カ
ン
で
あ

る
。
か
つ
て
有
名
な

仏
師
か
ら
「
カ
ネ
は

刃
物
や
で
。
持
ち
つ

け
な
い
者
が
持
つ
と

身
を
切
る
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
を
思
い
出

す
。
我
が
身
を
振
り

返
れ
ば
身
を
切
る
心

配
な
ど
全
然
な
い
の

が
や
や
淋
し
い
が
、

そ
の
分
枕
を
高
く
し

て
寝
て
い
る
の
は
、

幸
せ
と
納
得
す
る
。

一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
理
事

会
を
開
催

　

去
る
一
月
二
十
三
日
、
天
台
宗

務
庁
に
お
い
て
、
一
隅
を
照
ら
す

運
動
総
本
部
の
理
事
会
が
開
催
さ

れ
、
平
成
十
八
年
度
の
同
本
部
予

算
、
事
業
計
画
等
を
審
議
し
、
い

ず
れ
も
原
案
通
り
承
認
し
た
。

　

同
本
部
で
は
、
平
成
十
七
年
度

か
ら
会
報
と
し
て
「
き
ら
め
き
」

を
発
行
し
て
い
る
が
、
来
年
度
か

ら
、
現
行
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
か
ら

小
冊
子
形
式
に
改
め
、
内
容
の
刷

新
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。
年
四

回
、
七
万
部
を
印
刷
。
宗
内
寺
院

等
に
無
料
配
布
す
る
。

【
延
暦
寺
一
山
・
乗
実
院
】
真
嶋
全
康
師

【
東
京
・
妙
見
寺
】
宮
嵜
光
永
師

鈴
木　

昭
然
師

平
成
17
年
12
月
14
日
遷
化

写
真=

第
6
回
大
会
（
ロ
ー
マ
）
で

の
様
子　

(

W
Ｃ
Ｒ
Ｐ
日
本
委
員
会
提
供
）

だ
。
一
隅
を
照
ら
す
運
動
三
十
周

年
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
伝
教

大
師
像
が
、
訪
れ
る
檀
家
の
人
々

を
優
し
く
見
守
っ
て
い
る
。国際ニーノ賞を受賞する瀬戸内寂聴師

（写真 =昨年・新作狂言発表の記者会見で）

【
埼
玉
・
立
岩
寺
】
宮
崎
公
宏
師

【
南
総
・
福
圓
寺
】
川
邉
堯
圓
師

【
栃
木
・
感
應
寺
】
本
橋
孝
悠
師

【
神
奈
川
・
西
福
寺
】
相
馬
觀
順
師

【
栃
木
・
広
泉
寺
】
二
見
亮
覚
師

【
山
形
・
月
藏
院
】
庭
崎
賢
恵
師

【
安
楽
律
法
流
・
東
福
寺
】
草
香
玄
聖
師

（
平
成
17
年
12
月
1
日
〜
平
成
18

年
1
月
24
日　

法
人
部
調
）

塩
入　

亮
善
師

平
成
17
年
12
月
28
日
遷
化

埼
玉
教
区
喜
多
院
名
誉
住
職

2
月
10
日
本
葬
儀
執
行
予
定

清
水　

徹
心
師

平
成
17
年
12
月
29
日
遷
化

常
楽
院
法
流
本
城
寺
住
職

12
月
30
日
本
葬
儀
執
行

細
野　

舜
章
師

平
成
18
年
1
月
10
日
遷
化

南
総
教
区
観
明
寺
名
誉
住
職

2
月
27
日
本
葬
儀
執
行
予
定

三
岐
教
区
長
命
寺
住
職

12
月
18
日
本
葬
儀
執
行
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「
た
と
え
、
金
貨
の
雨

が
降
っ
た
と
し
て
も
、
人

間
の
欲
望
は
満
た
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
快
楽
の
味

は
短
く
か
つ
苦
痛
で
あ
る

と
賢
者
は
知
っ
て
い
る
」

　

ダ
ン
マ
パ
ダ
で
釈
尊
は

こ
う
喝
破
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
ホ
リ
エ
モ
ン
と
そ

の
仲
間
が
錬
金
術
に
、
あ

ら
ゆ
る
手
段
を
使
い
、
法
を
犯

し
て
ま
で
突
っ
走
っ
た
こ
と
に

驚
か
な
い
。
そ
れ
こ
そ
想
定
内

だ
。
ま
た
彼
が
日
本
で
一
番
優

秀
だ
と
さ
れ
て
い
る
大
学
に
合

格
し
て
も
、
け
し
て
賢
者
で
な

か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
た

だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
ま
さ

れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
代
日
本

の
病
理
が
あ
る
。

　

土
地
バ
ブ
ル
が
弾
け
て
、
不

景
気
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ

れ
た
日
本
経
済
に
と
っ
て
、
Ｉ

Ｔ
産
業
と
株
は
ま
さ
に
救
世
主

の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
。
そ

こ
に
彗
星
の
よ
う
に
現
れ
た

の
が
、
ラ
イ
ブ
・
ド
ア
で
あ

る
。
膨
大
な
不
良
債
権
を
背
負

っ
て
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た

大
手
銀
行
、
価
格
破
壊
が
起
こ

り
、
業
績
が
低
迷
す
る
製
造
業

や
流
通
業
界
を
尻
目
に
、
株
式

市
況
を
賑
わ
し
始
め
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
一
見
颯
爽
と
登

場
し
た
そ
の
ホ
リ
エ
モ
ン
の
姿

は
、
既
成
の
秩
序
に
執
わ
れ
な

い
、
改
革
の
旗
手
に
も
見
立
て

ら
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
小
泉
総

理
に
よ
っ
て
、
衆
院
選
立
候
補

者
に
認
め
ら
れ
、
改
革
に
反
対

す
る
政
敵
の
刺
客
と
し
て
送
り

込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
財
界
ト
ッ
プ
の
経
団

連
・
奥
田
会
長
が
、
そ
の
仲
間

に
入
る
こ
と
を
容
認
し
た
り
し

た
。
守
旧
の
本
丸
と
思
わ
れ
る

こ
と
を
嫌
い
、
時
代
に
即
応
で

き
る
こ
と
を
見
せ
た
か
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ

ら
の
事
実
は
衝
撃
的
で
す
ら
あ

る
。
日
本
の
政
治
と
経
済
を
そ

れ
ぞ
れ
代
表
す
る
二
人
が
、
揃

っ
て
人
物
評
価
を
誤
っ
た
か
ら

だ
。
さ
ら
に
社
会
の
木
鐸
を
任

じ
て
い
る
マ
ス
コ
ミ
に
至
っ
て

は
、
勝
手
に
持
ち
上
げ
て
お
い

て
大
騒
ぎ
し
、
悪
者
と
わ
か
れ

ば
掌
を
返
し
た
よ
う
に
叩
き
、

ま
た
大
騒
ぎ
す
る
だ
け
だ
か

ら
、
こ
の
際
問
題
の
外
だ
。
そ

れ
よ
り
日
本
の
国
の
舵
取
り
を

し
て
い
る
人
達
の
価
値
判
断
の

尺
度
が
、
狂
っ
て
い
る
方
が
大

問
題
な
の
で
あ
る
。

　

普
段
は
「
米
百
俵
」
な
ど
と

口
当
た
り
の
よ
い
こ
と
を
言
っ

て
い
て
も
、
い
つ
の
間
に
か
頭

の
中
が
、
効
率
や
勝
ち
負
け
な

ど
計
算
可
能
な
こ
と
で
占
め
ら

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
倫
理
や
道
徳
、
そ
れ
に

品
格
な
ど
つ
い
つ
い
後
廻
し
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
か
く
し

て
不
祥
事
を
予
防
す
べ
き
立
場

の
監
査
法
人
や
顧
問
弁
護
士

ま
で
が
、
不
正
を
隠
蔽
す
る
側

に
平
気
で
ま
わ
っ
た
り
す
る
の

で
あ
る
。
阪
神
大
震
災
の
悪
夢

か
ら
十
一
年
、
中
越
地
震
の
記

憶
も
新
し
い
中
で
、
耐
震
偽
装

建
築
が
堂
々
と
認
可
さ
れ
て
、

次
々
と
建
て
ら
れ
て
い
た
事
実

に
は
、
身
震
い
す
ら
す
る
。

　

孔
子
の
言
葉
に
「
上
、
義
を

好
め
ば
、
民
、
敢
え
て
服
せ
ざ

る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
。
法
整

備
は
勿
論
で
あ
る
が
、
民
主
主

義
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
余
計
に

上
に
立
つ
人
の
見
識
や
徳
が
不

可
欠
な
の
で
は
な
い
か
。
日
本

の
背
骨
が
曲
が
っ
て
き
た
。

　

一
月
二
十
六
日
午
前
十
一
時
か

ら
、
開
宗
千
二
百
年
祥
当
法
要
が

比
叡
山
延
暦
寺
で
厳
修
さ
れ
た
。

底
冷
え
の
厳
し
い
、
小
雪
の
舞

い
散
る
日
で
あ
っ
た
。
千
二
百

備
」
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
清
掃
管

理
で
、
収
入
の
多
く
を
整
備
に
あ

て
る
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
境
内
は

塵
一
つ
無
く
、
清
潔
そ
の
も
の

　

世
界
宗
教
者
平
和
会
議
（
Ｗ
Ｃ

Ｒ
Ｐ
）
の
第
八
回
世
界
大
会
が
、

今
年
八
月
に
京
都
の
国
立
京
都
国

際
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
は
、
世
界
の
宗
教
者

が
互
い
に
協
力
し
合
い
、
平
和
の

た
め
に
尽
く
す
こ
と
を
目
的
に

一
九
七
〇
年
、
京
都
で
設
立
さ
れ

た
。
本
部
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ

り
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ

め
と
す
る
世
界
の
主
立
っ
た
宗
教

が
加
盟
し
て
お
り
、
三
十
数
カ
国

に
及
ぶ
各
国
委
員
会
を
持
つ
世
界

最
大
規
模
の
宗
教
協
力
団
体
。

　

三
十
六
年
ぶ
り
に
設
立
の
地
京

都
に
お
い
て
世
界
大
会
が
開
か
れ

る
わ
け
だ
が
、
二
〇
〇
一
年
の
米

同
時
多
発
テ
ロ
以
降
で
は
初
の
世

界
大
会
と
な
る
。
中
東
の
紛
争
を

始
め
、
世
界
各
地
の
争
い
が
宗
教

色
の
濃
い
対
立
と
な
っ
て
き
て
い

る
今
日
、
宗
教
者
が
平
和
へ
向
け

　

天
台
宗
僧
侶
で
あ
る
作
家
の
瀬

戸
内
寂
聴
師
に
こ
の
ほ
ど
、
イ
タ

リ
ア
の
「
国
際
ニ
ー
ノ
賞
」
が
贈

ら
れ
る
こ
と
が
き
ま
っ
た
。
同
賞

は
国
際
的
に
活
躍
す
る
文
化
人
に

贈
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
作
家
Ｖ
・
Ｓ
・

ナ
イ
ポ
ー
ル
氏
や
高
名
な
文
化
人

類
学
者
・
レ
ビ
ス
ト
ロ
ー
ス
氏
等

が
受
賞
し
て
い
る
。
受
賞
理
由
に

「
最
も
先
鋭
的
な
仏
教
者
の
一

人
」
で
あ
り
、「
寂
聴
」
の
名
の

と
お
り
、
作
品
の
中
で
「
静
寂
を

　

徳
星
寺
は
、
千
葉
県
香
取
郡
の

小お

み見
に
あ
る
。

 

「
小
見
は
、
麻お

み積
と
書
い
た
ん
で

す
。
長
野
県
に
も
麻
積
と
い
う
村

が
あ
り
ま
す
が
、
昔
は
き
っ
と
麻

が
採
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
い

う
の
は
落
合
高
省
住
職
。

　

同
寺
は
、
今
年
五
月
に
行
わ
れ

る
北
総
教
区
檀
信
徒
総
授
戒
の
会

場
で
あ
る
。
す
で
に
戒
弟
の
目
標

数
は
達
成
さ
れ
て
い
る
。
落
合
住

職
は
「
ち
ょ
ん
ま
げ
時
代
か
ら
の

檀
家
寺
で
す
が
、
住
職
が
仏
さ
ま

を
カ
サ
に
き
て
、
檀
家
に
も
の
を

い
う
の
は
御
法
度
。
檀
家
さ
ん
と

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
語
り
合
え
る
関

係
こ
そ
寺
院
護
持
の
基
本
」
と
い

う
。
天
台
宗
檀
信
徒
会
会
長
を
つ

と
め
る
藤
崎
勲
さ
ん
は
、
同
寺
の

檀
家
で
あ
る
。

　

落
合
住
職
の
趣
味
は
「
寺
院
整

　

九
州
東
教
区
の
霊
仙
寺
（
青
山

良
安
住
職
）
で
は
こ
の
ほ
ど
、
境

て
い
か
な
る
協
力
が
出
来
る
か
、

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
度
の
世
界
大
会
に
は
、
イ

ラ
ク
の
宗
教
指
導
者
ら
世
界
八
十

カ
国
、
約
五
百
名
の
諸
宗
教
代
表

者
を
含
む
、
約
二
千
名
の
参
加
者

を
予
定
し
て
い
る
。
日
程
は
八
月

二
十
六
日
か
ら
四
日
間
。　
　

千
二
百
年
と
い
う
勝
縁
を
迎
え
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
建
て
替
え
を

決
意
。
そ
の
慶
讃
事
業
の
一
環
と

し
て
、
檀
信
徒
の
篤
志
の
も
と
、

昨
年
十
二
月
に
新
護
摩
堂
を
竣
工

さ
せ
た
。

　

約
九
十
年
振
り
の
建
立
と
い
う

こ
と
で
、
同
日
の
落
慶
法
要
は
、

華
や
か
な
稚
児
行
列
も
行
わ
れ
る

な
ど
、
盛
大
裡
に
執
行
さ
れ
た
。

な
お
、
同
寺
の
ご
本
尊
は
千
手
観

音
（
秘
佛
）
で
、
毎
年
二
月
十
八

日
に
御
開
帳
護
摩
供
法
要
が
厳
修

さ
れ
て
い
る
。

    

（
報
告
＝
藤
園
俊
道
通
信
員
）

聴
く
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
」
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
で
は
、
瀬
戸
内
師
の

作
品
の
中
で
「
女
徳
」
と
「
比
叡
」

が
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

瀬
戸
内
師
は
、
昨
年
秋
に
奉
修

さ
れ
た
開
宗
千
二
百
年
慶
讃
大
法

要
の
開
闢
に
際
し
、新
作
狂
言「
居

眠
り
大
黒
」
の
脚
本
を
担
当
し
、

好
評
を
博
し
た
。
最
近
で
は
、
オ

ペ
ラ
の
脚
本
を
手
が
け
て
お
り
、

今
後
の
更
な
る
活
躍
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。

内
地
に
あ
る
護
摩
堂
を
新
築
し
た

（
写
真
）。

　

昨
年
十
二
月

十
七
日
に
部
内

寺
院
住
職
有
志

出
仕
の
も
と
、

落
慶
法
要
を
執

り
行
っ
た
。

　

同
寺
の
護
摩

堂
は
大
正
五
年

の
建
立
で
あ

り
、
近
年
、
老

朽
化
が
著
し
く

な
っ
て
い
た
。

　

折
し
も
開
宗

　

二
十
八
歳
で
、
僧
侶
に
な
っ

た
。実
生
活
で
挫
折
を
味
わ
い「
自

分
を
違
う
環
境
に
置
い
て
、
考
え

直
し
た
い
」
と
思
っ
た
時
に
比
叡

山
と
出
会
っ
た
。
師
匠
は
「
行
の

鬼
」
と
い
わ
れ
た
小
林
栄
茂
師
で

あ
る
。
千
日
回
峰
行
を
達
成
し
た

大
行
満
大
阿
闍
梨
の
元
で
の
生
活

は
「
厳
し
か
っ
た
が
、
普
通
の

こ
と
を
普
通
に
し
て
い
れ
ば
恐

く
は
な
か
っ
た
」。
延
暦
寺
一

山
止
観
院
住
職
だ
が
、
比
叡
山

に
入
っ
た
時
は
住
職
に
な
れ
る

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
行

者
に
憧
れ
な
い
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
縁
に
従
っ
て
今
日
ま
で

　

慣
例
で
は
、
新
旧
の
橋
渡
し
役

と
し
て
旧
内
局
か
ら
一
人
が
新
内

局
に
残
る
。
誰
も
が
、
こ
の
人
だ

と
思
っ
て
い
た
。
途
中
入
局
で
二

年
し
か
務
め
て
い
な
い
と
い
う
ば

か
り
で
は
な
い
。
温
厚
篤
実
な
が

ら
手
堅
い
行
政
手
腕
で
、
議
会
か

ら
も
職
員
か
ら
も
人
望
が
高
い
か

ら
だ
。「
で
も
、
今
回
は
選
挙
に

な
り
ま
し
た
か
ら
」
と
固
辞
の
姿

勢
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
度
重

な
る
就
任
要
請
に
「
お
役
に
立
つ

の
な
ら
」
と
法
人
部
長
就
任
を
承

諾
し
た
。
前
の
一
隅
を
照
ら
す
運

動
総
本
部
長
か
ら
は
百
八
十
度
転

換
で
あ
る
。「
個
々
の
寺
院
問
題

に
包
括
法
人
が
ど
れ
だ
け
踏
み
込

め
る
の
か
、
ミ
ス
が
許
さ

れ
な
い
職
責
だ
け
に
毎
日

勉
強
で
す
」。
自
然
、
特

に
植
物
を
愛
す
る
。
信
州

の
自
坊
で
は
、
色
々
と
栽

培
を
楽
し
む
が
、
大
津
市

坂
本
の
役
宅
で
は
「
通
勤

途
中
の
草
木
を
眺
め
る
だ

け
で
、
何
も
し
て
い
ま
せ

　

岡
山
教
区
宗
務
所
長
か
ら
の
就

任
。
岡
山
と
い
え
ば
、
瀬
戸
内
海

の
温
暖
な
気
候
を
想
像
す
る
が
、

自
坊
の
高
福
寺
は
標
高
三
百
八
十

㍍
に
あ
っ
て
比
較
的
雨
が
多
く
、

那
岐
山
か
ら
は
「
広ひ

ろ
と
か
ぜ

戸
風
」
と
い

う
暴
風
が
吹
く
。
昨
年
十
二
月
上

旬
に
降
っ
た
雪
が
今
も
根
雪
と
な

っ
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
倉

敷
生
ま
れ
で
、
小
学
校
三
年
生
か

ら
二
十
九
歳
ま
で
名
刹
・
明
王
院

（
現
・
吉
山
亮
公
住
職
）
で
徒
弟

生
活
し
た
。「
亮
公
師
が
子
ど
も

だ
っ
た
頃
、
手
を
引
い
て
幼
稚
園

に
連
れ
て
行
っ
た
」。
兄
弟
同
然

の
吉
山
師
は
今
は
宗
議
会
で
活
躍

す
る
。
部
長
就
任
を
要
請
に
来
た

の
は
、
そ
の
吉
山
師
ら
だ
っ
た
。

「
青
天
の
霹へ

き
れ
き靂

と
い
う
か
広
戸
風

が
吹
い
た
よ
う
で
し
た
」。
三
時

間
を
越
え
る
話
し
合
い
で
、
悩
み

に
悩
ん
だ
が
、
二
十
七
歳
の
副
住

職
が
「
親
父
、
寺
は
自
分
が
護
る

か
ら
本
庁
へ
行
っ
て
い
い
よ
」
と

い
う
言
葉
が
背
中
を
押
し
た
。「
濱

中
総
長
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
あ

る
よ
う
に
、
宗
徒
に
負
担
を
か
け

な
い
財
政
を
心
が
け
た
い
」。
境

内
整
備
の
か
た
わ
ら
「
山
菜
を
採

る
の
も
楽
し
み
」
と
い
う
。

来
た
」。
比
叡
山
で
も
清
原
内
局

で
総
務
課
長
、
森
定
内
局
で
総
務

部
長
を
務
め
た
。
今
回
も
内
局
の

要
で
あ
る
天
台
宗
の
総
務
部
長
。

「
職
種
上
、
威
勢
の
い
い
こ
と
ば

か
り
は
言
え
な
い
。
危
機
管
理
も

仕
事
な
の
で
、
な
る
べ
く
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
用
事
は
入
れ
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
」。
娑
婆
で
挫
折
感

を
味
わ
っ
た
の
に
、
人
事
に
携
わ

る
気
の
重
い
仕
事
で
あ
る
総
務
畑

を
歩
む
の
は
皮
肉
だ
が
「
上
か
ら

モ
ノ
を
言
う
よ
り
、
下
か
ら
サ
ポ

ー
ト
し
た
い
。
調
和
を
は
か
り
組

織
が
前
向
き
に
な
れ
ば
、
達
成
感

が
味
わ
え
る
と
思
う
」。

ん
」。
校
長
を
務
め
た
地
元
、
長

野
県
の
飯
田
女
子
高
等
学
校
で

は
、
ず
っ
と
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部

の
監
督
だ
っ
た
。「
そ
の
頃
に
比

べ
、
運
動
不
足
が
悩
み
で
す
」。

年
前
、
天
台
宗
が
勅
許
で
認
め
ら

れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
に
寒
い
日

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
ふ
と
思

う
。
並
み
居
る
報
道
陣
に
混
じ
っ

て
、
カ
メ
ラ
を
構
え
つ
つ
、
ホ
カ

ロ
ン
を
懐
に
入
れ
て
い
る
こ
と

を
、
宗
祖
大
師
に
申
し
訳
な
く
思

う
（
写
真
は
、
根
本
中
堂
に
入
堂

す
る
座
主
猊
下
と
天

台
宗
、
延
暦
寺
両
内

局
）
●
連
日
の
ホ
リ

エ
モ
ン
報
道
で
、
何

千
億
円
が
泡
と
消
え

た
と
い
う
解
説
に
、

た
だ
口
ポ
カ
ン
で
あ

る
。
か
つ
て
有
名
な

仏
師
か
ら
「
カ
ネ
は

刃
物
や
で
。
持
ち
つ

け
な
い
者
が
持
つ
と

身
を
切
る
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
を
思
い
出

す
。
我
が
身
を
振
り

返
れ
ば
身
を
切
る
心

配
な
ど
全
然
な
い
の

が
や
や
淋
し
い
が
、

そ
の
分
枕
を
高
く
し

て
寝
て
い
る
の
は
、

幸
せ
と
納
得
す
る
。

一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
理
事

会
を
開
催

　

去
る
一
月
二
十
三
日
、
天
台
宗

務
庁
に
お
い
て
、
一
隅
を
照
ら
す

運
動
総
本
部
の
理
事
会
が
開
催
さ

れ
、
平
成
十
八
年
度
の
同
本
部
予

算
、
事
業
計
画
等
を
審
議
し
、
い

ず
れ
も
原
案
通
り
承
認
し
た
。

　

同
本
部
で
は
、
平
成
十
七
年
度

か
ら
会
報
と
し
て
「
き
ら
め
き
」

を
発
行
し
て
い
る
が
、
来
年
度
か

ら
、
現
行
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
か
ら

小
冊
子
形
式
に
改
め
、
内
容
の
刷

新
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。
年
四

回
、
七
万
部
を
印
刷
。
宗
内
寺
院

等
に
無
料
配
布
す
る
。

【
延
暦
寺
一
山
・
乗
実
院
】
真
嶋
全
康
師

【
東
京
・
妙
見
寺
】
宮
嵜
光
永
師

鈴
木　

昭
然
師

平
成
17
年
12
月
14
日
遷
化

写
真=

第
6
回
大
会
（
ロ
ー
マ
）
で

の
様
子　

(

W
Ｃ
Ｒ
Ｐ
日
本
委
員
会
提
供
）

だ
。
一
隅
を
照
ら
す
運
動
三
十
周

年
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
伝
教

大
師
像
が
、
訪
れ
る
檀
家
の
人
々

を
優
し
く
見
守
っ
て
い
る
。国際ニーノ賞を受賞する瀬戸内寂聴師

（写真 =昨年・新作狂言発表の記者会見で）

【
埼
玉
・
立
岩
寺
】
宮
崎
公
宏
師

【
南
総
・
福
圓
寺
】
川
邉
堯
圓
師

【
栃
木
・
感
應
寺
】
本
橋
孝
悠
師

【
神
奈
川
・
西
福
寺
】
相
馬
觀
順
師

【
栃
木
・
広
泉
寺
】
二
見
亮
覚
師

【
山
形
・
月
藏
院
】
庭
崎
賢
恵
師

【
安
楽
律
法
流
・
東
福
寺
】
草
香
玄
聖
師

（
平
成
17
年
12
月
1
日
〜
平
成
18

年
1
月
24
日　

法
人
部
調
）

塩
入　

亮
善
師

平
成
17
年
12
月
28
日
遷
化

埼
玉
教
区
喜
多
院
名
誉
住
職

2
月
10
日
本
葬
儀
執
行
予
定

清
水　

徹
心
師

平
成
17
年
12
月
29
日
遷
化

常
楽
院
法
流
本
城
寺
住
職

12
月
30
日
本
葬
儀
執
行

細
野　

舜
章
師

平
成
18
年
1
月
10
日
遷
化

南
総
教
区
観
明
寺
名
誉
住
職

2
月
27
日
本
葬
儀
執
行
予
定

三
岐
教
区
長
命
寺
住
職

12
月
18
日
本
葬
儀
執
行



　

中
学
に
入
学
し
て
ま
も
な
い
こ
ろ
で

し
た
。
ま
さ
か
う
ち
の
娘
が
不
登
校
に

な
る
な
ん
て
、
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
し
て
外
出
も
し
な
く
な
り
、

人
に
会
う
の
も
嫌
が
り
、
誰
も
受
け
つ

け
な
い
昼
夜
逆
転
の
日
々
が
続
い
た
の

で
す
。
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
対
処

し
て
い
い
の
か
迷
う
ば
か
り
で
、
不
安

と
焦
り
が
募
り
、
心
も
身
体
も
ボ
ロ
ボ

ロ
の
よ
う
な
毎
日
で
し
た
。
あ
ん
な
に

明
る
く
活
発
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
意

欲
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
娘
が
、
一
変

し
て
し
ま
う
な
ん
て
…
…
。
ま
る
で
何

か
に
取
り
つ
か
れ
て
し
ま
っ
て
、
心
ま

で
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
え
る
よ
う
で
し
た
。

　

教
育
相
談
を
受
け
た
り
、
児
童
心
理

学
の
教
授
に
お
会
い
し
た
り
、
な
ん
と

か
以
前
の
元
気
な
娘
に
戻
っ
て
ほ
し
い

と
私
た
ち
は
必
死
で
し
た
。
当
時
の
娘

は
、
私
た
ち
以
上
の
や
り
場
の
な
い

苦
し
み
に
立
ち
向
か
い
、
も
が
き
苦
し

ん
で
い
た
の
だ
と
、
つ
く
づ
く
思
い
ま

す
。

　

中
学
三
年
の
十
月
頃
、
そ
ろ
そ
ろ
高

校
進
学
の
進
路
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
が
き
ま
し
た
。「
私
も

高
校
に
行
き
た
い
！
で
も
、
入
学
で
き

る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
」
不
安

を
募
ら
せ
る
ば
か
り
の
娘
に
、
私
た
ち

は
「
日
本
全
国
探
せ
ば
、
ど
こ
か
あ
る

よ
！
そ
れ
で
も
な
け
れ
ば
世
界
中
ど
こ

で
も
探
し
て
み
る
よ
！
」
と
励
ま
し
て

い
ま
し
た
。
こ
の
娘
が
行
き
た
い
と
い

う
高
校
が
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
で

も
、
や
っ
て
や
り
た
い
と
心
底
そ
う
思

っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
以
前
娘
が
取
り
置

き
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、
一
本
の

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
見
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
が
北
星
余
市
高
校
で
し
た
。「
私

こ
の
学
校
な
ら
行
け
る
か
も
し
れ
な

い
」。
娘
の
口
か
ら
ポ
ツ
リ
と
こ
ん
な

言
葉
が
出
た
の
で
す
。
暗
く
長
か
っ
た

ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う
に
、
ポ
ッ
カ
リ
と

光
が
見
え
た
よ
う
な
思
い
で
し
た
。

　

そ
し
て
一
月
の
寒
い
北
海
道
に
、
学

校
見
学
に
行
っ
た
の
で
す
。
あ
た
り
一

面
凍
り
つ
く
よ
う
な
雪
の
な
か
、
冬
の

海
は
ね
ず
み
色
の
波
が
暗
く
重
く
見
え

ま
し
た
。
こ
ん
な
見
知
ら
ぬ
遠
い
北
の

地
で
、
本
当
に
や
っ
て
ゆ
け
る
の
だ
ろ

う
か
不
安
で
し
た
。
そ
れ
以
上
に
娘
の

不
安
は
、
計
り
し
れ
な
い
も
の
だ
っ
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
続
く
）
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昨
年
は
天
台
宗
開
宗
千
二
百

年
慶
讃
の
総
授
戒
が
、
全
国
の

教
区
ご
と
に
盛
大
に
開
催
さ

れ
、
多
く
の
檀
信
徒
に
深
い
感

銘
を
与
え
ま
し
た
。

　

私
ど
も
の
教
区
で
も
三
会
場

に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

ど
の
会
場
も
戒
弟
と
な
ら
れ

る
お
方
は
ほ
と
ん
ど
お
年
寄
り

の
お
方
で
あ
り
ま
し
た
が
、
中

に
数
人
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ
て

小
学
生
、
中
学
生
と
思
し
き
童

子
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

姿
を
見
た
と
き
私
は
そ
の
家
庭

を
思
い
浮
べ
ま
し
た
。
無
理
や

り
連
れ
て
こ
ら
れ
た
訳
で
は
あ

り
ま
す
ま
い
。
き
っ
と
そ
の
家

で
は
、
夕
餉
の
後
の
団
ら
ん

で
語
り
合
う
場
が
必
ず
あ
る
の

で
し
ょ
う
。
お
授
戒
の
こ
と
も

そ
こ
で
話
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

仏
教
徒
に
は
五
戒
と
し
て
仏

教
徒
と
し
て
最
低
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
戒
律
が
あ
り
ま

す
。
殺
さ
な
い
、
盗
ま
な
い
、

正
し
い
男
女
関
係
を
保
つ
、
嘘

を
つ
か
な
い
、
間
違
っ
た
考
え

方
を
し
な
い
、
の
五
つ
で
す
。

こ
れ
を
更
に
つ
き
つ
め
て
言
え

ば
「
悪
い
事
を
し
な
い
」「
善

い
事
を
し
よ
う
」と
な
り
ま
す
。

　

叡
南
覚
範
先
生
は
新
聞
に

「
戒
を
ば
名
づ
け
て
孝
と
な
す
、

ま
た
制
止
と
名
づ
く
」
と
言
う

お
釈
迦
様
の
お
言
葉
を
引
用
し

て
現
代
人
の
守
る
べ
き
道
を
説

か
れ
ま
し
た
。

　

今
の
日
本
の
社
会
は
全
て
に

経
済
が
優
先
し
、
精
神
が
荒
廃

し
て
い
ま
す
。
こ
の
荒
廃
し
た

精
神
を
復
興
さ
せ
、
犯
罪
の
無

い
明
る
い
平
和
な
世
の
中
に
す

る
た
め
に
も
、
も
う
一
度
「
五

戒
」
の
精
神
を
肝
に
銘
じ
、
心

の
基
盤
で
あ
る
家
庭
を
し
っ
か

り
と
築
い
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。
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雪
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
そ

の
人
の
住
ん
で
る
場
所
に
よ
っ

て
違
う
。〝
白
い
妖
精
〟
な
ど

と
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
呼
び

名
で
愛
で
る
人
も
あ
れ
ば
〝
白

い
悪
魔
〟
と
恐
れ
る
場
合
も
あ

る
。

　

こ
の
冬
の
日
本
海
側
を
中
心

と
す
る
大
雪
被
害
は
酷
か
っ

た
。
雪
の
多
い
時
期
よ
り
も
一

カ
月
も
早
く
大
雪
が
来
た
。
連

日
の
雪
で
除
雪
も
ま
ま
な
ら

ず
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
家
屋
。

豪
雪
に
よ
り
多
く
の
命
が
失
わ

れ
た
。
圧
倒
的
な
自
然
の
前
に

無
力
感
を
感
じ
る
の
み
だ
。

　

初
め
て
豪
雪
地
の
悲
惨
さ
を

伝
え
た
鈴
木
牧
之
の
「
北
越
雪

譜
」
の
時
代
か
ら
百
七
十
年
も

経
つ
の
に
、
雪
の
前
に
有
効
な

手
だ
て
は
ま
だ
打
ち
出
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

怨
う
ら
みを
以も

っ

て
怨
に
報ほ

う

ぜ
ば

　

怨
止や

ま
ず
、

　

徳
を
以
て
怨
に
報
ぜ
ば

　

怨
即

す
な
わ

ち
尽つ

く
。

      

（
伝
教
大
師
・
伝
述
一
心
戒
文
）

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
、
ナ

チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
収
容
所
で
、

自
ら
他
の
囚
人
の
身
代
わ
り
に

な
る
と
申
し
出
て
飢
餓
刑
に
服

し
、
亡
く
な
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
神
父
が
い
ま
す
。

　

そ
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ノ
・
コ

ル
ベ
神
父
の
名
前
は
カ
ト
リ
ッ

ク
界
で
は
知
ら
な
い
も
の
が
い

な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
で

す
。

　

コ
ル
ベ
神
父
は
「
憎
し
み
か

ら
は
何
も
生
れ
な
い
。
愛
だ
け

が
創
造
す
る
」
と
い
う
言
葉
を

残
し
ま
し
た
。

　

伝
教
大
師
の
言
葉
と
、
コ
ル

ベ
神
父
の
言
葉
を
比
べ
て
み
て

く
だ
さ
い
。
千
二
百
年
前
に
伝

教
大
師
が
述
べ
ら
れ
た
言
葉

と
、
六
十
年
前
に
カ
ト
リ
ッ
ク

神
父
が
残
し
た
も
の
は
、
ほ
と

ん
ど
同
じ
だ
と
い
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、
時

代
背
景
を
考
え
れ
ば
、
当
時
コ

ル
ベ
神
父
が
伝
教
大
師
の
教
え

を
知
っ
て
い
た
と
は
思
え
ま
せ

ん
。

　

偉
大
な
宗
教
者
に
は
、
時
代

や
国
や
宗
派
を
超
え
て
共
通
す

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

「
真
理
」
で
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
今
、
世
界
で

は
テ
ロ
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
民

族
紛
争
で
は
、
数
十
万
人
、
数

百
万
人
が
虐
殺
さ
れ
た
と
い
う

報
道
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼

等
の
心
の
奥
底
に
潜
む
も
の
は

憎
し
み
で
す
。

　

人
間
は
、
心
の
持
ち
よ
う
に

よ
っ
て
鬼
（
悪
魔
）
に
も
な
れ

れ
ば
、
仏
（
神
）
に
も
な
れ
ま

す
。
そ
の
境
界
を
分
け
る
も
の

を
千
二
百
年
前
に
伝
教
大
師
は

お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
悪
事
千
里
を
走
る
」
と
い
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
千
里
を
走
る
の
は
、

悪
事
が
発
覚
し
て
か
ら
で
、
悪
い

　

発
覚
し
た
と
き
は
、
身
の
破
滅

と
い
う
の
を
、
私
た
ち
は
汚
職
や

破
廉
恥
罪
を
犯
す
人
の
例
で
、
嫌

に
な
る
ほ
ど
見
て
き
て
い
ま
す
。

　

つ
い
最
近
で
は
「
カ
ネ
で
買
え

な
い
も
の
は
な
い
」
と
豪
語
し
、

我
々
の
日
常
生
活
で
は
想
像
も
出

来
な
い
何
千
億
円
と
い
う
マ
ネ
ー

ゲ
ー
ム
に
踊
り
、
暗
転
し
た
経
営

者
の
例
を
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
き
ま

す
。

　

仏
教
で
は
人
間
の
心
を
蝕
む
も

っ
と
も
根
本
的
な
三
つ
の
煩
悩

を
毒
に
喩
え
て
三
毒
と
呼
び
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
貪と

ん
よ
く欲

（
む
さ
ぼ

り
）・
瞋し

ん
い恚

（
い
か
り
）・
愚ぐ

ち癡

（
お
ろ
か
さ
）
の
三
つ
で
す
。

「
貪と

ん
じ
ん
ち

瞋
癡
」
と
も
い
い
ま
す
。

  

私
た
ち
は
無
限
の
過
去
世
か

ら
、
こ
の
三
つ
の
煩
悩
を
も
っ
て

い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

原
因
と
な
り
、
私
た
ち
は
自
ら
の

身
に
様
々
な
悪
業
を
呼
び
込
ん
で

し
ま
う
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
三
毒
は
、
ま
さ
に
埋

み
火
の
よ
う
に
、
心
の
中
で
ぶ
す

ぶ
す
と
燻
り
続
け
て
、
や
が
て
は

自
分
自
身
を
滅
ぼ
す
原
因
と
な
る

の
で
す
。

　

毎
日
、
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
ば
か
り

で
す
。
青
少
年
の
凶
悪
犯
罪
や
、

悲
惨
な
事
故
、
名
門
と
い
わ
れ
た

人
々
の
骨
肉
の
争
い
、
政
治
不

信
、
あ
る
い
は
戦
争
に
い
た
る
ま

で
、
す
べ
て
は
人
間
の
持
っ
て
い

る
こ
の
三
毒
が
作
用
し
て
い
ま

す
。
先
に
挙
げ
た
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム

経
営
者
は
、
貪
の
最
た
る
も
の
で

す
。
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
自
覚

し
て
、
欲
の
少
な
い
少
欲
知
足
を

心
が
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
天
台
宗
で
は
、
折
に
ふ

れ
て
「
悔け

か過
」
の
法
要
を
行
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
罪
障
を

積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
禍

わ
ざ
わ
いを

、
み
仏
に
懺
悔
し
て
幸

福
を
呼
び
込
も
う
と
い
う
法
要
で

す
。
そ
の
時
に
は
必
ず
「
今
ま
で

の
あ
や
ま
ち
は
、
過
去
か
ら
の
貪

瞋
癡
に
よ
っ
て
、
体
や
言
葉
や
思

い
を
通
し
て
犯
し
た
も
の
で
す
。

今
、
こ
れ
ら
の
あ
や
ま
ち
を
、
全

て
残
ら
ず
告
白
し
許
し
を
請
い
ま

す
」
と
い
う
懺さ

ん
げ
も
ん

悔
文
を
唱
え
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
日
々
心
を
浄

め
、
身
を
正
し
て
生
き
る
こ
と
が

仏
の
教
え
で
あ
り
、
天
台
宗
の
教

え
で
あ
り
ま
す
。

犯
し
た
る
悪
し
き
業わ

ざ

は

新
た
に
搾し

ぼ

ら
れ
し

牛ち

ち乳
の
ご
と
く

た
だ
ち
に
凝か

た

ま
る
こ
と
な
し

さ
れ
ど
そ
の
業
は

灰
に
覆お

お

わ
れ
た
る

火
の
ご
と
く

燻い
ぶ

り
つ
つ

か
の
人
を
逐お

い
ゆ
く　

　

法
句
経　

七
一

　
　

第
五
章　
「
闇お

ろ
か
び
と愚

」　
　

よ
り

　

一
月
二
十
六
日
に
、
天
台
宗
は

宗
祖
伝
教
大
師
が
立
教
さ
れ
て
よ

り
千
二
百
年
の
祥
当
を
迎
え
ま
し

た
。
ご
勝
縁
に
逢
い
え
た
喜
び
を

か
み
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
記
念
す
べ
き
年

を
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
過
ご
し
て

は
な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。

　

守
護
国
界
章
に
お
い
て
宗
祖
大

師
は
「
一い

っ
さ
い切

の
有う

じ
ょ
う情

、
皆み

な

悉
こ
と
ご
と
く

成
仏
し
、
一
と
し
て
成

じ
ょ
う

ぜ
ざ
る
は

な
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
華
経
か
ら
の
お
言
葉
で
あ
り
ま

す
が
、
す
べ
て
の
も
の
は
仏
と
な

る
、
皆
と
共
に
そ
の
道
を
歩
み
た

い
と
い
う
の
が
宗
祖
大
師
の
願
い

で
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
日
本
社
会
は
非
常
に
病

ん
で
お
り
ま
す
。
開
宗
千
二
百
年

に
あ
た
り
私
た
ち
は
、
宗
祖
大
師

の
示
さ
れ
た
よ
う
に
す
べ
て
の
も

の
が
仏
と
な
る
よ
う
に
精
進
し
、

み
教
え
を
守
り
、
そ
の
み
心
を
大

事
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
今
の
日

本
を
再
生
さ
せ
る
道
で
あ
り
ま

す
。

　

宗
祖
大
師
の
開
か
れ
た
比
叡
山

れ
ま
す
。
私
た
ち
は
開
宗
千
二
百

年
に
あ
た
り
宗
祖
大
師
の
お
志
を

伝
え
続
け
て
ゆ
く
固
い
決
意
を
深

く
心
に
刻
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
は
、
宗
祖
の
み
教
え

を
実
践
し
、
弘
め
る
こ
と
が
、
何

よ
り
の
開
宗
千
二
百
年
の
報
恩
行

に
な
る
と
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
が
日
本
を
浄
仏
国
土
に

す
る
第
一
歩
と
な
り
、
世
界
平
和

へ
の
確
か
な
道
で
あ
る
と
信
じ
ま

す
。

　

文=

宗
務
総
長　

濱
中 

光
礼

　

総
本
山
延
暦
寺
で
は
、
森
定
慈

芳
前
執
行
の
辞
任
に
伴
う
後
任
執

行
選
挙
を
去
る
十
二
月
十
九
日
に

行
い
、
新
執
行
に
延
暦
寺
一
山
大

林
院
住
職
・
今
出
川
行
雲
師
（
大

僧
正
）
を
選
出
し
た
。
任
期
は
同

月
二
十
日
よ
り
三
年
間
。

　

今
出
川
新
内
局
の
副
執
行
は
次

の
通
り
。

▽
管
理
部
長
＝
小
森 

秀
惠
師

（
延
暦
寺
一
山
・
勝
華
寺
住
職
・
大
僧
正
）

▽
財
務
部
長
＝
佐
々
木 

光
澄
師

（
延
暦
寺
一
山
・
五
智
院
住
職
・
僧　
　

正
）

▽
法
務
部
長
＝
譽
田 

玄
光
師

（
延
暦
寺
一
山
・
眞
乗
院
住
職
・
僧　

正
）

▽
参
拝
部
長
＝
山
本 

光
賢
師

（
延
暦
寺
一
山
・
蓮
華
院
住
職
・
権
僧
正
）

▽
教
化
部
長
＝
横
山 

照
泰
師

（
延
暦
寺
一
山
・
護
心
院
住
職
・
大
僧
都
）

▽
総
務
部
長
＝
水
尾 

寂
芳
師

（
延
暦
寺
一
山
・
禅
定
院
住
職
・
大
僧
都
）

伝
教
大
師
の
み
教
え
を
未
来
へ

で
は
、
法
然
、
親
鸞
、
栄
西
、
道

元
、
日
蓮
な
ど
現
在
の
日
本
仏
教

を
支
え
る
多
く
の
宗
派
の
祖
師
方

が
学
ば
れ
ま
し
た
。
一
九
八
一
年

に
来
日
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
王
ヨ
ハ

ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
聖
下
が
、
日
本

の
代
表
的
指
導
者
を
前
に
伝
教
大

師
の
こ
と
を
「
日
本
仏
教
の
古
き

指
導
者
」
と
呼
ば
れ
た
ゆ
え
ん
で

あ
り
ま
す
。
仮
に
宗
祖
大
師
が
法

華
一
乗
の
ご
精
神
を
も
っ
て
天
台

宗
を
開
か
れ
な
け
れ
ば
、
今
の
日

本
仏
教
は
全
く
違
っ
て
い
た
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。　

　
「
一
隅
を
照
ら
す
」「
己
を
忘
れ

て
他
を
利
す
る
」
等
々
、
宗
祖
大

師
が
我
々
に
示
さ
れ
た
数
多
く
の

珠
玉
の
指
針
が
ご
ざ
い
ま
す
。
宗

祖
大
師
は
「
わ
が
志
を
述
べ
よ
」

と
の
ご
遺
戒
を
残
さ
れ
て
お
ら

天
台
宗
は
、
千
二
百
年
と
い
う
歴
史
を
刻
ん

だ
。
宗
祖
大
師
の
み
心
を
現
代
に
生
か
し
、

未
来
に
伝
え
る
た
め
、新
し
い
祈
り
と
実
践
の
日
々
が
始
ま
る
。

今出川行雲
延暦寺執行

こ
と
と
い
う
の
は
な
か
な
か
表
に

出
に
く
い
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、

新
し
く
搾
ら
れ
た
牛
乳
が
す
ぐ
に

は
固
ま
ら
な
い
の
と
同
じ
事
で

す
。

　

け
れ
ど
も
、
悪
行
が
な
か
な
か

発
覚
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
消

え
て
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
、
表
に

出
て
き
ま
す
。

　

悪
行
が
、
す
ぐ
に
バ
レ
る
の
な

ら
、
ま
だ
や
り
直
し
よ
う
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
発
覚
し
な
い
時
間
が

長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
悪
行
の
上

に
、
更
に
悪
行
が
積
み
重
な
っ
て

手
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
。
こ
れ
が
恐
い
。




