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工事前の外壁

　
山
田
光
教
寺
顕
誓
が
著
し

た
『
反
故
裏
書
』
に
は
、
知
ら

れ
る
よ
う
に
藤
島
超
勝
寺
と

荒
川
興
行
寺
の
由
緒
が
語
ら

れ
る
。
早
く
か
ら
加
賀
越
中
へ

の
教
線
、
血
脈
の
展
開
が
知
ら

れ
る
。
蓮
欽
は
井
波
瑞
泉
寺
入

寺
、
加
賀
二
俣
本
泉
寺
の
血
縁

に
引
か
れ
た
ら
し
い
。
興
行
寺

は
蓮
助
（
三
代
目
）
も
周
知
の

通
り
蓮
如
上
人
の
息
女
如
空
、

蓮
尭
（
四
代
目
）
の
室
は
蓮
如

上
人
の
孫
娘
で
あ
っ
た
。
当
然

な
が
ら
蓮
如
上
人
の
息
が
入

寺
す
る
加
賀
三
ヵ
寺
と
は
濃
い

血
縁
に
結
ば
れ
て
い
た
。

　
永
正
一
揆
の
九
頭
龍
川
合
戦

に
、
一
敗
地
に
ま
み
れ
た
真
宗

寺
院
は
破
却
さ
れ
越
前
を
追

放
さ
れ
る
。
寺
基
を
移
し
た
の

は
加
賀
で
あ
っ
た
。
興
行
寺
蓮

尭
法
師
も
山
内
若
原
に
寺
地

を
定
め
た
。
荒
川
か
ら
大
日
峠

を
越
え
大
日
川
を
下
れ
ば
若

原
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
血
縁

の
あ
る
波
佐
谷
松
岡
寺
の
近
く

で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ

ろ
う
。
蓮
尭
の
母
は
松
岡
寺
蓮

網
の
妹
で
あ
り
、
祖
母
は
超
勝

寺
蓮
慶
の
娘
と
い
う
血
縁
が

あ
っ
た
。
藤
島
超
勝
寺
・
和
田

本
覚
寺
も
加
賀
江
沼
、
能
美
郡

に
寺
基
を
移
し
て
い
た
。
超
勝

寺
・
本
覚
寺
は
古
く
か
ら
加
賀

に
教
線
を
伸
ば
し
て
い
た
。
広

げ
た
門
徒
を
頼
る
以
上
に
、
越

前
回
復
の
意
図
を
込
め
、
越
前

に
近
い
江
沼
の
地
に
「
城
郭
寺

院
」
を
築
い
た
。

　
加
賀
山
内
若
原
（
現
白
山
市

若
原
）
の
地
に
寺
基
を
築
い
た

興
行
寺
も
「
若
原
御
坊
」
と
尊

崇
さ
れ
、
加
賀
の
人
々
に
は
認

識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

若
原
に
は
「
ゴ
ボ
ヤ
マ
（
御
坊

の
山
）
」
「
ゴ
ボ
ノ
ウ
ラ
（
御

坊
の
裏
）
」
な
ど
の
小
字
名
が

伝
え
ら
れ
、
一
帯
は
「
若
原
御

坊
」
に
比
定
さ
れ
る
。
旧
鳥
越

村
の
時
代
に
発
掘
調
査
が
試
み

ら
れ
、
「
壺
と
硯
」
が
発
掘
さ

れ
た
と
記
録
さ
れ
る
。
壺
は
越

三
月
二
十
一
日（
祝･

木
）

　
彼
岸
会
　
日
中
・
逮
夜

　
（
ご
法
話
　
教
応
寺
殿
）

四
月
二
十
四
日

（水）･

二
十
五
日

（木）

　
蓮
如
上
人
御
忌
法
要

　
（
ご
法
話
　
福
光
照
真
師
）

　
ご
法
話

    

二
十
四
日 

日
中･

逮
夜･

初
夜

    

二
十
五
日 

日
中

　
二
十
四
日
お
と
き
の
后
、

ハ
ー
モ
ニ
カ
合
奏
が
あ
り

ま
す
。
聴
い
て
下
さ
い
。

五
月
二
十
六
日

（日）

　
宗
祖
降
誕
会
・
初
参
式

　
赤
ち
ゃ
ん
の
初
参
り
で

す
。
ど
う
ぞ
ご
一
緒
に
お
参

り
下
さ
い
。

　
一
番
恐
ろ
し
い
の
は

　
や
は
り
人
間
で
す
と

　
こ
の
北
国
か
ら
の

　
渡
り
鳥
が
い
い
ま
し
た

　
　
　
　
（
榎
本
栄
一
・
詩
）

　
渡
り
鳥
な
ら
ず
と
も
、
人
間

以
外
の
生
き
も
の
が
、
も
し
言

葉
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
や
は

り
こ
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
子
ど

も
の
こ
ろ
、
周
囲
に
は
無
数
の

生
き
も
の
が
共
存
し
、
そ
れ
ぞ

れ
に
生
命
を
謳
歌
し
て
い
た
。

今
、
私
た
ち
の
周
囲
か
ら
、
か

つ
て
存
在
し
た
生
き
も
の
は
ほ

と
ん
ど
姿
を
消
し
て
し
ま
っ

た
。
恣
意
的
に
し
ろ
、
偶
発
的

に
し
ろ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

人
間
が
殺
し
続
け
て
き
た
の
で

あ
る
。
人
間
だ
け
が
住
み
よ
い

環
境
を
生
き
る
た
め
に
。
仏
教

で
は
人
間
の
存
在
を
「
罪
悪
深

重
」
と
と
ら
え
る
。
こ
の
名
前

こ
そ
人
間
に
与
え
ら
れ
た
、

も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
名
前
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
罪
深

く
、
悪
重
き
も
の
」
。
人
間
以

外
の
生
き
も
の
は
戦
争
を
し
な

い
。
環
境
を
破
裂
し
な
い
。
必

要
以
外
の
生
命
を
奪
わ
な
い
。

　
現
代
に
お
け
る
人
間
の
危

機
は
、
「
罪
悪
深
重
」
な
る
存

在
と
し
て
の
自
ら
に
、
ま
っ
た

く
頭
の
下
が
る
時
を
見
失
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い

か
。
「
〝
極
重
悪
人
〞
と
い
う

は
、
別
し
て
極
重
悪
人
と
し
て

外
に
求
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
今

の
わ
が
身
の
上
の
こ
と
な
り
」

（
『
正
信
偈
科
文
意
得
』
）

　
「
人
間
で
あ
る
こ
と
が
そ
の

ま
ま
罪
悪
の
存
在
だ
と
い
う

こ
と
は
、
善
人
だ
と
思
っ
て
い

る
人
に
は
気
づ
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
限
り
、
人
間
中
心

主
義
か
ら
解
き
放
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
し
、
悩
み
や
孤
独
か

ら
自
由
に
な
れ
ま
せ
ん
。
悪
人

で
あ
る
存
在
を
ふ
り
返
る
と

き
、
は
じ
め
て
本
当
に
〝
生
き

る
〞
と
い
う
姿
を
見
出
す
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
罪
悪
深

重
、
煩
悩
熾
盛
と
い
う
教
え

が
、
よ
く
よ
く
わ
が
身
に
見
え

て
こ
な
い
限
り
、
人
類
の
未
来

は
な
い
と
し
か
思
わ
れ
て
な
ら

な
い
の
で
す
」
。
作
家
・
高
史

明
氏
の
言
葉
で
あ
る
。

　
「
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
湾
岸
戦
争
の
時
、
故
意

に
流
出
さ
せ
た
大
量
の
原
油
に

ま
み
れ
て
、
身
動
き
が
と
れ
な

く
な
っ
た
海
鳥
の
姿
を
。
そ
の

悲
し
み
に
満
ち
た
目
だ
け
は
、

不
思
議
な
く
ら
い
美
し
く
す
き

と
お
っ
て
い
た
。
言
葉
な
き
海

鳥
は
な
に
を
言
い
た
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
戦
争
が
も
た
ら

す
狂
気
、
環
境
破
壊
を
際
限
な

く
続
け
る
人
間
の
愚
悪
。
こ
れ

は
、
世
紀
末
と
い
う
よ
う
な
オ

カ
ル
ト
的
な
こ
と
で
は
な
く
、

人
間
の
無
明
性
が
も
た
ら
す

厳
粛
な
現
代
の
状
況
で
あ
る
。

（
生
命
の
見
え
る
時 

一
期
一
会
）

中
日
新
聞
社
よ
り

罪
深
く
、
悪
重
き
も
の

お
う
　
か

し
　
い
　
て
き

ぼ
ん
の
う
し
じ
ょ
う

「
若
原
御
坊
興
行
寺
展
」
を
終
え
て

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

き
つ
つ
き

　第
六
十
二
回
本
願
寺
全
国

児
童
生
徒
作
品
展
に
当
土
曜

学
校
の
乾
達
矢
君
が
応
募
。

佳
作
に
入
選
し
た
。

「
ぼ
く
の
友
達
」

　
　
　
　
興
行
寺 

土
曜
学
校
四
年

乾

　
　

  

達

　矢

　
先
月
、
亮
輔
く
ん
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
両
親
と
お
通
夜
に
行

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
亮
輔

く
ん
と
は
、
よ
う
ち
園
の
時
、

た
く
さ
ん
い
っ
し
ょ
に
遊
び
ま

し
た
。
い
や
な
こ
と
を
し
た
り

さ
れ
た
り
、
お
ま
い
り
の
と
中

に
二
人
で
ふ
ざ
け
て
し
ま
っ
て
、

先
生
に
お
こ
ら
れ
た
り
し
ま
し

た
。
で
も
、
今
は
別
の
小
学
校

に
通
っ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
会
い

ま
せ
ん
。
た
ま
に
顔
を
合
わ
せ

て
も
、
お
母
さ
ん
同
士
が
話
す

だ
け
で
、
ぼ
く
ら
は
ほ
と
ん
ど

話
し
ま
せ
ん
。
お
通
夜
に
行
く

前
に
母
が
、「
今
日
は
亮
輔
く

ん
と
話
す
時
間
が
な
い
と
思
う

か
ら
、
伝
え
た
い
こ
と
は
手
紙

に
書
く
と
い
い
よ
。」
と
言
い
ま

し
た
。
ぼ
く
は
「
い
っ
し
ょ
に

遊
ん
だ
こ
と
を
、
よ
く
覚
え
て

い
る
よ
。
サ
ッ
カ
ー
が
ん
ば
っ

て
ね
。」
と
書
き
ま
し
た
。

　
お
通
夜
で
は
、
亮
輔
く
ん

と
、
ほ
と
ん
ど
話
せ
ま
せ
ん
で

し
た
。
お
し
ょ
う
香
が
終
わ
っ

て
帰
る
時
、
何
か
伝
え
な
き
ゃ

と
思
っ
て
、
急
い
で
亮
輔
く
ん

に
か
け
よ
り
ま
し
た
。
で
も
、

小
さ
な
声
で
「
ま
た
遊
ぼ
う
。」

と
言
っ
て
、
右
手
を
出
す
こ
と

し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
亮

輔
く
ん
は「
あ
あ
。」と
言
っ
て
、

手
を
に
ぎ
り
返
し
ま
し
た
。

　
一
週
間
後
。
亮
輔
く
ん
か
ら

手
紙
の
返
事
を
も
ら
い
ま
し

た
。
「
お
通
夜
に
来
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
。
大
大
大
親
友

だ
よ
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
ぼ
く
は
、
ほ
っ
と
し
た
の

と
同
時
に
、
亮
輔
く
ん
の
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
が
本
当
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
ん
だ
と
実
感
し
て

と
て
も
悲
し
く
な
り
ま
し
た
。

急
に
、
亮
輔
く
ん
の
つ
ら
い
気

持
ち
や
、
が
ん
ば
ら
な
く
ち
ゃ

と
思
っ
て
い
る
き
ん
ち
ょ
う
の

気
持
ち
が
ぼ
く
に
う
つ
っ
て
き

て
、
む
ね
が
ジ
リ
ジ
リ
や
け
る

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
亮
輔

く
ん
の
た
め
に
、
ぼ
く
に
何
が

で
き
る
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
、
次
の
土
曜
学
校
の
お
つ
と

め
の
時
は
、
や
さ
し
か
っ
た
亮

輔
く
ん
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と

亮
輔
く
ん
の
こ
と
を
思
っ
て
一

生
け
ん
命
と
な
え
た
い
で
す
。

　
入
園
、
進
級
か
ら
約
一
か
月

が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
素

直
な
子
ど
も
た
ち
は
〝
寂
し
い

時
、
泣
き
た
い
時
は
思
い
っ
き
り

泣
け
ば
い
い
の
だ
よ
〞
と
話
し

た
こ
と
を
信
じ
て
本
当
に
大
泣

き
し
た
り
「
嫌
だ
〜
〜
〜
!!
」

と
叫
ん
だ
り
し
な
が
ら
思
い
っ

き
り
自
分
の
気
持
ち
を
出
し
て

過
ご
し
た
一
か
月
で
し
た
。
そ
う

し
な
が
ら
も
、
次
第
に
お
家
の

方
か
ら
自
分
で
離
れ
て
部
屋
に

向
か
っ
て
歩
い
て
行
く
前
向
き

な
姿
に
強
さ
と
た
く
ま
し
さ
を

感
じ
感
動
。
そ
し
て
私
だ
っ
た

ら
？
と
思
う
と
逃
げ
て
ば
か
り

で
過
ご
し
て
き
た
自
身
の
弱
さ

を
見
さ
せ
て
も
ら
い
胸
が
一
杯

に
な
り
ま
す
。
新
し
い
年
度
が

始
ま
る
前
に
職
員
全
員
に
よ
る

研
修
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
理

事
長
先
生
や
園
長
先
生
が
当
園

の
理
念
や
大
切
に
し
て
い
き
た

い
こ
と
を
話
さ
れ
る
の
で
す
が
、

私
に
も
順
番
が
回
っ
て
く
る
の

で
す
。
ど
う
い
う
事
を
話
し
た

ら
い
い
の
だ
ろ
う
？
と
悩
ん
で

い
る
と
副
園
長
先
生
か
ら
お
電

話
で
、「
何
を
話
そ
う
と
思
っ
て

い
る
の
？
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。

な
ん
だ
か
ま
と
ま
ら
な
い
け
れ

ど
、
と
に
か
く
今
自
分
が
感
じ

て
い
る
こ
と
を
つ
ぶ
や
い
て
い
く

中
で
、
私
共
教
職
員
の
向
か
う

べ
き
方
向
と
自
覚
を
は
っ
き
り

と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
一
つ

は
、
私
た
ち
は
仏
の
子
ど
も
を

育
て
る
た
め
に
こ
の
園
で
保
育

教
諭
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い

う
事
。
仏
の
子
ど
も
と
は
、
子
ど

も
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
私
た

ち
職
員
も
お
家
の
人
も
全
員
仏

の
子
と
い
う
こ
と
だ
と
。
仏
の
子

と
は
？
仏
さ
ま
の
み
光
に
照
ら

さ
れ
な
が
ら
本
当
の
自
分
を
見

つ
め
こ
ん
な
煩
悩
だ
ら
け
の
ひ

ど
い
私
で
も
許
さ
れ
て
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
が
と
う
、

ご
め
ん
な
さ
い
と
思
い
、
言
い
な

が
ら
過
ご
し
て
い
く
人
だ
そ
う

で
す
。
そ
の
目
的
（
仏
の
子
）
で

あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
自
覚
を

持
っ
て
働
い
て
い
き
ま
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
周
り
の

人
達
（
子
ど
も
た
ち
も
含
め
）

と
気
持
ち
良
く
毎
日
、
過
ご
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現

実
で
す
。
で
も
み
ん
な
が
そ
の

気
持
ち
で
、
ま
た
仏
の
子
で
あ

り
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い

た
ら
、い
ろ
い
ろ
あ
り
な
が
ら
で

も
実
現
す
る
の
で
は
な
い
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を

考
え
て
い
る
と
ふ
と
テ
レ
ビ
の

Ｃ
Ｍ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
職

業
Ａ
の
人
が
隣
に
座
っ
た
職
業

Ｂ
の
人
を
見
て
、〝
楽
そ
う
で
い

い
な
〜
〞
と
思
う
の
で
す
。
で
も

す
ぐ
に
も
し
自
分
が
そ
の
人
の

立
場
だ
っ
た
ら
？
と
想
像
す
る

と
楽
ど
こ
ろ
か
失
敗
ば
か
り
で

迷
惑
を
か
け
謝
罪
し
て
い
る
自

分
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。
ま

た
も
う
一
方
の
Ｂ
の
人
も
Ａ
の
人

を
見
て
自
由
そ
う
で
い
い
な
と

思
う
の
で
す
。
で
も
ま
た
Ｂ
も

す
ぐ
に
自
分
が
Ａ
だ
っ
た
ら
？

と
想
像
し
出
来
な
い
自
分
が
見

え
て
き
て
、
Ａ
の
仕
事
を
し
て
い

る
人
を
す
ご
い
な
〜
と
思
う
の

で
す
。
そ
し
て
お
互
い
に
尊
敬

し
合
い
譲
り
合
っ
て
い
く
の
で

す
。
こ
れ
を
見
る
度
に
こ
の
気

持
ち
が
大
切
な
ん
だ
な
〜
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
を
見
つ

め
、
出
来
な
い
醜
い
心
の
自
分

だ
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、

相
手
を
敬
う
こ
と
が
出
来
、
そ

こ
か
ら
素
直
に
自
分
が
出
来
な

い
事
は
お
願
い
し
、
助
け
て
も

ら
っ
た
ら
〝
あ
り
が
と
う
〞
と
お

礼
を
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
お

礼
を
言
わ
れ
た
相
手
も
力
に
な

れ
て
う
れ
し
い
し
、
ま
た
逆
に

自
分
も
素
直
に
助
け
を
求
め
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
で
ぜ

ひ
今
年
度
も
教
職
員
共
々
や
子

ど
も
た
ち
と
心
が
け
な
が
ら
過

ご
し
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
に
は
や
は
り
日
々
い
ろ

い
ろ
起
き
て
く
る
自
分
の
感
情

と
の
葛
藤
だ
と
思
い
ま
し
た
。

も
し
、
自
分
だ
っ
た
ら
？
ど
う

だ
ろ
う
？
と
常
に
我
が
身
を
振

り
返
り
な
が
ら
、〝
仏
の
子
と
し

て
み
ん
な
と
気
持
ち
よ
く
過
ご

し
た
い
！
〞
と
い
う
目
標
の
も

と
、
努
力
精
進
し
て
い
き
た
い

な
と
思
い
ま
す
。

（
園
だ
よ
り 

よ
り
）

　
「
仏
教
保
育
」
か
ら
「
真
宗

保
育
」
、
そ
し
て
「
ま
こ
と
の

保
育
」
の
言
葉
が
い
つ
ご
ろ
か

ら
つ
か
わ
れ
は
じ
め
た
の
か
、

保
育
連
盟
の
歴
史
に
沿
っ
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
一
九
四
八
（
昭
和
二
十
三
）

年
に
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

の
社
会
部
に
「
保
育
事
業
協

会
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
年
は
「
児
童
福
祉
法
」
が
施

行
さ
れ
た
年
で
す
。
そ
し
て
市

立
の
幼
稚
園
を
は
じ
め
、
全
国

各
地
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
、
通
年
制

の
民
間
保
育
所
が
開
設
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
の
私
立
幼
稚
園

や
私
立
保
育
所
は
、
一
宗
一
派

に
属
し
た
保
育
を
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
行
政
の
強
い

指
導
が
あ
り
、
仏
教
や
真
宗

と
い
っ
た
表
現
を
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
情

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

個
々
の
園
で
は
「
宗
教
的
情

操
教
育
」
と
い
う
曖
昧
な
表

現
で
、
園
の
目
標
を
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
本
願
寺
派
の
保
育

事
業
協
会
は
、
全
国
的
に
加
盟

園
数
が
増
え
る
に
つ
れ
、
徐
々

に
活
動
が
活
発
に
な
り
、
一
九

五
三
（
昭
和
二
十
八
）
年
に
は

『
保
育
資
料
』
を
創
刊
し
ま
し

た
。
私
立
の
幼
稚
園
や
保
育
所

が
増
え
て
い
く
中
で
、
行
政
指

導
も
や
や
緩
和
さ
れ
た
の
か
、

「
宗
教
的
情
操
教
育
」
か
ら
一

歩
踏
み
込
ん
で
、「
仏
教
保
育
」

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ち
な

み
に
本
願
寺
派
の
教
化
団
体
で

は
、
浄
土
真
宗
で
あ
り
な
が
ら

「
仏
教
婦
人
会
」
や
「
仏
教
青

年
会
」、「
仏
教
日
曜
学
校
」（
現

在
は
「
少
年
連
盟
」）な
ど
、
冠

に
「
仏
教
」
を
つ
け
、
活
発
な

教
化
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
い
え

ば
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
十

二
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
真
宗
十

派
共
催
の
「
仏
教
保
育
大
学
講

座
」
も
、
そ
の
時
代
の
名
残
を

今
に
残
し
て
、
そ
の
伝
統
を
築

い
て
き
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
「
真
宗
保
育
」
の
言

葉
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、

（
故
）
大
関
尚
之
先
生
の
「
真

宗
の
教
え
と
保
育
」
そ
の
一

（
『
保
育
資
料
』
一
九
五
九
〈
昭

和
三
十
四
〉
年
六
月
号
）
の
文

中
で
す
。
続
い
て
そ
の
翌
年
、

一
九
六
〇
（
昭
和
三
十
五
）
年

に
、
「
真
宗
保
育
指
導
計
画
」

が
発
表
さ
れ
、
当
時
の
保
育
界

は
じ
め
、
他
宗
派
の
関
係
者
か

ら
も
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

　
次
に
、
「
ま
こ
と
の
保
育
」

と
い
う
表
現
が
も
ち
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六

八
（
昭
和
四
十
三
）
年
以
降
で

す
。
こ
の
年
の
四
月
、
新
た
に

規
約
を
制
定
し
て
、
そ
れ
ま
で

の
保
育
事
業
協
会
を
改
め
、

「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
保
育

連
盟
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
当
学
会
の
研
究
紀
要
で
あ

る
『
真
宗
保
育
研
究
』
第
一
号

に
、
（
故
）
醍
醐
定
徹
先
生
の

研
究
発
表
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の

翌
年
の
『
保
育
資
料
』
に
、
初

め
て
「
ま
こ
と
の
保
育
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

　
続
い
て
、
一
九
七
〇
（
昭
和

四
十
五
）
年
三
月
に
保
育
連
盟

が
出
版
し
た
『
真
宗
保
育
者

の
願
い
と
道―

ま
こ
と
の
保

育
』
（
学
研
）
は
、
宗
派
内
の

み
な
ら
ず
、
広
く
保
育
界
か

ら
の
注
目
を
も
集
め
、
そ
れ
以

後
、
「
ま
こ
と
の
保
育
」
の
言

葉
が
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
宗
教
教
育
か
ら
仏
教
保
育

へ
、
そ
し
て
真
宗
保
育
か
ら

「
ま
こ
と
の
保
育
」
へ
の
流
れ

に
は
、
以
上
の
よ
う
な
歩
み
が

あ
り
ま
し
た
。

　
官
公
庁
が
宗
教
的
情
操
教

育
の
涵
養
を
掲
げ
な
が
ら
も
、

一
宗
一
派
に
偏
っ
て
は
な
ら
な

い
と
の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
の

は
、
公
的
な
補
助
金
と
の
関
わ

り
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
一
九
五
三
（
昭
和
二
十
八
）

年
ご
か
ら
、
全
国
的
に
仏
教
各

宗
各
派
で
は
保
育
団
体
が
組

織
さ
れ
、
活
発
な
活
動
を
展

開
す
る
中
、
建
園
の
精
神
を
よ

り
鮮
明
に
す
る
動
き
も
活
発

に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
真
宗
保
育
か
ら

「
ま
こ
と
の
保
育
」
に
変
わ
っ

た
経
緯
や
理
由
に
つ
い
て
は
、

史
料
に
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
「
仏
教
保
育
」
は
、
日
本

仏
教
保
育
協
会
と
混
同
さ
れ

や
す
い
し
、
「
真
宗
保
育
」
は

や
や
表
現
が
硬
い
。
そ
こ
で
、

「
ま
こ
と
を
求
め
る
保
育
」
を

意
味
す
る
言
葉
と
し
て
の
「
ま

こ
と
の
保
育
」
が
、
フ
レ
ッ

シ
ュ
で
親
し
み
や
す
い
表
現
と

し
て
、
多
く
の
関
係
者
に
受
け

土
曜
学
校
生
作
文

土
曜
学
校
生
作
文

土
曜
学
校
生
作
文

ご
法
座
の
ご
案
内

白
山
市
立
鳥
越
一
向
一
揆
歴
史
館
学
芸
員
　
西

　出

　康

　信

前
焼
、
硯
は
蓮
尭
に
縁
あ
る
も

の
と
た
く
ま
し
く
想
像
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
か
。
「
大
谷
一

流
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
蓮
尭
法

師
は
ど
う
や
ら
こ
の
地
で
享
禄

二
年
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
歴

史
ロ
マ
ン
で
あ
る
。
鳥
越
城
築

城
前
の
風
景
に
若
原
御
坊
の
姿

を
見
い
だ
せ
よ
う
。

　
越
前
牢
人
の
超
勝
寺
・
本
覚

寺
＋
本
願
寺
＝
大
一
揆×

加
賀

三
ヵ
寺
＝
小
一
揆
、
が
加
賀
を

二
分
し
て
戦
っ
た
享
禄
の
錯
乱

は
超
本
二
寺
が
勝
利
し
、
三
ヵ

寺
派
は
追
放
さ
れ
、
天
文
十
五

年
の
金
沢
御
堂
竣
工
ま
で
二
寺

が
加
賀
を
指
導
す
る
。
超
本
二

寺
の
本
拠
地
山
内
に
あ
っ
た
興

行
寺
も
大
一
揆
に
与
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
興
行
寺
（
玄
真

系
）
の
教
線
、
血
縁
を
見
れ
ば

南
越
中
、
北
加
賀
に
扶
植
さ
れ

る
。
井
波
瑞
泉
寺
・
城
端
善
徳

寺
・
二
俣
本
泉
寺
な
ど
一
向
一

揆
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た

寺
院
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
若
原
御
坊
を
継
い
だ
蓮
恵

法
師
は
娘
阿
加
賀
を
嫁
が
せ
、

戦
火
で
荒
廃
し
て
い
た
奥
能
登

正
福
寺
を
再
興
し
た
と
い
う
。

千
戈
を
交
え
る
朝
倉
氏
に
よ
っ

て
加
越
国
境
が
閉
鎖
さ
れ
て

も
、
白
山
の
飛
騨
側
か
ら
越
前

門
徒
と
密
接
に
交
流
が
あ
っ
た

と
想
像
で
き
る
。

　
本
願
寺
分
国
加
賀
は
「
百
姓

の
も
ち
た
る
国
」
と
願
得
寺
実

悟
が
評
し
た
。
織
田
信
長
と
本

願
寺
の
和
議
起
請
文
に
「
能
美

江
沼
二
郡
返
還
」
明
記
す
る
条

項
は
、
「
加
賀
本
願
寺
分
国
」

を
認
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
今
も
語
り
継
が
れ
る
本
願

寺
領
国
に
果
た
し
た
興
行
寺
の

役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た

ろ
う
。
「
若
原
御
坊
」
の
姿
に

歴
史
的
な
興
味
は
尽
き
な
い
。

　
企
画
展
で
荒
川
興
行
寺
が

「
若
原
御
坊
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
興
行
寺
さ
ま
の
ご
協
力
を

得
て
開
催
で
き
た
こ
と
、
改
め

て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
誓
寺
住
職

　松  

本  

梶  

丸  

先
生

仏
教
保
育・真
宗
保
育・ま
こ
と
の
保
育

名
称
に
つ
い
て（
一
）

入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、

派
内
の
関
係
者
に
は
よ
く
理

解
で
き
て
も
、
対
外
的
に
ひ
と

り
よ
が
り
な
表
現
と
受
け
止

め
ら
れ
る
こ
と
も
否
め
な
い
現

実
が
あ
り
ま
し
た
。
対
外
的
に

は
、
「
ま
こ
と
の
保
育
」
と
は

「
ま
こ
と
を
求
め
る
保
育
」
で

あ
る
こ
と
を
、
い
ち
い
ち
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

煩
わ
し
さ
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
浄
土
真
宗
」
や
「
真
宗
」

は
七
百
五
十
年
の
歴
史
に
燦
然

と
輝
き
、
広
く
内
外
に
認
知
さ

れ
た
言
葉
で
す
。
当
学
会
は
こ

う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、「
真

宗
保
育
学
会
」
と
称
し
ま
す
。

幼
稚
園
部
　
主
幹
保
育
教
諭
　
堀   

端   

洋   

子

新
年
度
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
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今
回
、
興
行
寺
総
代
の
研

修
と
言
う
事
で
、
住
職
達
と

共
に
長
い
興
行
寺
歴
史
飲
む

一
時
期
、
不
幸
な
苦
難
の
時
代

に
寺
基
を
移
し
た
、
石
川
県

白
山
市
の
鳥
越
一
向
一
揆
歴
史

館
を
訪
れ
る
機
会
を
得
る
事

が
出
来
、
改
め
て
「
若
原
御
坊

興
行
寺
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
地

に
て
、
ど
の
様
に
活
躍
さ
れ
た

の
か
、
又
、
寺
内
門
徒
と
し

て
、
旧
荒
川
村
の
門
徒
達
も
、

興
行
寺
と
行
動
を
共
に
し
、

若
原
の
地
に
移
住
し
た
の
だ

ろ
う
か
、
そ
う
で
あ
る
の
な
ら

ば
、
そ
の
門
徒
は
、
そ
の
子
孫

達
は
そ
の
後
、
ど
う
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
荒
川
村
に
帰
郷
し

た
の
だ
ろ
う
か
等
思
い
巡
ら

し
な
が
ら
、
何
度
も
遭
遇
し

た
不
幸
な
苦
難
の
一
時
代
を

垣
間
見
る
事
が
出
来
た
。

　
北
陸
地
方
に
発
生
し
た
一

向
一
揆
に
お
い
て
、
幾
多
の
戦

闘
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
間
興

行
寺
門
徒
の
旧
荒
川
村
の
三

百
戸
以
上
の
戸
数
が
、
十
戸

ば
か
り
に
激
減
し
た
大
き
な

犠
牲
を
強
ら
れ
た
歴
史
は
、

我
々
門
徒
は
決
し
て
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
開
祖
周
覚
上
人
は
、
極
め

て
穏
健
で
あ
り
、
柔
軟
で
あ

り
話
し
合
い
、
語
り
合
う
事

に
よ
る
平
和
的
教
化
を
推
進

し
、
「
宗
教
に
戦
は
罪
悪
で
あ

る
」
と
の
考
え
が
伺
え
、
受
け

継
が
れ
た
証
と
し
て
、
一
向
一

揆
史
の
内
に
戦
闘
経
歴
を
残

し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

　
歴
代
住
職
は
、
親
鸞
、
蓮
如

上
人
等
の
教
義
を
周
覚
上
人

同
様
、
教
化
に
一
途
に
邁
進
し

続
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
の
足
跡
は
、
越
前
の
み
な
ら

ず
北
陸
一
円
に
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
功
績
は
、
多
大
な
も

の
が
見
て
と
れ
る
。

　
研
修
を
通
じ
、
興
行
寺
の

苦
難
の
歴
史
、
及
び
門
徒
達

の
大
き
な
犠
牲
を
心
に
刻
み

つ
つ
、
平
和
主
義
的
思
想
に
よ

る
浄
土
真
宗
の
教
化
を
継
続

し
て
い
る
事
を
門
徒
の
一
人
と

し
て
誇
り
に
思
う
と
共
に
、
こ

の
思
想
を
堅
持
し
、
興
行
寺

と
共
に
、
我
が
家
に
、
又
、
後

世
に
残
さ
ね
ば
と
深
く
感
じ

た
事
で
あ
る
。

　
平
和
の
俳
句
が
昨
年
八
月

十
五
日
復
活
、
七
千
三
百
四
十

九
句
が
寄
せ
ら
れ
、
入
選
三
十

句
の
中
に
県
内
で
唯
一
、
ご
門

徒
の
勝
山
市
郡
町
の
多
田
治
周

さ
ん
の
「
千
羽
鶴
チ
ビ
チ
リ
ガ

マ
の
奥
の
奥
」
が
選
ば
れ
た
。

　
か
っ
て
は
沖
縄
戦
の
際
に
住

民
が
集
団
自
決
し
た
読
谷
村
の

洞
窟
。
「
千
羽
鶴
に
込
め
ら
れ

た
平
和
へ
の
思
い
が
ガ
マ
の
奥

に
ま
で
届
く
よ
う
に
詠
ん
だ
。

氏
は
沖
縄
に
二
回
訪
れ
た
。
住

民
約
百
四
十
人
が
避
難
し
な
が

ら
も
こ
の
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
で
八

十
人
以
上
が
自
決
し
た
。

　
「
沖
縄
は
昔
か
ら
日
本
の

安
全
保
障
上
の
防
波
捉
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
思

い
を
は
せ
て
ほ
し
い
。
平
和
の

俳
句
と
の
出
合
い
に
感
謝
し

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
一
句
で

も
多
く
作
品
を
作
り
た
い
」
と

意
欲
を
燃
や
し
て
い
た
。

　
今
回
の
仏
壮
の
研
修
は
一
日

研
修
で
白
山
市
に
足
を
向
け

ま
し
た
。
白
山
市
立
鳥
越
一
向

一
揆
歴
史
館
中
心
に
、
半
世
紀

余
り
山
内
若
原
に
あ
っ
た
興

行
寺
の
ル
ー
ツ
を
追
っ
た
。

　
こ
の
興
行
寺
は
「
若
原
御

坊
」
と
呼
ば
れ
尊
崇
さ
れ
た

御
坊
と
称
さ
れ
る
興
行
寺
は

ど
ん
な
寺
院
で
あ
り
、
何
故

若
原
の
地
に
あ
っ
た
か
、
ま
ず

「
ゴ
ボ
ヤ
マ
」
の
上
り
口
へ
足

を
運
ん
だ
。
御
前
様
・
柴
田
会

長
さ
ま
他
二
十
名
の
参
加
者

の
皆
様
と
、
こ
の
年
の
暑
い
暑

い
毎
日
の
酷
暑
を
も
の
と
せ

ず
学
芸
員
さ
ん
の
物
静
か
な

語
り
に
ひ
っ
し
に
聞
き
入
ろ
う

と
頑
張
っ
た
一
日
で
し
た
。

　
若
原
御
坊
は
「
朝
倉
始
末

記
」
が
語
る
よ
う
に
加
越
の
闘

優
が
続
い
た
永
年
三
年
（
一
五

〇
六
）
か
ら
永
禄
十
二
年
（
一

五
六
九
）
の
六
十
年
余
り
、
山

内
若
原
に
あ
っ
て
御
坊
と
尊
称

さ
れ
た
。
小
字
名
「
ゴ
ボ
ヤ
マ

（
御
坊
山
）」「
ゴ
ボ
ノ
ウ
ラ
」

が
御
坊
址
と
比
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
五
月
に
御
前
様
と
役

僧
様
が
半
日
が
か
り
で
頂
上

ま
で
、
砂
防
作
業
道
を
経
て
道

な
き
道
を
学
芸
員
さ
ん
の
案

内
の
も
と
必
死
で
登
ら
れ
た
と

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

　
昨
冬
の
大
雪
で
し
だ
れ
桜

の
か
な
り
大
き
な
枝
が
二
本

折
れ
た
。
古
木
な
る
が
故
に

折
れ
や
す
い
（
折
れ
た
枝
は

本
堂
に
て
展
示
）
。

　
昨
夏
、
さ
さ
え
木
も
古
く

な
り
限
界
で
も
あ
り
一
新
、
四

十
本
以
上
入
れ
替
え
た
。
ク

レ
ー
ン
で
大
が
か
り
な
工
事

だ
っ
た
。―― 

○ 

● 

○ 

● 

○ 

―
―

　
本
堂
裏
の
南
角
の
通
路
を

広
げ
た
。
桜
見
物
の
歩
道
の

段
差
が
あ
る
の
と
、
狭
い
の

で
危
険
で
も
あ
り
、
段
差
を

な
く
し
広
く
し
た
。
車
イ
ス

で
も
通
行
で
き
る
よ
う
整
備

し
た
。

○
下
合
月
の
黒
瀬
顕
治
氏
は

若
住
職
用
の
「
七
条
袈
装
」

と
「
色
衣
」
を
ご
寄
附
い
た
だ

き
ま
し
た
。
法
要
、
葬
儀
等
に

着
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
勝
山
市
の
中
村
き
み
枝
さ

ん
は
、
め
で
た
く
米
寿
を
迎
え

ら
れ
、
そ
の
記
念
に
と
本
堂
で

の
住
職
の
イ
ス
と
、
導
師
が
登

礼
盤
を
す
る
時
、
腰
か
け
て
使

用
で
き
る
立
派
な
イ
ス
を
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
寺
内
の
古
山
み
さ
を
さ

ん
、
信
徒
の
平
野
栄
治
さ
ん

か
ら
米
寿
の
お
祝
の
お
も
ち

を
頂
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
長

生
き
し
て
下
さ
い
。

寄

　附

米

　寿

田
中
秀
信
殿   

父
の
　  

竹
原

石
井
和
明
殿   

祖
母
の  

吉
峰

前
川
英
一
殿   

父
の
　  

竹
原

前
川
英
範
殿   

父
の
　  

竹
原

朝
日
裕
友
殿   

母
の
　  

竹
原

反
保
成
樹
殿   

父
の  

　
竹
原

亡
く
な
ら
れ
た
方
々

亡
く
な
ら
れ
た
方
々

（
敬
称
略
）

永
代
経
懇
志
（
信
徒
）

永
代
経
懇
志
（
信
徒
）

丸
山
清
士
殿 

母
　
　
　   

片
瀬

山
田
哲
弘
殿 

祖
父･

祖
母  

福
井

鈴
木
麗
子
殿

　
父
・
母
・
兄
弟
・
四
方   

京
都

特
別
永
代
経

特
別
永
代
経

鳥
越
一
向
一
揆
歴
史
館
を
訪
れ
て

総 

代
　
山

　田

　芳

　雄

一
向
一
揆
を
訪
ね
て

仏
教
壮
年
会
副
会
長
　
但

　川

　隆

　治

法
務
員
　
大

　谷

　幸

　美

　
昨
夏
二
年
ぶ
り
に
工
事
が
終

了
し
た
。

　
平
成
廿
八
年
四
月
二
十
四

日
、
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大

遠
忌
を
迎
え
る
に
当
っ
て
駐
車

場
の
用
地
を
購
入
し
た
。
藤
巻

区
内
に
あ
り
、
お
寺
よ
り
も
近

く
で
あ
る
が
、
長
年
住
む
人
も

な
く
、
う
つ
蒼
と
し
て
朽
ち
か

か
っ
た
家
屋
が
四
棟
ほ
ど
あ

り
、
小
動
物
の
住
み
か
と
な
っ

て
お
り
、
夜
歩
く
の
が
こ
わ
い

と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
拡
大
な

屋
敷
で
村
内
で
も
有
数
の
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
大
法
要
を
迎
え
る
期
に
、
駐

車
場
が
問
題
に
な
る
。
前
回
の

住
職
雑
記

住
職
雑
記

住
職
雑
記

○
昨
年
は
三
十
七
年
ぶ
り
の

大
雪
に
見
舞
わ
れ
大
変
だ
っ

た
が
、
今
冬
は
雪
は
少
な
い
。

一
月
は
降
雪
前
年
比
十
五
％
。

〇
セ
ン
チ
の
日
が
多
く
、
楽
で

あ
っ
た
。

○
今
年
は
久
し
ぶ
り
に
ネ

パ
ー
ル
へ
の
興
行
寺
主
催
の
旅

行
で
あ
る
。
初
め
て
海
外
旅
行

し
た
の
が
昭
和
四
十
七
年
秋
、

ネ
パ
ー
ル
、
イ
ン
ド
の
旅
で

あ
っ
た
。
す
ご
い
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
と
釈
尊

の
遺
跡
に
お
参
り
で
き
、
感
動

し
た
。
そ
の
后
、
門
信
徒
の
方

に
呼
び
か
け
何
度
か
イ
ン
ド

仏
跡
の
旅
行
を
行
っ
た
。

　
今
日
も
涅
槃
会
で
ク
シ
ナ
ガ

ラ
と
い
う
釈
尊
涅
槃
の
地
の
名

が
出
て
き
た
が
、
当
地
の
風
景

が
浮
び
、
大
変
な
つ
か
し
く
思

い
出
し
た
。
近
年
、
ス
リ
ラ
ン

カ
、
ブ
ー
タ
ン
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

ベ
ト
ナ
ム
と
続
い
た
が
、
も
う

体
力
も
な
く
な
り
、
最
後
に
し

た
い
と
思
い
最
初
に
行
っ
た
ネ

パ
ー
ル
を
計
画
し
た
。
し
か

し
、
も
う
一
度
だ
け
イ
ン
ド
に

行
っ
て
み
た
い
気
も
す
る
。

　
今
回
の
興
行
寺
主
催
の
海

外
旅
行
は
来
る
五
月
六
日
よ

り
十
日
ま
で
五
日
間
。
ポ
カ
ラ

に
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
眺
望
と

古
都
カ
ト
マ
ン
ズ
の
旅
で
す
。

ポ
カ
ラ
は
ペ
ワ
湖
と
眼
前
に

広
が
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ア
ン
ナ
プ

ル
十
連
峰
の
雄
大
な
景
色
で

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。
パ

ン
フ
請
求
下
さ
い
。

　興
行
寺
は
本
願
寺
第
五

世
、
綽
如
上
人
の
三
男
周
覚

上
人
を
開
基
と
し
て
応
永
十

三
年
（
一
四
〇
六
年
）
に
創
立

さ
れ
ま
し
た
。

　初
め
は
志
比
の
庄
、
大
谷

（
永
平
寺
町
諏
訪
間
大
谷
）

に
在
住
し
ま
し
た
が
、
応
永

十
八
年
（
藤
巻
長
山
）
に
移

り
華
蔵
閣
と
号
し
ま
し
た
。

　こ
の
後
、
時
代
は
南
北
朝

か
ら
室
町
時
代
に
入
り
世
情

が
不
安
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
年
）
が

起
り
、
世
は
下
克
上
・
戦
国

大
名
の
登
場
を
迎
え
、
各
地

で
一
揆
が
起
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
近
く
加
賀
に
お
い
て

も
一
向
宗
勢
が
守
護
を
討
ち

（
加
賀
の
一
向
一
揆
、
一
四
八

七
年
）
以
降
、
百
年
近
く
「
百

姓
の
持
ち
た
る
国
」
と
し
て

門
徒
中
心
の
政
治
体
制
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
や
が
て
、

そ
の
波
は
越
前
に
も
押
し
寄

せ
一
五
〇
六
年
。
越
前
、
加
賀

の
一
向
一
揆
は
戦
国
大
名
朝
倉

氏
と
の
決
戦
に
臨
み
ま
す

が
、
朝
倉
軍
の
前
に
敗
退
。
勝

利
を
手
に
し
た
朝
倉
氏
は
真

宗
寺
院
を
悉
く
破
却
し
、
越

前
か
ら
追
放
し
て
い
き
ま
し

た
。
こ
の
時
、
興
行
寺
第
四
世

蓮
尭
法
師
は
血
縁
を
頼
り
加

賀
山
内
若
原
に
移
り
、
そ
こ

で
約
六
十
年
間
寺
院
を
構
え

ま
し
た
。
興
行
寺
若
原
へ
の

由
縁
で
す
。
そ
し
て
、
若
原
の

地
に
お
い
て
も
興
行
寺
は
一

家
衆
と
し
て
の
品
格
が
あ

り
、
一
帯
は
御
坊
と
呼
ば
れ
、

寺
中
心
に
多
屋
が
集
り
、
に

ぎ
わ
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
充

分
考
え
ら
れ
ま
す
。
（
鳥
越

村
史
に
御
坊
の
論
述
記
載
が

み
ら
れ
ま
す
）
そ
の
後
、
朝
倉

氏
と
本
願
寺
が
和
睦
。
永
禄

十
二
年
（
一
五
六
九
年
）
若
原

御
坊
興
行
寺
は
現
在
の
地
に

戻
り
ま
し
た
。
周
覚
上
人
開

基
地
か
ら
現
行
地
は
四
地
目

に
な
り
ま
す
。
又
、
興
行
寺
の

し
だ
れ
桜
、
イ
チ
ョ
ウ
の
木

は
こ
の
時
に
植
え
ら
れ
た
と

古
来
よ
り
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
興
行
寺
が
こ
の
地

に
戻
っ
て
寺
院
建
設
、
整
備

し
た
時
、
植
樹
し
た
と
す
れ

ば
樹
齢
四
百
年
〜
四
百
五
十

年
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
ま
す
。

　昨
年
七
月
二
十
一
日
〜
九

月
二
十
四
日
の
約
二
ヶ
月

間
、
白
山
市
立
鳥
越
一
向
一
揆

歴
史
館
に
て
「
も
う
一
つ
の
一

家
衆
寺
院
若
原
御
坊
興
行
寺

展
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
企
画
に
先
立
ち
昨
年
五

月
八
日
歴
史
館
館
長
、
学
芸

員
の
西
出
様
、
住
職
と
私
と

四
名
、
現
地
御
坊
山
、
又
は

御
坊
址
と
呼
ば
れ
る
地
へ
お

も
む
き
ま
し
た
。
高
さ
四
百

米
程
の
山
の
中
腹
あ
た
り
で

平
坦
地
が
い
く
つ
か
確
認
で

き
、
小
川
も
流
れ
て
お
り
、
こ

こ
で
の
生
活
は
可
能
な
こ
と

は
分
り
ま
し
た
。
又
、
下
か

ら
の
登
り
道
に
は
石
積
み
の

後
も
み
ら
れ
中
世
の
山
城
と

の
感
は
充
分
み
て
と
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
て
今
、
歴
史
の
地

に
立
ち
、
目
の
前
は
杉
林
だ

け
で
は
あ
り
ま
す
が
、
は
る

か
当
時
を
思
い
、
そ
の
思
い

め
ぐ
ら
し
、
先
人
が
何
を
思

い
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て

い
た
の
か
を
考
え
る
に
心
熱

く
、
感
慨
深
い
も
の
で
し
た
。

来
て
よ
か
っ
た
。
今
こ
こ
に

立
っ
て
い
る
自
分
が
不
思
議

な
気
が
し
ま
す
。

　こ
の
興
行
寺
企
画
展
に
多

く
の
方
が
見
学
に
訪
れ
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
訪
れ
た

方
々
、
こ
の
企
画
展
を
開
催

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
白
山

市
歴
史
館
館
長
様
、
西
出
学

芸
員
様
、
他
関
係
各
位
様
に

深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十
八
年
の
蓮
如
上
人
五
百

回
大
法
要
の
時
、
吉
峰
の
キ
ャ

ン
プ
場
や
道
路
の
片
側
駐
車
で

あ
っ
た
。
今
回
は
中
島
区
の
河

川
敷
き
に
駐
車
し
、
シ
ャ
ト
ル

バ
ス
運
行
と
い
う
計
画
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
離
れ
て
い
る

と
何
か
と
不
便
で
あ
る
。

　
丁
度
、
法
要
も
間
近
に
せ
ま

る
二
月
二
十
三
日
、
急
に
地
主

と
の
間
に
話
が
進
み
、
約
千
八

百
坪
の
屋
敷
を
購
入
す
る
こ
と

が
ま
と
ま
っ
た
。

　
取
り
あ
え
ず
、
法
要
の
期
日

ま
で
駐
車
場
と
し
て
利
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
大

橋
造
園
に
工
事
を
依
頼
。
途

中
、
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
工
事

が
中
断
。
最
后
、
何
と
か
地
均

し
が
出
来
、
当
日
、
二
百
四
十

台
の
車
を
駐
車
す
る
こ
と
が

出
来
た
。

　
稚
児
の
衣
装
替
え
会
場
も

近
く
て
便
利
で
、
大
い
に
役

立
っ
た
。
そ
の
后
、
道
路
と
の

堺
の
石
積
、
奥
の
方
の
隣
り
と

の
地
面
に
雨
水
が
流
れ
る
為
の

排
水
工
事
。
残
土
、
ゴ
ミ
の
処

理
な
ど
二
年
が
か
り
で
、
よ
う

や
く
昨
年
八
月
終
了
し
た
。

＝
町
道
と
し
て
土
地
寄
附
＝

　
地
元
集
落
内
の
道
幅
が
狭

く
て
車
の
す
れ
違
い
が
ス
ム
ー

ズ
に
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
道

幅
拡
張
の
為
、
町
道
に
と
永
平

寺
町
に
百
十
二
米
（
約
三
十
三

坪
）
を
寄
附
。
そ
の
後
予
算
が

つ
き
舗
装
さ
れ
た
。

　
道
沿
い
に
は
地
元
の
集
会
場

や
ゴ
ミ
収
集
場
が
あ
り
「
楽
に

駐
車
出
来
て
、
利
用
し
や
す
く

な
っ
た
」
と
喜
ば
れ
て
い
る
。

千
羽
鶴 

チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
の 

奥
の
奥

よ
う
や
く 

駐
車
場
工
事
終
了

お
便
り

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　
少
し
秋
め
い
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　
先
日
は
、
「
平
成
三
十
年
秋

号
興
行
寺
新
報
」
を
早
々
に
送

付
し
て
頂
き
ま
し
て
誠
に
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
第

九
十
八
号
と
し
る
さ
れ
て
い

て
、
年
二
回
の
発
行
と
知
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
な
ん
と
真

心
深
き
新
報
な
の
だ
と
緊
張

し
て
拝
読
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
こ
ん
な
勿
体
な
い
新
報

に
、
私
ご
と
き
の
記
事
を
の
せ

て
頂
い
て
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い

さ
く
ら
支
柱
工
事

ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　
私
は
新
報
が
大
好
き
で
い
つ

も
す
み
か
ら
す
み
ま
で
読
ま
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
興
行
寺

さ
ま
の
歴
史
を
学
ば
せ
て
頂

く
た
び
に
、
い
つ
も
な
ん
だ
か

自
分
が
偉
く
な
っ
た
様
な
気
が

し
て
ま
い
り
ま
す
。
十
二
才
ご

ろ
に
な
っ
た
武
将
や
農
民
た
ち

の
様
子
が
、
お
寺
院
の
歴
史
を

と
お
し
て
学
び
が
よ
み
が
え
っ

て
ま
い
り
ま
す
。
あ
り
が
た
い

な
と
い
つ
も
思
い
ま
す
。
又
、

幼
稚
園
の
御
父
兄
様
方
や
お

子
達
の
御
様
子
を
読
ま
せ
て

頂
き
ま
す
と
、
な
ん
と
す
ば
ら

し
い
御
教
育
を
頂
い
て
い
ら

し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
と
貴
園
を
尊

敬
し
て
ま
い
り
ま
す
。
き
っ
と

貴
園
を
巣
立
っ
て
い
か
れ
た
未

来
は
、
す
ば
ら
し
い
人
と
な
っ

て
世
に
役
立
つ
人
に
な
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
三

つ
子
の
魂
百
迄
も
」
で
ご
ざ
い

ま
す
。
三
才
迄
の
教
育
が
人
間

の
成
長
に
と
っ
て
と
て
も
大
切

で
す
。
そ
ん
な
思
い
で
、
御
父

兄
の
皆
様
方
は
、
御
住
職
さ
ま

や
園
長
先
生
に
つ
い
て
い
か
れ

て
い
ら
し
ゃ
る
の
だ
な
と
私
は

思
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
未
来
の

日
本
の
た
め
に
頑
張
っ
て
下
さ

い
ま
せ
。
私
も
応
援
し
て
お
り

ま
す
。

福
井
市
　
井
原
淑
子
様

―
― 

○ 

● 

○ 

● 

○ 

―
―

　
前
の
興
行
寺
新
報
に
庭
の

満
開
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
て

な
つ
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
も

う
一
回
興
行
寺
に
行
っ
て
み
た

い
気
持
は
あ
る
の
で
す
が
、
何

せ
高
齢
者
で
あ
り
、
「
身
体
障

害
者
一
級
」
の
身
で
あ
れ
ば
一

人
で
は
ど
こ
に
も
行
か
れ
な
く

な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
今
足

の
ケ
ガ
で
入
院
し
て
二
ヶ
月
に

な
り
ま
す
。
未
だ
退
院
の
目
処

は
立
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

若
原
御
坊 

興
行
寺

―
 

興
行
寺
は
な
ぜ
若
原
に
在
っ
た
か ―

ネ
パ
ー
ル
へ
の
お
誘
い

説
明
さ
れ
た
お
顔
に
は
大
変

ご
苦
労
さ
れ
た
様
子
を
感
じ

取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

四
〇
〇
ｍ
か
ら
五
〇
〇
ｍ
標
高

の
背
後
の
山
に
は
、
丹
生
寺
・

中
ノ
寺
が
存
在
し
た
と
さ
れ

る
。
一
間
幅
の
九
十
九
折
の
古

道
を
登
り
頂
上
に
至
る
と
人

口
の
平
坦
地
が
い
く
つ
か
確
認

で
き
る
。
わ
け
て
も
切
通
と
巨

大
な
岩
を
見
れ
ば
「
虎
口
」
と

も
思
え
る
。
あ
る
い
は
古
道
の

複
数
個
所
に
石
積
み
も
あ
っ
て

人
工
的
に
「
虎
口
」
の
造
作
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
土

塁
や
柵
を
設
す
れ
ば
中
世
の

山
城
で
あ
ろ
う
。
水
場
で
あ
っ

た
か
池
ら
し
い
窪
み
も
あ
る
。

麓
の
「
ゴ
ボ
ヤ
マ
」
と
組
み
合

わ
せ
れ
ば
山
内
旗
本
出
羽
守

屋
敷
と
詰
の
城
と
比
し
て
遜

色
な
い
城
郭
寺
院
の
よ
う
に

見
え
る
。
御
坊
と
云
わ
れ
る
こ

と
は
、
こ
の
地
で
重
要
な
寺
院

で
あ
り
、
本
願
寺
教
団
の
拠
点

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
隣
の
せ
せ
ら
ぎ
に

て
や
や
遅
い
時
間
の
昼
食
に

な
っ
た
が
、
美
味
し
く
（
一
揆

そ
ば
定
食
）
を
い
た
だ
い
た
。

　
帰
路
途
中
の
道
の
駅
「
瀬

名
」
に
立
ち
寄
り
土
産
の
買
い

物
と
、
今
春
オ
ー
プ
ン
し
た

（
比
咩
の
湯
）
に
入
り
一
日
の
汗

を
流
し
、
ス
ッ
キ
リ
し
た
身
体

と
気
持
ち
で
帰
路
に
着
い
た
。

　
　

  

お 

念 
仏

一
、
如
来
の
大
悲
に
て
ら
さ
れ
て

　
　
尊
き
お
し
え
い
た
だ
い
た

　
　
歩
い
た
坂
を
ふ
り
か
え
り

　
　
自
力
の
心
ふ
り
す
て
て

　
　
光
と
仰
ぐ
お
浄
土
は

　
　
は
る
か
か
な
た
の
西
の
岸

二
、
深
き
恵
み
よ
ろ
こ
ん
で

　
　
真
如
の
さ
と
り
い
た
だ
い
て

　
　
永
遠
の
よ
ろ
こ
び
胸
に
だ
き

　
　
さ
と
り
の
国
に
生
ま
れ
ゆ
き

　
　
功
徳
の
宝
ほ
ど
こ
し
て

　
　
阿
弥
陀
仏
に
お
念
仏

三
、
不
可
思
議
光
の
み
お
し
え
に

　
　
さ
と
り
の
道
に
み
ち
び
か
れ

　
　
深
き
め
ぐ
み
を
よ
ろ
こ
ん
で

　
　
仏
の
道
に
さ
さ
げ
ゆ
き

　
　
こ
よ
な
き
信
に
め
ぐ
ま
れ
て

　
　
阿
弥
陀
仏
に
お
念
仏

鹿
児
島
県
日
置
市
　
東

　一
男
様

―
― 

○ 

● 

○ 

● 

○ 

―
―

枝
垂
化
粧

　
人
目
集
ま
る
　
老
桜

　
　
杖
を
頼
に
　
池
の
上

老
の
耳

　
大
き
な
声
で
　
語
り
相
い

　
　
　
今
日
の
出
来
事

　
　
　
　
　
　
　
話
花
咲
く

山
王
　
荒
川

　幸
出

卒
寿
の
春
　
し
だ
れ
桜
に

　
　
　
　
　
　
い
や
さ
れ
て

勝
山
市
　
本
田
な
を
子

興
行
寺
　
川
西
に
枝
垂
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
桜
か
な

勝
山
市
　
藤
井

　玉
枝

興
行
寺
の
　
垂
れ
桜
に

　
　
　
　
　
　
　
彼
岸
み
る

加
賀
市
　
角
出

　清
美

時
継
ぎ
　
花
咲
き
誇
る

　
　
　
　
　
　
　
主
役
か
な

池
の
す
み
　
寄
り
添
い
浮
か
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
花
い
か
だ

大
野
市
　
竹
内

　君
子

香
の
香
に
　
な
ど
む
寺
の

　
　
　
　
　
　
　
　
糸
桜

大
野
市
　
厚

　た
き
の

母
と
見
る
　
し
だ
れ
桜
の
　

　
　
　
　
　
　
　
な
お
優
し

け
や
き
台
　
清
水

　洋
子

　
災
害
や
緊
急
の
場
合
、
広
い

道
路
が
大
切
で
あ
る
。
特
に
冬

の
雪
の
道
も
広
い
方
が
よ
い
。

ま
だ
集
落
内
に
入
る
三
差
路
が

狭
く
観
光
バ
ス
や
大
型
の
工
事

車
が
入
り
に
く
い
。
将
来
、
ス

ム
ー
ズ
に
出
入
り
出
来
る
よ
う

願
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

空
高
く
　
青
に
は
え
る

　
　
　
　
　
　
さ
く
ら
い
ろ

鯖
江
市
　
山
田

　有
彦

庭
園
の
　
し
だ
れ
桜
や

　
　
　
　
　
　
せ
せ
ら
ぎ
の

福
井
市
　
森
下
み
よ
子

以
上
、
設
置
し
て
あ
る
投
句
箱
よ
り

藪
　
き
よ
の  
93
才  

下
合
月

山
田
　
　
子  
92
才  
伊
勢
原
市

黒
川
起
久
恵  

81
才  
藤
巻

関
　
　
典
男  

89
才  
春
江

柳
原
　
裕
樹  

59
才  

光
明
寺

北
口
　
達
夫  

71
才  

京
都

中
村
　
鐵
也  

92
才  

勝
山

中
村
　
虎
治  

98
才  

片
瀬

小
林
登
士
光  

67
才  

比
曽
谷

多
田
　
治
弘  

74
才  

東
京

多
田
　
義
雄  

81
才  

松
岡

山
田
ち
よ
子  

86
才  

福
井

松
山
　
初
枝  

97
才  

比
島

河
野
カ
ズ
ヱ  

93
才  

勝
山

大
沢
　
　
徹  

67
才  

勝
山

黒
瀬
　
一
郎  

88
才  

下
合
月

藤
田
　
慶
一  

80
才  

春
江

古
山
　
德
三  

90
才  

藤
巻

酒
井
　
宗
二  

85
才  

清
水

山
口
　
幸
子  

70
才  

勝
山

水
野
　
寿
夫  

87
才  

椚

勝
山
市
　
多  

田  

治  

周
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今
回
、
興
行
寺
総
代
の
研

修
と
言
う
事
で
、
住
職
達
と

共
に
長
い
興
行
寺
歴
史
飲
む

一
時
期
、
不
幸
な
苦
難
の
時
代

に
寺
基
を
移
し
た
、
石
川
県

白
山
市
の
鳥
越
一
向
一
揆
歴
史

館
を
訪
れ
る
機
会
を
得
る
事

が
出
来
、
改
め
て
「
若
原
御
坊

興
行
寺
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
地

に
て
、
ど
の
様
に
活
躍
さ
れ
た

の
か
、
又
、
寺
内
門
徒
と
し

て
、
旧
荒
川
村
の
門
徒
達
も
、

興
行
寺
と
行
動
を
共
に
し
、

若
原
の
地
に
移
住
し
た
の
だ

ろ
う
か
、
そ
う
で
あ
る
の
な
ら

ば
、
そ
の
門
徒
は
、
そ
の
子
孫

達
は
そ
の
後
、
ど
う
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
荒
川
村
に
帰
郷
し

た
の
だ
ろ
う
か
等
思
い
巡
ら

し
な
が
ら
、
何
度
も
遭
遇
し

た
不
幸
な
苦
難
の
一
時
代
を

垣
間
見
る
事
が
出
来
た
。

　
北
陸
地
方
に
発
生
し
た
一

向
一
揆
に
お
い
て
、
幾
多
の
戦

闘
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
間
興

行
寺
門
徒
の
旧
荒
川
村
の
三

百
戸
以
上
の
戸
数
が
、
十
戸

ば
か
り
に
激
減
し
た
大
き
な

犠
牲
を
強
ら
れ
た
歴
史
は
、

我
々
門
徒
は
決
し
て
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
開
祖
周
覚
上
人
は
、
極
め

て
穏
健
で
あ
り
、
柔
軟
で
あ

り
話
し
合
い
、
語
り
合
う
事

に
よ
る
平
和
的
教
化
を
推
進

し
、
「
宗
教
に
戦
は
罪
悪
で
あ

る
」
と
の
考
え
が
伺
え
、
受
け

継
が
れ
た
証
と
し
て
、
一
向
一

揆
史
の
内
に
戦
闘
経
歴
を
残

し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

　
歴
代
住
職
は
、
親
鸞
、
蓮
如

上
人
等
の
教
義
を
周
覚
上
人

同
様
、
教
化
に
一
途
に
邁
進
し

続
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
の
足
跡
は
、
越
前
の
み
な
ら

ず
北
陸
一
円
に
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
功
績
は
、
多
大
な
も

の
が
見
て
と
れ
る
。

　
研
修
を
通
じ
、
興
行
寺
の

苦
難
の
歴
史
、
及
び
門
徒
達

の
大
き
な
犠
牲
を
心
に
刻
み

つ
つ
、
平
和
主
義
的
思
想
に
よ

る
浄
土
真
宗
の
教
化
を
継
続

し
て
い
る
事
を
門
徒
の
一
人
と

し
て
誇
り
に
思
う
と
共
に
、
こ

の
思
想
を
堅
持
し
、
興
行
寺

と
共
に
、
我
が
家
に
、
又
、
後

世
に
残
さ
ね
ば
と
深
く
感
じ

た
事
で
あ
る
。

　
平
和
の
俳
句
が
昨
年
八
月

十
五
日
復
活
、
七
千
三
百
四
十

九
句
が
寄
せ
ら
れ
、
入
選
三
十

句
の
中
に
県
内
で
唯
一
、
ご
門

徒
の
勝
山
市
郡
町
の
多
田
治
周

さ
ん
の
「
千
羽
鶴
チ
ビ
チ
リ
ガ

マ
の
奥
の
奥
」
が
選
ば
れ
た
。

　
か
っ
て
は
沖
縄
戦
の
際
に
住

民
が
集
団
自
決
し
た
読
谷
村
の

洞
窟
。
「
千
羽
鶴
に
込
め
ら
れ

た
平
和
へ
の
思
い
が
ガ
マ
の
奥

に
ま
で
届
く
よ
う
に
詠
ん
だ
。

氏
は
沖
縄
に
二
回
訪
れ
た
。
住

民
約
百
四
十
人
が
避
難
し
な
が

ら
も
こ
の
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
で
八

十
人
以
上
が
自
決
し
た
。

　
「
沖
縄
は
昔
か
ら
日
本
の

安
全
保
障
上
の
防
波
捉
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
思

い
を
は
せ
て
ほ
し
い
。
平
和
の

俳
句
と
の
出
合
い
に
感
謝
し

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
一
句
で

も
多
く
作
品
を
作
り
た
い
」
と

意
欲
を
燃
や
し
て
い
た
。

　
今
回
の
仏
壮
の
研
修
は
一
日

研
修
で
白
山
市
に
足
を
向
け

ま
し
た
。
白
山
市
立
鳥
越
一
向

一
揆
歴
史
館
中
心
に
、
半
世
紀

余
り
山
内
若
原
に
あ
っ
た
興

行
寺
の
ル
ー
ツ
を
追
っ
た
。

　
こ
の
興
行
寺
は
「
若
原
御

坊
」
と
呼
ば
れ
尊
崇
さ
れ
た

御
坊
と
称
さ
れ
る
興
行
寺
は

ど
ん
な
寺
院
で
あ
り
、
何
故

若
原
の
地
に
あ
っ
た
か
、
ま
ず

「
ゴ
ボ
ヤ
マ
」
の
上
り
口
へ
足

を
運
ん
だ
。
御
前
様
・
柴
田
会

長
さ
ま
他
二
十
名
の
参
加
者

の
皆
様
と
、
こ
の
年
の
暑
い
暑

い
毎
日
の
酷
暑
を
も
の
と
せ

ず
学
芸
員
さ
ん
の
物
静
か
な

語
り
に
ひ
っ
し
に
聞
き
入
ろ
う

と
頑
張
っ
た
一
日
で
し
た
。

　
若
原
御
坊
は
「
朝
倉
始
末

記
」
が
語
る
よ
う
に
加
越
の
闘

優
が
続
い
た
永
年
三
年
（
一
五

〇
六
）
か
ら
永
禄
十
二
年
（
一

五
六
九
）
の
六
十
年
余
り
、
山

内
若
原
に
あ
っ
て
御
坊
と
尊
称

さ
れ
た
。
小
字
名
「
ゴ
ボ
ヤ
マ

（
御
坊
山
）」「
ゴ
ボ
ノ
ウ
ラ
」

が
御
坊
址
と
比
定
さ
れ
る
。

　
こ
の
五
月
に
御
前
様
と
役

僧
様
が
半
日
が
か
り
で
頂
上

ま
で
、
砂
防
作
業
道
を
経
て
道

な
き
道
を
学
芸
員
さ
ん
の
案

内
の
も
と
必
死
で
登
ら
れ
た
と

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

　
昨
冬
の
大
雪
で
し
だ
れ
桜

の
か
な
り
大
き
な
枝
が
二
本

折
れ
た
。
古
木
な
る
が
故
に

折
れ
や
す
い
（
折
れ
た
枝
は

本
堂
に
て
展
示
）
。

　
昨
夏
、
さ
さ
え
木
も
古
く

な
り
限
界
で
も
あ
り
一
新
、
四

十
本
以
上
入
れ
替
え
た
。
ク

レ
ー
ン
で
大
が
か
り
な
工
事

だ
っ
た
。―― 

○ 

● 

○ 

● 

○ 

―
―

　
本
堂
裏
の
南
角
の
通
路
を

広
げ
た
。
桜
見
物
の
歩
道
の

段
差
が
あ
る
の
と
、
狭
い
の

で
危
険
で
も
あ
り
、
段
差
を

な
く
し
広
く
し
た
。
車
イ
ス

で
も
通
行
で
き
る
よ
う
整
備

し
た
。

○
下
合
月
の
黒
瀬
顕
治
氏
は

若
住
職
用
の
「
七
条
袈
装
」

と
「
色
衣
」
を
ご
寄
附
い
た
だ

き
ま
し
た
。
法
要
、
葬
儀
等
に

着
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
勝
山
市
の
中
村
き
み
枝
さ

ん
は
、
め
で
た
く
米
寿
を
迎
え

ら
れ
、
そ
の
記
念
に
と
本
堂
で

の
住
職
の
イ
ス
と
、
導
師
が
登

礼
盤
を
す
る
時
、
腰
か
け
て
使

用
で
き
る
立
派
な
イ
ス
を
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
寺
内
の
古
山
み
さ
を
さ

ん
、
信
徒
の
平
野
栄
治
さ
ん

か
ら
米
寿
の
お
祝
の
お
も
ち

を
頂
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
長

生
き
し
て
下
さ
い
。

寄

　附

米

　寿

田
中
秀
信
殿   

父
の
　  

竹
原

石
井
和
明
殿   

祖
母
の  

吉
峰

前
川
英
一
殿   

父
の
　  

竹
原

前
川
英
範
殿   

父
の
　  

竹
原

朝
日
裕
友
殿   

母
の
　  

竹
原

反
保
成
樹
殿   

父
の  

　
竹
原

亡
く
な
ら
れ
た
方
々

亡
く
な
ら
れ
た
方
々

（
敬
称
略
）

永
代
経
懇
志
（
信
徒
）

永
代
経
懇
志
（
信
徒
）

丸
山
清
士
殿 

母
　
　
　   

片
瀬

山
田
哲
弘
殿 

祖
父･

祖
母  

福
井

鈴
木
麗
子
殿

　
父
・
母
・
兄
弟
・
四
方   

京
都

特
別
永
代
経

特
別
永
代
経

鳥
越
一
向
一
揆
歴
史
館
を
訪
れ
て

総 

代
　
山

　田

　芳

　雄

一
向
一
揆
を
訪
ね
て

仏
教
壮
年
会
副
会
長
　
但

　川

　隆

　治

法
務
員
　
大

　谷

　幸

　美

　
昨
夏
二
年
ぶ
り
に
工
事
が
終

了
し
た
。

　
平
成
廿
八
年
四
月
二
十
四

日
、
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大

遠
忌
を
迎
え
る
に
当
っ
て
駐
車

場
の
用
地
を
購
入
し
た
。
藤
巻

区
内
に
あ
り
、
お
寺
よ
り
も
近

く
で
あ
る
が
、
長
年
住
む
人
も

な
く
、
う
つ
蒼
と
し
て
朽
ち
か

か
っ
た
家
屋
が
四
棟
ほ
ど
あ

り
、
小
動
物
の
住
み
か
と
な
っ

て
お
り
、
夜
歩
く
の
が
こ
わ
い

と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
拡
大
な

屋
敷
で
村
内
で
も
有
数
の
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
大
法
要
を
迎
え
る
期
に
、
駐

車
場
が
問
題
に
な
る
。
前
回
の

住
職
雑
記

住
職
雑
記

住
職
雑
記

○
昨
年
は
三
十
七
年
ぶ
り
の

大
雪
に
見
舞
わ
れ
大
変
だ
っ

た
が
、
今
冬
は
雪
は
少
な
い
。

一
月
は
降
雪
前
年
比
十
五
％
。

〇
セ
ン
チ
の
日
が
多
く
、
楽
で

あ
っ
た
。

○
今
年
は
久
し
ぶ
り
に
ネ

パ
ー
ル
へ
の
興
行
寺
主
催
の
旅

行
で
あ
る
。
初
め
て
海
外
旅
行

し
た
の
が
昭
和
四
十
七
年
秋
、

ネ
パ
ー
ル
、
イ
ン
ド
の
旅
で

あ
っ
た
。
す
ご
い
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
と
釈
尊

の
遺
跡
に
お
参
り
で
き
、
感
動

し
た
。
そ
の
后
、
門
信
徒
の
方

に
呼
び
か
け
何
度
か
イ
ン
ド

仏
跡
の
旅
行
を
行
っ
た
。

　
今
日
も
涅
槃
会
で
ク
シ
ナ
ガ

ラ
と
い
う
釈
尊
涅
槃
の
地
の
名

が
出
て
き
た
が
、
当
地
の
風
景

が
浮
び
、
大
変
な
つ
か
し
く
思

い
出
し
た
。
近
年
、
ス
リ
ラ
ン

カ
、
ブ
ー
タ
ン
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

ベ
ト
ナ
ム
と
続
い
た
が
、
も
う

体
力
も
な
く
な
り
、
最
後
に
し

た
い
と
思
い
最
初
に
行
っ
た
ネ

パ
ー
ル
を
計
画
し
た
。
し
か

し
、
も
う
一
度
だ
け
イ
ン
ド
に

行
っ
て
み
た
い
気
も
す
る
。

　
今
回
の
興
行
寺
主
催
の
海

外
旅
行
は
来
る
五
月
六
日
よ

り
十
日
ま
で
五
日
間
。
ポ
カ
ラ

に
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
眺
望
と

古
都
カ
ト
マ
ン
ズ
の
旅
で
す
。

ポ
カ
ラ
は
ペ
ワ
湖
と
眼
前
に

広
が
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ア
ン
ナ
プ

ル
十
連
峰
の
雄
大
な
景
色
で

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。
パ

ン
フ
請
求
下
さ
い
。

　興
行
寺
は
本
願
寺
第
五

世
、
綽
如
上
人
の
三
男
周
覚

上
人
を
開
基
と
し
て
応
永
十

三
年
（
一
四
〇
六
年
）
に
創
立

さ
れ
ま
し
た
。

　初
め
は
志
比
の
庄
、
大
谷

（
永
平
寺
町
諏
訪
間
大
谷
）

に
在
住
し
ま
し
た
が
、
応
永

十
八
年
（
藤
巻
長
山
）
に
移

り
華
蔵
閣
と
号
し
ま
し
た
。

　こ
の
後
、
時
代
は
南
北
朝

か
ら
室
町
時
代
に
入
り
世
情

が
不
安
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
年
）
が

起
り
、
世
は
下
克
上
・
戦
国

大
名
の
登
場
を
迎
え
、
各
地

で
一
揆
が
起
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
近
く
加
賀
に
お
い
て

も
一
向
宗
勢
が
守
護
を
討
ち

（
加
賀
の
一
向
一
揆
、
一
四
八

七
年
）
以
降
、
百
年
近
く
「
百

姓
の
持
ち
た
る
国
」
と
し
て

門
徒
中
心
の
政
治
体
制
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
や
が
て
、

そ
の
波
は
越
前
に
も
押
し
寄

せ
一
五
〇
六
年
。
越
前
、
加
賀

の
一
向
一
揆
は
戦
国
大
名
朝
倉

氏
と
の
決
戦
に
臨
み
ま
す

が
、
朝
倉
軍
の
前
に
敗
退
。
勝

利
を
手
に
し
た
朝
倉
氏
は
真

宗
寺
院
を
悉
く
破
却
し
、
越

前
か
ら
追
放
し
て
い
き
ま
し

た
。
こ
の
時
、
興
行
寺
第
四
世

蓮
尭
法
師
は
血
縁
を
頼
り
加

賀
山
内
若
原
に
移
り
、
そ
こ

で
約
六
十
年
間
寺
院
を
構
え

ま
し
た
。
興
行
寺
若
原
へ
の

由
縁
で
す
。
そ
し
て
、
若
原
の

地
に
お
い
て
も
興
行
寺
は
一

家
衆
と
し
て
の
品
格
が
あ

り
、
一
帯
は
御
坊
と
呼
ば
れ
、

寺
中
心
に
多
屋
が
集
り
、
に

ぎ
わ
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
充

分
考
え
ら
れ
ま
す
。
（
鳥
越

村
史
に
御
坊
の
論
述
記
載
が

み
ら
れ
ま
す
）
そ
の
後
、
朝
倉

氏
と
本
願
寺
が
和
睦
。
永
禄

十
二
年
（
一
五
六
九
年
）
若
原

御
坊
興
行
寺
は
現
在
の
地
に

戻
り
ま
し
た
。
周
覚
上
人
開

基
地
か
ら
現
行
地
は
四
地
目

に
な
り
ま
す
。
又
、
興
行
寺
の

し
だ
れ
桜
、
イ
チ
ョ
ウ
の
木

は
こ
の
時
に
植
え
ら
れ
た
と

古
来
よ
り
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
興
行
寺
が
こ
の
地

に
戻
っ
て
寺
院
建
設
、
整
備

し
た
時
、
植
樹
し
た
と
す
れ

ば
樹
齢
四
百
年
〜
四
百
五
十

年
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
ま
す
。

　昨
年
七
月
二
十
一
日
〜
九

月
二
十
四
日
の
約
二
ヶ
月

間
、
白
山
市
立
鳥
越
一
向
一
揆

歴
史
館
に
て
「
も
う
一
つ
の
一

家
衆
寺
院
若
原
御
坊
興
行
寺

展
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
企
画
に
先
立
ち
昨
年
五

月
八
日
歴
史
館
館
長
、
学
芸

員
の
西
出
様
、
住
職
と
私
と

四
名
、
現
地
御
坊
山
、
又
は

御
坊
址
と
呼
ば
れ
る
地
へ
お

も
む
き
ま
し
た
。
高
さ
四
百

米
程
の
山
の
中
腹
あ
た
り
で

平
坦
地
が
い
く
つ
か
確
認
で

き
、
小
川
も
流
れ
て
お
り
、
こ

こ
で
の
生
活
は
可
能
な
こ
と

は
分
り
ま
し
た
。
又
、
下
か

ら
の
登
り
道
に
は
石
積
み
の

後
も
み
ら
れ
中
世
の
山
城
と

の
感
は
充
分
み
て
と
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
て
今
、
歴
史
の
地

に
立
ち
、
目
の
前
は
杉
林
だ

け
で
は
あ
り
ま
す
が
、
は
る

か
当
時
を
思
い
、
そ
の
思
い

め
ぐ
ら
し
、
先
人
が
何
を
思

い
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て

い
た
の
か
を
考
え
る
に
心
熱

く
、
感
慨
深
い
も
の
で
し
た
。

来
て
よ
か
っ
た
。
今
こ
こ
に

立
っ
て
い
る
自
分
が
不
思
議

な
気
が
し
ま
す
。

　こ
の
興
行
寺
企
画
展
に
多

く
の
方
が
見
学
に
訪
れ
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
訪
れ
た

方
々
、
こ
の
企
画
展
を
開
催

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
白
山

市
歴
史
館
館
長
様
、
西
出
学

芸
員
様
、
他
関
係
各
位
様
に

深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十
八
年
の
蓮
如
上
人
五
百

回
大
法
要
の
時
、
吉
峰
の
キ
ャ

ン
プ
場
や
道
路
の
片
側
駐
車
で

あ
っ
た
。
今
回
は
中
島
区
の
河

川
敷
き
に
駐
車
し
、
シ
ャ
ト
ル

バ
ス
運
行
と
い
う
計
画
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
離
れ
て
い
る

と
何
か
と
不
便
で
あ
る
。

　
丁
度
、
法
要
も
間
近
に
せ
ま

る
二
月
二
十
三
日
、
急
に
地
主

と
の
間
に
話
が
進
み
、
約
千
八

百
坪
の
屋
敷
を
購
入
す
る
こ
と

が
ま
と
ま
っ
た
。

　
取
り
あ
え
ず
、
法
要
の
期
日

ま
で
駐
車
場
と
し
て
利
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
大

橋
造
園
に
工
事
を
依
頼
。
途

中
、
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
工
事

が
中
断
。
最
后
、
何
と
か
地
均

し
が
出
来
、
当
日
、
二
百
四
十

台
の
車
を
駐
車
す
る
こ
と
が

出
来
た
。

　
稚
児
の
衣
装
替
え
会
場
も

近
く
て
便
利
で
、
大
い
に
役

立
っ
た
。
そ
の
后
、
道
路
と
の

堺
の
石
積
、
奥
の
方
の
隣
り
と

の
地
面
に
雨
水
が
流
れ
る
為
の

排
水
工
事
。
残
土
、
ゴ
ミ
の
処

理
な
ど
二
年
が
か
り
で
、
よ
う

や
く
昨
年
八
月
終
了
し
た
。

＝
町
道
と
し
て
土
地
寄
附
＝

　
地
元
集
落
内
の
道
幅
が
狭

く
て
車
の
す
れ
違
い
が
ス
ム
ー

ズ
に
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
道

幅
拡
張
の
為
、
町
道
に
と
永
平

寺
町
に
百
十
二
米
（
約
三
十
三

坪
）
を
寄
附
。
そ
の
後
予
算
が

つ
き
舗
装
さ
れ
た
。

　
道
沿
い
に
は
地
元
の
集
会
場

や
ゴ
ミ
収
集
場
が
あ
り
「
楽
に

駐
車
出
来
て
、
利
用
し
や
す
く

な
っ
た
」
と
喜
ば
れ
て
い
る
。

千
羽
鶴 

チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
の 

奥
の
奥

よ
う
や
く 

駐
車
場
工
事
終
了

お
便
り

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　
少
し
秋
め
い
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　
先
日
は
、
「
平
成
三
十
年
秋

号
興
行
寺
新
報
」
を
早
々
に
送

付
し
て
頂
き
ま
し
て
誠
に
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
第

九
十
八
号
と
し
る
さ
れ
て
い

て
、
年
二
回
の
発
行
と
知
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
な
ん
と
真

心
深
き
新
報
な
の
だ
と
緊
張

し
て
拝
読
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
こ
ん
な
勿
体
な
い
新
報

に
、
私
ご
と
き
の
記
事
を
の
せ

て
頂
い
て
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い

さ
く
ら
支
柱
工
事

ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　
私
は
新
報
が
大
好
き
で
い
つ

も
す
み
か
ら
す
み
ま
で
読
ま
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
興
行
寺

さ
ま
の
歴
史
を
学
ば
せ
て
頂

く
た
び
に
、
い
つ
も
な
ん
だ
か

自
分
が
偉
く
な
っ
た
様
な
気
が

し
て
ま
い
り
ま
す
。
十
二
才
ご

ろ
に
な
っ
た
武
将
や
農
民
た
ち

の
様
子
が
、
お
寺
院
の
歴
史
を

と
お
し
て
学
び
が
よ
み
が
え
っ

て
ま
い
り
ま
す
。
あ
り
が
た
い

な
と
い
つ
も
思
い
ま
す
。
又
、

幼
稚
園
の
御
父
兄
様
方
や
お

子
達
の
御
様
子
を
読
ま
せ
て

頂
き
ま
す
と
、
な
ん
と
す
ば
ら

し
い
御
教
育
を
頂
い
て
い
ら

し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
と
貴
園
を
尊

敬
し
て
ま
い
り
ま
す
。
き
っ
と

貴
園
を
巣
立
っ
て
い
か
れ
た
未

来
は
、
す
ば
ら
し
い
人
と
な
っ

て
世
に
役
立
つ
人
に
な
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
三

つ
子
の
魂
百
迄
も
」
で
ご
ざ
い

ま
す
。
三
才
迄
の
教
育
が
人
間

の
成
長
に
と
っ
て
と
て
も
大
切

で
す
。
そ
ん
な
思
い
で
、
御
父

兄
の
皆
様
方
は
、
御
住
職
さ
ま

や
園
長
先
生
に
つ
い
て
い
か
れ

て
い
ら
し
ゃ
る
の
だ
な
と
私
は

思
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
未
来
の

日
本
の
た
め
に
頑
張
っ
て
下
さ

い
ま
せ
。
私
も
応
援
し
て
お
り

ま
す
。

福
井
市
　
井
原
淑
子
様

―
― 

○ 

● 

○ 

● 

○ 

―
―

　
前
の
興
行
寺
新
報
に
庭
の

満
開
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
て

な
つ
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
も

う
一
回
興
行
寺
に
行
っ
て
み
た

い
気
持
は
あ
る
の
で
す
が
、
何

せ
高
齢
者
で
あ
り
、
「
身
体
障

害
者
一
級
」
の
身
で
あ
れ
ば
一

人
で
は
ど
こ
に
も
行
か
れ
な
く

な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
今
足

の
ケ
ガ
で
入
院
し
て
二
ヶ
月
に

な
り
ま
す
。
未
だ
退
院
の
目
処

は
立
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

若
原
御
坊 

興
行
寺

―
 

興
行
寺
は
な
ぜ
若
原
に
在
っ
た
か ―

ネ
パ
ー
ル
へ
の
お
誘
い

説
明
さ
れ
た
お
顔
に
は
大
変

ご
苦
労
さ
れ
た
様
子
を
感
じ

取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

四
〇
〇
ｍ
か
ら
五
〇
〇
ｍ
標
高

の
背
後
の
山
に
は
、
丹
生
寺
・

中
ノ
寺
が
存
在
し
た
と
さ
れ

る
。
一
間
幅
の
九
十
九
折
の
古

道
を
登
り
頂
上
に
至
る
と
人

口
の
平
坦
地
が
い
く
つ
か
確
認

で
き
る
。
わ
け
て
も
切
通
と
巨

大
な
岩
を
見
れ
ば
「
虎
口
」
と

も
思
え
る
。
あ
る
い
は
古
道
の

複
数
個
所
に
石
積
み
も
あ
っ
て

人
工
的
に
「
虎
口
」
の
造
作
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
土

塁
や
柵
を
設
す
れ
ば
中
世
の

山
城
で
あ
ろ
う
。
水
場
で
あ
っ

た
か
池
ら
し
い
窪
み
も
あ
る
。

麓
の
「
ゴ
ボ
ヤ
マ
」
と
組
み
合

わ
せ
れ
ば
山
内
旗
本
出
羽
守

屋
敷
と
詰
の
城
と
比
し
て
遜

色
な
い
城
郭
寺
院
の
よ
う
に

見
え
る
。
御
坊
と
云
わ
れ
る
こ

と
は
、
こ
の
地
で
重
要
な
寺
院

で
あ
り
、
本
願
寺
教
団
の
拠
点

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
隣
の
せ
せ
ら
ぎ
に

て
や
や
遅
い
時
間
の
昼
食
に

な
っ
た
が
、
美
味
し
く
（
一
揆

そ
ば
定
食
）
を
い
た
だ
い
た
。

　
帰
路
途
中
の
道
の
駅
「
瀬

名
」
に
立
ち
寄
り
土
産
の
買
い

物
と
、
今
春
オ
ー
プ
ン
し
た

（
比
咩
の
湯
）
に
入
り
一
日
の
汗

を
流
し
、
ス
ッ
キ
リ
し
た
身
体

と
気
持
ち
で
帰
路
に
着
い
た
。

　
　

  

お 

念 

仏

一
、
如
来
の
大
悲
に
て
ら
さ
れ
て

　
　
尊
き
お
し
え
い
た
だ
い
た

　
　
歩
い
た
坂
を
ふ
り
か
え
り

　
　
自
力
の
心
ふ
り
す
て
て

　
　
光
と
仰
ぐ
お
浄
土
は

　
　
は
る
か
か
な
た
の
西
の
岸

二
、
深
き
恵
み
よ
ろ
こ
ん
で

　
　
真
如
の
さ
と
り
い
た
だ
い
て

　
　
永
遠
の
よ
ろ
こ
び
胸
に
だ
き

　
　
さ
と
り
の
国
に
生
ま
れ
ゆ
き

　
　
功
徳
の
宝
ほ
ど
こ
し
て

　
　
阿
弥
陀
仏
に
お
念
仏

三
、
不
可
思
議
光
の
み
お
し
え
に

　
　
さ
と
り
の
道
に
み
ち
び
か
れ

　
　
深
き
め
ぐ
み
を
よ
ろ
こ
ん
で

　
　
仏
の
道
に
さ
さ
げ
ゆ
き

　
　
こ
よ
な
き
信
に
め
ぐ
ま
れ
て

　
　
阿
弥
陀
仏
に
お
念
仏

鹿
児
島
県
日
置
市
　
東

　一
男
様

―
― 

○ 

● 

○ 

● 

○ 

―
―

枝
垂
化
粧

　
人
目
集
ま
る
　
老
桜

　
　
杖
を
頼
に
　
池
の
上

老
の
耳

　
大
き
な
声
で
　
語
り
相
い

　
　
　
今
日
の
出
来
事

　
　
　
　
　
　
　
話
花
咲
く

山
王
　
荒
川

　幸
出

卒
寿
の
春
　
し
だ
れ
桜
に

　
　
　
　
　
　
い
や
さ
れ
て

勝
山
市
　
本
田
な
を
子

興
行
寺
　
川
西
に
枝
垂
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
桜
か
な

勝
山
市
　
藤
井

　玉
枝

興
行
寺
の
　
垂
れ
桜
に

　
　
　
　
　
　
　
彼
岸
み
る

加
賀
市
　
角
出

　清
美

時
継
ぎ
　
花
咲
き
誇
る

　
　
　
　
　
　
　
主
役
か
な

池
の
す
み
　
寄
り
添
い
浮
か
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
花
い
か
だ

大
野
市
　
竹
内

　君
子

香
の
香
に
　
な
ど
む
寺
の

　
　
　
　
　
　
　
　
糸
桜

大
野
市
　
厚

　た
き
の

母
と
見
る
　
し
だ
れ
桜
の
　

　
　
　
　
　
　
　
な
お
優
し

け
や
き
台
　
清
水

　洋
子

　
災
害
や
緊
急
の
場
合
、
広
い

道
路
が
大
切
で
あ
る
。
特
に
冬

の
雪
の
道
も
広
い
方
が
よ
い
。

ま
だ
集
落
内
に
入
る
三
差
路
が

狭
く
観
光
バ
ス
や
大
型
の
工
事

車
が
入
り
に
く
い
。
将
来
、
ス

ム
ー
ズ
に
出
入
り
出
来
る
よ
う

願
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

空
高
く
　
青
に
は
え
る

　
　
　
　
　
　
さ
く
ら
い
ろ

鯖
江
市
　
山
田

　有
彦

庭
園
の
　
し
だ
れ
桜
や

　
　
　
　
　
　
せ
せ
ら
ぎ
の

福
井
市
　
森
下
み
よ
子

以
上
、
設
置
し
て
あ
る
投
句
箱
よ
り

藪
　
き
よ
の  

93
才  

下
合
月

山
田
　
　
子  

92
才  

伊
勢
原
市

黒
川
起
久
恵  

81
才  

藤
巻

関
　
　
典
男  

89
才  

春
江

柳
原
　
裕
樹  

59
才  

光
明
寺

北
口
　
達
夫  

71
才  

京
都

中
村
　
鐵
也  

92
才  

勝
山

中
村
　
虎
治  

98
才  

片
瀬

小
林
登
士
光  

67
才  

比
曽
谷

多
田
　
治
弘  

74
才  

東
京

多
田
　
義
雄  

81
才  

松
岡

山
田
ち
よ
子  

86
才  

福
井

松
山
　
初
枝  

97
才  

比
島

河
野
カ
ズ
ヱ  

93
才  

勝
山

大
沢
　
　
徹  

67
才  

勝
山

黒
瀬
　
一
郎  

88
才  

下
合
月

藤
田
　
慶
一  

80
才  

春
江

古
山
　
德
三  

90
才  

藤
巻

酒
井
　
宗
二  

85
才  

清
水

山
口
　
幸
子  

70
才  

勝
山

水
野
　
寿
夫  

87
才  

椚

勝
山
市
　
多  

田  

治  

周



興　　行　　寺　　新　　報　 （1）　 平成31年春季号（春、秋２回発行） 第 99 号　　 新　田　塚　幼　稚　園　版　　第 99 号 平成31年春季号 　（4）　 

URL   http://www.kougyouji.jp

ホームページのご案内ホームページのご案内

← 携帯･スマートフォンの
　 バーコードリーダーで
　 読み込んで下さい。

平成25年より、興行寺のＨＰが新設されまし
た。昨年４月の法要の模様､今春の桜の開花
便りなど､どうぞご覧下さい｡

発　行　所
興行寺教化部

福井県吉田郡永平寺町
電　話  0776-64-2744
ＦＡＸ  0776-64-2791

新田塚道場（支坊）

福井市新田塚2丁目46-26
電　話  0776-26-1191
ＦＡＸ  0776-26-7868

工事前の外壁

　
山
田
光
教
寺
顕
誓
が
著
し

た
『
反
故
裏
書
』
に
は
、
知
ら

れ
る
よ
う
に
藤
島
超
勝
寺
と

荒
川
興
行
寺
の
由
緒
が
語
ら

れ
る
。
早
く
か
ら
加
賀
越
中
へ

の
教
線
、
血
脈
の
展
開
が
知
ら

れ
る
。
蓮
欽
は
井
波
瑞
泉
寺
入

寺
、
加
賀
二
俣
本
泉
寺
の
血
縁

に
引
か
れ
た
ら
し
い
。
興
行
寺

は
蓮
助
（
三
代
目
）
も
周
知
の

通
り
蓮
如
上
人
の
息
女
如
空
、

蓮
尭
（
四
代
目
）
の
室
は
蓮
如

上
人
の
孫
娘
で
あ
っ
た
。
当
然

な
が
ら
蓮
如
上
人
の
息
が
入

寺
す
る
加
賀
三
ヵ
寺
と
は
濃
い

血
縁
に
結
ば
れ
て
い
た
。

　
永
正
一
揆
の
九
頭
龍
川
合
戦

に
、
一
敗
地
に
ま
み
れ
た
真
宗

寺
院
は
破
却
さ
れ
越
前
を
追

放
さ
れ
る
。
寺
基
を
移
し
た
の

は
加
賀
で
あ
っ
た
。
興
行
寺
蓮

尭
法
師
も
山
内
若
原
に
寺
地

を
定
め
た
。
荒
川
か
ら
大
日
峠

を
越
え
大
日
川
を
下
れ
ば
若

原
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
血
縁

の
あ
る
波
佐
谷
松
岡
寺
の
近
く

で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ

ろ
う
。
蓮
尭
の
母
は
松
岡
寺
蓮

網
の
妹
で
あ
り
、
祖
母
は
超
勝

寺
蓮
慶
の
娘
と
い
う
血
縁
が

あ
っ
た
。
藤
島
超
勝
寺
・
和
田

本
覚
寺
も
加
賀
江
沼
、
能
美
郡

に
寺
基
を
移
し
て
い
た
。
超
勝

寺
・
本
覚
寺
は
古
く
か
ら
加
賀

に
教
線
を
伸
ば
し
て
い
た
。
広

げ
た
門
徒
を
頼
る
以
上
に
、
越

前
回
復
の
意
図
を
込
め
、
越
前

に
近
い
江
沼
の
地
に
「
城
郭
寺

院
」
を
築
い
た
。

　
加
賀
山
内
若
原
（
現
白
山
市

若
原
）
の
地
に
寺
基
を
築
い
た

興
行
寺
も
「
若
原
御
坊
」
と
尊

崇
さ
れ
、
加
賀
の
人
々
に
は
認

識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

若
原
に
は
「
ゴ
ボ
ヤ
マ
（
御
坊

の
山
）
」
「
ゴ
ボ
ノ
ウ
ラ
（
御

坊
の
裏
）
」
な
ど
の
小
字
名
が

伝
え
ら
れ
、
一
帯
は
「
若
原
御

坊
」
に
比
定
さ
れ
る
。
旧
鳥
越

村
の
時
代
に
発
掘
調
査
が
試
み

ら
れ
、
「
壺
と
硯
」
が
発
掘
さ

れ
た
と
記
録
さ
れ
る
。
壺
は
越

三
月
二
十
一
日（
祝･

木
）

　
彼
岸
会
　
日
中
・
逮
夜

　
（
ご
法
話
　
教
応
寺
殿
）

四
月
二
十
四
日

（水）･

二
十
五
日

（木）

　
蓮
如
上
人
御
忌
法
要

　
（
ご
法
話
　
福
光
照
真
師
）

　
ご
法
話

    

二
十
四
日 

日
中･

逮
夜･

初
夜

    

二
十
五
日 

日
中

　
二
十
四
日
お
と
き
の
后
、

ハ
ー
モ
ニ
カ
合
奏
が
あ
り

ま
す
。
聴
い
て
下
さ
い
。

五
月
二
十
六
日

（日）

　
宗
祖
降
誕
会
・
初
参
式

　
赤
ち
ゃ
ん
の
初
参
り
で

す
。
ど
う
ぞ
ご
一
緒
に
お
参

り
下
さ
い
。

　
一
番
恐
ろ
し
い
の
は

　
や
は
り
人
間
で
す
と

　
こ
の
北
国
か
ら
の

　
渡
り
鳥
が
い
い
ま
し
た

　
　
　
　
（
榎
本
栄
一
・
詩
）

　
渡
り
鳥
な
ら
ず
と
も
、
人
間

以
外
の
生
き
も
の
が
、
も
し
言

葉
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
や
は

り
こ
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
子
ど

も
の
こ
ろ
、
周
囲
に
は
無
数
の

生
き
も
の
が
共
存
し
、
そ
れ
ぞ

れ
に
生
命
を
謳
歌
し
て
い
た
。

今
、
私
た
ち
の
周
囲
か
ら
、
か

つ
て
存
在
し
た
生
き
も
の
は
ほ

と
ん
ど
姿
を
消
し
て
し
ま
っ

た
。
恣
意
的
に
し
ろ
、
偶
発
的

に
し
ろ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

人
間
が
殺
し
続
け
て
き
た
の
で

あ
る
。
人
間
だ
け
が
住
み
よ
い

環
境
を
生
き
る
た
め
に
。
仏
教

で
は
人
間
の
存
在
を
「
罪
悪
深

重
」
と
と
ら
え
る
。
こ
の
名
前

こ
そ
人
間
に
与
え
ら
れ
た
、

も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
名
前
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
罪
深

く
、
悪
重
き
も
の
」
。
人
間
以

外
の
生
き
も
の
は
戦
争
を
し
な

い
。
環
境
を
破
裂
し
な
い
。
必

要
以
外
の
生
命
を
奪
わ
な
い
。

　
現
代
に
お
け
る
人
間
の
危

機
は
、
「
罪
悪
深
重
」
な
る
存

在
と
し
て
の
自
ら
に
、
ま
っ
た

く
頭
の
下
が
る
時
を
見
失
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い

か
。
「
〝
極
重
悪
人
〞
と
い
う

は
、
別
し
て
極
重
悪
人
と
し
て

外
に
求
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
今

の
わ
が
身
の
上
の
こ
と
な
り
」

（
『
正
信
偈
科
文
意
得
』
）

　
「
人
間
で
あ
る
こ
と
が
そ
の

ま
ま
罪
悪
の
存
在
だ
と
い
う

こ
と
は
、
善
人
だ
と
思
っ
て
い

る
人
に
は
気
づ
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
限
り
、
人
間
中
心

主
義
か
ら
解
き
放
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
し
、
悩
み
や
孤
独
か

ら
自
由
に
な
れ
ま
せ
ん
。
悪
人

で
あ
る
存
在
を
ふ
り
返
る
と

き
、
は
じ
め
て
本
当
に
〝
生
き

る
〞
と
い
う
姿
を
見
出
す
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
罪
悪
深

重
、
煩
悩
熾
盛
と
い
う
教
え

が
、
よ
く
よ
く
わ
が
身
に
見
え

て
こ
な
い
限
り
、
人
類
の
未
来

は
な
い
と
し
か
思
わ
れ
て
な
ら

な
い
の
で
す
」
。
作
家
・
高
史

明
氏
の
言
葉
で
あ
る
。

　
「
覚
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
湾
岸
戦
争
の
時
、
故
意

に
流
出
さ
せ
た
大
量
の
原
油
に

ま
み
れ
て
、
身
動
き
が
と
れ
な

く
な
っ
た
海
鳥
の
姿
を
。
そ
の

悲
し
み
に
満
ち
た
目
だ
け
は
、

不
思
議
な
く
ら
い
美
し
く
す
き

と
お
っ
て
い
た
。
言
葉
な
き
海

鳥
は
な
に
を
言
い
た
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
戦
争
が
も
た
ら

す
狂
気
、
環
境
破
壊
を
際
限
な

く
続
け
る
人
間
の
愚
悪
。
こ
れ

は
、
世
紀
末
と
い
う
よ
う
な
オ

カ
ル
ト
的
な
こ
と
で
は
な
く
、

人
間
の
無
明
性
が
も
た
ら
す

厳
粛
な
現
代
の
状
況
で
あ
る
。

（
生
命
の
見
え
る
時 

一
期
一
会
）

中
日
新
聞
社
よ
り

罪
深
く
、
悪
重
き
も
の

お
う
　
か

し
　
い
　
て
き

ぼ
ん
の
う
し
じ
ょ
う

「
若
原
御
坊
興
行
寺
展
」
を
終
え
て
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き
つ
つ
き

　第
六
十
二
回
本
願
寺
全
国

児
童
生
徒
作
品
展
に
当
土
曜

学
校
の
乾
達
矢
君
が
応
募
。

佳
作
に
入
選
し
た
。

「
ぼ
く
の
友
達
」

　
　
　
　
興
行
寺 

土
曜
学
校
四
年

乾

　
　

  

達

　矢

　
先
月
、
亮
輔
く
ん
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
両
親
と
お
通
夜
に
行

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
亮
輔

く
ん
と
は
、
よ
う
ち
園
の
時
、

た
く
さ
ん
い
っ
し
ょ
に
遊
び
ま

し
た
。
い
や
な
こ
と
を
し
た
り

さ
れ
た
り
、
お
ま
い
り
の
と
中

に
二
人
で
ふ
ざ
け
て
し
ま
っ
て
、

先
生
に
お
こ
ら
れ
た
り
し
ま
し

た
。
で
も
、
今
は
別
の
小
学
校

に
通
っ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
会
い

ま
せ
ん
。
た
ま
に
顔
を
合
わ
せ

て
も
、
お
母
さ
ん
同
士
が
話
す

だ
け
で
、
ぼ
く
ら
は
ほ
と
ん
ど

話
し
ま
せ
ん
。
お
通
夜
に
行
く

前
に
母
が
、「
今
日
は
亮
輔
く

ん
と
話
す
時
間
が
な
い
と
思
う

か
ら
、
伝
え
た
い
こ
と
は
手
紙

に
書
く
と
い
い
よ
。」
と
言
い
ま

し
た
。
ぼ
く
は
「
い
っ
し
ょ
に

遊
ん
だ
こ
と
を
、
よ
く
覚
え
て

い
る
よ
。
サ
ッ
カ
ー
が
ん
ば
っ

て
ね
。」
と
書
き
ま
し
た
。

　
お
通
夜
で
は
、
亮
輔
く
ん

と
、
ほ
と
ん
ど
話
せ
ま
せ
ん
で

し
た
。
お
し
ょ
う
香
が
終
わ
っ

て
帰
る
時
、
何
か
伝
え
な
き
ゃ

と
思
っ
て
、
急
い
で
亮
輔
く
ん

に
か
け
よ
り
ま
し
た
。
で
も
、

小
さ
な
声
で
「
ま
た
遊
ぼ
う
。」

と
言
っ
て
、
右
手
を
出
す
こ
と

し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
亮

輔
く
ん
は「
あ
あ
。」と
言
っ
て
、

手
を
に
ぎ
り
返
し
ま
し
た
。

　
一
週
間
後
。
亮
輔
く
ん
か
ら

手
紙
の
返
事
を
も
ら
い
ま
し

た
。
「
お
通
夜
に
来
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
。
大
大
大
親
友

だ
よ
。」
と
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
ぼ
く
は
、
ほ
っ
と
し
た
の

と
同
時
に
、
亮
輔
く
ん
の
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
が
本
当
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
ん
だ
と
実
感
し
て

と
て
も
悲
し
く
な
り
ま
し
た
。

急
に
、
亮
輔
く
ん
の
つ
ら
い
気

持
ち
や
、
が
ん
ば
ら
な
く
ち
ゃ

と
思
っ
て
い
る
き
ん
ち
ょ
う
の

気
持
ち
が
ぼ
く
に
う
つ
っ
て
き

て
、
む
ね
が
ジ
リ
ジ
リ
や
け
る

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
亮
輔

く
ん
の
た
め
に
、
ぼ
く
に
何
が

で
き
る
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
、
次
の
土
曜
学
校
の
お
つ
と

め
の
時
は
、
や
さ
し
か
っ
た
亮

輔
く
ん
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と

亮
輔
く
ん
の
こ
と
を
思
っ
て
一

生
け
ん
命
と
な
え
た
い
で
す
。

　
入
園
、
進
級
か
ら
約
一
か
月

が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
素

直
な
子
ど
も
た
ち
は
〝
寂
し
い

時
、
泣
き
た
い
時
は
思
い
っ
き
り

泣
け
ば
い
い
の
だ
よ
〞
と
話
し

た
こ
と
を
信
じ
て
本
当
に
大
泣

き
し
た
り
「
嫌
だ
〜
〜
〜
!!
」

と
叫
ん
だ
り
し
な
が
ら
思
い
っ

き
り
自
分
の
気
持
ち
を
出
し
て

過
ご
し
た
一
か
月
で
し
た
。
そ
う

し
な
が
ら
も
、
次
第
に
お
家
の

方
か
ら
自
分
で
離
れ
て
部
屋
に

向
か
っ
て
歩
い
て
行
く
前
向
き

な
姿
に
強
さ
と
た
く
ま
し
さ
を

感
じ
感
動
。
そ
し
て
私
だ
っ
た

ら
？
と
思
う
と
逃
げ
て
ば
か
り

で
過
ご
し
て
き
た
自
身
の
弱
さ

を
見
さ
せ
て
も
ら
い
胸
が
一
杯

に
な
り
ま
す
。
新
し
い
年
度
が

始
ま
る
前
に
職
員
全
員
に
よ
る

研
修
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
理

事
長
先
生
や
園
長
先
生
が
当
園

の
理
念
や
大
切
に
し
て
い
き
た

い
こ
と
を
話
さ
れ
る
の
で
す
が
、

私
に
も
順
番
が
回
っ
て
く
る
の

で
す
。
ど
う
い
う
事
を
話
し
た

ら
い
い
の
だ
ろ
う
？
と
悩
ん
で

い
る
と
副
園
長
先
生
か
ら
お
電

話
で
、「
何
を
話
そ
う
と
思
っ
て

い
る
の
？
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。

な
ん
だ
か
ま
と
ま
ら
な
い
け
れ

ど
、
と
に
か
く
今
自
分
が
感
じ

て
い
る
こ
と
を
つ
ぶ
や
い
て
い
く

中
で
、
私
共
教
職
員
の
向
か
う

べ
き
方
向
と
自
覚
を
は
っ
き
り

と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
一
つ

は
、
私
た
ち
は
仏
の
子
ど
も
を

育
て
る
た
め
に
こ
の
園
で
保
育

教
諭
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い

う
事
。
仏
の
子
ど
も
と
は
、
子
ど

も
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
私
た

ち
職
員
も
お
家
の
人
も
全
員
仏

の
子
と
い
う
こ
と
だ
と
。
仏
の
子

と
は
？
仏
さ
ま
の
み
光
に
照
ら

さ
れ
な
が
ら
本
当
の
自
分
を
見

つ
め
こ
ん
な
煩
悩
だ
ら
け
の
ひ

ど
い
私
で
も
許
さ
れ
て
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
が
と
う
、

ご
め
ん
な
さ
い
と
思
い
、
言
い
な

が
ら
過
ご
し
て
い
く
人
だ
そ
う

で
す
。
そ
の
目
的
（
仏
の
子
）
で

あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
自
覚
を

持
っ
て
働
い
て
い
き
ま
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
周
り
の

人
達
（
子
ど
も
た
ち
も
含
め
）

と
気
持
ち
良
く
毎
日
、
過
ご
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現

実
で
す
。
で
も
み
ん
な
が
そ
の

気
持
ち
で
、
ま
た
仏
の
子
で
あ

り
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い

た
ら
、い
ろ
い
ろ
あ
り
な
が
ら
で

も
実
現
す
る
の
で
は
な
い
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を

考
え
て
い
る
と
ふ
と
テ
レ
ビ
の

Ｃ
Ｍ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
職

業
Ａ
の
人
が
隣
に
座
っ
た
職
業

Ｂ
の
人
を
見
て
、〝
楽
そ
う
で
い

い
な
〜
〞
と
思
う
の
で
す
。
で
も

す
ぐ
に
も
し
自
分
が
そ
の
人
の

立
場
だ
っ
た
ら
？
と
想
像
す
る

と
楽
ど
こ
ろ
か
失
敗
ば
か
り
で

迷
惑
を
か
け
謝
罪
し
て
い
る
自

分
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。
ま

た
も
う
一
方
の
Ｂ
の
人
も
Ａ
の
人

を
見
て
自
由
そ
う
で
い
い
な
と

思
う
の
で
す
。
で
も
ま
た
Ｂ
も

す
ぐ
に
自
分
が
Ａ
だ
っ
た
ら
？

と
想
像
し
出
来
な
い
自
分
が
見

え
て
き
て
、
Ａ
の
仕
事
を
し
て
い

る
人
を
す
ご
い
な
〜
と
思
う
の

で
す
。
そ
し
て
お
互
い
に
尊
敬

し
合
い
譲
り
合
っ
て
い
く
の
で

す
。
こ
れ
を
見
る
度
に
こ
の
気

持
ち
が
大
切
な
ん
だ
な
〜
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
を
見
つ

め
、
出
来
な
い
醜
い
心
の
自
分

だ
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、

相
手
を
敬
う
こ
と
が
出
来
、
そ

こ
か
ら
素
直
に
自
分
が
出
来
な

い
事
は
お
願
い
し
、
助
け
て
も

ら
っ
た
ら
〝
あ
り
が
と
う
〞
と
お

礼
を
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
お

礼
を
言
わ
れ
た
相
手
も
力
に
な

れ
て
う
れ
し
い
し
、
ま
た
逆
に

自
分
も
素
直
に
助
け
を
求
め
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
で
ぜ

ひ
今
年
度
も
教
職
員
共
々
や
子

ど
も
た
ち
と
心
が
け
な
が
ら
過

ご
し
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
に
は
や
は
り
日
々
い
ろ

い
ろ
起
き
て
く
る
自
分
の
感
情

と
の
葛
藤
だ
と
思
い
ま
し
た
。

も
し
、
自
分
だ
っ
た
ら
？
ど
う

だ
ろ
う
？
と
常
に
我
が
身
を
振

り
返
り
な
が
ら
、〝
仏
の
子
と
し

て
み
ん
な
と
気
持
ち
よ
く
過
ご

し
た
い
！
〞
と
い
う
目
標
の
も

と
、
努
力
精
進
し
て
い
き
た
い

な
と
思
い
ま
す
。

（
園
だ
よ
り 

よ
り
）

　
「
仏
教
保
育
」
か
ら
「
真
宗

保
育
」
、
そ
し
て
「
ま
こ
と
の

保
育
」
の
言
葉
が
い
つ
ご
ろ
か

ら
つ
か
わ
れ
は
じ
め
た
の
か
、

保
育
連
盟
の
歴
史
に
沿
っ
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
一
九
四
八
（
昭
和
二
十
三
）

年
に
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

の
社
会
部
に
「
保
育
事
業
協

会
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
年
は
「
児
童
福
祉
法
」
が
施

行
さ
れ
た
年
で
す
。
そ
し
て
市

立
の
幼
稚
園
を
は
じ
め
、
全
国

各
地
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
、
通
年
制

の
民
間
保
育
所
が
開
設
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
の
私
立
幼
稚
園

や
私
立
保
育
所
は
、
一
宗
一
派

に
属
し
た
保
育
を
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
行
政
の
強
い

指
導
が
あ
り
、
仏
教
や
真
宗

と
い
っ
た
表
現
を
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
情

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

個
々
の
園
で
は
「
宗
教
的
情

操
教
育
」
と
い
う
曖
昧
な
表

現
で
、
園
の
目
標
を
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
本
願
寺
派
の
保
育

事
業
協
会
は
、
全
国
的
に
加
盟

園
数
が
増
え
る
に
つ
れ
、
徐
々

に
活
動
が
活
発
に
な
り
、
一
九

五
三
（
昭
和
二
十
八
）
年
に
は

『
保
育
資
料
』
を
創
刊
し
ま
し

た
。
私
立
の
幼
稚
園
や
保
育
所

が
増
え
て
い
く
中
で
、
行
政
指

導
も
や
や
緩
和
さ
れ
た
の
か
、

「
宗
教
的
情
操
教
育
」
か
ら
一

歩
踏
み
込
ん
で
、「
仏
教
保
育
」

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ち
な

み
に
本
願
寺
派
の
教
化
団
体
で

は
、
浄
土
真
宗
で
あ
り
な
が
ら

「
仏
教
婦
人
会
」
や
「
仏
教
青

年
会
」、「
仏
教
日
曜
学
校
」（
現

在
は
「
少
年
連
盟
」）な
ど
、
冠

に
「
仏
教
」
を
つ
け
、
活
発
な

教
化
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
い
え

ば
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
十

二
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
真
宗
十

派
共
催
の
「
仏
教
保
育
大
学
講

座
」
も
、
そ
の
時
代
の
名
残
を

今
に
残
し
て
、
そ
の
伝
統
を
築

い
て
き
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
「
真
宗
保
育
」
の
言

葉
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、

（
故
）
大
関
尚
之
先
生
の
「
真

宗
の
教
え
と
保
育
」
そ
の
一

（
『
保
育
資
料
』
一
九
五
九
〈
昭

和
三
十
四
〉
年
六
月
号
）
の
文

中
で
す
。
続
い
て
そ
の
翌
年
、

一
九
六
〇
（
昭
和
三
十
五
）
年

に
、
「
真
宗
保
育
指
導
計
画
」

が
発
表
さ
れ
、
当
時
の
保
育
界

は
じ
め
、
他
宗
派
の
関
係
者
か

ら
も
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

　
次
に
、
「
ま
こ
と
の
保
育
」

と
い
う
表
現
が
も
ち
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六

八
（
昭
和
四
十
三
）
年
以
降
で

す
。
こ
の
年
の
四
月
、
新
た
に

規
約
を
制
定
し
て
、
そ
れ
ま
で

の
保
育
事
業
協
会
を
改
め
、

「
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
保
育

連
盟
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
当
学
会
の
研
究
紀
要
で
あ

る
『
真
宗
保
育
研
究
』
第
一
号

に
、
（
故
）
醍
醐
定
徹
先
生
の

研
究
発
表
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の

翌
年
の
『
保
育
資
料
』
に
、
初

め
て
「
ま
こ
と
の
保
育
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

　
続
い
て
、
一
九
七
〇
（
昭
和

四
十
五
）
年
三
月
に
保
育
連
盟

が
出
版
し
た
『
真
宗
保
育
者

の
願
い
と
道―

ま
こ
と
の
保

育
』
（
学
研
）
は
、
宗
派
内
の

み
な
ら
ず
、
広
く
保
育
界
か

ら
の
注
目
を
も
集
め
、
そ
れ
以

後
、
「
ま
こ
と
の
保
育
」
の
言

葉
が
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
宗
教
教
育
か
ら
仏
教
保
育

へ
、
そ
し
て
真
宗
保
育
か
ら

「
ま
こ
と
の
保
育
」
へ
の
流
れ

に
は
、
以
上
の
よ
う
な
歩
み
が

あ
り
ま
し
た
。

　
官
公
庁
が
宗
教
的
情
操
教

育
の
涵
養
を
掲
げ
な
が
ら
も
、

一
宗
一
派
に
偏
っ
て
は
な
ら
な

い
と
の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
の

は
、
公
的
な
補
助
金
と
の
関
わ

り
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
一
九
五
三
（
昭
和
二
十
八
）

年
ご
か
ら
、
全
国
的
に
仏
教
各

宗
各
派
で
は
保
育
団
体
が
組

織
さ
れ
、
活
発
な
活
動
を
展

開
す
る
中
、
建
園
の
精
神
を
よ

り
鮮
明
に
す
る
動
き
も
活
発

に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
真
宗
保
育
か
ら

「
ま
こ
と
の
保
育
」
に
変
わ
っ

た
経
緯
や
理
由
に
つ
い
て
は
、

史
料
に
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
「
仏
教
保
育
」
は
、
日
本

仏
教
保
育
協
会
と
混
同
さ
れ

や
す
い
し
、
「
真
宗
保
育
」
は

や
や
表
現
が
硬
い
。
そ
こ
で
、

「
ま
こ
と
を
求
め
る
保
育
」
を

意
味
す
る
言
葉
と
し
て
の
「
ま

こ
と
の
保
育
」
が
、
フ
レ
ッ

シ
ュ
で
親
し
み
や
す
い
表
現
と

し
て
、
多
く
の
関
係
者
に
受
け

土
曜
学
校
生
作
文

土
曜
学
校
生
作
文

土
曜
学
校
生
作
文

ご
法
座
の
ご
案
内

白
山
市
立
鳥
越
一
向
一
揆
歴
史
館
学
芸
員
　
西

　出

　康

　信

前
焼
、
硯
は
蓮
尭
に
縁
あ
る
も

の
と
た
く
ま
し
く
想
像
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
か
。
「
大
谷
一

流
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
蓮
尭
法

師
は
ど
う
や
ら
こ
の
地
で
享
禄

二
年
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
歴

史
ロ
マ
ン
で
あ
る
。
鳥
越
城
築

城
前
の
風
景
に
若
原
御
坊
の
姿

を
見
い
だ
せ
よ
う
。

　
越
前
牢
人
の
超
勝
寺
・
本
覚

寺
＋
本
願
寺
＝
大
一
揆×

加
賀

三
ヵ
寺
＝
小
一
揆
、
が
加
賀
を

二
分
し
て
戦
っ
た
享
禄
の
錯
乱

は
超
本
二
寺
が
勝
利
し
、
三
ヵ

寺
派
は
追
放
さ
れ
、
天
文
十
五

年
の
金
沢
御
堂
竣
工
ま
で
二
寺

が
加
賀
を
指
導
す
る
。
超
本
二

寺
の
本
拠
地
山
内
に
あ
っ
た
興

行
寺
も
大
一
揆
に
与
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
興
行
寺
（
玄
真

系
）
の
教
線
、
血
縁
を
見
れ
ば

南
越
中
、
北
加
賀
に
扶
植
さ
れ

る
。
井
波
瑞
泉
寺
・
城
端
善
徳

寺
・
二
俣
本
泉
寺
な
ど
一
向
一

揆
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た

寺
院
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
若
原
御
坊
を
継
い
だ
蓮
恵

法
師
は
娘
阿
加
賀
を
嫁
が
せ
、

戦
火
で
荒
廃
し
て
い
た
奥
能
登

正
福
寺
を
再
興
し
た
と
い
う
。

千
戈
を
交
え
る
朝
倉
氏
に
よ
っ

て
加
越
国
境
が
閉
鎖
さ
れ
て

も
、
白
山
の
飛
騨
側
か
ら
越
前

門
徒
と
密
接
に
交
流
が
あ
っ
た

と
想
像
で
き
る
。

　
本
願
寺
分
国
加
賀
は
「
百
姓

の
も
ち
た
る
国
」
と
願
得
寺
実

悟
が
評
し
た
。
織
田
信
長
と
本

願
寺
の
和
議
起
請
文
に
「
能
美

江
沼
二
郡
返
還
」
明
記
す
る
条

項
は
、
「
加
賀
本
願
寺
分
国
」

を
認
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
今
も
語
り
継
が
れ
る
本
願

寺
領
国
に
果
た
し
た
興
行
寺
の

役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た

ろ
う
。
「
若
原
御
坊
」
の
姿
に

歴
史
的
な
興
味
は
尽
き
な
い
。

　
企
画
展
で
荒
川
興
行
寺
が

「
若
原
御
坊
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
興
行
寺
さ
ま
の
ご
協
力
を

得
て
開
催
で
き
た
こ
と
、
改
め

て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
誓
寺
住
職

　松  

本  

梶  

丸  

先
生

仏
教
保
育・真
宗
保
育・ま
こ
と
の
保
育

名
称
に
つ
い
て（
一
）

入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、

派
内
の
関
係
者
に
は
よ
く
理

解
で
き
て
も
、
対
外
的
に
ひ
と

り
よ
が
り
な
表
現
と
受
け
止

め
ら
れ
る
こ
と
も
否
め
な
い
現

実
が
あ
り
ま
し
た
。
対
外
的
に

は
、
「
ま
こ
と
の
保
育
」
と
は

「
ま
こ
と
を
求
め
る
保
育
」
で

あ
る
こ
と
を
、
い
ち
い
ち
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

煩
わ
し
さ
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
浄
土
真
宗
」
や
「
真
宗
」

は
七
百
五
十
年
の
歴
史
に
燦
然

と
輝
き
、
広
く
内
外
に
認
知
さ

れ
た
言
葉
で
す
。
当
学
会
は
こ

う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、「
真

宗
保
育
学
会
」
と
称
し
ま
す
。

幼
稚
園
部
　
主
幹
保
育
教
諭
　
堀   

端   

洋   

子

新
年
度
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て


