
  

 

長
梅
雨
が
漸
く
明
け
、
夏
本
番
を
迎
え
ま
し 

た
。
夏
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
は
弱
ま

る
と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
日
に
日
に
感
染
が

広
が
っ
て
お
り
、
皆
さ
ま
の
ご
心
労
、
ご
心
痛
如

何
ば
か
り
か
と
拝
察
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、
先
の
九
州
豪
雨
で
は
、
七
十
六
名
の
方

が
亡
く
な
ら
れ
、
三
名
が
行
方
不
明
、
千
四
百
名

以
上
の
方
々
が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
コ
ロ
ナ

禍
、
復
旧
も
難
し
い
中
、
生
活
さ
れ
て
お
ら
れ
ま

す
こ
と
に
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

秋
に
な
れ
ば
、
ウ
イ
ル
ス
は
も
っ
と
活
発
化
す

る
と
の
こ
と
、
こ
の
夏
、
熱
中
症
予
防
に
も
ご
留

意
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
、
不
要
不
急
の
外
出
、

三
密
に
な
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 
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来
年
開
催
に
延
期
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
、
私
は
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
て

い
る
の
で
す
が
、
来
年
も
開
催
は
無
理
な
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

 

 
 

 

 

 

が
、

「
ス
ポ
ー
ツ
の
日
」
の
前
日
、
新
国
立
競

技
場
に
池
江
選
手
が

〝希
望
の
炎
〟
を
掲
げ
て
、

来
年
、
必
ず
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
開
催
出
来
る
よ
う
に
ア
ス
リ
ー
ト
、
関
係
者
の

方
々
の
願
い
が
語
ら
れ
ま
し
た
。 

 

そ
れ
を
見
て
、
勝
手
に
来
年
も
オ
リ
ン
ピ

ッ

ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
出
来
な
い
と
言
っ
て
い

た
こ
と
は
、
私
自
身
は

〝ど
う
で
も
い
い
や
〟

〝ど
う
に
で
も
な
れ
〟
と
他
人
事
、
投
げ
や
り
な

思
い
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
か
と
恥
ず
か
し
く
な

り
ま
し
た
。 

 

こ
の
時
期
、

〝希
望
〟
を
持
つ
こ
と
は
、
私
た

ち
の
塞
ぎ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
心
に
、
明
る
さ
を

届
け
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。 

 

そ
し
て
、
そ
れ
が
実
現
出
来
る
よ
う
に
、
自
分

が
出
来
る
こ
と
に
徹
し
よ
う
と
思
え
る
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。 

 

大
方
は
私
た
ち
の
抱
く

〝希
望
〟
は
全
て
の
方

の

〝希
望
〟
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、

「
世
の
な
か 

安
穏
な
れ 

仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
の
言
葉
は
、
親
鸞

聖
人
自
身
の
お
言
葉
で
は
あ
っ
て
も
自
分
の
都
合

で
の

〝希
望
〟
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と

は
、
個

人

的

な

〝希
望
〟
を
持

つ

こ
と
と
は
異
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。｢

編
集
後
記｣

に
続
き
ま
す
。 

合
掌 

〝希望の炎〟 

と池江選手 
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去
る
七
月
十
六
日
は
、
新
暦
の
お
盆
と
い
う
こ

と
で
、

「
の
ん
の
ん
法
話
会
」
に
併
せ
て
、

「歓

喜
会
」
の
法
要
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

お
参
り
は
、
中
木
原
さ
ん
だ
け
で
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
日
は
、
中
木
原
政
志
さ
ん
の
丁
度
四
十

九
日
に
も
当
た
り
ま
し
た
。 

 

お
つ
と
め
は
、

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
中
に
お
焼

香
を
し
て
い
た
だ
き
、
引
き
続

い
て
、

『
正
信

偈
』
を
拝
読
い
た
し
ま
し
た
。
少
し

「盂
蘭
盆
」

の
お
話
を
い
た
し
ま
し
て
、
最
後
に
、

「み
仏
に

抱
か
れ
て
」
を
歌
い
ま
し
た
。 

 

参
拝
用
机

一
個
ず

つ
、
シ
ー
ル
ド
で
囲
ん
で
お

り
ま
し
た
が
、
中
木
原
さ
ん
お

一
人
だ

っ
た
の

で
、
そ
の
席
の
シ
ー
ル
ド
は
外
し
て
、
参
拝
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

礼

拝

所

に

は
、
机

を

十

五

席
並

べ
て
い
る

の
で
す

が
、
机

一

つ
ず

つ

に

シ
ー

ル
ド
を
設

置

す

る
と
、
暑

苦
し
い
よ
う
に

も
思
え
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、

益

々
暑
く
な
り

ま
す

が
、
新

型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
も
第
二
波
の
感
染
が
始
ま
っ
て

い
る
よ
う
で
す
の
で
、
こ
の
一
年
は
、
シ
ー
ル
ド

を
付
け
た
ま
ま
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
ご
参
拝
し
や
す
い
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

は
靴
の
ま
ま
入
れ
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

が
、
衛
生
上
の
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
靴
を
脱
い

で
頂
く
よ
う
に
、
靴
箱
を
シ
ー
ル
ド
作
成
で
余

っ

た
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
て
み
ま
し
た
。 

 

ま
だ
換
気
の
課
題
が
残

っ
て
お
り
ま
す
が
、 

八
月
の
旧
暦
の
お

盆

（盂
蘭
盆
会
）

に
は
、
安
心
し
て

ご
参
拝
い
た
だ
け

る
よ
う
に
準
備
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

私
の
情お

も
い

で
称
え
る
〝
南
無
阿
弥
陀
仏

〟は
、 

阿
弥
陀
さ
ま
の
念

お
も
い

が
私
を
包
ん
で
く
だ
さ
って
い
る 

証
と
味
わ
い
た
い 

 

日
時 

八
月
十
六
日

（日
）
午
後
二
時 

日
程 

一
四

：
〇
〇 

お
つ
と
め 

 
 

 

一
四

：
四
〇 

法
話 

 
 

 

一
五

：
一
〇 

恩
徳
讃

・
解
散 

１ 

新
暦
の
お
盆

（歓
喜
会
）
法
要 

 

旧
暦
の
お
盆

（
盂
蘭
盆
会
） 

法
要
の
ご
案
内 
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感
染
症
差
別 

  

現
在
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
つ
れ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
偏
見
や
差
別
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。 

 

１
月
１
６
日
に
日
本
で
初
め
て
の
感
染
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
の
翌
月
、
２
月
１
９
日
、
福
岡
市
の
地
下
鉄
の
中
で
マ
ス

ク
を
し
て
い
な
い
乗
客
が
せ
き
を
し
た
。
別
の
客
が
非
常
通

報
ボ
タ
ン
を
押
し
て
、
電
車
が
止
ま
っ
た
。
後
に
二
人
は
和

解
し
た
が
、
既
に
過
剰
反
応
が
始
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
マ

ス
ク
を
し
て
い
て
も
せ
き
を
す
る
と
い
や
な
顔
を
さ
れ
た

り
、
呼
吸
器
系
の
既
往
症
や
花
粉
症
の
人
は
困
っ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
感
染
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
更
に
偏
見

・

差
別
が
広
が
っ
て
い
る
。 

 

中
で
も
医
療
関
係
者
、
配
送
業
者
な
ど
医
療
や
物
流
に
関

わ
る
人
々
や
そ
の
家
族

へ
の
偏
見
、
差
別
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
院
内
感
染
の
こ
と
を
批
判
さ
れ
た
り
、
商
品
を
届
け

た
運
転
手
が
除
菌
ス
プ
レ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
吹
き
か
け
ら

れ
た
り
、
子
ど
も
が
学
童
保
育
を
断
ら
れ
る
な
ど
、
多
く
の

人
権
差
別
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
感
染
し
た
人
の
個
人
名
や
住
所
を
聞
き
出
そ
う
と
す

る
問
い
合
わ
せ
が
行
政
に
寄
せ
ら
れ
、
行
政
が
人
権
に
つ
い

て
配
慮
す
る
よ
う
に
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。 

  
 

ハ
ン
セ
ン
病
差
別
問
題 

  

感
染
症
に
関
す
る
差
別
に
つ
い
て
、

ハ
ン
セ
ン
病
に
罹
患

し
た
父
を
持
つ
、
社
会
学
博
士
の
林
力
氏
の
体
験
を
思
い
出

す
。
鹿
児
島
県
の
星
塚
敬
愛
園
に
隔
離
さ
れ
た
父

・
廣
藏
氏

か
ら
の
手
紙
に
対
す
る
違
和
感
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
す

る
。

「そ
の
頃
わ
た
し
は
、
父
の
手
紙
が
来
る
と
、
そ
の
内

容
よ
り
も
手
紙
に
バ
イ
キ
ン
が

つ
い
て
い
な
い
か
と
気
に

な
っ
た
。
そ
の
こ
わ
さ
は
戦
後
、
徐
々
に
う
す
め
ら
れ
て
い

く
。
と
く
に
特
効
薬
プ
ロ
ミ
ン
が
で
き
た
後
は
園
内
に
急
速

に
広
が
っ
た
。
で
も
父
の
病
が
伝
染
し
な
い
も
の
、
治
る
も

の
と
の
確
信
は
、

一
九
五
三
年
の
全
患
協
と
厚
生
省
と
の
闘

い
に
接
す
る
ま
で
は
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
半
信
半
疑
が
つ
づ

い
た
。
恥
ず
か
し
い
こ
と
、
申
し
訳
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
い

ま
に
し
て
父
と
子
を
そ
こ
ま
で
引
き
裂
い
て
く
れ
た
も
の
へ

の
憤
り
が
こ
み
上
げ
て
く
る
。
」 

 

親
子
を
引
き
裂
い
た
も
の
は
、
当
時
の
国
を
挙
げ
て
の
無

癩
県
運
動
、
隔
離
政
策
で
あ
っ
た
。
１
９
０
７
年

（明
治
４

０
）
年
の
法
律
第
１
１
号

「癩
予
防
二
関
ス
ル
法
律
」
は
浮

浪
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
み
を
収
容
す
る
法
律
で
あ

っ

た
。
し
か
し
、
１
９
３
１

（昭
和
６
）
年
成
立
の

「癩
予
防

法

（旧
）
」
は
、
よ
り
隔
離
政
策
が
徹
底
さ
れ
、
在
宅
療
養

中
の
患
者
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を

一
人

残
ら
ず
集
要
す
る
法
律
で
あ
っ
た
。
林
氏
の
父
親
は
こ
の
法

律
成
立
の
６
年
後
に
入
所
し
た
の
で
あ
る
。 

 
既
に
１
８
７
３

（明
治
６
）
年
に
は
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
の
ア

ル
マ
ウ

ェ
ル
・
ハ
ン
セ
ン
に
よ
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
原
因

は
感
染
力
も
大
変
弱
い

「ら
い
菌
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
遺
伝
す
る
病
気
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
１
９
４
３

（昭

和
１
８
）
年
に
ア
メ
リ
カ
で
治
療
薬

「プ
ロ
ミ
ン
」
が
開
発

さ
れ
、
治
る
病
気
と
な
っ
た
。 

 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
法
律
は

「ら
い
予
防
法
」

（１
９
５
３
・
昭
和
２
８
年
）
と
強
化
さ
れ
、
１
９
９
６

（平
成
８
）
年
の

「ら
い
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
」

が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
約
９
０
年
間
、
隔
離
政
策
は
続
い

た
。
そ
の
目
的
は
、

「特
別
病
室

（重
患
房
）
」
や

「断

種
」

「堕
胎
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

ハ
ン
セ
ン
病
患
者

を
絶
滅
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
ま
で
あ
る
。
国

家
に
よ
る
徹
底
し
た
人
権
無
視
の
政
策
で
あ
り
、
感
染
症
の

中
で
も
ほ
と
ん
ど
感
染
力
の
な
い
ら
い
菌
に
対
す
る
正
確
な

知
見
を
、
国
民
に
伝
え
な
か
っ
た
国
家

・
行
政
の
不
作
為
で

あ
り
、
重
大
な
過
失
で
あ
っ
た
。
１
９
９
８

（平
成
１
０
）

年
、
ら
い
予
防
法
違
憲
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
訴
さ
れ
、

２
０
０
１

（平
成
１
３
）
年
に
原
告
全
面
勝
訴
の
判
決
が
下

さ
れ
た
。 

  
 

い
ま
も
あ
る
差
別
偏
見 

  

隔
離
政
策
は
終

っ
た
。
し
か
し
、
２
０
０
３

（平
成
１

５
）
年
、

「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
宿
泊
拒
否
事
件
」
が
惹
起

す
る
。
熊
本
県
に

ｙ
ほ
る
毎
年
恒
例
の

「ふ
る
さ
と
法
門
事

業
」
と
し
て
、
菊
池
恵
楓
園
入
所
者
の
宿
泊
を
申
し
込
ま
れ

た
熊
本
の
ホ
テ
ル
が
、

一
方
的
に
宿
泊
を
拒
否
し
、
県
側
の

撤
回
要
求
に
も
応
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
経
過
の
中

で
、
元
患
者
に
対
し
て
誹
謗
中
傷
の
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
投

書
が
送
り
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
中
に

「己
の
、
前
世
の
悪
業

の
結
果
、
此
の
世
に
生
ま
れ
来
て
人
々
に
嫌
悪
さ
れ
」
、

「佛
が
与
え
た
罰
は
、

一
生
や
、
二
生
で
は
、
贖
罪
出
来
る

も
の
で
は
無
い
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
、

ハ
ン
セ
ン

病
は
仏
法
を
謗

っ
た
た
め
の
恐
ろ
し
い

「業
病
」
で
あ
り
、

患
者
が
苦
し
み
を
受
け
る
の
は
自
己
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
仏
教
経
典
や
僧
侶
が
説
い
た
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ

り
、
そ
の
観
念
が
今
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
私
た
ち
僧
侶
の
責
任
は
大
き
い
。 

 

２
０
１
９

（令
和
１
）
年
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
、
療

養
所
を
退
所
し
て
社
会
復
帰
し
た
も
の
の
再
び
療
養
所
に

戻
っ
た
元
患
者
が
、
２
０
０
９
～
２
０
１
８
年
度
の
十
年
間

で
１
２
９
人
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
後
遺

症
に
慣
れ
た
医
療
機
関
が
地
域
に
少
な
い
こ
と
や
今
も
っ
て

差
別

・
偏
見
を
恐
れ
て
周
囲
に
病
歴
を
明
か
せ
な
い
と
い
う

背
景
が
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
今
も
故
郷
に
帰
る
こ
と

が
で
き
な
い
回
復
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
療
養
所
と
教

壇
の
関
わ
り
は
長
い
歴
史
が
あ
る
が
今
は
テ
ー
マ
上
、
割
愛

せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

（
『
宗
報
』
２
０
２
０
年
７
月
号
よ
り
） 

（
『
稱
讃
』
来
月
号
に
つ
づ
く
） 

感
染
症
と
差
別 

 
～
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
を
通
し
て
～ 

Ⅰ 
 

登
尾
唯
信

（同
和
教
育
振
興
会
評
議
員
） 
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親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
思
想

【
一
二
〇
七
～

一
二
三

一
】 

 

非
僧
非
俗
と
愚
禿
の
名
の
り 

山
崎 

龍
明 

  
 

非
僧
非
俗
の
名
の
り 

  

親
鸞
の

「非
僧
非
俗
」
の
名
の
り
は
、
み
ず
か
ら
選

ん
で
の
も
の
で
は
な
い
。
流
罪
と
い
う
事
実
が
外
発
的

な
も
の
が
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

「し
か
れ
ば
す
で

に
」
と
あ
る
語
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
僧

尼
を
規
定
し
て
い
た
僧
尼
令

り
ょ
う

違
反
者
と
し
て
断
罪
さ

れ
た
以
上
は
、

「僧
で
も
な
く
俗
で
も
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

 

日
本
の
古
代

律
令

り
つ
り
ょ
う

国
家
は

「僧
尼
令
」
を
制
定
し

た
。
こ
の
法
令
に
よ
れ
ば
、
僧
尼
は
権
力

へ
の
奉
仕
、

国
家
の
加
持

か
じ

、
祈
祷

き
と
う

等
を
使
命
と
す
べ
き
者
の
集
団
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
道
に
違
背

い
は
い

す
る
者
は

僧
侶
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
非
本
来
的
な
仏
教

観
に
よ
っ
て
、
専
修
念
仏
者
た
ち
は
弾
圧
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
僧
尼
令
と
い
う
も
の
の
実
質
で
あ

っ

た
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
治
と

一
体
化
し
た
当
時
の
聖

道
自
力
仏
教
と
の
決
別
は
、
擬
制
か
ら
脱
却
し
て
本
来

の
仏
法
に
生
き
る
新
た
な
る
出
発
点
と
な
っ
た
。
こ
こ

に
非
僧
非
俗
の
仏
法
者
、
親
鸞
が
誕
生
し
た
。
当
時
の

国
家

（権
力
者
）
が
仏
教

（者
）
を
ど
の
よ
う
に
見
て

い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
明
確
に
示
し

て
い
る
。 

  
 

五
濁
邪
悪

ご
じ
ょ
く
じ
ゃ
あ
く

の
し
る
し
に
は 

 
 

僧
ぞ
法
師
と
い
ふ
み
名
を 

 
 

奴
婢
僕
使

ぬ
ひ
ぼ
く
し

に
な
づ
け
て
ぞ 

 
 

い
や
し
き
も
の
と
さ
だ
め
た
る 

 

（五
つ
の
濁に

ご

り
に
そ
ま

っ
た
よ
こ
し
ま
な
世
の
な 

か
で
あ
る
こ
と
の
し
る
し
に
は
、
僧
と
か
法
師
と 

 
 

い
う
、
本
来
尊
い
名
前
を
、
あ
た
か
も
召
使
い
を 

 
 

呼
ぶ
名
の
よ
う
に
、
い
や
し
い
も
の
と
し
て
い

る
） 

  
 

仏
法
あ
な
づ
る
し
る
し
に
は 

 
 

比
丘

び
く

・
比
丘
尼

び
く
に

を
奴
婢
と
し
て 

 
 

法
師
僧
徒

ほ
う
し
そ
う
と

の
た
ふ
と
さ
も 

 
 

僕
従

ぼ
く
じ
ゅ
う

も
の
の
名
と
し
た
り 

（世
間
の
ひ
と
が
仏
法
を
軽
ん
ず
る
し
る
し
に
は
、
比

丘

・
比
丘
尼
を
奴
婢
と
し
て
使
い
、
尊
い
法
師
、
僧
従

の
名
を
い
や
し
い
者
を
呼
ぶ
名
と
し
て
い
る
） 

 

『
正
像
末
和
讃

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ
わ
さ
ん

』

（八
十
六
歳
作
）
に
は
こ
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。 

 

な
か
で
も

「愚
禿
悲
歎
述
懐

ぐ
と
く
ひ
た
ん
じ
ゅ
っ
か
い

和
讃
」
の
奥
書
に
は
酷き

び

し
い
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

 
 

已い

上
十
六
首
こ
れ
は
愚
禿
が
か
な
し
み
な
げ
き
に 

 

 
 

し
て
述
懐
と
し
た
り
。
こ
の
世
の
本
寺
本
山
の
い 

 
 

み
じ
き
僧
と
も
う
す
も
法
師
と
も
う
す
も
う
き
こ 

 
 

と
な
り
。 

  

い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
当
時
の
南
都

な
ん
と

（奈
良
）

北
嶺

ほ
く
れ
い

（比
叡
山
）
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
仏
教
教
団
お

よ
び
僧
侶
に
対
す
る
徹
底
批
判
で
あ
る
。 

 

一
言
で
い
え
ば
、
仏
法
が
本
来
の
立
場
を
忘
れ
、
国

家
と

一
体
化
し
て
、
自
己
と
人
び
と
の
救
済
を
忘
れ
て

い
る
現
実
に
対
す
る
熾
烈
な
プ
ロ
テ
ス
ト

（抵
抗
）
で

あ
る
。
婢
僧
非
俗
の
名
の
り
以
後
、
親
鸞
は
独
自
な
、

そ
し
て
闊
達

か
っ
た
つ

な

一
本
道
を
歩
み
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、

さ
き
に
記
し
た
と
お
り

「浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛

ん
な
り
」
と
い
う
世
界
の
実
践
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。 

 

配
流
の
地
、
越
後
で
の
求
道
と
伝
道
、
妻

・
恵
信
尼

え
し
ん
に

と
の
生
活
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、
念
仏
者
と
し

て
互
い
に
手
を
携
え
て
の
越
後
生
活
で
あ

っ
た
こ
と

は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。 

  
 

「愚
禿
釈
の
鸞
」
の
名
の
り
が
意
味
す
る
も
の 

  

そ
の
後
家
族
と
と
も
に
関
東

へ
向
か
い
、
お
よ
そ
二

十
年
の
歳
月
を
送
る
。
こ
の
二
十
年
間
に
は
か
な
り
広

範
囲
な
伝
道
活
動
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
髙
田
の

真
仏
、
鹿
島
の
順
信
、
横
曽
根
の
性
信
と
い
っ
た
念
仏

の
同
朋
を
核
と
し
て
、
関
東
の
地
に
念
仏
の
輪
が
ひ
ろ

が
っ
て
い
っ
た
。
同
時
に
、
念
仏
者
同
士
の
さ
ま
ざ
ま 

３ 

 

 
立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 

企
画 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 
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な
ト
ラ
ブ
ル
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
親
鸞
の
書
簡
か
ら
う

か
が
え
る
か
が
え
る
。 

 

そ
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
よ
い
も
の
が

「弟
子
あ
ら
そ

い
」
で
あ
る
。

『歎
異
抄
』
第
六
条
に
も
そ
れ
は
示
さ

れ
て
い
る
。
と
も
に
阿
弥
陀
如
来
の
仏
弟
子
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
指
導
者
で
あ
る
と
い
う
者
も

現
れ
て
、
関
東
の
念
仏
者
集
団
は
混
乱
し
た
。
そ
の
と

き

「親
鸞
は
弟
子

一
人
も
も
た
ず
候
」
と
決
然
と
い
い

放
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

親
鸞
は
師
と
弟
子
と
い
う
関
係
を
否
定
し
た
の
で
は

な
い
。
み
ず
か
ら
は
法
然
を
し
と
仰
ぎ
、
自
分
の
書
簡

を
だ
れ
だ
れ
に
見
せ
て
ほ
し
い
、
と
書
簡
に
記
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
師
が
弟
子
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
弟

子
が
師
を
見
い
だ
し
て
い
く
と
い
う
、
理
想
的
な
師
弟

関
係
を
願
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

念
仏
弾
圧
に
よ
る
流
罪
以
後
、

「禿と
く

」
の
字
を
も
っ

て
姓
と
す
る
と
い
い
、
そ
の
数
行
あ
と
に

「愚
禿
釈
の

鸞
」
と
示
し
て
い
る
。

「禿
」
と
は
本
来

「剃
髪

て
い
は
つ

し
た

頭
の
毛
が
の
び
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
転
じ

て

「出
家
と
も
在
家
と
も
つ
か
ず
中
途
半
端
な
愚
か
な

人
」
を
さ
す
語
で
あ
る
。
禿
居
士

と
く
こ
じ

と
い
う
語
も
あ
る
。

居
士
と
は
在
家
者
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら

「愚
禿
釈
の
鸞
」
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
名
目
に
は
謙
遜
の
意
味
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り

も

「凡
夫
と
し
て
非
俗
の
一
本
道
を
ひ
た
す
ら
歩
み
つ

づ
け
る
と
い
う
確
固
た
る
姿
勢
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

思
え
ば
こ
の

「愚
」
に
は
系
譜
が
あ
る
。
日
本
の
釈
尊

と
讃
え
ら
れ
た
聖
徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
に

「我
必
ず

し
も
聖

ひ
じ
り

に
非
ず
、
彼
必
ず
し
も
愚

お
ろ
か

に
非
ず
、
共
に
こ

れ
凡
夫

ぼ
ん
ぶ

（た
だ
び
と
）
の
み
」
と
あ
る
。 

 

最
澄

さ
い
ち
ょ
う

の

「願
文
」
に
は
、

「愚ぐ

が
中
の
極
愚

ご
く
ぐ

（中

略
）
、
低
下

て
い
げ

の
最
澄
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
法
然
は

「愚
痴
十
悪
の
法
然
房
」
と
い
い
、

「浄
土
宗
の
人
は

愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
い
う
名
の
り
の
根
底
に

は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
と
愚

へ
の
深
き
目
覚
め
が
あ
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

 

ま
た
、
親
鸞
の
書
簡
、
文
応

ぶ
ん
お
う

元

「
一
二
六
〇
）
年
、

『親
鸞
聖
人
御
消
息

ご
し
ょ
う
そ
く

』
第
十
六
通
に

「信
心
決
定
の
ひ

と
は
、
疑
な
け
れ
ば

正
定
聚

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

に
住
す
る
こ
と
に
て
候

な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
愚
痴
無
知
の
人
も
、
を
は
り
も
め

で
た
く
候
え
」
と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
あ
る
と
お
り
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
は

「愚
者

で
あ
る
こ
と
を
い
っ
さ
い
問
わ
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ

に
特
質
が
あ
る
。
親
鸞
が

「愚
」
に
深
い
思
い
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
点
を
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
は

一
言
で
い
え
ば
、
自
己
に
対
す
る
深
い
洞
察
で

あ
り
、
自
己
へ
の
目
覚
め
で
あ
る
。 

 

自
己
自
身
を

「煩
悩
具
足

ぼ
ん
の
う
ぐ
そ
く

」
と
い
い
、

「罪
悪
深

重
」
と
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も

「欲
が
多
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
」
そ
の
も
の
の
わ

た
し
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
な
に
を
し
て

も
自
己
の
都
合
と
、
自
己
自
身
を
計
算
に
入
れ
ず
に
は

納
得
で
き
な
い

「罪
」
深
き
身
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が

「愚
禿
」
と
い
う
も
の
の
内
実
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
の
自
己
の
愚
か
さ

へ
の
目
覚
め
が
、
深
い
自
己

に
対
す
る
痛
み
へ
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
を

つ
ぎ
の

「和
讃
」

（
「愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
」
）
は
示

し
て
い
る
。 

  
 

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も 

 
 

真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し 

 
 

虚
仮
不
実

こ
け
ふ
じ
つ

の
わ
が
身
に
て 

 
 

清
浄

し
ょ
う
じ
ょ
う

の
心
も
さ
ら
に
な
し 

 

と
あ
る
。
さ
ら
に 

  
 

悪
性
さ
ら
に
や
め
が
た
し 

 
 

こ
こ
ろ
は
邪
蝎

じ
ゃ
か
つ

の
ご
と
く
な
り 

 
 

修
善

し
ゅ
ぜ
ん

も
雑
毒

ぞ
う
ど
く

な
る
ゆ
ゑ
に 

 
 

虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た
る 

  
 
 

邪
蝎
＝
へ
び
と
さ
そ
り
） 

 
 
 

雑
毒
＝
利
己
的
な
も
の 

 
 
 

虚
仮
の
行
＝
い
つ
わ
り
の
行
為 

 

と
こ
こ
ろ
の
奥
底
を
示
し
た
。 

  
 

愚

へ
の
回
帰
が
人
間
を
解
放
す
る 

  

こ
の
よ
う
な
深
い
人
間
省
察
に
対
し
て
、
な
ん
と
深

い
罪
悪
感
か
と
稱
讃
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
自
己
洞
察
は
単
な
る
罪
悪
感
と
は
若
干

じ
ゃ
っ
か
ん

異
な
る
。
自
己
が
自
己
の
奥
底
を
の
ぞ
く
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
の
智
慧
に
よ
っ
て

凝
視
さ
れ
た
と
こ
ろ
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
親
鸞
は
こ
れ
を

「機
の
深
信

じ
ん
し
ん

」

（自
己
自
身

へ
の

深
き
目
覚
め
）
と
い
う
。

「機
」
と
は
人
間
の
こ
と
で

あ
る
。
い
や
、
単
な
る
人
間
の
こ
と
で
は
な
い
。
三
木

清
氏
は
、

「機
と
は
自
覚
さ
れ
た
人
間
存
在
で
あ
る
」

と
未
完
の
遺
稿

『親
鸞
』
に
示
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
如 

４ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「越
後
配
流
か
ら
東
国
布
教
」
／

「非
僧
非
族
と
愚
禿
の
名
の
り
」
山
崎 

龍
明 
氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 
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来
の
法

（真
実
）
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
、
映
し
出
さ
れ

た
等
身
大
の
自
己

（わ
た
し
）
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
自
己
の
実
相
を

「煩
悩
具
足
」
と
い

い
、

「罪
悪
深
重
」
と
い
い
あ
て
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
謙
遜
で
も
、
卑
屈
な
人
間
観
で
も
な
い
。
わ

た
し
た
ち
人
間
と
い
う
も
の
の
真
実
の
す
が
た
で
あ
る

と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

「煩
悩
具
足
」
と
は
貪

む
さ
ぼ

り

（欲
望
）
と
瞋い

か

り
と
愚
痴

ぐ
ち

（道
理
に
暗
い
）
に
満
ち
あ

ふ
れ
て
い
る
自
己
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
か

え
て
い
え
ば
、
ど
こ
ま
で
も
自
我
を
ふ
り
か
ざ
し
、
自

己
都
合
の
み
で
日
常
を
生
き
る
迷
妄
な
る
生
活
者
と

い
っ
て
も
よ
い
。 

 

そ
し
て

「罪
悪
深
重
」
と
は
、
煩
悩
を
主
体
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
な
し
、
な
ん
ら
省
み
る
こ
と
の
な

い
無
自
覚
な
る
人
生
を
生
き
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
親

鸞
は
こ
の
あ
た
り
を

『教
行
信
証
』
に
、 

  
 

懺ざ
ん

と
は
み
ず
か
ら
か
え
り
み
て
恥
じ
る
こ
と
で
あ 

 

 
 

り
、
愧ぎ

と
は
ひ
と
に
向
か
っ
て
告
白
す
る
こ
と
で 

 

 
 

あ
る
。
ま
た
、
慚
と
は
ひ
と
に
対
し
て
羞
じ
る
と 

 
 

で
あ
る
。
こ
れ
を
慚
愧

ざ
ん
き

と
い
う
。
慚
愧
の
な
い
者 

 
 

は
ひ
と
と
は
名
づ
け
ず
畜
生
と
い
う
。 

 

と

「涅
槃
経

ね
は
ん
ぎ
ょ
う

」
を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。

「和
讃
」

に
も

「無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て
／
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ

は
な
け
れ
ど
も
」
と
記
し
て
い
る
。

「煩
悩
具
足
」

「罪
悪
深
重
」

「無
惨
無
愧

む
ざ
ん
む
ぎ

」
と
い
う
人
間
規
定
は
、

一
言
で
い
え
ば

「愚
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「愚
」

へ
の
諦
観

て
い
か
ん

と
目
覚
め
を
う
な
が
し
た
も
の
が
阿

弥
陀
如
来
の
本
願
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

い
ま
、
濁
世
と
い
わ
れ
る
状
況
の
な
か
で
わ
た
し
た

ち
人
間
が
回
帰
す
べ
き
世
界
は
、
こ
の

「愚
」
と
い
う

一
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
果
て
し
な
い
傲ご

う

慢ま
ん

と
貪

む
さ
ぼ

り
が
、
人
間
を
喪
失
さ
せ
、
世
界
を
崩
壊
さ

せ
て
し
ま
っ
た
。

「愚
」
に
還か

え

る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え

な
か
っ
た
世
界
が
見
え
、
己
れ
の
誤
謬

ご
び
ゅ
う

も
ま
た
あ
き
ら

か
に
な
り
、
新
た
な
地
平
が
ひ
ら
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

人
間
は
人
生
を
生
き
る
視
点
を
低
く
し
た
と
き
、

い
っ
さ
い
が
認
め
ら
れ
、
尊
ば
れ
る
安
穏

あ
ん
の
ん

な
世
界
が
現

出
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
国
家
や
民
族
、
人
種
、
宗
教
、

文
化
、
性
別
等
々
を
超
え
た
い
の
ち
の
つ
な
が
り
、
連

帯
が
生
ま
れ
る
。
親
鸞
聖
人
の
願
い
、
そ
れ
は
、 

  
 

御お
ん

念
仏
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
申
し
て
、
世
の
な
か
安 

 

 
 

穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
と 

 
 

ぞ
、
お
ぼ
え
候

そ
う
ろ

ふ 

（
『親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
二
十
五
通
） 

 

と
い
う
こ
と
ば
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「世
の
安
穏
は
仏

法
か
ら
」
と
い
う
。
三
木
清
氏
は

「仏
法
あ
る
に
よ
っ

て
世
間
の
道
も
い
で

（出
）
く
る
の
で
あ
る
」

（前
掲

書
）
と
示
し
た
こ
と
を
わ
た
し
は
こ
こ
で
想
起
す
る
。

そ
の
逆
で
は
な
い
。

「世
の
安
穏
」
は
降ふ

っ
て
わ
く
も

の
で
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が

一
歩

一
歩
築
き
あ
げ
て

い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
仏
法
の
真
理

（
法

ダ
ル
マ

）
に

し
っ
か
り
と
腰
を
据
え
な
が
ら
。
そ
れ
が
親
鸞
の
わ
た

し
た
ち

へ
の
永
遠
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
え
な
い

だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
非
僧

（批
判
）
非
俗

（自
立
）
の
こ

と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
重
い
。 

 

  
 

真
と
偽
の
あ
い
だ
の
領
域 

  

一
九
九
五
年
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
起
き
て
か
ら

数
か
月
が
過
ぎ
た
こ
ろ
、
テ
レ
ビ

・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

だ
っ
た
僕
は
、
現
役
の
オ
ウ
ム
信
者
た
ち
を
被
写
体
に

し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
企
画
し
た
。
し
か
し
ロ
ケ

二
日
が
過
ぎ
た
段
階
で
、
テ
レ
ビ
局
上
層
部
か
ら
撮
影

中
止
を
命
じ
ら
れ
、
最
終
的
に
は
契
約
を
解
除
さ
れ

た
。 

 

テ
レ
ビ
局
関
係
者
が
こ
の
作
品
の
放
送
を
拒
絶
し
た

理
由
を
、
そ
の
時
点
で
僕
は
明
確
に
把
握
で
き
て
い
な

か
っ
た
。
で
も
今
な
ら
わ
か
る
。
撮
影
中
止
と
な
っ
た

テ
レ
ビ

・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
は
そ
の
後
に
自
主
制
作

映
画
と
な
っ
て
公
開
さ
れ
、
観
客
た
ち
の

「オ
ウ
ム
の

信
者
が
あ
ん
な
に
普
通
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
の

感
想
を
、
納
戸
も
聞
い
て
き
た
か
ら
だ
。 

 

確
か
に
彼
ら
は
普
通
だ
。
少
な
く
と
も
僕
よ
り
は
る

か
に
善
良
で
優
し
く
て
純
粋
だ
。
で
も
テ
レ
ビ
は
こ
れ

を
伝
え
な
い
。
テ
レ
ビ
の
前
の
視
聴
者
が
、
そ
ん
な
情

報
を
望
ん
で
は
い
な
い
か
ら
だ
。 

 

視
聴
者
に
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
こ
の
社
会
は
、 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「越
後
配
流
か
ら
東
国
布
教
」
／

「非
僧
非
族
と
愚
禿
の
名
の
り
」
山
崎 

龍
明 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 

我 が 

親鸞像 
 

森  達也 氏 
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「あ
れ
ほ
ど
に
凶
悪
な
事
件
を
起
こ
し
た
彼
ら
は
凶
暴

で
あ
る
は
ず
だ
」
と
の
思
い
が
あ
る
。
願
い
と
い
っ
て

も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
テ
レ
ビ
を
代
表
と
す
る
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
は
こ
れ
に
抗
わ
な
い
。
だ
か
ら
当
時
も
今

も
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
オ
ウ
ム
を
語
る
と
き
は
、
教
房

凶
悪
な
殺
人
集
団
か
、
洗
脳
さ
れ
て
自
分
の
感
情
や
判

断
力
を
失
っ
た
不
気
味
な
集
団
、
と
い
う
二
つ
の
レ
ト

リ
ッ
ク
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に

共
通
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
と
は
ま
っ
た
く

異
質
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

こ
う
し
て
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
以
降
、
テ
レ
ビ
を
境

界
と
し
な
が
ら
、
こ
ち
ら
側
の
善
と
あ
ち
ら
側
の
悪
の

純
度
が
激
し
く
上
昇
し
た
。
善
良
で
優
し
く
て
純
粋
な

彼
ら
が
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
に
凶
悪
な
事
件
を
起
こ
し
た

の
か
を
考
え
る
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
思
索
や
洞
察

を
拒
絶
し
た
こ
の
社
会
は
、
善
悪
二
元
化
を
み
ず
か
ら

促
進
し
、
邪
悪
で
危
険
な
人
や
集
団
が
存
在
し
て
い
る

と
の
思
い
に
憑
依
さ
れ
た
。
オ
ウ
ム
が
地
下
鉄
に
サ
リ

ン
を
撒
い
た
理
由
が
い
ま
だ
に
不
明
な
こ
と
も
、
他
者

に
対
す
る
不
安
と
恐
怖
を
激
し
く
喚
起
し
た
。
人
び
と

の
罪
責
感
は
急
激
に
上
昇
し
、

「許
せ
な
い
」
と
の
思

い
が
強
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
厳
罰
化
だ
。
そ
の
究
極
の

形
で
あ
る
死
刑
を
多
く
の
人
が
求
め
は
じ
め
た
理
由
は

こ
こ
に
あ
る
。 

 

だ
か
ら
こ
そ
こ
の
社
会
は
、
急
激
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

強
化
と
厳
罰
化
の
流
れ
に
す
っ
ぽ
り
と
埋
没
し
た
。
み

ず
か
ら
を
善
な
る
も
の
と
思
い
込
む
人
々
は
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
不
安
と
恐
怖
に
煽
ら
れ
な
が
ら
、
ど

こ
か
に
い
る
悪
な
る
人
々
の
存
在
に
怯
え
、

一
人
で
い

る
こ
と
が
怖
く
な
り
、
集
団

へ
の
帰
属
や
強
権
的
に
管

理
統
制
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
だ
か
ら
こ
そ
集
団
の
規

律
や
ル
ー
ル
に
従
わ
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、
自
己
責

任
や
Ｋ
Ｙ

（空
気
読
ま
な
い
）
な
ど
の
言
葉
を
使
っ
て

排
除
を
は
か
る
。 

 

そ
の
前
提
に
あ
る
も
の
は
治
安
悪
化
。
と
こ
ろ
が
二

〇
〇
七
年
の
殺
人
事
件
の
招
致
件
数
は
戦
後
最
低
だ
っ

た
。
つ
ま
り
治
安
は
悪
化
な
ど
し
て
い
な
い
。
で
も
こ

の
事
実
を
知
る
人
は
少
な
い
。
街
に
は
犯
罪
者
が
は
び

こ
り
、
十
代
少
年
は
凶
悪
化
し
、
多
く
の
テ
ロ
リ
ス
ト

が
こ
の
国
で
潜
伏
活
動
を
お
こ
な
い
、
外
国
人
労
働
者

の
ほ
と
ん
ど
は
殺
人
犯
予
備
軍
で
、
北
朝
鮮
や
中
国
な

ど
は
隙
あ
ら
ば
こ
の
国

へ
の
侵
攻
の
機
会
を
う
か
が
っ

て
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
思
い
込
ん
で
い
る
。
な

ぜ
な
ら
実
際
に
は
治
安
が
良
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

メ
デ
ィ
ア
が
積
極
的
に
報
道
し
な
い
か
ら
だ
。
報
道
し

な
い
そ
の
理
由
は
、
危
機
を
煽
っ
た
ほ
う
が
視
聴
率
や

発
行
部
数
は
上
昇
す
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
こ
れ
も
ま
た

近
年
の
こ
の
国
を
覆
う
市
場
原
理
の
帰
結
で
も
あ
る
。 

 

ま
と
め
よ
う
。

一
九
九
五
年
の
オ
ウ
ム
事
件
を
き
っ

か
け
に
し
て
、
こ
の
世
界
に
は
理
解
不
能
な
ほ
ど
に
邪

悪
な
個
人
や
集
団
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
と
こ

の
社
会
は
思
い
込
ん
だ
。
不
安
や
恐
怖
を
煽
る
メ
デ
ィ

ア
が
、
こ
の
傾
向
を
加
速
し
た
。
そ
の
帰
結
と
し
て
の

過
剰
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
は
、
人
の
心
に
安
心
を
与
え
な

い
。
実
質
は
逆
だ
。
不
安
と
恐
怖
は
ま
す
ま
す
増
殖

し
、
余
裕
を
失

っ
た
人
々
は
多
様
性
や
複
雑
さ
を
嫌

い
、
単
純
化

・
簡
略
化
さ
れ
た
情
報
ば
か
り
を
好
む
よ

う
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
、
善
と
悪
、
右
と
左
、

敵
と
味
方
、
黒
と
白
な
ど
二
分
化
を
促
進
さ
れ
、
そ
の

狭
間
を
失
っ
て
ゆ
く
。 

 

そ
ん
な
時
代
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
に
お
け
る

も
っ
と
も
有
名
な
フ
レ
ー
ズ

「善
人
な
お
も
て
往
生
を

と
ぐ
。
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
が
提
起
す
る
視
点
は
重

要
だ
。
で
も
お
そ
ら
く
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
使
う
人
は
、

僕
以
外
に
も
多
く
い
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
今
の
こ
の
状

況
に
対
し
て
の
提
言
と
し
て
、
僕
は
親
鸞
の
も
う
ひ
と

つ
の
言
葉
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。 

 
 

「真
仮
偽
」

（
『教
行
信
証
』
） 

 

普
通
の
熟
語
と
し
て
は

「真
偽
」
だ
。
で
も
親
鸞
は

真
と
偽
の
二
分
化
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
真
と
偽
の
あ
い

だ
に
仮
と
い
う
領
域
を
設
定
す
る
。
二
つ
の
両
端
に
引

き
裂
か
れ
た
こ
の
領
域
こ
そ
が
、
僕
た
ち
の
営
み
の
場

所
な
の
だ
と
親
鸞
は
喝
破
す
る

（と
僕
は
解
釈
し
て
い

る
）
。
善
と
悪
を
二
分
化
な
ど
で
き
な
い
。
そ
の
狭
間

に
こ
そ
僕
た
ち
衆
生
の
営
み
と
実
存
が
あ
る
の
だ
と
で

も
い
う
よ
う
に
。 

 

親
鸞
は
矛
盾
を
整
理
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
矛
盾
そ
の

も
の
が
こ
の
世
界
な
の
だ
か
ら
。
解
答
を
明
示
も
し
な

い
。
わ
か
り
や
す
い
解
答
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
る

か
ら
だ
。 

 

だ
か
ら
こ
そ
善
悪
二
分
化
を
加
速
す
る
ば
か
り
の
今

の
こ
の
国
に
お
い
て
、
彼
が
呈
示
し
た
思
想
と
視
座
は

大
き
な
意
味
を
も
つ
。 

 

〈森
達
也
氏
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

 

一
九
五
六
年
、
広
島
県
呉
市
生
ま
れ
。
映
画
監
督
、
作
家
。

明
治
大
学
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
特
任
教
授
。
テ

レ
ビ

・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品
を
多
く
制
作
。

一
九
九
八

年
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
現
役
信
者
を
被
写
体
と
し
た
自
主
制

作
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

「Ａ
」
を
公
開
。
ベ
ル
リ
ン
国

際
映
画
祭
に
正
式
招
待
さ
れ
、
海
外
で
も
高
い
評
価
を
受
け

る
。
二
〇
〇

一
年
、
映
画

「Ａ
２
」
を
公
開
し
、
山
形
国
際

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
で
特
別
賞

・
市
民
賞
を
受
賞
す

る
。
著
書
に

『
Ａ
３
』

（講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
）

『
下
山
事
件
』

『
東
京
番
外
地
』

『
オ
カ
ル
ト
』

『
死
刑
』

『
す
べ
て
の
戦
争
は
自
衛
意
識
か
ら
始
ま
る
』

『
私
た
ち
は

ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
』

『
「テ
ロ
に
屈
す
る

な
！
に
屈
す
る
な
』
な
ど
多
数
。 

６ 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「我
が
親
鸞
像
」
／
田
畑 

正
久 

氏 

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。 
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六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

    
 

 
 

 
 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

 

一
三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
〇
日

（
日
） 

秋
季
彼
岸
会 

午
後
二
時 

 

二
六
日

（土
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 

二
七
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

九
月
の
行
事
予
定 

 

 

〝希
望
〟
と
か

〝目
標
〟

〝願
い
〟
を
持
つ
こ
と
は
、
生

き
る
上
で
、
必
要
不
可
欠
で
、
大
事
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
間
、
ご
本
人
が
自
ら
、
二
人
の
医
師
に

「安
楽
死
」

を
依
頼
し
、
執
行
さ
れ
た
こ
と
が
、
嘱
託
殺
人
事
件
と
し
て

報
道
さ
れ
ま
し
た
。 

 

「
安
楽
死
」
を
依
頼
し
た
方
は
、
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症

（
Ａ
Ｌ
Ｓ
）
を
患
い
、
自
ら
動
く
事
が
出
来
ず
、
自
宅
で
二

十
四
時
間
介
護
を
受
け
、
栄
養
は
胃
瘻

（
い
ろ
う
）
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
イ
ン 

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

 

私
は
チ
ラ
ッ
と
テ
レ
ビ
で
聴
い
た
の
で
す
が
、

「
○
○
し

て
あ
げ
て
い
る
」
と
か

「も
っ
と
感
謝
し
な
さ
い
」
と
言
わ

れ
て
い
た
？

（本
当
に
そ
う
言
わ
れ
て
い
た
の
か
、
自
暴
自

棄
で
そ
の
方
が
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
の
こ
と
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
）
こ
と
が

「安
楽
死
」
を
選
ん
だ

一
因
と
も

思
い
ま
し
た
。 

 

〝希
望
〟
は
生
き
る
上
で
必
要
不
可
欠
と
申
し
ま
し
た
が

こ
の
方
は
、

〝
死
ぬ
〟
こ
と
が

〝希
望
〟

（
死
を
希
望
す
る

と
い
う
こ
と
は
、

〝絶
望
〟
と
言
う
こ
と
と
も
言
え
ま
す
）

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
否

〝生
き
た
い
〟
と
の

〝希
望
〟 

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が

・
・
・ 

 

私
は

「安
楽
死
」
に
は
否
定
的
な
考
え
で
す
が
、
い
ざ
、

身
内
が
そ
れ
を
希
望
し
た
ら
、
ま
た
自
分
自
身
が
そ
う
い
う

状
態
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
私
が
自
ら
抱
く

〝希
望
〟
が

ど
ん
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、

〝絶
望
〟
し
か
な
く
て

も
、
い
つ
も
私
の

〝い
の
ち
〟
そ
の
も
の
を
温
か
く
包
ん
で

く
だ
さ
っ
て
い
る
と
味
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

二
〇
二
〇
年 

八
月
の
行
事
予
定 

  

平
和

へ
い
わ 

大
切

た
い
せ
つ

な
の
は 

  
 

 
 

 

心
こ
こ
ろ

の
抑
止

よ
く
し

力
り
ょ
く 

 
 

 
 

 
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
八
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

※

「
不
要
不
急
」
の
外
出
は
お
避
け
く
だ
さ
い
。 

  

二
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

  

門
信
徒
の
集
い 

 
 

午
後
二
時 

  

六
日

（月
）  

の
ん
の
ん
法
話
会 

 

午
後
二
時 

  

九
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（
日
）  

の
ん
の
ん
法
話
会 

 
午
後
二
時 

                    

盂
蘭
盆
会
法
要 

 

二
三
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（水
）  

の
ん
の
ん
法
話
会    

午
後
二
時 

 

三
〇
日

（
日
）  

日
曜
礼
拝 

 
 

 
 

午
前
九
時   

 
 

 
 

 
 

  

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 

※
ご
家
庭
で
の
お
盆
法
要
を
ご
希
望
の
方
は
、 

 

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

  

 

四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

    
 

 
 

 
 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

  
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（金
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
八
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
五
日

（
日
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 

二
六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

※
毎
週
日
曜
日
は
、
日
曜
礼
拝
の
後
、

一
〇
時
よ 

 

り

「書
い
て
味
わ
う
会
」

（書
道
）
を
開
催
し 

 

ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

二
〇
二
〇
年 

十
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年
度 

稱
讃
寺
門
信
徒
会
費 

年
会
費 

六
千
円 

振
込
先 

城
北
信
用
金
庫 

一
ツ
家
支
店 

名 

義 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱
讃
寺
教
会 

 
 

 
 

 

代
表 

北 

村 
 

信 

也 

口 

座 

普
通 

６
１
７
６
０
５
１ 

 

 

 


