
  

 

残
暑
厳
し
い
折
り
、
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
渦
中
、
ご
心
労
、
ご
心
痛
が
続
い
て
お
ら
れ

る
こ
と
と
拝
察
申
し
あ
げ
ま
す
。
と
と
も
に
、
何

卒
、
ご
無
理
の
な
い
よ
う
お
過
ご
し
い
た
だ
き
た

く
存
じ
あ
げ
ま
す
。 

 

八
月
の
お
盆
が
過
ぎ
た
か
と
思
い
ま
す
と
、
秋

の
お
彼
岸
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。

一
般
に

は
、
お
盆
に
お
墓
参
り
し
て
、
ま
た
、
お
彼
岸
に

お
墓
参
り
す
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
違
い
は
何
な

の
で
し
ょ
う
か
。 

 

お
盆
は
亡
く
な
っ
た
ご
先
祖
が
帰
っ
て
く
る
期

間
だ
か
ら
、
お
墓
に
参
っ
て
お
迎
え
し
、
お
も
て

な
し
を
し
て
、
あ
の
世

へ
帰
っ
て
い
た
だ
く
。 

 

お
彼
岸
は
、
ご
先
祖
が
眠
っ
て
お
ら
れ
る
お
墓

に
参
り
、
感
謝
の
念
を
持
っ
て
、
お
掃
除
を
し

て
、
お
供
え
を
す
る
。
ど
ち
ら
も

「先
祖
供
養
」

の
一
貫
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
？
仏
さ

ま

（覚

っ
た
方
）
と
は
思
え
て
な
い
よ
う
で
す
。 

 

お
彼
岸
は
、

「到
彼
岸
」
と
言
っ
て
、
修
行
を

し
て
悟
り
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
言
い
ま

す
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
私
が
自
力
で
願
い

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
で
す
が
、
浄
土
真
宗
で

は
、
お
浄
土
に
至
ら
せ
、
仏

（悟
り
）
に
成
ら
せ

る
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ひ
と
り
ば
た
ら
き

（本

願
他
力
）
と
味
わ
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

一
方
、
お
盆
は
、
先
人
が
仏
さ
ま
と
成
っ
て
帰
っ
て

来
る
と
言
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
お
浄
土
か
ら
仏
さ
ま
と

な
っ
て
私
ど
も
の
世
界
に
還
っ
て
来
て
、
仏
さ
ま
と
し

て
の
は
た
ら
き
を
さ
れ
る
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
ひ
と
り
ば

た
ら
き
と
浄
土
真
宗
で
は
味
わ
っ
て
お
り
ま
す
。 
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還
来
生
死
輪
転
家

げ
ん
ら
い
し
ょ
う
じ
り
ん
で
ん
げ 

（生
死
輪
転
の
家
に
還
来
る
こ
と
は
） 

決
以
疑
情
為
所
止

け

っ
ち
ぎ

じ
ょ
う

い

し
ょ
う

し 

（決
す
る
に
疑
情
を
も
っ
て
所
止
と
す
） 『正

信
念
仏
偈
』  

恩
愛

お
ん
な
い

は
な
は
だ
た
ち
が
た
く 

 
 

 

生
死

し
ょ
う
じ

は
な
は
だ
つ
き
が
た
し 

 
 

 

念
仏
三
昧

ね
ん
ぶ
つ
ざ
ん
ま
い

行
ぎ
ょ
う

じ
て
ぞ 

 
 

 

罪
障

ざ
い
し
ょ
う

を
滅め

っ

し
度
脱

ど
だ
つ

せ
し 

 

『高
僧
和
讃

（龍
樹
讃
）
』 

残
暑

・COV
I
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9

禍 

 

お
見
舞

い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

お
寺
の
裏
側
に
咲
い
て
い
る
ノ
ラ
ジ
ュ
ロ
の
葉
を
飾
っ
て

み
ま
し
た
。
お
仏
華
に
も
活
用
で
き
る
か
な
あ
。 



2 

 
し
か
し
な
が
ら
、
先
人
が
仏
さ
ま
と
し
て
は
た
ら

い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
は
な
か
な
か
味
わ
え
な
い
で

い
る
の
が
、
私
た
ち
で
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
ど
う
し
て
も
、
生
前
の
先
人
か
ら
受

け
た
ご
恩
や
愛
情
、
そ
れ
に
対
す
る
自
身
の
情

（お
も
い
）
が
断
ち
き
れ
ず
、
私
の
こ
こ
ろ
の
中

で
、
私
の
情
が
、
亡
き
方
を
こ
ち
ら
に
帰
ら
せ
よ

う
、
帰
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

で
も
、

「恩
愛
は
な
は
だ
絶
ち
が
た
い
」

「生

死
は
な
は
だ
尽
き
が
た
い
」

「阿
弥
陀
さ
ま
の
ご

本
願
を
信
じ
が
た
い
」
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

の
情

（こ
こ
ろ
）
を
そ
の
ま
ま
温
か
く
包
ん
で
お

ら
れ
る
の
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
な
の
で
す
ね
。 

 

お
盆
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

「還
相
回
向
」
の
は

た
ら
き
を
味
わ
う
ご
縁
で
あ
り
、
お
彼
岸
は
、
阿

弥
陀
さ
ま
の

「往
相
回
向
」
の
は
た
ら
き
を
味
わ

う
ご
縁
と
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。 

 

ま
た
、
こ
の
私
が
お
浄
土
に
往
生
し
て

（往
相

回
向
）
、
仏
と
成

っ
て
、
こ
の
世
に
還
り
、
仏
の

は
た
ら
き
を
行
う

（還
相
回
向
）
の
順
で
は
な

く
、
こ
の
私
を
仏
に
し
よ
う
と
、
二
つ
の
回
向
は

同
時
に
、
そ
し
て
常
に
、
は
た
ら
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
。 

 

春
彼
岸
で
、
往
相
回
向
を
味
わ
い
、
お
盆

（新

暦

・
旧
暦
）
で
還
相
回
向
を
味
わ
い
、
秋
彼
岸
で

ま
た
往
相
回
向
を
味
わ
を
繰
り
返
し
ま
し
ょ
う
。 

 

浄
土
への
道
は 

浄
土
か
ら
開
か
れ
て
い
る 

（金
子
大
栄
師
） 

 

八
月
十
六
日

（日
）
、
の
ん
の
ん
法
話
会
に
併

せ
て

「盂
蘭
盆
会
」
法
要
を
行
い
ま
し
た
。 

 

白
墨
が
無
か
っ
た
の
で
、
朱
墨
で
書
い
て
、
乾

か
な
い
う
ち
に
掲
げ
た
ら
、
ど
こ
ぞ
の
お
ば
け
屋

敷
の
看
板
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
日
は
高
橋
八
重
子
さ
ん
が
、
ご
参
拝
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
二
人
で
阿
弥
陀
経
を
読
誦
し
て
、

少
し
お
話
を
し
て
終
り
ま
し
た
。 

 

暑
い
中
、
お
参
り
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

六
月
二
十
八
日
に
、
永
代
経
法
要
を
営
み
ま
し

た
が
、
七
月
に
入
っ
て
、
池
田
さ
ん
よ
り
、
お
参

り
で
き
な
い
か
ら
と
ご
懇
志
を
お
送
り
く
だ
さ
い

ま
し
た
。 

 

ま
た
、
七
月
の
新
暦
の
お
盆
に
ご
自
宅
で
出
来

な
か
っ
た
福
冨
家
さ
ま

・
池
田
家
さ
ま
よ
り
、
ま

た
八
月
旧
盆
に
お
参
り
予
定
で
あ
り
ま
し
た
桐
生

家
さ
ま
よ
り
ご
懇
志
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
こ
と
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

八
月
八
日
に
は
、
藤
井
家
初
盆
法
要
を
院
内

で
、
十
五
日
に
は
、
中
木
原
家
初
盆
法
要
を
ご
自

宅
で
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

十
五
日
は
午
後
よ
り
、
横
浜
よ
り
竜
野
さ
ん
母

娘
さ
ん
が
、
お
盆
参
り
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。 

 

今
夏
の
お
盆
法
要
は
、
内
勤
外
勤
ま
た
他
寺
院

さ
ま
の
お
手
伝
い
も
少
な
か
っ
た
で
す
。 

 

八
月
中
の
第
二
波
も
峠
を
過
ぎ
た
感
が
あ
り
ま

す
が
、
ま
た
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
第
三
派
が
あ
り

そ
う
な
気
も
し
ま
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
、
引
き
続
き

不
要
不
急
の
外
出
は
お
避
け
く
だ
さ
い
。 

 

寺
院
と
し
て
も
、
い
つ
か
終
息
す
る
だ
ろ
う
と

い
う
思
い
で
、
い
ず
れ
会
え
る
で
し
ょ
う
だ
け
で

は
な
く
、
今
、
何
が
出
来
る
か
模
索
し
な
が
ら
、

秋
の
お
彼
岸
会
を
お
迎
え
し
て
参
り
た
い
と
思

っ

て
は
お
り
ま
す
が

・
・
・ 

１ 

旧
暦
の
お
盆

（
盂
蘭
盆
会
） 
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人
間
同
士
を
分
断
す
る
差
別
心 

  

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
問
題
に
つ

い
て
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
問
題
を
通
し
て
見
え
て
く

る
問
題
は
何
で
あ
ろ
う
か
。 

 

一
つ
に
は
感
染
経
験
者
に
対
す
る
蔑
視
、
嫌
悪

感
で
あ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
流
さ
れ
る

感
染
し
た
著
名
人
の
会
見
の
中
で
し
ば
し
ば
謝
罪

の
言
葉
が
出
る
。
こ
れ
で
は
、
感
染
す
る
の
が
悪

い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
こ
と
を
隠
し

て
、
さ
ら
に
感
染
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
。 

 

感
染
症
に
対
す
る
恐
怖
心
、
感
染
し
た
く
な
い

と
い
う
心
情
は
誰
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
縁
次

第
で
は
、
誰
で
も
か
か
り
得
る
と
い
う
視
点
が
大

事
だ
と
思
う
。
い
わ
ゆ
る
当
事
者
性

へ
の
理
解
で

あ
る
。 

 

ま
た
退
院
し
た
回
復
者
に
つ
い
て
も
偏
見

・
差

別
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
差
別
と
通

底
す
る
問
題
で
あ
る
。
自
分
も
感
染
す
る
か
も
知

れ
な
い
と
い
う
恐
怖
感
が
感
染
経
験
者
を
忌
避

し
、
さ
ら
に
医
療
関
係
者
ま
で
差
別
す
る
こ
と
に

な
る
。
忌
避
す
べ
き
は
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
の
に
、

感
染
経
験
者
や
医
療
関
係
者
の
人
権
を
踏
み
に

じ
っ
て
、
差
別
心
が
人
間
同
士
を
分
断
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。 

 

差
別
心
の
根
底
に
は
恐
怖
心
が
あ
る
。
そ
れ
は

具
体
的
に
は
死
に
対
す
る
恐
怖
心
で
あ
る
。
仏
教

は
老
病
死
の
解
決
、
生
死
出
べ
き
道
を
説
い
て
き

た
。
と
な
る
と
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
問
題
は
仏
教
の
課
題
で
も
あ
る
。
人
間
を
分
断

し
な
い
道
を
教
え
て
い
る
の
が
仏
教
で
あ
る
こ
と

を
再
認
識
し
た
い
。 

 
 

 
 

根
絶
で
き
な
い
感
染
症 

  

忌
避
す
べ
き
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
が
、
ウ
イ
ル
ス

と
人
間
は
共
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
専
門
家

の
意
見
も
あ
る
。
感
染
症
を
完
全
に
撲
滅
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
宿
主
で
あ
る
人
間
が
存
在
す
る

限
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
染
症
は
存
在
し
続
け
る
。

人
間
も
生
態
系
の
中
の

一
員
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
さ
に
仏
教
の
説
く
縁
起
的

（相
依
相
関
関

係
）
で
あ
る
。
天
然
痘
の
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
に
消

え
て
い
く
も
の
も
あ
り
、
新
た
に
出
現
す
る
ウ
イ

ル
ス
も
あ
る
。
様
々
な
ウ
イ
ル
ス
の
存
在
は
、
そ

れ
に
伴
う
感
染
症
も
時
に
応
じ
て
出
現
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
文
明
の
進
展
に
伴

っ
て
感
染
症

も
随
伴
し
て
く
る
こ
と
を
私
た
ち
は
覚
悟
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

当
事
者
性
と
想
像
力 

 

 

そ
こ
で
必
要
な
の
は
誰
も
が
感
染
し
う
る
と
い

う
当
事
者
性
の
理
解
で
あ
り
、
釈
尊
の
言
わ
れ
る

「己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
」
と
い
う
、
感
染
経

験
者
が
差
別
忌
避
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
想
像

力
が
必
要
だ
と
思
う
。
自
分
が
感
染
し
た
と
し

て
、
忌
避
さ
れ
る
こ
と

へ
の
痛
み
、
不
安

へ
の
洞

察
が
必
要
で
あ
る
。 

 

当
事
者
性

へ
の
理
解
と
想
像
力
が
感
染
経
験
者

と
非
感
染
者
と
い
う
構
図
を
外
す
行
為
に
繋
が
る

と
思
う
。
本
来
、
水
平
、
平
等
な
存
在
で
あ
る
は

ず
な

の
に
、
感
染

し
て
い
な

い
人
を

「私
た

ち
」
、
感
染
経
験
者
を

「あ
の
人
た
ち
」
と
分
け

て
、

一
括
り
に
し
て
し
ま
う
思
考
が
問
題
で
あ

る
。
例
え
ば
、
二
県
に
ま
た
が

っ
た
商
圏
が
あ
っ

て
、
感
染
経
験
者
の
少
な
い
県

へ
他
県
か
ら
の
買

い
物
客
が
あ

っ
た
。
他
県
の
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
を
見
て
、
そ
の
車
に
生
卵
が
投
げ

つ
け
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
。

「あ
の
県
の
人

は
」
と

一
括
り
に
し
て
、
そ
の
人
が
感
染
し
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
拒
否
、
差
別
す
る
の
で
あ

る
。 

 

感
染
経
験
者
や
医
療
従
事
者

へ
の
差
別
は
、
そ

の
現
状
を
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
人
々
を
知

ら
な
い
こ
と
で
起
こ
る
。
逆
に
、
感
染
経
験
者
の

名
前
や
住
所
ま
で
特
定
し
、
差
別
す
る
。
し
か

し
、

「私
た
ち
」
も

「あ
の
人
た
ち
」
も
同
じ
人

間
で
あ
り
、
老
病
死
す
る
存
在
で
あ
る
。

「あ
の

人
た
ち
」
も

「私
た
ち
」
で
あ
る
。
念
仏
を
申
し

て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
感
染
経
験
者
と

非
感
染
者
と
い
う
構
図
を
外
す
行
為
で
あ
ろ
う
。 

感
染
症
と
差
別 

 
～
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
を
通
し
て
～ 

Ⅱ 
 

登
尾
唯
信

（同
和
教
育
振
興
会
評
議
員
） 
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念
仏
者
の
課
題 

  

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
問
題
で
は

都
道
府
県
に
よ
っ
て
寺
院
の
置
か
れ
て
い
る
状
況

が
違
う
の
で

一
概
に
言
え
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
法

座
が
止
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
寺
院
が
感
染

源
に
な

っ
て
は
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
し
か
し
、

寺
院

・
僧
侶
の
側
が
自
粛
ム
ー
ド
に
、
過
度
に
受

け
身
に
な

っ
て
い
る
面
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
要

の
中
啓
や
ウ

ェ
ブ
会
議
な
ど
、
創
意
工
夫
さ
れ
て

い
る
最
中
で
あ
る
。
同
時
に
、
寺
院

・
僧
侶
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
熄
を
願
う
だ
け
の
存
在

で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
今
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
差
別
に
つ
い
て
の
啓

発
活
動
も
必
要
だ
と
思
う
。 

 

公
益
社
団
法
人
日
本
心
理
学
会
の
特
設
ペ
ー
ジ

の

「新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス

（Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

1
9

）
に
関
わ
る
偏
見
や
差
別
に
立
ち
向
か
う
」

（原
文C

o
n
b
atin

g
 
 
b

ias 
a
n
d
 

stig
m

a 
re

lated
 
to

 

 
C

O
V

ID
-1

9
 

ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
の
Ｈ
Ｐ
）

は
心
理
学
者
向
け
の
サ
イ
ト
で
あ
る
が
、
大
変
参

考
に
な
る
た
め
、

一
部
略
記
す
る
。
詳
細
は
サ
イ

ト
で
確
認
願
い
た
い
。 

 

○

「事
実
」
を
広
め
る 

 
 

正
確
な
情
報
が
な
い
と
人
々
は
偏
見
や
ス
テ 

 
 

レ
オ
タ
イ
プ

（固
有
観
念
）
の
影
響
を
受
け 

 
 

や
す
く
な
る
。 

○
社
会
的
に
影
響
力
を
持
つ
人
た
ち
を
巻
き
込
む 

 
 

適
切
な
情
報
伝
達
の
模
範
例
と
な
り
、
伝
染 

 
 

病
を
特
定
の
地
域
や
集
団
と
結
び
つ
け
る
取 

 
 

り
組
み
を
や
め
さ
せ
る
上
で
、
大
企
業
の 

 
 

リ
ー
ダ
ー
や
議
員
、
著
名
人
、
宗
教
指
導
者 

 
 

な
ど
の
役
割
は
大
き
い
。 

○
感
染
経
験
者
の
声
を
広
め
る 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
も
ほ
と 

 
 

ん
ど
の
人
は
回
復
す
る
。
経
験
者
の
声
を
聞 

 
 

く
こ
と
で
、

一
般
市
民
は
安
心
を
得
る
こ
と 

 
 

が
で
き
る
。
ま
た
、
現
場
で
働
く
医
療
従
事 

 
 

者
を
た
た
え
る
こ
と
で
感
染
経
験
者

へ
の
批 

 
 

判
や
偏
見
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。 

○
根
拠
の
な
い
話
、
う
わ
さ
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ 

 

を
正
し
、
偏
見
を
助
長
す
る
言
説
に
異
議
を
唱 

 

え
る 

 
 

事
実
と
う
わ
さ
を
峻
別
す
る
。 

  
こ
の
中
、

「宗
教
指
導
者
」
の
役
割
が
大
き
い

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

教
団
、
僧
侶
が
こ
の
現
実
の
中
で
、
感
染
す
る

か
も
し
れ
な
い
自
分
と
い
う
こ
と
も
前
提
に
、
他

者
と
、
そ
し
て
感
染
経
験
者
と
も
興
隆
し
、
発
言

し
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。
見
て
来
た
よ

う
に
私
た
ち
は
、
宗
教
者
と
し
て
穢
れ
観
や
業
病

を
説
き
、

ハ
ン
セ
ン
病
差
別
を
温
存
助
長
し
た
。

林
氏
の

「憤
り
」
は
国
家
に
対
し
て
、
同
時
に
宗

教
者
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

刻
々
と
変
わ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い

て
の
情
報
を
取
捨
選
択
し
つ
つ
、
事
実
に
迫
り
、

一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
、
御
同
朋
の
社

会

へ
の
道
を
門
信
徒
や
社
会
と
共
に
歩
み
、
そ
の

情
報
を
発
信
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

僧
侶
、
教
団
の
社
会
的
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
。 

 

登
尾
唯
信
氏 

略
歴 

宮
崎
教
区
宮
崎
組
松
尾
寺
住
職 

本
願
寺
派
布
教
使 

一
九
四
九
年
生
ま
れ 

一
九
七
七
年
龍
谷
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了 

数
年
前
、
鹿
児
島
の
稱
讃
寺
に
布
教
に
ご
出
向
く

だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

【参
考

・
引
用
文
献
】 

 

○

『
父
か
ら
の
手
紙 

再
び

「癩
者
」
の
息
子
と 

 
 

し
て
』

（林 

力 

著 

一
九
九
七
年
） 

○

「
ハ
ン
セ
ン
病
史
と
新
型
コ
ロ
ナ
」

（酒
井
義 

 

一
寄
稿 

仏
教
タ
イ
ム
ス 

二
〇
二
〇
年
五
月 

 

一
四
日
号
） 

○

『感
染
症
と
文
明
ー
共
生

へ
の
道
』

（山
本
太 

 

郎
著 

二
〇
二
〇
年
） 

○
日
本
心
理
学
会
特
設
ペ
ー
ジ 

  
h

ttp
s://p

sy
ch

.o
r.jp

/sp
ecialco

v
id

1
9

/ 
 

co
m

b
atin

g
_

b
ias_

an
d

_
stig

m
a/ 

  
 

 

（
『
宗
報
』
２
０
２
０
年
７
月
号
よ
り
） 
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親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
思
想

【
一
二
〇
七
～

一
二
三

一
】 

 

関
東
で
の
布
教 

今
井 

雅
晴 

  

親
鸞
は
四
十
二
歳
の
と
き
、
妻
恵
信
尼

え
し
ん
に

や
子
ど
も
た

ち
と
と
も
に
越
後

え
ち
ご

か
ら
関
東
に
移
っ
た
。
以
後
二
十
年

間
近
く
、
常
陸
国

ひ
た
ち
の
く
に

を
中
心
と
す
る
関
東
に
お
い
て
念
仏

布
教
に
励
み
、
多
く
の
門
信
徒

も
ん
し
ん
と

（門
徒

も
ん
と

）
を
獲
得

ｓ

た
。
ま
た
自
身
の
信
仰
の
境
地
も
深
め
、
主
著
と
な
っ

た

『
教
行
信
証

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

』

（正
式
に
は

『
顕
浄
土
真
実
教

け
ん
じ
ょ
う
ど
し
ん
じ
つ
き
ょ
う

行
証
文
類

ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

』
と
い
う
）
を
ま
と
め
た
。
親
鸞
の
関
東

で
の
活
動
は
、
門
徒
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
ま
た
親

鸞
自
身
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
本
稿
で
は

そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。 

  
 

越
後
で
の
生
活 

  

東
国
に
移
る
ま
で
は
、
親
鸞
は
朝
廷
か
ら
の
流
罪

る
ざ
い

に

よ
っ
て
七
年
間
を
越
後
で
過
ご
し
て
い
た
。
越
後
に
流

さ
れ
た
の
は
親
鸞
三
十
五
歳
の
二
月
で
あ
っ
た
。
す
で

に
京
都
で
結
婚
し
て
い
た
妻
の
恵
信
尼
も
同
道
し
た
。

か
つ
て
恵
信
尼
は
越
後
の
豪
族
の
娘
で
あ
る
と
い
う
説

が
強
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
恵
信
尼

は
京
都
の
中
流
ク
ラ
ス
の
貴
族
三
善
為
教

み
よ
し
た
め
の
り

（為
則
）
の

娘
で
あ
っ
て
、
彼
女
は
京
都
で
親
鸞
と
結
婚
し
た
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。 

 

朝
廷
の
規
則

（
「
養
老
律
令

よ
う
ろ
う
り
つ
り
ょ
う

」

極
令

ご
く
り
ょ
う

）
に
よ
れ

ば
、
流
人
の
妻
は
流
刑
地
に

一
緒
に
下
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
恵
信
尼
は
こ
の
規
則
に
従
っ
て
夫
親
鸞

と
と
も
に
越
後
に
下
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
親
鸞
が
流
さ
れ
る
直
前
の
一
月
、
伯
父
の
日
野

ひ
の

宗
業

む
ね
な
り

が
臨
時
の
除
目
に
よ
っ
て
越
後
権
介

え
ち
ご
の
ご
ん
の
す
け

に
任
命
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
親
鸞
が
越
後

へ
流
さ
れ

る
と
の
情
報
を
得
て
、
流
刑
地
で
の
親
鸞
を
守
る
た
め

に
、
朝
廷
の
有
力
者
に
頼
み
込
ん
で
越
後
権
介
に
任
命

し
て
も
ら
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
流
人
を
関
係
者
が
守

る
こ
と
は
よ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。 

 
す
で
に
越
後
介
も
い
る
こ
と
で
は
あ
る
し
、
貴
族
の

慣
行
に
従
い
、
実
際
に
は
任
地
に
赴
任
し
な
い
遥
任

よ
う
に
ん

で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
現
職
の
国
司

の
権
威
は
、
と
く
に
国
府
に
お
い
て
は
、
絶
大
で
あ

る
。
そ
の
甥
夫
婦
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
親
鸞
と
恵
信
尼

の
安
定
し
た
生
活
は
保
障
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な

い
。 

 

従
来
、
親
鸞
の
越
後
で
の
生
活
は
経
済
的
に
苦
し

か
っ
た
と
い
う
見
方
が

一
般
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
見
方
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
親
鸞
の
苦
し
さ

は
経
済
生
活
で
は
な
く
、
法
然
や
そ
の
門
下
の
仲
間
と

離
れ
て

一
人
で
信
仰
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
あ

っ
た
。
妻
の
恵
信
尼
が
い
る
と
は
い
っ
て

も
、
恵
信
尼
は
ま
だ
尼
で
も
な
け
れ
ば
修
行
者
で
も
な

い
。
信
仰
は
あ
く
ま
で
も
親
鸞
個
人
の
課
題
と
し
て
解

決
し
、
前
身
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。 

 

流
罪
後
五
年
近
く
た
っ
て
親
鸞
に
は
赦
免

し
ゃ
め
ん

の
知
ら
せ

が
来
た
。
し
か
し
親
鸞
は
京
都

へ
は
帰
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
年
あ
ま
り
た
っ
て
か
ら
、
家
族
と
と
も
に

関
東
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
京
都

へ
戻
ら
な
か
っ
た

理
由
に
つ
い
て
は
、
師
匠
の
法
然
が
亡
く
な

っ
て
し

ま
っ
た
の
で
戻
る
意
味
が
薄
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
説

が
あ
る
。
ま
た
、
い
や
実
際
に
は
京
都
に
戻
り
、
そ
れ

か
ら
家
族
で
関
東
を
め
ざ
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
話
も

あ
る
。 

 

し
か
し
親
鸞
が
自
分
の
信
仰
の
境
地
を
深
め
る
た
め

に
、
そ
し
て
念
仏
布
教
の
た
め
に
関
東
を
め
ざ
し
た
こ

と
は
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。 

  
 

越
後
か
ら
関
東

へ 

  

親
鸞
が
関
東
に
同
道
し
た
の
は
、
三
十
三
歳
の
妻
恵

信
尼
と
、
四
歳
の
息
子
信
蓮
房

し
ん
れ
ん
ぼ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
信
蓮

房
よ
り
三
歳
ほ
ど
年
上
で
あ
ろ
う
娘
の
小
黒
女
房

お
ぐ
ろ
の
に
ょ
う
ぼ
う

で

あ
る
。
い
ず
れ
も
数
え
年
で
あ
る
か
ら
、
満
年
齢
な
ら

小
黒
女
房
は
五
歳
か
ら
六
歳
、
信
蓮
房
は
四
歳
か
五
歳

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
幼
児
や
貴
族
出
身
の
妻
を
同
道

す
る
か
ら
に
は
、
関
東
に
は
き
ち
ん
と
迎
え
て
く
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
で
な

け
れ
ば
恵
信
尼
が
関
東
行
き
を
同
意
す
る
は
ず
も
な
か

ろ
う
。 

 

関
東
で
親
鸞

一
家
が
長
い
あ
い
だ
住
ん
だ
の
は
、
常

陸
国
笠
間
郡
稲
田

か
さ
ま
ぐ
ん
い
な
だ

で
あ
る
。
こ
こ
は

下
野
国

し
も
つ
け
の
く
に

南
部
の

大
豪
族
宇
都
宮

う
つ
の
み
や

頼
綱

よ
り
つ
な

の
領
地
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
法
然 

４ 

 

 
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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の
有
力
な
俗
弟
子
で
、
法
名
を

実
信
房
蓮
生

じ
っ
し
ん
ぼ
う
れ
ん
し
ょ
う

と
称
し

て
い
た
。
親
鸞
の
五
歳
年
下
で
、
京
都
の
貴
族
社
会
に

出
入
り
し
て
い
た
。
和
歌
で
有
名
な
藤
原
定
家
の
息
子

為
家
の
妻
は
、
頼
綱
の
娘
で
あ
る
。 

 

頼
綱
が
法
然
門
下
の
俊
秀
親
鸞
を
知
ら
な
い
は
ず
は

な
い
。
そ
の
親
鸞
が
関
東
を
め
ざ
す
と
聞
き
、
頼
綱
は

自
分
の
領
地
稲
田
に
招
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
で
は
稲

田
と
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
前

に
、
い
ま
ま
で
関
東
の
親
鸞
と
い
え
ば

「関
東
の
荒
野 

に

一
人
立
つ
親
鸞
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。 

 

日
本
全
国
六
十
六
か
国
は
、
農
林
水
産
業
の
豊
か
な

順
に
四
種
類
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
年
貢
収
入

の
多
い
順
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
か
ら
下

へ
大
国

・
上

国

・
中
国

・
下
国
で
あ
っ
た
。
大
国
は
豊
か
で
よ
い
暮

ら
し
が
で
き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
な
ん
と
常
陸
国
は

大
国
で
あ

っ
た
。
南
隣
り
の

下
総
国

し
も
う
さ
の
く
に

も
大
国
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
見
て
も
、

「関
東
は
荒
野
で
あ
る
」
な

ど
と
は
い
え
ま
い
。
そ
れ
は
あ
と
か
ら
作
ら
れ
た
イ

メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
稲
田
に
つ
い
て
で
あ
る
。
親
鸞
の
稲
田
草
庵
の

跡
と
い
う
西
念
寺

さ
い
ね
ん
じ

の
北
、
三
、
四
百
㍍
の
と
こ
ろ
に
稲

田
神
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
は
古
代
か
ら
存
在
し
て
い

た
。
平
安
時
代
の

『
延
喜
式

え
ん
ぎ
し
き

』
に
は
、
全
国
の
有
力
神

社
の
一
覧
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
神
社
は
大
社

・
中
社

・

小
社
の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
大
社
の
な
か
で

も
大
勢
力
の
神
社
は
明
神
大
社
と
し
て
最
高
位
に
格
づ

け
さ
れ
て
い
た
。
稲
田
神
社
は
、
こ
の
明
神
大
社

み
ょ
う
じ
ん
た
い
し
ゃ

で

あ
っ
た
。 

 

鎌
倉
時
代
の
な
か
ば
、
親
鸞
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
ま

も
な
く
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
、
常
陸
国
全
部
の
田
の

面
積
を
記
し
た

一
覧
表

（
「弘
安

こ
う
あ
ん

の
大
田
文

お
お
た
ぶ
み

」
）
に
よ

れ
ば
、
稲
田
神
社
は
十
七
町
あ
ま
り
の
田
を
所
有
し
て

い
た
。
当
時

一
町
は
三
千
六
百
坪
な
の
で
、
十
七
町
は

現
在
の
表
記
に
直
せ
ば
二
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り

と
な
る
。
こ
れ
以
外
に
広
大
な
畠
や
山
林
、
そ
し
て
そ

れ
ら
を
守
る
僧
兵
が
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
稲
田
神
社

は
大
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
稲
田
は
交
通
の
要
地
で
も
あ
っ
た
。
南
か
ら
北

へ
抜
け
る
幹
線
道
路
の
宿
場
町
で
、
古
代
か
ら

「大
神

お
お
か
み

の
馬
家

う
ま
や

」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

「親
鸞
伝
絵
」

（
『
御ご

伝
鈔

で
ん
し
ょ
う

』
）
に
、 

  
 

聖
人

（中
略
）
笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
ふ
所
に
、
隠 

 
居
し
た
ま
ふ
。
幽
棲

ゆ
う
せ
い

を
占し

む
と
い
へ
ど
も
道
俗
跡あ

と

を 

 

た
づ
ね
、
蓬
戸

ほ
う
こ

を
閇と

づ

と
い
へ
ど
も
貴
賤
衢

ち
ま
た

に
溢あ

ふ 

 

る
。 

  

「親
鸞
聖
人
は
笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
う
と
こ
ろ
に
隠

れ
住
ま
わ
れ
ま
し
た
。
ひ
っ
そ
り
と
住
ん
で
い
た
の
に

僧
侶
や
俗
人
が
訪
ね
て
来
て
、
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず

大
勢
の
人
た
ち
が
道
路
に
あ
ふ
れ
ま
し
た
」
、
と
い
う

文
章
か
ら
浮
か
ぶ
よ
う
に
、
稲
田
は
人
里
離
れ
た
う
ら

ぶ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
改
め
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
稲
田
は
に
ぎ
や
か
な
ど
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
あ
る
。 

  
 

東
国
で
の
布
教
活
動 

 

 

で
は
親
鸞
は
関
東
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
従
来
、

「親
鸞
は
念

仏
も
知
ら
ぬ
無
知
蒙
昧
の
人
び
と
に
念
仏
を
伝
え
に
来

た
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
関
東
は
未

開
の
地
で
は
な
い
。
念
仏
や
そ
の
他

「法
華
経
」
、
観

音
菩
薩
の
信
仰
な
ど
、
関
東
の
人
び
と
が
知
ら
な
か
っ

た
は
ず
は
な
い
。
い
ず
れ
も
日
本
中
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い

る
。
念
仏
は
京
都
の
貴
族
の
独
占
物
で
は
な
い
。
た

だ
、
関
東
で
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
念
仏
と
親
鸞
の
念
仏
と

で
は
そ
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。 

 

「親
鸞
伝
絵
」
に
、 

  
 

聖
人
常
陸
国
に
し
て
、
専
修
念
仏

せ
ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

の
義
を
ひ
ろ
め 

 

給
ふ
に
、
お
ほ
よ
そ
疑
謗
の

輩
と
も
が
ら

は
す
く
な
く
、
信 

 

順
の
族

や
か
ら

は
お
ほ
し
。 

  

「親
鸞
聖
人
が
常
陸
国
で
専
修
念
仏
の
教
え
を
ひ
ろ

め
る
と
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
そ
の
教
え
を
疑
い
謗
る

人
た
ち
は
少
な
く
、
信
じ
従
う
人
た
ち
が
多
か
っ
た
」

と
あ
る
。
い
か
に
も
た
や
す
く
親
鸞
が
説
く
念
仏
が
ひ

ろ
ま
っ
た
か
の
印
象
を
受
け
る
。 

 

し
か
し
親
鸞
が
説
く
念
仏
が

一
挙
に
関
東
に
ひ
ろ

ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
関
東
の

人
び
と
は
す
で
に
信
仰
を
も
っ
て
い
る
。
外
の
世
界
か

ら
来
た
人
に
い
き
な
り

「こ
の
念
仏
が
正
し
い
」

「こ

の
念
仏
が
ほ
ん
と
う
の
信
仰
だ
」
と
い
わ
れ
て
も
、
拒

絶
反
応
を
示
す
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
乗
り
越

え
る
た
め
に
は
、
親
鸞
が
自
分
の
人
間
性
を
関
東
の
人

び
と
に
信
用
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
親
鸞

自
身
の
宗
教
生
活
や
家
庭
生
活
を
見
せ
る
必
要
も
あ

る
。 

５ 

『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
」
／

「関
東
で
の
布
教
」
今
井 

雅
晴 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 
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そ
れ
を
見
て
、
感
動
し
た
関
東
の
人
び
と
は
、
し
だ
い

に
親
鸞
に
心
を
ひ
ら
き
、
親
鸞
の
説
く
念
仏
の
教
え
に

耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
親
鸞
の
布
教
を
妨
害
す
る
人
物
も

現
れ
て
く
る
。
山
伏
弁
円

べ
ん
ね
ん

が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

「親

鸞
伝
絵
」
に
、 

  
 

し
か
る
に

一
人
の
僧

（山
伏
云
々
）
あ
り
て
、

動

や
や
も
す
れ
ば

も
す
れ
ば
仏
法
に
怨

う
ら
み

を
な
し
つ
つ
、
結
句

け
っ
く

害 

 

心
を

挿
さ
し
は
さ
ん

で
、
聖
人
を
時
々
う
か
が
ひ
た
て
ま
つ 

 

る
。 

  

「け
れ
ど
も

一
人
の
僧
が
い
て

（か
れ
は
山
伏
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
）
、
な
に
か
に
つ
け
て
親
鸞
の
布
教

の
邪
魔
を
し
、
結
局
親
鸞
を
殺
そ
う
と
し
て
親
鸞
の
様

子
を
と
き
ど
き
う
か
が
っ
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、

弁
円
は
親
鸞
を
殺
害
し
よ
う
と
ま
で
し
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
結
局
弁
円
の
意
図
は
潰つ

い

え
、
稲
田
草
庵
に
お

い
て
親
鸞
の
門
下
と
な
り
、
明
法
と
い
う
法
名
を
も

ら
っ
た
。
そ
の
後
は
熱
心
な
念
仏
の
行
者
と
な
り
、
親

鸞
に
先
立
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
た

と
き
、
親
鸞
は
す
で
に
京
都
に
帰
っ
て
い
た
が
、
明
法

は
極
楽

へ
往
生
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
、
関
東
の
門
弟

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
を
送
っ
た
。 

  
 

明
法
御
房
の
往
生
の
こ
と
、
を
ど
ら
き
ま
ふ
す
に 

 

 

は
あ
ら
ね
ど
も
、
か
へ
す
が

へ
す
う
れ
し
く
さ
ふ
ら 

 

ふ
。
鹿
島

・
な
め
か
た

・
奥
郡

お
く
ぐ
ん

、
か
や
う
の
往
生
ね 

 

が
は
せ
た
ま
ふ
ひ
と
び
と
の
、
み
な
の
御
よ
ろ
こ
び 

 

に
て
さ
ふ
ら
ふ
。 

 

 

「明
法
房
が
極
楽

へ
往
生
し
た
こ
と
は
当
然
で
、
い

ま
さ
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
あ
ら
た
め
て
強

く
う
れ
し
く
思
う
。
こ
れ
は
常
陸
国
の
鹿
島
郡

・
行
方

な
め
か
た

郡

・
奥
郡
の
、
こ
の
よ
う
な
め
で
た
い
極
楽
往
生
を
願

う
方
た
ち
皆
の
喜
び
で
あ
る
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。

親
鸞
が
弁
円
改
め
明
法
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。 

  

や
が
て
各
地
に
親
鸞
の
弟
子
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
弟

子
の
ほ
と
ん
ど
は
武
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
武
士
を
中
心

に
し
て
他
の
武
士
や
農
民
を
巻
き
込
ん
だ
門
徒
集
団
が

生
ま
れ
た
。
横
曽
根

よ
こ
そ
ね

（茨
城
県
常
総
市

じ
ょ
う
そ
う
し

）
の
性
信

し
ょ
う
し
ん

を

最
初
の
指
導
者
と
す
る
横
曽
根
門
徒
。
高
田

（栃
木
県

真
岡
市
）
の
真
仏

し
ん
ぶ
つ

や
顕
智

け
ん
ち

の
高
田
門
徒
。
鹿
島

（茨
城

県
鉾
田
市

ほ
こ
た
し

）
の
順
信

じ
ゅ
ん
し
ん

の
鹿
島
門
徒
。
ほ
か
に
も
門
徒

集
団
が
成
立
し
て
い
っ
た
。 

 
の
ち
に
二
十
四
輩

に
じ
ゅ
う
よ
は
い

と
呼
ば
れ
た
多
く
の
有
力
門
弟
も

世
の
中
に
出
た
。
そ
の
う
ち
、
前
掲
性
信
が
二
十
四
輩

第

一
、
真
仏
が
第
二
、
順
信
が
第
三
と
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
二
十
四
輩
の
名
を

一
欄
に
し
た

「二
十
四
輩

牒
」
に
よ
れ
ば
、
第

一
・
第
二
な
ど
の
番
号
は
つ
い
て

い
な
い
。
二
十
四
人
が
列
記
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
親
鸞
が
住
ん
だ
と
こ
ろ
は
稲
田
だ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

も
、
稲
田
草
庵

の
ほ
か
に
小
島

お
じ
ま
の

草
庵

（茨
城
県
下
妻

し
も
つ
ま

市し

）

・
大
山
草
庵

（茨
城
県
城
里
町

し
ろ
さ
と
ま
ち

）

・
三
谷

み
や
の

草
庵

（栃
木
県
真
岡
市
）
そ
の
他
が
あ
る
。
た
だ
稲
田
が

も
っ
と
も
長
く
住
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
動
く
ま

い
。
と
い
う
の
は
二
十
四
輩
の
当
初
の
住
所
を
調
べ
る

と
、
ほ
と
ん
ど
全
部
が
稲
田
を
中
心
に
し
た
半
径
四
十

キ
ロ
程
度
の
同
心
円
の
な
か
に
入
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。 

 

人
間
が

一
時
間
に
歩
く
の
は
四
キ
ロ
か
ら
五
キ
ロ
で

あ
ろ
う
。
と
す
る
と
四
十
キ
ロ
な
ら
八
時
間
か
ら
十
時

間
、
半
日
の
行
程
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
親
鸞
は
朝
に
稲
田
草
庵
を
出
発
す
る
。
夕

方
に
門
弟
の
家
に
着
く
。
夜
、
集
ま
っ
て
き
た
人
た
ち

に
念
仏
の
教
え
を
説
く
、
翌
朝
、
稲
田
草
庵
に
向
け
て

帰
る
。
こ
の
よ
う
な
布
教
活
動
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。 

  
 

関
東
で
の
活
動
の
生
活 

  

親
鸞
は
二
十
年
近
く
も
関
東
の
人
び
と
と
生
活
を
と

も
に
し
た
。
関
東
の
人
び
と
の
気
持
ち
や
願
い
を
膚
で

実
感
し
た
。
民
衆
の
な
か
で
の
生
活
で
あ
っ
た
。
そ
の

な
か
で
本
格
的
な
布
教
生
活
を
送
り
、
多
く
の
成
果
を

あ
げ
た
。
ま
た
こ
の
布
教
生
活
の
な
か
で
根
本
的
な
教

学
書
で
あ
る

『教
行
信
証
』
も
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
ら

は
す
べ
て
妻
子
と
と
も
に
あ
っ
た
生
活
の
な
か
の
成
果

で
あ
っ
た
。 

 

親
鸞
は
家
庭
人
で
も
あ
っ
た
。
妻
恵
信
尼
と
娘
小
黒

女
房
、
息
子
の
信
蓮
房
の
ほ
か
に
、
関
東
で
生
ま
れ
た

息
子
の
道
性

ど
う
し
ょ
う

、
娘
の
高
野
禅
尼

た
か
の
の
ぜ
ん
に

、
覚
信
尼

か
く
し
ん
に

が
い
た
。

家
庭
生
活
は
い
つ
も
楽
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
親
鸞
は
恵
信
尼
と
と
も
に
そ
の
苦
労
を
乗
り
越

え
た
の
で
あ
る
。 

 

親
鸞
は
関
東
に
お
い
て
民
衆
仏
教
を
み
ず
か
ら
実
践

し
、
多
く
の
成
果
を
あ
げ
た
。
そ
れ
が
関
東
で
の
活
動

の
意
義
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

『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
」
／

「関
東
で
の
布
教
」
今
井 

雅
晴 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋 

６ 
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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 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

十
月
の
行
事
予
定 

 

 

こ
の
間
、
夜
遅
く
、
迷
惑
電
話
ブ
ロ
ッ
ク
が
表
示
さ
れ
た

電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
恐
る
恐
る
取
っ
て
み
る
と
、

「
○
○

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
で
す
が
キ
タ
ム
ラ
シ
ン
ヤ
さ
ん
で

す
か
」
と
尋
ね
ま
す
の
で
、
余
計
、
怪
し
く
感
じ
な
が
ら
ハ

イ
と
応
え
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
不
正
ア
ク
セ
ス
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
の
で
、
緊
急
に
ご
連
絡
し
ま
し
た
。
ア
マ

ゾ
ン
で
ナ
イ
キ
の
商
品
や
○
○
の
商
品
を
購
入
し
ま
し
た
か

と
尋
ね
て
き
ま
し
た
。
身
に
覚
え
が
な
い
の
で
、
イ
イ
エ
と

応
え
ま
し
た
。
最
近
ア
マ
ゾ
ン
で
購
入
さ
れ
た
の
は
、
体
温

計
で
す
か
と
聴
か
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
は
確
か
で
し
た
の

で
、
ハ
イ
と
応
え
ま
し
た
。
誰
か
が
、
キ
タ
ム
ラ
様
の
カ
ー

ド
番
号
を
不
正
に
入
手
し
た
よ
う
で
す
か
ら
、
今
後
、
ア
ク

セ
ス
出
来
な
い
よ
う
に
番
号
を
変
え
ま
す
の
で
、
ご
住
所
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
カ
ー
ド
を
お
送
り
致
し
ま
す
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
カ
ー
ド
会
社
か
ら
不
正
ア
ク
セ
ス
を
見
抜

き
、
購
入
を
未
然
に
防
ぎ
、
親
切
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
に
、
感
謝
す
べ
き
な
の
に
、
連
絡
し
て
き
た
方
が
本
当
に

カ
ー
ド
会
社
の
方
か
不
信
に
思
え
て
も
き
ま
し
た
。
そ
し
た

ら
、
慎
重
に
な
ら
れ
る
こ
と
を
当
方
も
奨
め
ま
す
の
で
、 

カ
ー
ド
の
裏
の
番
号
に
お
電
話
し
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
、 

直
ち
に
か
け
直
し
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
、
ま
た
こ
ち
ら
か
ら

か
け
直
し
ま
す
か
ら
と
言
わ
れ
る
の
で
、
い
や
、
家
に
か
け

て
こ
ら
れ
た
○
○
さ
ん
を
出
し
て
く
だ
さ
い
と
申
し
ま
し 

た
。
わ
か
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
待
っ
て
い
た
ら
、
違

う
男
の
方
の
声
で
し
た
。
住
所
の
確
認
を
さ
れ
ま
し
た
の
で

一
度
断
り
ま
し
た
。
が
、
正
式
な
番
号
に
こ
ち
ら
か
ら
電
話

し
た
こ
と
に
気
づ
き
、
番
地
を
応
え
て
終
り
ま
し
た
。
不
信 

感
ば
か
り
が
増
し
て
い
く
自
分
に
嫌
気
が
さ
す
夜
で
し
た
。 

二
〇
二
〇
年 

九
月
の
行
事
予
定 

  

迷ま
よ

い
の
目め

に
は 

  
 

 

真
実

し
ん
じ
つ

は
見み

え
な
い  

 
 
 

 
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
九
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

  

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 

 

※

「
不
要
不
急
」
の
外
出
は
お
避
け
く
だ
さ
い
。 

  

 

一
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

  
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

八
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
五
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（月
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
二
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
前
九
時 

 

二
九
日

（
日
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

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

一
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 

 

 

 


