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　この作品を早川書房から上下２巻本で日本語に翻訳出版した田中文（たなか ふみ）氏は

「訳者あとがき」で次のように述べている。

　　ルース・オゼキ（Ruth Ozeki）は1959年、（アメリカ）コネチカット州ニューヘイブンで

アメリカ人の父と日本人の母のもとに生まれた。スミス大学で英文学とアジア研究を学

び、卒業後は奈良女子大学の大学院で日本の古典を研究するかたわら、京都の飲み屋街で

バーのホステスとして働いたり、生け花や能楽を習ったり、京都産業大学で英語を教えた

りした。その後、ニューヨークでドキュメンタリー映画の製作に携わったのち、1998年

に『イヤー・オブ・ミート』My Year of Meats（佐竹史子訳、アーティストハウス）で小

説家デビューし、2003年には二作目となる All Over Creationを発表し、環境政治学、科学

技術、グローバル・ポップカルチャーなどの問題を独自なハイブリッドな語り口で鋭く、

ときにユーモアたっぷりに切り取る手腕が世界の批評家から高く評価された。2010年に

曹洞宗の禅僧となり、現在はニューヨークとブリティッシュコロンビアを行き来して生活

している。夫は環境芸術家のオリバー・ケルハンマーである。1） 

　ルース・オゼキは英文学、アジア研究にとどまらず、日本の大学で日本の古典を学び、京都

の飲み屋街で働いている。日本の様々な表情を実地に体験しているところにこの作家の探求心

を感じる。松永京子氏はルース・オゼキの第一作目の小説『イヤー・オブ・ミート』（My Year 

of Meats, 1998）と第二作目『オール・オーバー・クリエーション』（All Over Creation, 2003）

について研究されている。氏は「『イヤー・オブ・ミート』の畜産のナラティブに構築された

ルース・オゼキ（Ruth Ozeki）の A Tale for the Time 
Being（『あるときの物語』）について

田　中　泰　賢
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巧緻な戦争科学と農業の関係性は、『オール・オーバー・クリエーション』でさらに前景化さ

れ、遺伝子組み換え作物に連繋する戦争科学の問題にまで発展している」2）と論じている。ま

た結城正美氏はルース・オゼキの作品について研究発表している。氏は「食をテーマとする
Ozekiの次の二つの作品、合成女性ホルモン剤 DESによる食肉と環境と人間の身体の汚染を

描いた My Year of Meats (1998) と、遺伝子組み換えじゃがいもをめぐる農家や環境活動家の物

語を描いた All Over Creation (2003) に共通する特徴を指摘し、二項対立的な概念世界を揺さぶ

る Ozekiの文学実践を分析した」3）と述べている。

　仏教僧という視点から書かれたのがこの『あるときの物語』である。この物語の構成が曹洞

宗の修行僧が使う応量器に似ている。応量器とは修行僧が食事に用いる器である。一番大きい

器に次に小さい器が入るといったように一番小さい器まで収まる入れ子式になっている。この

物語の登場人物の一人、ルースは海岸でフリーザーバッグを見つける。その中に日記らしきも

の、手紙などが入っている。その日記の表紙はフランス語であるが、中に書かれているのは大

半が英語で、日本語も混じっている。その日記の書き手はヤスタニ・ナオという日本人であ

る。そして書き手のナオはひいお婆ちゃん、言い換えるとヤスタニ・ジコウ（禅宗のお坊さ

ん）の人生を語り伝えるための日記だと書いている。ルースの中に日記等が収まり、その日記

の表紙はフランス語で、その中は英語と日本語で書いたナオという女性が収まり、その中にひ

いお婆ちゃんが収まっている。応量器のようにきちんと収まっている。

　あるとき（夏休み）、ナオは父親と共にひいお婆ちゃんの住んでいるお寺を拝登（はいとう、

お参りすること）する。夜、ひいお婆ちゃんはお風呂に入る時、次のようなお祈りをした。

　　As I bathe myself

　　I pray with all beings

　　that we can purify body and mind

　　And clean ourselves inside and out.4）

　禅の修行道場では次のような言葉を唱える。

　　　沐浴偈

　　沐浴身体　当願衆生　身心無垢　内外光潔5）（もくよくしんたい　とうがんしゅじょう　

しんじんむく　ないげこうけつ）

　　お風呂に入る時はあらゆる存在と共に願いましょう

　　身も心も洗い流して、光り輝くように。
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　道元禅師は身も心も洗うのは仏陀の教えに基づくものであり、全てが清らかに輝くと説いて

いる。仏陀はまずお袈裟を洗いそして体と心を洗い菩提樹のもとで坐禅をして成道したと言わ

れている。だから沐浴は仏陀の作法であり、私たちの作法でもある。そして道元禅師は次のよ

うに述べている。

　　心の働きもまた思考し、解釈して自分で善し悪しときめられません。思考・概念に染まる

以前の静寂な心は人間の汚染した観念で捉えられません。体も心も計れないのですから、

沐浴という慮り・働きも同様に分別出来ないのです。この無限の大きさを取り上げて悟り

を行動に実証するそれが仏陀と祖師が大切にしてきたことなのです。自我の計らいを先に

せず、その計らいを実体とこだわるべきではありません。そのようなわけですから、この

ように沐浴し洗濯して自我を超えた身心の無限性を徹底して清らかにするのです。たとい

地・水・火・風の四大の条件が合成した肉体とはいえ、たとい色…体と・受・想・行・識

の意識活動の合成縁起した命であっても、たとい趙州が言ったように縁起・無常な命の事

実こそ確かだとしても、沐浴すれば、身も心も自我のこだわる心はさわやかになるので

す。6）

　ナオはこの偈を少し大げさだなと思ったけれど、しかし銭湯で体を洗っていたバーのホステ

スたちもお風呂から上がり、とても清潔できれいになっているようであったことを思い出して

いる。（It seemed like a big deal to go through, but then I thought about the bar hostesses at the sento 

and how clean and pure they seemed after their baths.）7） ナオは日本のお風呂の入り方を説明してい

る。日本ではその浴槽のお湯を皆が使用するので、その浴槽に入る前に体をよく洗って、汗や

ほこりなどを落とすのが作法である。西洋では一人が入るたびに浴槽のお湯を捨てて、新しい

お湯を入れ替える。これではお湯がたくさん必要になってしまう。日本ではお湯を節約して大

切に使うというのがお風呂の原点である。

　ナオはこのお寺では沐浴の時だけでなく、顔を洗う時も歯を磨く時もお便所に行く時も私た

ちとは異なる所作があると語る。（And talking about rules, the two of them had all these crazy 

routines they did for every different kind of thing you can imagine, like washing their faces or brushing 

their teeth, or spitting out their toothpaste, or even going for a crap.）8） ここで使用されている “crazy”

は必ずしも悪い意味ではなくて「熱心な」とか「真面目な」という肯定的な表現である。だか

ら “these crazy routines”は「顔を洗う時も、歯を磨く時も、お便所に行く時も真面目な日課」

と理解することができる。

　道元禅師は洗面について次の様に述べている。
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　　洗面は西のインドから伝わり東のチーナ（秦）国に広がりました。諸学派の律の記録に

はっきりしているのですが、やはり仏方や禅の祖師方が伝えたのが純粋な跡継ぎのありか

たです。略。ただ垢と脂を取り除くだけでなく仏と祖師の清浄な命と心を伝えるもので

す。9）

　洗面の偈（言葉）は次の通りである。

　　手執楊枝　当願衆生　心得正法　自然清淨（しゅじゅうようじ　とうがんしゅじょう　し

んとくしょうぼう　じねんしょうじょう）

　　　　　　　（楊枝をとるとき）10）

　楊枝とは現代でいえば歯ブラシに相当する。上の言葉は「歯ブラシを取る時はあらゆる存在

と共に願いましょう　心に正法を得て　自ずと清淨になるように」と解される。次の偈が続

く。

　　晨嚼楊枝　当願衆生　得調伏牙　噬諸煩悩（しんしゃくようじ　とうがんしゅじょう　と

くちょうぶくげ　ぜいしょぼんのう）

　　　　　　　（楊枝を使うとき）11）

　上の言葉は「歯ブラシを使う時はあらゆる存在と共に願いましょう　丈夫な歯を得て　あら

ゆる煩悩をこそぎ落しますように」と解される。道元禅師の教えを建学の土台とする愛知学院

に歯学部が設けられているのはふさわしいといえよう。更に偈は続く。

　　澡漱口歯　当願衆生　向浄法門　究竟解脱（そうそうくし　とうがんしゅじょう　こう

じょうほうもん　くぎょうげだつ）

　　　　　　　（口をすすぐとき）

　この言葉は「口をすすぐ時はあらゆる存在と共に願いましょう　汚れを取り、仏の教えに進

み　この上ない悟りをえますように」となる。『僧堂の行持』では「口歯をすすぐに当に願わ

くは衆生　浄法門に向って解脱を究めおわらん」12）と説明されている。最後に次の偈を唱える。

　　以水洗面　当願衆生　得淨法門　永無垢染（いすいせんめん　とうがんしゅじょう　とく
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じょうほうもん　ようむくぜん）

　　　　　　　（顔を洗うとき）13）

　「お水で顔を洗う時はあらゆる存在と共に願いましょう　大切な浄水を得たことを感謝して　

長くお水を汚さないようにしましょう」と意訳した。

　ナオはお便所に行った時の偈を次のように書いている。

　　As I go for a dump,

　　I pray with all beings

　　that we can remove all filth and destroy

　　the poisons of greed, anger, and foolishness.14）

　ナオは最初こんな言葉を嫌っていたけれど、徐々になじんできて、ある日トイレを使用した

後 “Thanks, toilet”15）（ありがとうね、トイレさん）と言うようになった。

　洗浄の偈は次の通りである。

　　左右便利　当願衆生　 除穢汚　無淫怒癡（さゆうべんり　とうがんしゅじょう　けん

じょえお　むいんぬち）

　　　　　　　（大小便所に入るとき）16）

　この偈は『華厳経』淨行品によるという17）。

　「大小便の時あらゆる存在と共に願いましょう　体の毒素を取り除き　むさぼり・怒り・愚

かさの三毒もなくすように」。

　偈は続く。

　　已而就水　当願衆生　向無上道　得出世法（いにしゅうすい　とうがんしゅじょう　こう

むじょうどう　とくしゅっせほう）

　　　　　　　（お水を使う前）18）

　「お水を使用する前にあらゆる存在と共に願いましょう　仏の教えに心を向けて　仏道のダ

ルマを具えるように」。

　そしてお水を使う時の偈が続く。
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　　以水滌穢　当願衆生　具足淨忍　畢竟無垢（いすいできえ　とうがんしゅじょう　ぐそく

じょうにん　ひっきょうむく）

　　　　　　　（お水を使うとき）19）

　「お水を使用し、手を洗う時にあらゆる存在と共に願いましょう　寛容でどこまでも裏表が

ない人でありますように」。

　以上の作法は確かに修行道場ではふさわしい。けれどひいお婆ちゃん、ジコウ禅僧もわかっ

てくれたけど、中学校のトイレでこんな作法をしたらいじめられてしまうからやめたほうがい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

いとナオは思った
4 4 4 4 4 4 4 4

。ジコウ禅僧も “but that it was okay just to feel grateful sometimes, even if you 

don’t say anything. Feeling is the important part. You don’t have to make a big deal about it.”20）（まあ
4 4

時々感謝する気持ちを持つだけで良いよ。心持が大切な要素だから。もったいぶることは要ら
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ない
4 4

）と同意してくれた
4 4 4 4 4 4 4

。

　ブッダの十大弟子の一人、サーリプッタ（舎利子又は舎利弗）は大小便を洗う作法によって

バラモンを教化した。「ある時、サーリプッタの洗浄の作法を観たバラモンは感動して比丘

（仏教僧）になった」21）。ここで下線を引いたある時
4 4 4

は（傍点は筆者）この作品の題名『あると

きの物語』のある時を示している。さきほど述べた歯を磨く時、お便所に行く時、手を洗う

時、等全てある時である。あるとき、あるときに真摯に取り組む。それがある時であろう。

　「（ある時、）バラモンは托鉢から戻って足を洗う舎利子又は舎利弗の姿を見て、歓喜心を発

し、さらに舎利弗の説法を聞いて仏に帰依する心を持ったという」22）。ナオはひいお婆ちゃん

と一緒に足洗い場に行って、偈を次のように唱えている。

　　When I wash my feet

　　May all sentient beings

　　Attain the power of supernatural feet

　　With no hindrance to their practice.23）

　　（私が足を洗う時 / あらゆる存在が / 無事に修行をするために / 優れた足の力を得られます

ように）

　「経行（きんひん、坐禅堂では坐禅の間、規則正しい歩みでゆっくりと歩くこと）が終わっ

てさらに端正に坐禅しようとするならかならず足を洗うといいます。足が汚れて不浄に触れる

わけではないが、仏陀や祖師の作法はそのようにしています」24）。
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　アメリカの動物行動学者のテンプル・グランディン氏は「文明社会なら、どこでも礼儀作法

があります。たとえば、「どうぞ」とか「ありがとう」と声をかけ合います。このようなルー

ルが大切なのは、ほんとうに悪い行為に至りかねない怒りをふせぐためです」25）と述べている。

なぜ礼儀が必要であるかという理由をグランディン氏は的確に説明している。礼儀作法によっ

てお互いの心が安らぎ、優しい気持ちにつながっていく。

　ナオはひいお婆ちゃん、ジコウ（禅尼僧）ともう一人の尼僧、ムジとお寺の台所で大根の漬

物作りの手伝いをした。ひと段落した後、ジコウ尼僧はナオと足を洗った。その時の偈が上の

言葉である。そしてジコウ尼僧はナオを本堂に連れて行った。二人はお線香をつけ、焼香して

から坐禅に入っている。

　ナオは坐禅について次のように思った。

　　Zazen is better than a home. Zazen is a home that you can’t ever lose, and I keep doing it because I 

like that feeling, and I trust old Jiko, and it wouldn’t hurt for me to try to see the world a little more 

optimistically like she does.26）

　　（坐禅は家よりいい。坐禅は絶対に失うことのない家で、そういう気持ちが好きなのと、

ジコウおばあちゃんを信用しているから、わたしはずっと続けている。それに、ジコウを

見習って、ちょっとだけ希望を持って世界を見たって害にはならないかなと思って。）27）

　お風呂でナオはジコウお婆ちゃんに体の傷をみられてしまった。ナオはジコウお婆ちゃんに

アメリカから日本の学校に転校した時、いじめられたことを話した。クラスメートはナオが死

んだことにしてお葬式ごっこをした。その時、クラスメートが般若心経を唱えていたことなど

を話した。ナオが話し終わるとジコウ尼僧はこう言った。

　　“Well, Nattchan, you don’t have to worry. You’re not really dead. Your funeral wasn’t real.”

　　I was like, Huh? I kinda already knew that.

　　“They chanted the wrong sutra,” she explained. “You do not chant Shingyo at a funeral. You must 

chant Dai Hi Shin.”

　　Then, before I could say how relieved I was, she said, “Nattchan. I think it would be best for you to 

have some true power. I think it would be best for you to have a superpower.”28）

　　（「心配いらないよ、なっちゃん。おまえは死んでない。おまえの葬式は本物じゃないも

の」わたしは、は？　そんなのもう知ってるけどって思った。「その人たちはまちがった

お経を唱えていたんだよ」とジコウは説明した。「お葬式で般若心経は唱えない。大悲心
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陀羅尼を唱えなくちゃならないの」それ聞いてすごくほっとしたよって言おうとしたんだ

けど、その前にジコウはこう言った。「なっちゃん、お前は本物の力をつけたほうがいい

ね。スーパーパワーを身につけたほうがいい」。）29）

　『大悲心陀羅尼』について大野榮人氏は次のように述べている。

　　千手千眼観世音菩薩は、仏
ほ と け

世尊に次のようにいわれました。「仏
ほ と け

世尊よ、もし諸の人天が

この大悲心呪を誦持するならば、命の終わる時、十方の諸仏が必ず来
きた

ってお手を授け、そ

の人の欲
のぞ

む仏土に導かれるであろう。仏
ほ と け

世尊よ、諸の衆生が有って、この大悲心呪を誦持

するにもかかわらず、三悪道（地獄・餓鬼・畜生道をいう）に堕
お

ちるようなことがあれ

ば、私（千手千眼観世音菩薩）は誓って自分だけの正
さとり

覚をとりません」。30）

　私たちの命が終わる時、大悲心陀羅尼を唱えると十方の諸仏が来て、仏土に導いて下さると

いう。しかし大野榮人氏は更にこう述べている。「いくら手や眼をさし向けてもらっても、千

手千眼観世音菩薩の所
あり か

在を知らなければ、どうすることもできません。所
あり か

在を知るためには、

私以外のすべての人々、それに山や河や樹木や大地、太陽や月、空気や水などの自
わたくし

分を生かし

続けてくれるものに対して、手を合わせて祈
いの

ることです。いくら求めても、祈
いの

る心なしに千手

千眼観世音菩薩の所
あり か

在を知ることはできません。祈
いの

るための呪
じゅもん

文が『大悲心陀羅尼』なので

す」31）。だからお葬式では「大悲心陀羅尼」は大切な呪文であることが分る。ジコウ尼僧はナ

オ（なっちゃん）に「本物の力、スーパーパワー」を身につけることを薦めている。この本物

の力について石田稔一氏はこのように述べている。

　　私たちは社会生活をしている関係上、実に多くの頼りとするものを求めて生きています。

親・妻・夫・親類・友人・知人・財産・健康など、よるべとするものは数多くあります。

しかし、そのような一切のよるべを失ったとしても、最後に残るべきは、自己というよる

べです。現代はあまりにも多くの人のぬくもりの中によるべを求めすぎていて、一人で孤

独のうちに歩み続ける厳しさを忘れているようです。釈尊が、「おのれこそ、おのれのよ

るべ」と言っておられるこの自分とは、主体性を持った一箇の人格としての自己、義務や

責任を負い、道徳的、社会的行為を実践して行く自己であり、平たく言えば、人間として

正しく生きていく自分のことです。釈尊は、利己主義的で自分や自分のものに執着する自

己を苦悩の原因として戒められる反面、人間として正しく生きる自己については、おのれ

のよるべとしなくてはならないと言っておられるのです。32）
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　石田氏の言う「人間として正しく生きていく自分」がジコウ尼僧の述べる「本物の力、スー

パーパワー」であろう。さきほどナオは「坐禅は絶対失うことのない家」と語っている。ナオ

にとっては坐禅はすばらしいよるべになっている。それは言いかえれば人間として正しく生き

る自己をよるべとすることに他ならない。しかしナオはさりげない親切心が心を温かくするこ

とも語っている。

　　We were able to visit many parishioners who were old or sick, and sometimes when we visited 

them, I weeded their gardens, too.33）

　　（病気のお年寄りの家をたくさん訪ねられたし、訪ねていったときにはわたしはときどき、

庭の雑草抜きもした。）34）

　ここもある時の話である。ある時、ナオは人生で長い経験をした人々に会い、その人たちか

ら不思議なパワーをもらったのではなかろうか。そのパワーはジコウ尼僧の言っている本当の

力であろう。それは石田氏の語っている正しく生きる自己のことであると思われる。その訪ね

て行った先で草取りをするという貴重な体験を積むことができたのはスーパーパワーであろ

う。前のところで述べたブッダの十大弟子の一人、サーリプッタ（舎利子）はある時、祇
ぎ

園
おん

精
しょう

舎
じゃ

の建立に尽力したスダッタ（給
ぎっこどく

孤独）長者が重い病気になったとき見舞いに行った。食

欲がなく、苦しい毎日ですという長者の言葉を聞いてサーリプッタは「長者よ、怖れることは

ない。あなたは人々のために布施（へつらうことなく、対価を目的とせず、心身のすがすがし

い行い。例えばボランティア活動、災害義援金等々も含まれる）を行い、善慧（人を幸せにす

る知恵を施し）、また正見（人を貶めることのない言葉）に基づいて生活している。これらは

みな、あなたの苦しみを無くし、元気を与える」と語った。長者はこの教えを聞いて、病気を

回復したという35）。吉川武彦氏は専門家の立場から次のように述べている。

　　私は医学を学び、精神医学を出発点にして精神科医療に携わり、実地医療とは対極の保健

福祉行政に研究面や実際面で深く関わってきましたが、健康と病気、病気と障害の間に

“深くて暗い川” があるのではなく、また、健康と病気などの境目を人がつくっていると

ばかりはいえないのではないかと思っています。それはつまり、「健康のなかに病気が潜

む」という考えをもつようになったということです。言い換えれば、“病気は健康の一形

態” ということになりましょう。もともと人はまっさらで、それを健やかというなら、そ

こに病いや障害が点在するようになり、健康のなかに病気が潜んでいる状態になっている

と考えるのです。健やかさという広大な地域に病いや障害が存在するのであって、その病



愛知学院大学　教養部紀要　第66巻第１号

10─　　─

いや障害に陥ることのないように予防することも大事だが、いったん落ち込んでもその落

とし穴を取り巻く環境がよければ、再び健やかな地を歩めると考えています。36）

　さらに、吉川氏は次のように書いている。長くなりますが引用させていただく。

　　登校拒否・不登校・いじめ・自殺・盗み・性非行など、いま、子どもに関わる事件が頻発

していますが、この問題を解くために、かつて私は “幼熟” といった、脆弱なこころの持

ち主が増えていることを指摘しました。その意味では、“こころの子育て” こそ、いま、

最もホットな精神保健福祉の問題なのです。精神衛生とか精神保健といわれてきたこれま

でのメンタルヘルスは、精神障害者を病院や地域で支えるサポーティブ・メンタルヘルス

ではありましたが、これがサポーティブ・メンタルヘルスのすべてではありません。なぜ

なら、精神障害者だけがサポートを求めているわけではないからです。サポーティブ・メ

ンタルヘルスを求めている人は子どもから老人までたくさんいます。そのことへの気づき

が、登校拒否・不登校の子に対するフリースクールを生み出したのです。いじめを理由に

して、転校も可能になりました。ボケ症状を示す人にもデイサービスが行われるようにな

りました。このリストラの時代、どのような人生選択をすればいいか悩んで孤立している

人を、いったい誰が支えているでしょうか。シングルマザーやシングルファーザーが悩ん

でいるとき、いったい誰がどのように関わりをもっているでしょうか。37）

　吉川氏の説明からサポーティブ・メンタルヘルスを求めている人は子どもから老人までたく

さんいることがわかる。さきほどナオがお年寄りの家を訪問して草取りも行ったとある状況が

吉川氏の言葉から頷くことができる。またこの作品『あるときの物語』ではいじめにあったナ

オ、ナオの父親のリストラ、ノイローゼで苦しんでいるナオの母親のことなどが書かれてい

る。そういった問題に対して、吉川氏は「その目が輝いてこそ、追いつめられた人の現実を直

視することができ、追いつめられてこころを病んでしまった人や精神障害に陥ってしまった人

を暖かく見ることができるのではないかと思います」38）と述べている。

　ナオは秋葉原のテレビ画面の前を通りかかかった時、テレビでは昆虫の戦いを映し出してい

た。アナウンサーはクワガタムシとサソリの戦いを大声で叫んでいた。敗者はクワガタです。

死にました。サソリの勝ち。その時の様子をナオは次のように書いている。

　　I started to cry. I’m not kidding. Until then nothing could make me cry, not losing all our money, 

not moving from my wonderful life in Sunnyvale to a crappy dump in Japan, not my crazy mother, 
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or my suicidal father, or my best friend dumping me, or even all those months and months of ijime. 

I never cried. But for some reason, the sight of these stupid bugs tearing each other apart was too 

much for me. It was horrible, but of course it wasn’t the insects. It was the human beings who 

thought this would be fun to watch.39）

　　（わたしは泣きだした。冗談抜きで。それまでは、どんなこともわたしを泣かせなかった。

うちのお金が全部なくなったことも、サニーベールでのすばらしい生活をあとにして日本

のしけたアパートに引っ越してきたことも、頭のおかしい母親も、自殺願望のある父親

も、親友に捨てられたことも、何か月も、何か月も続いたイジメも。わたしは一度も泣か

なかった。それなのになぜか、くだらない虫たちがおたがいを切り刻んでいる光景には耐

えられなかった。あまりにひどすぎた。でもひどいのは、虫たちじゃなかった。そういう

のが面白いって考えた人間のほうだった。）40）

　テンプル・グランディン氏は自身の経験を語っている。「私はよくいじめられました。こど

ものころは、いじめられると相手に怒りをぶつけていました」41）。さらに彼女はこう語ってい

る。

　　あるとき食堂で盛大ななぐり合いをして、そのあとに乗馬をさせてもらえませんでした。

馬に乗りたくてたまらなかった私は、喧嘩をしなくなりました。このおしおきは、効果抜

群だったのです。それでも、腹の虫はおさまりませんでした。怒りのはけ口をみつけなけ

ればなりません──どうしても気持ちを断ち切れなかったのです。それで、いじめられた

ときには泣くことにしました。最近、学内乱射事件が多発していますが、少年たちが、怒

りではなく、涙で気持ちを表現できるなら、あのような恐ろしい事件はなくなるのでしょ

うか。このような事件は、いじめが大きな要因になっています。私たちの社会では、男の

子に強くなれと教えることが重視されすぎているのではないでしょうか。私は今でも、泣

いて怒りを鎮めます。仕事中に怒りを爆発させたら大目に見てもらえないでしょうが、泣

きたいときには、人のいないところで泣けばいいからです。42）

　グランディン氏は泣くことによって怒りを鎮めているという。学内乱射事件の背後にイジメ

問題を見ているのも鋭い指摘である。ナオもクラスでのパンツ事件というイジメを受けて学校

を退学したいと思う。ナオは学校を辞めて尼さんになりたいと母親に言ったが反対される。結

局、目の前に迫った入試はうけてみることになった。ナオがイジメを受けていた時、心を落ち

着ける場所があった。それは近くのお寺の庭の石のベンチに座って時間を過ごすことだった。
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お坊さんと私は互いにお辞儀をした。お坊さんは何も言わなかった。しかしお互いが礼儀正し

いことによってナオは心が落ち着いている。東京からずっと遠いところのお寺の尼僧、ジコウ

お婆ちゃんが健康状態が良くないという知らせを受けてナオは仙台行きの新幹線に乗った。お

寺に着くと、幸いにもお婆ちゃんは生きていた。寝ていたジコウは起きて、「生」という書を

書き、しばらくして息を引き取った。

　この作品を翻訳した田中文氏は題名を『あるときの物語』という日本語に置き換えている。

これは道元禅師の意を汲んだ表現ではないだろうか。何故ならば成河智明師は次のように述べ

ているからである。

　　「有」が存在であるという解釈はできない、というより無理なところがある。何故なら物

の存在の次元と時（時間）の次元は全く異なるからである。また「有時」が特別の意味を

持っているということは、この巻中には見あたらない。「有時」の巻の「有」が存在であ

り、「時」が時間であるとするならば、そのことが巻中のどこかに書かれているはずであ

る。道元の著作は懇切丁寧であり、余すところがない。それなのに、有は存在であるとは

どこにもない。それであれば「有時」は冒頭の古仏の言葉通り「有る時、或る時」であ

り、本文中にみられる「有」は「或」またはその文意から「連続する時間の中から取りだ

された或る（時）」と考えるのがよいと思われる。43）

　自然科学者でもあった成河智明師の説明は従来の考え方にとらわれず、わかりやすく説いて

いるので納得できる。更に師は「自分が過去（の時間）を理解するというのは自分に関連ある

物事がいつ生じたかを取り出して考えるのであるから、過去にいろいろの物事があると言うの

は、結局時間の上に自分自身を並べる（排列する）ということである」44）と述べる。そして

「普通、時間は皆に共通のものとして考えがちであるが、過去の「或る時」にそこで何が起き

たか、何があったのかで時間が定まる。とすれば、時間は個々人によってまちまちである」45）

と語る。そして「時を考える場合に、時は過ぎ去るものとすれば、過去に起きた事を現在から

見ると、遠く離れてしまっていることになる。しかし、時は別の面がある。（略）その事象の

時々に自分が居たのであり、自分がおり時もあるとすれば、有る時はそのまま現在の瞬間（而

今）である46）」という。成河智明師は更に次のように説く。

　　一般の人でも、毎日の仕事において、計画を立てている。すなわち、何時になにをする

か、誰と会うか予定を立て、それを実行している。その日時を取り去れば、ある時に何か

をしたのであり、ある時に誰かにあったのである。しかし、このある時（時間）というの
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は一般の人が定めたものでなく、仏の法（天然の理）が凡夫に関ったというのである。

（略）ここで道元は明確に仏法で説く時間のありようを述べる。すなわち、凡夫がある時

に釈尊をある時に明王を考えても、このある時が仏法とは考えないので、その人のものと

はならないと言いきるのである。この世界で使われている時間は、午、未（正午、午後二

時）というように並んでいるが、これは仏法によるのであるから、子（午前零時）もある

時付けられた名であり、丑（午前二時）も時の名、生も死も時の名というだけである。こ

うして考えれば、全宇宙をある時という考えで明らかにできるという。ここで道元が明確

にしているのは、時に特別の時は無く全て有時（ある時）として排列されるに過ぎない、

つまり時間の次元だけということから、この世（尽界）を平等に見ることが出来ると説い

ているのである。47）

　生も死も時の名という。そうすると、『あるときの物語』で「ジコウ尼僧が亡くなる時に

「生」という書をしたためた。これは生と死がひとつであるとジコウが理解したことを示して

おり、したがってジコウは完全なる悟りを得たものと理解される」48）。これを仏法の観点から

すれば、ジコウはある時亡くなったが、私たちが今考える時、ジコウは今私たちの前で発心

し、修行し、成道し、涅槃に入っているのである。
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はじめに

　1989年４月15日、胡耀邦前総書記（当時）が心臓発作で急死した。胡耀邦の死は、世界を

震撼させた同年６月の第二次天安門事件が起こる端緒となった。胡耀邦は総書記在任中、学生

の間で高まっていた民主化要求に対して、柔軟に対応しようとした挙句、事実上の最高権力

者・鄧小平らから厳しく批判されて、87年１月に総書記辞任を余儀なくされていた。いわば

失脚の最中に死去したのである。胡耀邦の死をきっかけに学生は行動を開始した。中国政府の

公文書はその模様を以下のように伝えている。

　　　４月19日午前11時から、清華大、北京師範大、北京科学技術大、その他の大学の学生

たちが花輪を天安門広場に持ち込んだ。北京師範大の学生千人余が横断幕を掲げ、道々、

「耀邦は死なず」「独裁打倒」「人民は人民の書記を愛し、人民の書記は人民を愛す」「五・

四の伝統を守ろう」「民主、科学万歳。教育万歳、教師万歳」などのスローガンを叫んだ

（張良，2001，63頁）。

　このように学生は胡耀邦への哀悼を通して、民主化を求める意志を表明していた。この背景

には、民主化要求に対して締め付けの強化を図る鄧小平や保守派の高級幹部に対する抗議、改

革開放の副産物であるインフレや腐敗に対する不満、さらに同時期にゴルバチョフのイニシャ

チブの下で進行していたソ連・東欧諸国の民主改革の影響などがあった。やがて広範な市民の

みならず、一部の政府機関の関係者まで合流して、天安門広場でデモが繰り広げられるように

胡耀邦伝のための覚書き
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なった。５月中旬にはゴルバチョフが訪中したこともあって、デモは最高潮に達し、広場を
100万人近くの人々が埋めつくした。一部の学生らはハンストまで行なうようになった。しか

し、鄧小平はデモ隊の民主化要求を頑として拒み、５月20日には北京市に戒厳令を布告した。

そして６月４日に人民解放軍に弾圧を命じるに至り、発砲によって数多の学生や市民が殺傷さ

れた。これが第二次天安門事件である。

　なお、2010年にノーベル平和賞を受賞した劉暁波は、米国留学中に祖国での民主化の気運

の高まりを知ると、急いで帰国し、学生らのデモに合流して、ハンストを敢行した。そして最

後まで天安門広場に残って、人民解放軍と交渉して発砲しないように要求するかたわら、学生

にも撤収するように説得して、ぎりぎりのところで多くの流血の惨事を回避している。その

後、逮捕されて、約２年間投獄されることとなった。また、胡耀邦の後を襲って総書記に就任

した趙紫陽は、民主化を求める学生らに対して柔軟な対応を模索した挙句、鄧小平の逆鱗に触

れて解任された。趙紫陽はその後も自己批判を拒んだために、2005年に死去するまで、自宅

で軟禁処分を受けることとなった。後任の総書記には、鄧小平の鶴の一声で、上海市党委員会

書記であった江沢民が就任した。

　さて、民主化を求める学生や市民によって、その死を哀悼された胡耀邦とは一体どのような

人物だろうか、どのような経歴を経てきたのだろうか。なぜその死後に胡耀邦は民主化のシン

ボルになったのだろうか1）。以下で詳しく見ていくことにしよう。

Ⅰ．少・青年期：革命への参加と試練

誕生とその背景

　胡耀邦は1915年11月20日、湖南省瀏陽県で生まれた。胡耀邦の出生の前後から、幼少期に

かけての中国の状況について見てみよう。中国は日清戦争の敗北後、列強諸国による分割の危

機に陥っていた。孫文は、無能な清朝を打倒するために、長年にわたって革命運動に奔走して

きた。そしてついに1911年に辛亥革命を成功させて、アジア初の共和制国家・中華民国を樹

立した。

　しかし中華民国の政情は安定しなかった。清朝の実力者にして、北洋軍閥の巨頭である袁世

凱は、孫文との密約によって、幼帝の溥儀を退位させることと引き換えに、大総統のポストを

獲得した。ところが袁世凱はあろうことか、独裁化を企てて、孫文らを弾圧し、自ら皇帝にな

ろうという野心さえ示すに至った。さらに第一次世界大戦勃発によって、欧州列強が中国から

一時撤退したのを機に、日本が中国に対する帝国主義的野心を募らせて、二十一カ条要求を突

き付けると、袁世凱は最終的に世論の強い反対を押し切って、一部を除いて受諾してしまっ
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た。袁世凱がほどなくして急死すると、部下の軍閥の間で覇権争いが始まった。

　孫文らも広東省を拠点として、中国国民党を結成し、巻き返しを図ろうとしていた。一方、

ソ連とコミンテルンの強力な支援の下、各国で共産党の設立が推し進められ、中国共産党も
1921年に結成されるに至った。孫文はソ連に接近し、ソ連から援助を受ける見返りに、共産

党員の国民党加入を認めた（第一次国共合作）。そして国民革命、すなわち北方軍閥の打倒に

よる中国の再統一を目指すこととした。孫文の死後、蒋介石がその遺志を継ぐ形となって、26

年７月より北方への軍事行動（北伐）を本格化させることとなった。

　さて、胡耀邦に話を戻すことにしよう。胡耀邦は父・胡祖倫と母・劉明倫の９番目の子ども

として生まれた。夫婦には６男６女、計12人の子どもがいたが、成人したのは胡耀邦とその

兄の２人の息子、それに３人の娘だけであった。胡耀邦の生家は中規模農家であり、本来であ

れば、比較的ゆとりのある生活を送れるはずであった。しかし軍閥から様々な名目の重税を課

されたことから、ただでさえ子沢山だった胡耀邦の生家は、田畑の収益だけでは生計を立てる

ことができなくなっていた。そこで母が瀏陽県の特産の布を織るだけでなく、父も石炭を担い

で運搬するようになった。胡耀邦は後年「父は長きにわたって運搬夫をしていたために、両肩

は二つの大きな繭のように腫れ上がってしまっていた」と回想している（『胡耀邦（1915‒

1989）』第１巻５頁）。

　胡耀邦の故郷の付近には、彼の生家以外にも、胡氏一族が居を構えていた。胡氏一族は、16

世紀に江西省高安県から瀏陽県へと家族を伴って移住してきた胡允欽の末裔である。胡耀邦は

胡允欽の12代目の子孫に当たる。また、胡氏一族は客家でもある。

　客家とは、元々の故地である華北が北方系の遊牧民族に征服されたために、南方に移住せざ

るを得なかった漢民族の子孫である。移住の波は、４世紀から18世紀中葉までの間に５回ほ

どあったとされている。漢民族は理屈の上では、一つの民族とされているが、傍目には異民族

の集合体と見紛うほど、地域によって言語・習俗などが大きく異なっている。客家は南方の土

着の漢民族に同化することなく、独自の社会を保ち続けてきた。古い中国語の発音を残した独

自の言語・客家語を話し、独特の集団住居に住むなどしてきたのである。客家は、土着の漢民

族からしばしば蔑視や迫害を受けてきたが、こうした逆境を生き延びるために、反骨精神旺盛

で、教育熱心であり、行動力に富むといった特徴をあわせもつようになった。

　このような特徴を有する客家から、近現代の中国史をつくり変える傑出した人物が数多輩出

されている。鄧小平はその一人であり、胡耀邦もその一人であると言ってよいだろう。ただし

鄧小平の家系は、科挙（官吏登用のための資格試験）の合格者を輩出した名家であったが、胡

耀邦の家系は、そのような名家ではなかった。その他にも、太平天国の乱の洪秀全、孫文など

がいる。客家が中国のユダヤ人と言われるゆえんである。
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勉学と革命運動

　胡氏一族は代々農業を生業としながらも、客家の伝統を受け継いで教育熱心であった。胡耀

邦は５歳になると、一族の私塾である「種桃書屋」で勉学することになった。「種桃書屋」の

教師は、胡耀邦の父方の遠縁に当たる胡祖儀であった。胡祖儀は開明的な人物であった。1910

年代後半から20年代初頭にかけて、科学と民主主義を標榜した五四文化革命が起こると、胡

祖儀は伝統的な儒教教育に飽き足らなくなって、西洋式の学校を創設することを思い立ったの

である。こうして胡氏一族の子弟のために新たに開校されたのが興文小学である。胡耀邦は７

歳になると同校に通うようになった。同校は女子児童の入学を認めるなど、当時としては画期

的な方針を打ち出していた。出来の良い生徒だった胡耀邦は、胡祖儀から目を掛けられて、折

に触れて中国を救った歴史上の英雄の話を聞かされたという。

　胡耀邦は興文小学の１～４年生までの課程（初級小学）を修了すると、10歳の時に瀏陽県

文家市の礼文小学の５～６年生の課程（高級小学）で学ぶことになった。同校には共産党員の

教師が、校長をはじめ何人もいた。当時、胡耀邦と机を並べていた母方の遠縁に当たる楊勇

（後に人民解放軍上将）は以下のように回想している。

　　……耀邦は出来の良い生徒で、私は腕白小僧でした。勉強では彼が私を手伝ってくれ、喧

嘩では私が彼を手伝ったものです。（中略）共産党員の陳世喬と甘思藻らはいつも生徒に

向かって、列強を打倒して国家の独立を勝ち取れ、農民は組織をつくって立ち上がれ（中

略）などといった道理を説いて回っていました（『胡耀邦（1915‒1989）』第１巻８頁）。

　胡耀邦はこうした共産党員の教師から感化されるに至った。そして熱心に革命歌の合唱に参

加したり、迷信打破の宣伝工作に参加したり、また時には校外で「打倒軍閥」「打倒列強」な

どのスローガンを壁に書いたりするようになった。

　なお、胡耀邦が礼文小学に在籍している時に、毛沢東が同校にやって来たことがある。孫文

亡き後、国民党の指導者となった蒋介石が、急速に拡大する共産党の勢力に恐れをなして、
1927年４月に反共クーデターを決行すると、第一次国共合作は崩壊に向かった。そこで毛沢

東らは同年９月に、再起を期して、湖南省や江西省の辺境地域で武装暴動を起こすこととし

た。武装暴動はたちまち失敗に終わり、毛沢東は紅軍を率いて井岡山に撤退せざるを得なく

なったが、その直前に同校の運動場で紅軍の大会を開いたのである。胡耀邦は興奮と好奇心を

抑えることができずに、壁によじ登って、毛沢東と紅軍を眺めていた。

　胡耀邦は1929年の夏に、13歳で礼文小学を卒業すると、成績が抜群だったことから、その

年の秋に、瀏陽県立中学へ進学することとなった。当時、胡耀邦の生家を含む郷里の人々に
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とって、中学への進学は、それこそ王朝時代の科挙の合格と同程度に栄誉の出来事であった。

そこで胡耀邦の家族が苦労して学資を捻出しようとしたのは無論のこと、胡氏一族も援助する

こととした。もっとも同校は翌30年夏に閉校を余儀なくされてしまった。当時、瀏陽県とそ

の周囲の情勢が混乱を極めていたためである。28年に国民党政権の下で中国の統一が実現し

たとはいえ、共産党が武装蜂起していたのみならず、国民党内でも蒋介石の支持勢力とその反

対勢力の覇権争いが内戦にまで発展し、瀏陽県にも相次いで戦火が及んでいたのである。

　胡耀邦は中学に進学した1929年の冬休みに、秘密裏に中国共産主義青年団に加入した。そ

して閉校を機に、わずか14歳で職業革命家の道を歩むことにした。本来ならば『論語』に「十

有五にして学に志す」と記されているように、安全な他地域の中学で勉学を継続すべきであっ

たが、そうした選択肢をとらなかったのである。

　胡耀邦のこうした決断の背景には、礼文小学の教師の影響ばかりでなく、瀏陽県とその周辺

地域の情勢や風潮の影響もあっただろう。清朝末期から中華人民共和国成立期にかけて、同地

域は、まさに革命揺籃の地と言い得るような情勢にあった。同地域では元来、血縁・地縁関係

が濃密であった。そうした関係を母体にして、明朝滅亡後から自然発生的に哥老会などの秘密

結社が組織されてきた。秘密結社は、その構成メンバーの大半が貧困層であったことから、自

ずと悪徳官僚・地主を敵視して、しばしば反乱を起こすようになった。反骨精神旺盛な客家が

多かったことも、秘密結社の隆盛に寄与したことだろう。

　清朝末期になると、孫文率いる中国同盟会が、清朝打倒の運動を、瀏陽県とその周辺地域で

推進する際には、反抗の気風に満ちた秘密結社を利用するようになった。第一次国共合作の崩

壊後に、共産党が紅軍を同地域で組織するに当たっても、ほぼ同様のことを行なっている。そ

のために一族・村落中の男性がこぞって紅軍に参加する光景が散見された。同地域の紅軍殉死

者の名簿には、同姓同族の者が実に多かった（鄧義民ほか，2012，28‒33頁）。胡耀邦の親族

からも、前出の楊勇や父方の遠縁者などがまず紅軍に身を投じており、彼らの後を追うように

して、胡耀邦もまた参加を決意したのである。

　また当時、瀏陽県では、功名を立てることを重視するという風潮がとりわけ強かった（盛正

泉，2016，15頁）。こうした風潮の下で、幾多の政治・軍事指導者が同県から輩出されている。

清朝末期に明治維新に倣った改革・戊戌の変法を指導した譚嗣同が最も著名だろうが、その他

にも辛亥革命の指導者の一人となった焦達峰がいる。共産党の指導者については、胡耀邦や楊

勇の他にも、鄧小平時代に八大元老の一人になった王震と宋任窮、人民解放軍の初の女性少将

になった李貞などがいる。胡耀邦も幼少期から同県のそうした風潮によって感化されてきたの

は間違いないだろう。前述したように、幼少期の教師であった胡祖儀から折に触れて歴史上の

救国の英雄の話を聞かされてきたのはその一例である。胡耀邦がわずか14歳で「国家が危機
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に瀕している時に、学窓の外部の出来事に耳を塞ぎ、一心にただ聖賢の書だけを読んでいられ

ようか？」という切迫感に駆られて（『従紅小鬼到総書記』上巻19頁）、学生運動家ではなく、

あえて職業革命家の道を選んだのもそのためだと言えよう。

最初の試練：「AB 団」事件

　胡耀邦が共産党の革命運動に身を投じた当時、党中央の実権を掌握していた李立三は、都市

での蜂起を主とした全国武装蜂起を企てたものの、ことごとく失敗に終わり、革命戦術の誤り

を追及されて失脚を余儀なくされていた。一方、党内の非主流派であった毛沢東は「農村から

都市を包囲する」戦略を立てて、各地の辺境地帯に根拠地（ソビエト区）を築き上げ、1931

年11月に江西省の山間の町・瑞金を首都とする中華ソビエト共和国臨時政府を樹立した。もっ

とも党中央の実権はなおも毛沢東の手にはなく、ソ連への留学経験があり、ソ連とコミンテル

ンの意を体していた陳紹禹や秦邦憲の手に帰していた。

　職業革命家となった胡耀邦は、共産党の根拠地に赴き、青少年工作に携わることになった。

その工作の一端を1932年の胡耀邦自身の報告から見ることにしよう。

　　……例えば宣伝隊や突撃隊を組織して、新兵の家族が秋の収穫や柴刈りを行なうのを手

伝った。また調査隊を組織して、逃亡兵に対して帰隊を促すなどした。特に長汀、興国、

万太、博生、瑞金、永豊では、多くの児童団員が一人当たり７、８名、多い者は十数名の

青年を説得して、紅軍に入隊させた。このようにして紅軍拡大や帰隊に際して、児童団が

寄与した人数は４千名以上に上った（「共産青年団領導之下的蘇区共産児童団三個月来的

活躍情形」395‒396頁）。

　もっとも、胡耀邦は上記のように目覚ましい成果の一端を挙げながらも、「主としてソビエ

ト紅軍への支援工作の参加に偏重していて、児童団それ自体の基本的任務、すなわち共産主義

教育を放棄している」と反省点をも挙げている（同上397頁）。

　また当時、胡耀邦は毛沢東の弟である毛沢覃と親しく付き合うようになっていた。当時、二

人の共通の友人だった蔡孝乾（台湾出身で台湾地区の党の要職に就いていたが、逮捕後に国民

党に転向した）の回想によれば、彼と胡耀邦と毛沢覃の三人は「しょっちゅう夜中まで語り

合った」。また「毛沢覃はいつも賀懿（筆者注：毛沢覃の妻、毛沢東の妻・賀子珍の妹）の届

けもの（筆者注：唐辛子炒めや鶏卵）を持って来ては包み隠さず開き」、彼と胡耀邦も「『盛大

な』ご馳走のお裾分けにあずかった」。「毛沢覃は才気あふれる洒脱な人物であり、暇な時はい

つも胡耀邦を訪ねて将棋を指すか、小説を読んでいた」（蔡孝乾，1978，92頁）。その頃から、
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毛沢東は弟などを通して、胡耀邦の名を耳にしていた可能性があるだろう。

　胡耀邦の職業革命家としての人生は、充実した滑り出しを見せていたが、17歳の時に大き

な試練に遭遇することになる。「AB（Anti-Bolshevik、アンチ・ボルシェビキの略）団」事件

に巻き込まれて、粛清の危機にさらされたのである。

　「AB団事件」の背景について見ることにしよう。中華ソビエト共和国が成立する２か月前

の1931年９月に、満州事変が勃発し、翌32年３月に満州国が成立して、東北地方は事実上日

本の植民地と化していた。しかし蒋介石は抗日よりも対共産党攻撃を優先する方針をとってい

た。蔣介石の国民党軍から度重なる包囲攻撃を受けて、中華ソビエト共和国は崩壊の危機にさ

らされていた。こうした極限状況の下で、国民党軍と相対峙する紅軍の各部隊の間では、相互

に疑心暗鬼が高まっていった。そしてついに毛沢東は自らに反対する紅軍の部隊に「AB団」、

すなわち国民党スパイというレッテルを貼って、摘発と粛清を開始した。共産党中央も毛沢東

の行動を制止するどころか、支持したこともあり、摘発と粛清の範囲は拡大され、最終的に７

万人余りの党員の命を奪うことになったと見積もられている。

　胡耀邦は当時、湖南省と江西省の境界域の根拠地に派遣されて、当地の共産党組織・湘贛省

党委員会の傘下で活動していたが、突如「AB団」の嫌疑が降りかかってきた。胡耀邦は知識

分子である上に、恩師の一人が「AB団」とされて、粛清されたことから、彼もその恩師の影

響を受けて、「AB団」に加わっているにちがいないと推測されたからである。胡耀邦がせい

ぜい中等教育までしか受けていなかったにもかかわらず、知識分子とされたのは、当時の共産

党内には非識字者が多数を占めていたからにほかならない。共産党は、その後の整風運動から

文化大革命に至るまでの間、一貫して知識分子に対して疑惑の目を向けてきたが、「AB団」

事件がその端緒であったと言えるだろう。

　その後、湘贛省党委員会では、「AB団」の摘発に消極的なトップの書記が解任され、高級

幹部にまで摘発が及ぶようになり、湘贛ソビエト区ソビエト政府主席の袁徳生、同省党委員会

常務委員の劉徳凡らが粛清される事態となっていた。もしも胡耀邦がずっと同省党委員会の下

に留まっていれば、間違いなく粛清されただろう。胡耀邦を救ったのは、当時、中国共産主義

青年団ソビエト区中央局巡視員の馮文彬だった。馮文彬は同省党委員会に立ち寄った際、胡耀

邦の嫌疑を知るや、胡耀邦を瑞金の中国共産主義青年団中央に連れて行って、審査することに

したいと申し出たのである。こうして胡耀邦は馮文彬に連れられて、国民党の封鎖戦をかいく

ぐり、1933年１月に瑞金に到着した。

　もっとも、瑞金に到着した後も、胡耀邦の嫌疑が晴れることはなく、湘贛省党委員会は中国

共産主義青年団中央局に対して、彼を連れ戻すようにしきりに要求していた。当時、胡耀邦は

スパイという濡れ衣を着せられ、粛清されかねない事態に直面して、激しく懊悩していた。馮
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文彬の以下のような回想からも、それが読み取れるだろう。

　　……私は耀邦に党を信じ、辛抱強く待つように励ました。（中略）ほどなくして、私は福

建省に派遣されて、革命工作活動を行なうことになったが、耀邦は目に涙をあふれさせな

がら、私を見送り、次のように言った。「あなたが行ってしまうと、私はどうなるので

しょうか？」私は彼を慰めて次のように言った。「組織は正しい結論を下すだろう。焦ら

ず、あきらめてはいけないよ」（『胡耀邦（1915‒1989）』第１巻29頁）。

　胡耀邦は最終的に審査の結果、「AB団」の一員という嫌疑が払拭されて、1933年９月に晴

れて共産党に入党することとなる。しかし胡耀邦は生涯、この事件を忘れ去ることができな

かった。胡耀邦は、死去する数日前に見舞いに訪れた馮文彬に向かって次のように言った。

「当時、もしもあなたが私を連れて行かなければ、私は終わっていただろう。もしも私を送り

返していても、私は終わっていただろう」（同上30頁）。「AB団」事件は、胡耀邦にとって、

共産党支配の不条理な側面を、身を以て体験する最初の機会となった。なお、胡耀邦は総書記

就任後、「AB団」事件の犠牲者の名誉回復の先鞭を付けている。

政治資産：長征と抗大

　1934年10月、ついに中華ソビエト共和国は、国民党軍の包囲攻撃に耐えかねて、事実上崩

壊するに至る。毛沢東らは「北上抗日」をスローガンに掲げて、首都・瑞金を放棄し、８万
6000人の紅軍を率いて、陝西省北部の根拠地を目指すことにしたのである（延安がその後首

都となる）。約１万2500キロに及ぶこの大移動を長征と呼ぶ。長征がいかに過酷なものであっ

たかは、35年10月に目的地にたどり着いた時には、紅軍が当初の10分の１の８千人にまで減

少していたことからも明らかだろう。国民党軍の追撃を受けながら、徒歩で行進して、大河や

雪山などの難所をいくつも超えなければならなかったのである。

　19歳を迎えようとしていた胡耀邦も、長征に参加し、九死に一生を得る体験をしている。
1935年２月に貴州省遵義で、国民党の軍用機の爆撃によって負傷したのである（ちなみに遵

義で開催された共産党中央政治局拡大会議は、毛沢東の指導権が確立される端緒となった）。

この時の爆弾の破片は手術によっても完全に取り除くことができず、その一部は体内に残った

ままであった。胡耀邦は後年になって、入院時の心境を振り返って、以下のように述べてい

る。

　　……私はすでに死を気に掛けないようになっていた。他にいかなる選択肢などもなく、私
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たちは戦闘を続けることしかできなかったのである。戦闘を行なわなければ、（敵によっ

て）殺されてしまうのであった（『胡耀邦（1915‒1989）』第１巻48頁）。

　胡耀邦は負傷を負いながらも、殺すか殺されるかという過酷な難路を乗り越えて、長征を成

し遂げた。共産党の幹部の間では、長征に参加した者は「長征幹部」と呼ばれて、特別な敬意

が払われている。胡耀邦がその後、次々と要職に抜擢され、最終的に総書記の地位にまで上り

つめるに至った要因の一つとして、「長征幹部」という政治資産を有していたことを挙げるこ

とができよう。

　1937年７月に日中戦争が勃発して、ついに日本軍の侵攻は中国全土に拡大した。蒋介石の

国民党は、前年12月の西安事件（対共産党軍事作戦の督促のため西安に飛来した蒋介石を、

内戦停止・抗日戦などを要求する張学良らが一時監禁した事件）と日中戦争を受けて、共産党

による抗日民族統一戦線結成の呼びかけに応えることとした（第二次国共合作）。ただし共産

党は第一次国共合作時のように国民党に合流したわけではなく、依然として独自の軍隊と領域

を保ち続けていた。

　胡耀邦はちょうどその頃、抗日軍政大学（略称は抗大）の第二期に入学することになった。

抗大は、共産党が軍幹部養成のため設置した紅軍大学を前身とし、1937年に延安で設立され

た。当初は軍の中堅幹部、後には各地から参集する知識青年を対象に、短期間で思想・政治教

育を施し、前線に送り込む役割を果たした。各根拠地にも抗大の分校が設立され、抗日戦の８

年間に十数万人の軍幹部を養成した。文化大革命時代に毛沢東に次ぐナンバー２となった林彪

が校長を務め、毛沢東もまた自ら教鞭を執っていた。その初期の卒業生には、総参謀長などを

歴任した羅瑞卿をはじめとして、錚々たるメンバーがいる。

　胡耀邦がそうした錚々たるメンバーの中でも、際立った存在であったことは、1937年８月

に卒業した後も、毛沢東直々の指名によって同校に残り、政治部副主任に任じられたことから

も明らかだろう。「長征幹部」であったことに加えて、抗大の有力な OBであったことも、胡

耀邦の政治資産になったのである。その後、胡耀邦は23歳の若さで、中央軍事委員会総政治

部組織部副部長に任じられ、ほどなくして部長に昇進している。

　当時、胡耀邦は自らを抜擢した毛沢東を全面的に擁護していた。胡耀邦は直々に毛沢東に対

して抗大の校誌への寄稿を依頼し、「反対自由主義」という論稿を受け取った。「反対自由主

義」において、毛沢東は「自由主義の起源はプチブルジョアジーの利己主義にあり、個人の利

益を第一に置き、革命の利益を第二に置いている」と論じていた。毛沢東が「反対自由主義」

を執筆する際に念頭に置いていたのは、胡耀邦の報告である。胡耀邦は、抗大における知識青

年の学生の多くが国民党の支配地域から来ているせいか、組織規律の観念が薄弱であり、自由
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散漫な現象が深刻になっていると、毛沢東に報告していたのである。胡耀邦はまた「反対自由

主義」の読後感を校誌に発表して、そうした抗大の学生の思想状況と絡めながら、毛沢東の主

張に全面的に賛同する旨を述べている（同上77頁）。

二度目の試練：整風運動

　胡耀邦は延安に到着してからは、毛沢東の信頼を勝ち得て、充実した日々を送っていたよう

に映るが、その後、「AB団」事件に勝るとも劣らないほどの大きな試練を受けることになる。

胡耀邦は26歳の時に結婚するが、結婚の翌年の1942年から43年にかけて展開された整風運動

に際して、妻の李昭が国民党のスパイという嫌疑を受けたのである。

　日中戦争勃発後、第二次国共合作が成立したものの、戦争が長引くにつれて、当初の団結の

熱気は消え失せ、両党間の関係は冷却化し、軍事的な小競り合いまで発生するようになってい

た。そして延安の根拠地は、国民党軍によって経済封鎖されるに至った。こうした危機の最中

に整風運動が行なわれたのである。

　整風運動は、毛沢東が共産党内の思想上の主観主義、活動上のセクト主義、表現上の空言主

義を克服し、マルクス主義思想の水準を高め、作風を改めようと呼びかけたことから始まっ

た。要するに毛沢東は、ソ連やコミンテルン、並びにその意を体していた陳紹禹らの影響力を

完全に排除して、自らのイデオロギー的権威を確立し、マルクス・レーニン主義の中国化とし

ての毛沢東思想によって、党内を統制しようとしたのである。また毛沢東には同運動を通し

て、知識人に思想改造を強制するという目論見もあった。当時、中国の各地から知識人が共産

主義に憧れて、延安に集まって来ていたが、彼らの多くは元来、自由主義を信奉しており、共

産党を支持しつつも、しばしばその支配の実態に対して、公然と批判していたからである。同

運動はまさに、中華人民共和国成立後に大々的に展開される知識人弾圧の先駆けとなった。

　整風運動は、中央社会部長兼情報部長の康生の指導の下で、次第に行き過ぎの様相を呈する

ようになる。毛沢東率いる党中央に忠実な多くの党員や知識人でさえ、拷問による自白を証拠

として、国民党のスパイ、裏切り者、内通者といったレッテルが貼られるようになったのであ

る。高級幹部の妻たちにも、延安に潜入した国民党のスパイという疑惑がもたれるようになっ

た。胡耀邦の妻・李昭は、共産党の女性幹部養成のために設置された延安の中国女子大学を卒

業し、すでに入党していたが、彼女のような経歴の者ですら、国民党のスパイという嫌疑から

免れることができず、罪を認めて自己批判をするように求められていた。当時、李昭は長男・

胡徳平を出産して、まだ日が浅かったことから、こうした境遇は心身に相当堪えたにちがいな

い。

　胡耀邦は当時、最愛の妻が国民党のスパイだなどとは想像すらできなかった。それどころ
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か、共産党の組織系統にほとんど隙らしい隙がない延安に、かくも多くの国民党のスパイが潜

入して来たという前提そのものに対して、疑念を抱くようになっていた。胡耀邦は自らがかつ

て「AB団」という濡れ衣を着せられた体験に照らして、整風運動に際しても、多数の冤罪の

事案があるにちがいないと考えた。胡耀邦は試しに全く疑念の余地がない何人かの若者を拘束

して、自白を強要したところ、いずれもスパイだと認めるに至った。そこで胡耀邦は、十分な

証拠なしに自白を迫ることを禁じるなどの措置をとることとした。もっとも当時の風潮の下で

は、胡耀邦のそうした措置にも自ずと限界があった。後年になって胡耀邦自らが「延安時代、

私は組織工作を行なっていたが、何人かの幹部を誤って処分した」と認めていることからも

（『胡耀邦文選』98頁）、それは明らかだろう。

　当時の胡耀邦には最愛の妻ですら守るすべがなかった。ある夜更けに李昭の住居を訪れ（当

時、胡耀邦夫妻はまだ世帯者用の住宅をあてがわれておらず、別々に暮らしていた）、彼女に

以下のような言葉をかけることしかできなかったのである。

　　……李昭、僕は君を理解しているよ。君は早くから革命に参加し、善良そのもので、共産

主義に対して固い信念をもっている。僕は君がこの試練に耐えられると信じているよ。党

は君を審査するが、これは最も現実的な試練だ。君は実事求是に従って、正しいことは正

しいとし、間違っていることは間違っているとして、心にもないことを言ってはいけない

よ。党と同志を信頼するんだ（『従紅小鬼到総書記』上巻78頁）。

　李昭は胡耀邦の言葉のおかげで、不安な気持ちを鎮めて、勇気を得ることができた。そして

厳しい審査に耐え抜いて、最終的に国民党のスパイという嫌疑を払拭することができた。整風

運動は、胡耀邦自らにではなく、産後間もない最愛の妻に濡れ衣が着せられたことから、彼に

とってはある意味で「AB団」事件以上に大きな試練になったことだろう。胡耀邦は10代から
20代にかけて、共産党支配の不条理な側面を、二度も身を以て体験することになったのであ

る。

Ⅱ．建国から文化大革命まで

第７回党大会

　1945年４月から６月にかけて開催された第７回党大会に、胡耀邦は正式代表544名の一人と

して参加した。当時、まだ弱冠29歳の若さであった。こうした異例とも言える昇進の背景に

は、「長征幹部」や抗大の有力な OBという政治資産を有していたことに加えて、毛沢東の信
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頼を勝ち得ていたことがあるだろう。

　第７回党大会では、毛沢東思想を党の指導思想とすることが正式に決議されたほか、毛沢東

によって戦後の政権構想である連合政府論が提起された。連合政府論とは、国民党による一党

独裁を否定して、共産党と各党各派・無党無派が民主的な連合政府を樹立すべきだとする主張

である。

　連合政府論は、中国の革命プログラムにおける新民主主義の段階と社会主義の段階の中、前

者に照応するものとされていた。新民主主義の段階では、プロレタリアートの指導の下で、農

民のほか、民族ブルジョアジー（中国を半植民地支配する欧米諸国や日本の資本と対立的な、

土着の生産活動により富を蓄積した資本家）、プチブルジョアジーを含めた諸階級の連合独裁

を想定していた。また国民経済の発展に有益である限り、民族ブルジョアジーやその他の諸階

級の経済活動は保障されることになっていた。

　新民主主義の段階は、社会主義の段階に移行するまでの過渡的なものとはいえ、本来は長期

にわたるものと考えられていた。しかし実際に共産党が革命に勝利して政権を奪取すると、わ

ずか数年で社会主義の段階に移行してしまっている。なお後述するように、元『人民日報』編

集長の胡績偉によれば、胡耀邦は社会主義よりも新民主主義を信奉していたとのことである。

政治将校

　1945年８月に日本が降伏すると、国民党と共産党の間では、共通の敵がなくなったことも

あり、緊張状態が高まっていた。そこで米国政府の仲介の下で、蒋介石と毛沢東による巨頭会

談が行なわれ、同年10月には内戦を避けるための双十協定が発表された。しかし翌46年７月

以降、国共内戦が再勃発することとなり、最終的に共産党が勝利して、49年10月に中華人民

共和国が成立した。一方、敗れた国民党は逃れた先の台湾で中華民国を存続させた。

　国共内戦が再勃発すると、胡耀邦も前線に政治将校として赴いた。ソ連共産党は、党による

赤軍への指導を貫徹するために、各部隊に政治将校を配置していたが、中国共産党もそれに

倣ったのである。胡耀邦は1948年８月には、10万余名からなる大兵団・華北野戦軍第１兵団

（後に第18兵団と改称）の政治部主任に昇進している。

　政治将校としての胡耀邦の活躍振りの一端について見てみよう。共産党が国民党に勝利する

ことができた要因の一つとして、国民党軍の部隊を相次いで寝返らせることに成功したことが

挙げられるだろう。こうした寝返り工作を主として担っていたのが政治将校である。胡耀邦も

山西軍閥・閻錫山が率いる軍部隊などに対する寝返り工作で、大きな功績を挙げていた。その

際、閻錫山軍の陣営に送り込む寝返り工作員は、以下の三つのタイプから選ぶべきだと述べて

いる。
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　　……第一に、捕虜となった閻錫山軍の尉官クラスの将校である。もし毎日５人ずつ戻らせ

たとしても、一ヶ月でせいぜい150人に過ぎない。もしもこうした人々が戻ってから、ま

た敵方についたとしたところで、一つの中隊くらいの人数に過ぎず、敵にいかほどの力も

与えはしない。（中略）仮にその中の何人かでも（筆者注：寝返らせるために）役割を果

たしてくれれば、その価値はより大きなものとなるだろう。第二に、利用可能な敵の親族

や友人であり、例えば商人、女性、老人などに（筆者注：彼らからの）手紙を持たせて行

かせるのである。こうした人々は敵に捕まって、部隊の兵士にさせられることもない。第

三に、閻錫山軍の重傷を負った兵士であり、救助保護した後、何とかして送り返すのであ

る。それでは我々が自ら面倒を求めるようなものだと言う者もあろうが、（筆者注：そう

いう者は）我々に求められるのが小さな面倒である一方で、敵に求められるのが大きな面

倒だということを知らないのである（『胡耀邦（1915‒1989）』第１巻133頁）。

　胡耀邦というと、日本では民主化志向の政治改革を求めた総書記としての姿が独り歩きして

いる感があるが、戦場で謀略を巧みに駆使する政治将校としての一面があったことをも忘れて

はならないだろう。

　なお、胡耀邦は1945年９月に前線を一時的に離脱して北京に赴き、歴史的な中国人民政治

協商会議に、中国新民主主義青年団（中国共産主義青年団が紆余曲折を経て1949年４月に改

組）の正式代表の一人として参加した。同会議は新民主主義の下で、共産党と各党各派・無党

無派によって招集されたものであり、臨時の最高国家権力機関と見なされ、事実上の憲法に当

たる「人民政治協商会議共同綱領」を採択した。同会議終了の翌日、10月１日に胡耀邦は中

華人民共和国建国の大典に参列し、毛沢東らとともに天安門の楼上に立った。

土地改革

　中華人民共和国が建国されたといっても、まだ共産党が中国全土を完全に掌握していたわけ

ではなかった。そこで共産党は全国を東北、華北、西北、華東、中南、西南の６大行政区に分

けて、それぞれの管轄地域で国民党軍の残党や匪賊の討伐を進めつつ、社会秩序の回復を図る

ことにした。西南は現在の四川省、雲南省、貴州省、重慶直轄市、チベット自治区を網羅して

おり、鄧小平が党中央西南局第一書記に就任してトップを務めていた。この時、胡耀邦は初め

て鄧小平の直属の部下となり、四川省北部を管轄する川北区党委員会書記に就任して、同区の

トップになっている。

　胡耀邦は四川省北部において、党・政府・軍・財政の大権を有し、国民党軍の残党や匪賊を

討伐したり、小作料引き下げを実施したりして、社会秩序の回復を図ると、いよいよ革命の本
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丸とも言うべき土地改革に取り掛かった。共産党の革命の主要な任務は「反帝・反封建」であ

るとされてきた。「封建」は少数の地主に土地が集中していることを指し、「反封建」は土地改

革、すなわち地主の土地を、実際に耕作に従事する小作農ら貧しい農民に分配して、自作農を

創設することを指している。

　しかし整風運動が康生の指導の下で、行き過ぎの様相を呈したように、土地改革もまた彼の

指導の下で、同様の様相を示すようになった。共産党の工作隊の後押しで権力を握った貧しい

農民たちが、地主や大規模農家だけでなく、すでに土地の分配を受けて中規模農家となってい

た村の党幹部に対してさえも、激しい暴力を振るうようになったのである。

　胡耀邦は、共産党に敵対的な地主に対しては決然と弾圧を命じる一方で、共産党に協力的な

地主に対しては保護する方針をとっていた。しかし土地改革に関する報告書から、管轄下の地

域で、地主という地主を虐待するばかりでなく、地主の未成年の子どもにまで迫害を加えると

いう事態が起きていることを知った。こうした事態に直面した胡耀邦は会議を招集して、以下

のように強調している。

　　……土地改革を行なうとは、封建勢力と地主階級を消滅させることであって、地主分子の

肉体を消滅させることではない。（中略）地主の子どもに至っては、どの女のお腹に宿る

か選びようがないではないか。彼らの出生のどこに罪があろうか？（『従紅小鬼到総書記』

上巻146頁）。

　こうしたことからも明らかなように、胡耀邦は毛沢東を支える土着派の幹部ながら、康生

（しばしば毛沢東自身）による過激な路線とは一線を画して、比較的穏健な路線を歩んでいた

と言える。その背景には、自らが共産党支配の不条理な側面を、二度も身を以て体験したとい

うことがあっただろう。もっとも、胡耀邦が後年になって「解放の初期の川北工作の期間中

に、いくつかの案件を決裁したが、後にでっちあげの事案であったことが証明された」と述べ

ているように（『胡耀邦文選』98頁）、当時の風潮の中では、彼自身も行き過ぎに加担するこ

とを免れなかった。

青年工作

　胡耀邦は1952年９月、北京に呼び戻されて、中国新民主主義青年団中央委員会書記に就任

し、さらに57年５月には第一書記に昇格して（同年５月に中国共産主義青年団と改称。以後、

共青団と略）、文化大革命で失脚するまでその地位にあった。文字通り青年工作の最高指導者

となったのである。胡耀邦は元々一貫して青年工作に携わってきた。14歳で児童団の団長な
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どになったのを皮切りに、長征の途上でも、延安でも青年工作に従事し、前述したように49

年９月の中国政治協商会議にも中国新民主主義青年団の正式代表の一人として参加している。

胡耀邦は60年にわたるキャリアの実に半分近くを青年工作のために費やしてきたのである。

こうした経歴は高級幹部の中でも異色と言えるだろう。

　胡耀邦は10年近く共青団のトップの座にあった間に、重要な人脈を築くことになる。後年、

胡耀邦が総書記となった際に、頼みとしたのが以下のような共青団の関係者だったのである。

副総理や外交部長などを歴任した呉学謙。党中央政治局常務委員などを歴任し、胡耀邦失脚後

には一時、鄧小平から後継者として目されたことがありながらも、第二次天安門事件に際し

て、民主化を要求する学生らに同情的な立場をとったために失脚した胡啓立。胡耀邦と胡啓立

失脚後も、改革派として江沢民政権下で党中央政治局常務委員などを歴任した李瑞環。そして

鄧小平直々の指名によって、江沢民の次のトップとなった胡錦涛など。

　胡耀邦は共青団のトップの座にあっただけに、青年の思想状況に関して独自の知見を有して

いた。胡耀邦の側近であった張黎群によれば、それは以下のようなものである。

　　……彼（筆者注：胡耀邦を指す）は次のように言った。青年は、社会経験が乏しく、情熱

が有り余っていて、冷静さが不足しており、時には容易に感情が高ぶって、一方に偏るこ

とを免れず、（中略）また時には熱しやすく冷めやすいという過ちを犯してしまうものだ。

（中略）耀邦同志は次のようにも言った。「我々、入党してから長い年月が経ち、党の教育

を数十年も受けてきた老幹部がなおもあれこれと過ちを犯しかねないのに、なぜ成長の過

程にある青年に対して、かくも容赦なく手厳しいのだろうか。彼らに100パーセント成熟

して、過ちを犯すなと求めるのだろうか？　これでは公正でなく、人心も得られないだろ

う」（『従紅小鬼到総書記』上巻236頁）。

　胡耀邦が青年の思想状況に関して独自の知見を有するに至った背景には、どのようなことが

あるだろうか。長きにわたって青年工作に携わってきたことはもとよりであるが、10代から
20代にかけて「AB団」事件や整風運動を通して、共産党支配の不条理な側面を、身を以て体

験したことがあるのではなかろうか。共産党は、過ち（甚だしきに至ってはでっち上げの過

ち）を理由に「成長の過程にある青年に対して、かくも容赦なく手厳しい」弾圧や批判を行

なって、青年が試行錯誤の末に自発的に過ちを改める（過ちがでっち上げだと証明する）猶予

をほとんど与えてこなかった。こうした事態に対して、胡耀邦なりに検討を重ねた末に、独自

の知見にたどり着いたのだろう。

　なお後述するように、青年の思想状況に関するこうした知見の有無こそが、後年、胡耀邦と
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鄧小平との間で、民主化運動への対応の相違をもたらす要因の一つとなった。胡耀邦は1986

年末に、急進的な民主化の要求を突き付ける学生らの「過ち」を前にしても、寛大な姿勢を崩

さなかった。一方、鄧小平は89年春に、同様な学生らの「過ち」を前にして、文化大革命中

に自らに迫害を加えた紅衛兵の「過ち」と重ね合わせて、恐怖におののき、最終的に第二次天

安門事件を引き起こすに至った。

　もっとも、1957年６月に反右派闘争が始まると、当時の胡耀邦は青年の思想状況に関する

独自の知見を貫くことができずに、政治情勢に流されてしまうことになる。毛沢東は、反右派

闘争に先立って、ソ連のスターリン批判（1956年のソ連共産党大会におけるフルシチョフ秘

密報告を契機に起こったスターリンによる個人崇拝や大粛清などに対する批判）に伴う雪解け

ムードを受けて、56年から57年初頭にかけて、自由な発言を奨励する「百花斉放・百家争鳴」

運動を展開するように指示した。胡耀邦も同運動を積極的に支持する態度を見せ、「われわれ

は反対意見のなかから合理的で有益なものを吸収し、自分の仕事を改善することを学びとらね

ばなりません」「われわれの組織にとって、反対や批判的な意見が耳に入らないことは、何ら

よいことではなく、かえってひじょう（原文ママ）に大きな危険でさえあります」などと述べ

ていた（『中国の青年運動』48頁）。その結果、共青団傘下の新聞や雑誌の記者たちは臆する

ことなく、官僚主義とその弊害を批判したり、社会悪を暴露したりする記事を書き、さらには

全国各地で多くの学生が民主化と自由化を求めてデモを行なうに至った。

　しかし、共産党批判の噴出に驚愕した毛沢東は、反批判、すなわち反右派闘争に踏み切っ

た。こうして共青団内部でも反右派闘争が実施されることとなり、多くの記者や学生が右派と

された。右派と認定された人々は全体で55万人にも上り、その半数以上が公職や学校を追わ

れて、農村で強制労働を強いられた。

　胡耀邦は、共青団内での反右派闘争の拡大を、可能な限り食い止めようとしたものの、当時

の風潮の下では自ずと限界があった。後年、胡耀邦自ら「共青団中央の工作の期間には、何人

かの幹部に対する処分は適切ではなかった」と述べている。すなわち「決して反党反社会主義

ではなく、ただ指導者に意見を提起し、党に対して腹蔵なく話し、農村の実情を報告しただけ

の素晴らしい同志を、誤って右派に認定した」のである（『胡耀邦文選』98‒99頁）。胡耀邦の

青年の思想状況に関する知見に照らせば、たとえ正真正銘の右派の青年であっても、その青年

に対して、試行錯誤の末に自発的に過ちを改める猶予を与えるべきだということになるだろ

う。しかし実際には、あろうことか右派とでっち上げられた青年に対してさえも、でっち上げ

だと証明する猶予を与えずに、即座に右派として処分を下さざるを得なかったのである。
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大躍進運動

　毛沢東はスターリン批判以来、ソ連とは距離を置き、独自の社会主義路線を模索するように

なり、1958年から大躍進運動に着手した。同運動に当たって、発展途上国の中国であろうと、

大衆を動員して人海戦術をとれば、農業や重工業は急速に発展するとして、15年でイギリス

に追い付くという国家目標を掲げた。

　中国政府は大躍進運動に先立って、1950年代前半より新民主主義の段階から社会主義の段

階への移行を開始し、農業の集団化を推進することとした。農業の集団化とは、土地やその他

の生産手段の所有権を各農家から集団に移すことである。集団化のレベルは20～30戸の農家

から成る生産隊、10余りの生産隊から成る生産大隊、10くらいの生産大隊から成る人民公社

に分類される。中国政府は集団化のレベルを一気に引き上げることとし、大躍進運動が始まる
58年夏には人民公社が全国の農村に出現するに至った。人民公社は農業生産組織と末端の行

政組織が一体化しており、政治・経済・文化・軍事を包含した機能を有し、農村における大躍

進運動の実行単位とされた。

　大躍進運動は中国に悲劇的な結末をもたらした。農業では、生産量が急減した結果、1959

年から61年にかけて、中国全土で異常な食糧難が発生し、1600万から2700万の餓死者が出る

に至った。この要因としては、農業生産力の客観的な限界を無視した諸政策や農民の生産意欲

の減退などといった人災、並びに華北の旱害と華中・華南の水害といった天災を挙げることが

できる。一方、重工業でも、鉄鋼の生産運動に際して、中国在来の方法・技術が採用され、全

国各地に旧式の小高炉が建設されて、多くの人々が動員されたものの、製品の大半は質が悪く

て使い物にならなかった。

　1959年８月に開催された廬山会議（８期８中全会）で、国防部長の彭徳懐らはついに大躍

進運動に対する批判に踏み切った。それに対して毛沢東は、彭徳懐らの批判を自らへの批判と

とらえて、彼らを「右翼日和見主義」であると決めつけた。毛沢東を恐れる他の参加者も同調

したために、彭徳懐らは失脚の憂き目にあった。

　反右派闘争以後、胡耀邦は失脚を恐れて慎重に振舞うようになり、前出の張黎群が指摘する

ように「時には本心にもとることを行なったり、言ったりせざるを得なくなっていた」が（『胡

耀邦（1915‒1989）』第１巻298頁）、廬山会議でも同様であった。秘書の高勇は後年、廬山会

議での胡耀邦の様子を以下のように述べている。

　　　胡耀邦は当時、調査にたくさん関わり、「大躍進」における多くの問題について、しか

と理解していたことから、「彭徳懐と協力して党を攻撃する」気が起きないわけではな

かった（筆者注：しかし結局のところそうしなかった）。その一方で、付和雷同（筆者注：
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彭徳懐らへの批判に唱和することを指す）しなかったのも確かである。彼なりに考えが

あって、廬山会議の会期中、ただグループ会で簡潔に態度表明をしただけであり、その主

な内容とは「主席の報告を支持する」「総路線、大躍進、人民公社の三つの旗印を支持す

る」といった類のものであった（高勇，2016，107頁）。

　もっとも胡耀邦は毛沢東の歓心を得ることはできなかったようである。高勇はその間の事情

について以下のように述べている。

　　……胡耀邦の廬山会議での言動は、当然ながら「一切を見通す」毛沢東の目をすり抜ける

ことができなかった。毛沢東は毎日報告を聴いたり、報告の概要を読んだりして、全員の

言動を明確に把握していた。毛沢東は、胡耀邦の簡潔な態度表明を目にした以外に、彼の

意見を聴けなかったことから、当然ながら彼に対して満足しなかった。数年後、耀邦は毛

沢東の自らに対する不満に感付いて、「廬山会議後、主席は１、２年もの間、私を相手に

しようとせず、冷遇してきた」と言った（『胡耀邦（1915‒1989）』第１巻306頁）。

調整政策

　毛沢東は廬山会議を乗り切ったものの、さすがに1600万から2700万の餓死者の存在を前に

しては、責任を免れることはできなかった。毛沢東は1962年１月の七千人大会（党中央工作

会議）において、大躍進運動の責任を部分的に認めて、自己批判を行なった。もっとも林彪が

毛沢東をかばう発言をすると、それを称賛するなどしており、胸中においては大躍進運動の責

任を、その一端であれ認めることを拒んでいたにちがいない。

　七千人大会以後、毛沢東からナンバー２の劉少奇や鄧小平の手に実権が移り、両者の指導の

下で経済再建のために、本格的な調整政策がとられることとなった。特に農業生産の回復に重

点が置かれ、農業の集団化のレベルを引き下げて、生産隊を復活させることにした。さらに各

農家が、政府に一定の収穫量を収めることを条件に、余剰の収穫物を自由に売却することがで

きる制度（生産請負制）を事実上認めるなどの措置をとった。この制度はある程度まで市場経

済化を容認することによって、農民の生産意欲を高めようとするものであり、改革開放以後、

全国で一斉に展開されることになる。調整政策は功を奏し、農業生産は回復して、飢餓は解消

されるに至った。鄧小平が「白い猫であれ、黒い猫であれ、ネズミを捕ればよい猫だ」という

四川地方のことわざを引いて、農業生産の回復に役立つのならば、社会主義の原理原則にとら

われずに、柔軟に市場経済化を推し進めるべきだと暗に説いたのは、この頃のことである。

　一方、毛沢東は、実権を掌握した劉少奇や鄧小平に対して不満を抱き、ひそかに反撃の機会
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をうかがっていた。七千人大会から数か月後の62年９月に開催された８期10中全会において、

「絶対に階級と階級闘争を忘れてはならない」という指示を出し、劉少奇や鄧小平の調整政策

を資本主義の復活であると暗示した。この指示は「党内の資本主義の道を歩む一握りの実権

派」、つまり劉少奇や鄧小平ら党内実権派の打倒を目指す文化大革命の出発点となった。

　このように毛沢東と劉少奇らが水面下で対立を深める中で、胡耀邦はどのような態度をとっ

ていたのだろうか。胡耀邦は1961年後半に河北省唐県の農村に視察に出かけた際に、人々の

悲惨な境遇を目の当たりにしていた。そうしたこともあって、七千人大会以後、胡耀邦は劉少

奇や鄧小平に従う態度を明確にとるようになる。1962年の初夏、胡耀邦は、当時開催されて

いた共青団の会議の出席者を５、６名自宅に招いたが、その際、居合わせた者によると、彼は

以下のように語ったとのことである。

　　……胡耀邦は、七千人大会に皆が招集されて、真実について話し合ったということを述べ

た。彼は、この度の大会で党中央と毛主席が率先して過ちを認め、自己批判を行ない、指

導上の責任を認めたと言った。その後、彼は私たちに次のように尋ねた。「君たち、ここ

数年、党の威信は高くなっただろうか、それとも低くなっただろうか？」皆は一時黙り込

んでしまった。胡耀邦は微笑んで、極まりが悪い重苦しさを吹き払おうとして、また次の

ように尋ねた。「君たちのうちで、誰があえて党の威信が低くなったと言ってくれるのか

な？」彼は自問自答しておおよそ次のように言った。「私はあえて実事求是に則って、こ

こ数年、党の威信はかつてよりも低くなっていると言うよ」。「『苦しい日々を送って』餓

死した者がこんなに増えたのは、主に『人災』によってもたらされたんだ。『五風（筆者

注：官僚主義、強制的命令、でたらめな指導、大げさに言うやり方、全てを共同所有とす

るやり方）』を吹かせて、客観的な経済法則に背き、あれほど多くの馬鹿げたことを行

なって、国民経済を崩壊の淵にまで追いやったのだ。心にもなく党の威信が高くなったな

どと言えようか？（後略）」（『従紅小鬼到総書記』上巻233頁）

　居合わせた人々が胡耀邦の問いかけに黙り込んだのは、当時の政治情勢の下では、たとえ私

的な場であっても、毛沢東や党中央へのあからさまな批判を口外すれば、密告によって失脚を

余儀なくされるリスクがあったからだと言える。胡耀邦は恐れることなく真実を語ったことか

ら、その場に居合わせた誰もが尊敬の念にうたれたとのことである。

湖南省湘潭地区と陝西省のトップ

　胡耀邦は、現場で農業生産の回復工作に当たることを希望して、1962年11月に故郷からほ
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ど近い湖南省湘潭地区の党委員会第一書記を兼任することとなった。ちなみに第二書記は、毛

沢東の死後、最高指導者になりながらも、鄧小平や胡耀邦らによって失脚を余儀なくされた華

国鋒であった。また胡耀邦は65年５月には陝西省のトップである同省党委員会第一書記を兼

任することとなった。劉少奇や鄧小平は、胡耀邦に地方行政の経験と実績を積ませるために、

彼を陝西省に送り込んだのである。

　胡耀邦が湘潭地区に赴任して間もなく、毛沢東は四清運動を発動した。同運動は、1963年

から66年春にかけて一部の農村で展開された政治運動であり、文化大革命の先駆けとなった。

当初は人民公社の労働点数、帳簿、倉庫、財産を再点検する（四点を清める）ことを主眼とし

ていた。しかし運動の進め方をめぐって、劉少奇らと毛沢東との間で深刻な対立が生じるよう

になった。劉少奇らは、農村社会が混乱して、農業生産の回復に悪影響が及ぶことを恐れて、

単なる農村の幹部の腐敗摘発運動にとどめようとしていた。

　一方、毛沢東は、農業生産の回復にはお構いなしに、階級闘争という名の下で、大衆政治運

動にエスカレートさせようとしていた。最終的に毛沢東は劉少奇らの反対を押し切ると、さら

に強引に運動の内容を一変させてしまった。四清運動は、政治・経済・組織・思想を毛沢東の

意向に沿ってつくり変える（四点を清める）ことを主眼とするようになり、打倒対象として、

劉少奇や鄧小平らを暗に示す「党内の資本主義の道を歩む一握りの実権派」を掲げるに至った

のである。

　胡耀邦は四清運動の最中においても、劉少奇や鄧小平を支持する立場を堅持している。湘潭

地区では、農村の幹部は、大半が貧農の出身であり、かつ工作も骨折りが多かったことから、

その一部は腐敗に手を染めてしまい、大衆の怒りを買っていた。胡耀邦は劉少奇らの主張に

沿って、腐敗した幹部に対して、真摯に自己批判を行ない、横領したものを全て弁償するよう

に求める一方で、大衆に対しては、階級闘争の名の下で、腐敗した幹部に虐待を加えることを

禁止したのである。

　また陝西省では、四清運動が毛沢東の意向に沿って展開され、他省よりも猛威を振るってい

た。同省では失脚した彭徳懐や習仲勲（習近平国家主席の父親）などが長期にわたって指導し

ていたことから、土地改革が徹底していないと見なされていたのである。胡耀邦は陝西省でも

湘潭地区と同様に、運動の拡大を抑止しようと努めた。毛沢東が同運動の内容を一変させて、

組織などを自らの意向に沿ってつくり変えようとした際には、胡耀邦は西安交通大学や人民解

放軍の関係者に向かって、次のように反対の意を示唆している。「大学にどんな階級闘争があ

ると言うのか？」「軍隊にどんな階級闘争があると言うのか？」「学校にも軍隊にも悪人は１

パーセントもいない、せいぜい零点数パーセントだ」（『従紅小鬼到総書記』上巻285頁）。

　ただし、ここで注意すべきなのは、胡耀邦は、毛沢東に対して批判的であり、劉少奇や鄧小
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平を支持する立場を堅持していたものの、それは「毛沢東に対する修正とは言い得ても、反逆

といったものではない」ということである（楊中美，1989，180頁）。胡耀邦は、毛沢東に対

して批判的だったことを埋め合わせるかのように、「雷鋒に学べ運動」の口火を切る役割を果

たしている。雷鋒（1940‒62年）は湖南省の貧農の子であり、幼くして父母を亡くし、人民解

放軍の兵士となり、若くして事故死した。死の翌年に、胡耀邦は共青団傘下の雑誌を用いて、

毛沢東思想を体現した模範として、生前人民に奉仕して行なった数々の善行を宣伝し、「雷鋒

に学べ」と提唱した。それが毛沢東の目に留まったことで、「雷鋒に学べ運動」は全国的に

大々的に展開されるようになった。しかし改革開放以後には、雷鋒は個人崇拝に利用されたと

いう批判が噴出して、同運動は下火になるに至った。

文化大革命

　毛沢東はついに1966年夏、文化大革命の発動に踏み切った。文化大革命は毛沢東の死去ま

で、およそ10年間にわたって繰り広げられた熱狂的な大衆政治運動である。文化大革命は、

前出の62年９月における「絶対に階級と階級闘争を忘れてはならない」という毛沢東の指示

から出発し、四清運動を経て、「党内の資本主義の道を歩む一握りの実権派」、つまり劉少奇や

鄧小平らの党内実権派を打倒するために発動された。

　文化大革命の当初、先頭に立ったのは、全国の中学・高校・大学の学生らによって組織され

た紅衛兵である。紅衛兵は、熱狂的に「毛主席万歳！」と叫び、「造反有理（謀反には道理が

ある）」というスローガンの下で、党内実権派の指導者に迫害を加えた。さらに四旧（旧思想、

旧文化、旧風俗、旧習慣）の打破を叫んで、文化財や書物を破壊したり、国有企業の管理職や

知識人などに対しても迫害を加えたりした。しかしやがて各地の紅衛兵組織の間で、対立や内

部抗争が勃発し、収拾がつかなくなったことから、毛沢東は政治秩序の回復に取り組み始め

た。

　この取り組みに応えたのが林彪である。国防相の林彪の指揮下にある人民解放軍が、紅衛兵

によって党内実権派が一掃された後の空白を埋めるために、党と政府の各部門に進出して、秩

序の回復を図ったのである。林彪は1969年４月の第９回党大会で副主席に選出され、党規約

で毛沢東の後継者に定められた。紅衛兵は「上山下郷（山岳地帯や農村の民衆の中に入る）」

運動の名の下に地方に追放されることとなった。

　さて、胡耀邦は文化大革命の発動当時、共青団中央委員会第一書記と陝西省党委員会第一書

記などのポストに就いていた。文化大革命が始まると、胡耀邦も劉少奇や鄧小平らに連なる党

内実権派の一人として、紅衛兵の迫害の標的となった。

　紅衛兵が党内実権派の指導者を迫害するに当たっては、反毛沢東思想や反革命の罪状を挙げ



愛知学院大学　教養部紀要　第66巻第１号

38─　　─

る必要があったが、それがいかにこじつけに近いものであるかは、胡耀邦の例を見れば、明ら

かである。胡耀邦の側近であった李昌によれば、それは以下のようであった。

　　……1953年６月、共青団は第二回全国代表大会を開催して、胡耀邦が工作報告を行ない、

李昌が共青団の規約改正の報告を行なった。両報告には「毛沢東思想」がなかった。改正

された共青団の規約（草案）の原文には元来あった「毛沢東思想」が削除されていたので

ある。

　　　しかし、それから13年後、「文革」での胡耀邦に対する批判闘争の際に、「造反派」は

彼の工作報告から「毛沢東思想」の五文字が削除されたことを「反毛沢東思想」の確証と

して、彼に「正直に白状する」ように強いた（『従紅小鬼到総書記』上巻307頁）。

　言うまでもなく、胡耀邦が自らの判断で、公的な報告から「毛沢東思想」を削除するなどあ

り得ないことである。批判闘争の場に、胡耀邦とともに引きずり出されていた李昌は助け舟を

出して、「毛沢東思想」の削除の件については、毛沢東自らが指示したのだと言明した。李昌

の勇気ある発言のおかげで、その日の胡耀邦に対する批判闘争は終了した。

　しかしそれ以後も連日にわたって数か月もの間、全国各地から紅衛兵が入れ代わり立ち代わ

りやって来ては、胡耀邦を批判闘争の場に引きずり出した。ある時には、胡耀邦はしたたかに

殴られ、腰部打撲となったものの、紅衛兵はそれに構わず、さらに批判闘争を続けようとした

ために、とある女医が咄嗟に胡耀邦には心臓に持病があると偽って、彼を助け出したことも

あった。

　当時、胡耀邦に対して批判闘争を行なっていたとある紅衛兵によると、彼は質問に答える際

には両目が鋭く生き生きとして、態度は丁寧で協力的に映ったものの、自らや他の幹部に対す

る迫害の口実となることは一切言わなかったそうである。胡耀邦は批判闘争の最中にもユーモ

アを失わず、他の幹部に次のようにアドバイスしていた。

　　……紅衛兵が批判闘争を行なう際には、二つの点に注意すべきだ。一つ目は、あらかじめ

綿入れの上着を着て、両手をしっかり握ること。二つのグループの紅衛兵が引っ張り合い

をする際に怪我をしたり、風邪をひいたりしないようにするためだ。二つ目は、必ず革靴

を履くこと。混乱した状況下で両足を踏みつけられて痛めないようにするためだ。他の靴

を履いたって駄目だね（同上309頁）。

　批判闘争に耐えかねた幹部の中には、自死を選ぶ者さえ数多いた中で、胡耀邦は何とか精神
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の余裕を失わずに、持ちこたえていたと言えるだろう。しかしながら時には胡耀邦でさえも音

を上げて、迫害の口実となる「証拠資料の作成に際して、二、三の同志について事実とは異な

ることを話した」と後年に至って告白している（『胡耀邦文選』98頁）。批判闘争の過酷さが

うかがわれるだろう。

　胡耀邦は1969年５月に河南省潢川県黄湖の農場に設置された「五・七幹部学校」に送られ、

労働改造されることになった。「五・七幹部学校」とは、幹部が農村で労働に従事して政治意

識を高め、官僚主義・教条主義的作風を改めることを目的として開設された農場である。66

年５月７日付けの毛沢東の林彪宛ての書簡にあった「全国を革命化した大きな学校にしよう」

という指示の精神に基づき、黒竜江省革命委員会が同省慶安県柳河の農村に開設したのを端緒

として、急速に全国各地に広がったものである。胡耀邦は「五・七幹部学校」で病弱な身体を

おして重労働に従事した挙句、ついに病に倒れ、71年末に北京で治療を受けることを許され

るようになった。その後も75年７月に復活して公職に就くまでの３年余りの間、北京の自宅

で療養生活を送ることを認められ、読書をしたり、中国の今後の行く末についてひそかに思索

を巡らせたりすることができた。その間、田中角栄元首相の『列島改造論』などを読みながら、

「日本の経験は我々の手本になる」などと考えていた（『胡耀邦（1915‒1989）』第２巻422頁）。

Ⅲ．総書記：民主化志向の政治改革とその挫折

中国科学院副院長

　胡耀邦が鄧小平とともに復活するきっかけとなったのは、中国内外を震撼させた林彪事件の

発生である。林彪は前述したように、文化大革命の発動後、失脚した劉少奇に代わってナン

バー２となり、1969年４月の第９回党大会で毛沢東の後継者に正式に指名された。しかしわ

ずか２年余り後の71年９月に、林彪は、毛沢東暗殺クーデターを企てて失敗した挙句、当時

中国と対立していたソ連へ空軍機で妻子とともに亡命しようとした最中に、モンゴル上空で墜

落死を遂げた。

　鄧小平は、文化大革命が発動されると、劉少奇とともに真っ先に打倒の対象とされたもの

の、党籍剥奪の末に死に至らしめられた劉少奇とは異なり、何とか党籍留保は認められて、ト

ラクター工場で労働に従事させられていた。林彪事件後、毛沢東夫人・江青ら四人組への権力

集中が顕著になったことから、毛沢東は警戒を強め、バランスを保つために、周恩来の実務権

限を強め、さらには鄧小平を復活させることにした。こうして鄧小平は1973年３月に国務院

副総理となって、劇的な復活を果たした。胡耀邦も75年７月に復活して、中国科学院副院長

に就任した。復活した鄧小平は、文化大革命からの脱却を目指して、周恩来によって提唱され
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た「四つの現代化（農業・工業・国防・科学技術の近代化）」を推し進め、生産力の発展を重

視する政策に舵を切ろうと試みた。そしてその一環として、胡耀邦に「科学院工作報告提綱」

をまとめさせた。

　しかし、鄧小平と胡耀邦のこうした試みは、毛沢東や四人組の反撃に遭うことになる。鄧小

平は1976年４月に起こった第一次天安門事件の黒幕とされて、再度の失脚を余儀なくされた。

第一次天安門事件とは、同年１月に周恩来が死去し、周恩来や鄧小平の路線を支持する北京の

民衆が、四人組への反発を強めて、４月に天安門で大規模な周恩来追悼集会を開いたところ、

四人組一派が弾圧を強行したというものである。

　胡耀邦もまた1975年11月に「科学院工作報告提綱」が他の二つの文献とともに「三大毒草

の一つ」とされて、中国科学院の職務の停止処分を受けた。そして再び四人組一派によって、

批判闘争の場に引きずり出されるようになった。ここで、胡耀邦の中国科学院における活動

を、四人組一派がどのように批判していたかを見ることにしよう。76年２月に『人民日報』

紙上で以下のような胡耀邦に対する批判記事が掲載されている。

　　……数か月前、科学・技術界で右からの巻き返しの動きが出てきた時に、その主唱者の一

人（筆者注：胡耀邦を指す）が我々の部門にやって来て、長話をしていった。その際、一

言も階級闘争について語らず、党の基本路線についても話題に出さず、「科学研究の工作

を行なう」という名目を使って、平然と修正主義の代物を売りさばいていた。彼は「現

在、我々の科学・技術は危機にある」「ここ数年、いささか盲目的に自力更生を重視して

きた」などとでたらめを言っていた。（中略）彼はただ外国の専門家に頼るだけで、彼の

いわゆる危機を解決し得ると考えている。すなわちただ他人の後を一歩一歩這って進むだ

けで、「盲目」でなくなると見なしているのである。科学・技術戦線の広範な労働者、科

学研究のスタッフ、幹部が毛主席の革命路線の指導の下で、ほとばしらせている社会的な

積極性や創造性を、彼ら（筆者注：胡耀邦らを指す）は全く顧慮していないのである（「駁

“今不如昔” 論」）。

　四人組一派の批判から、胡耀邦が中国科学院において目指していたものが浮き彫りになるだ

ろう。「階級闘争」や「党の基本路線」、すなわち文化大革命を継続することなどではなく、

「外国の専門家」、すなわち先進国・地域の専門家を通して、先端の科学・技術を習得すること

を目指していたのである。これはその後、改革開放が始まると同時に、すぐさま実行に移され

ている。しかし毛沢東が存命で、四人組が一掃されていない当時にあっては「修正主義」、す

なわち「自力更生」を重視する毛沢東思想の裏切りを意味していたのである。
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真理の基準論争

　1976年９月９日、毛沢東がついに死去した。毛沢東の死後、党中央における権力闘争は一

段と激化した。四人組の中心である江青は、党主席ポストを獲得しようと画策したが、党第一

副主席兼首相の華国鋒が同年10月、葉剣英らの力を借りて先手を打ち、四人組の逮捕に踏み

切った。華国鋒は、文化大革命を急進的に推進した四人組とは一線を画して、穏健派に属して

いた。華国鋒はその後、党主席と中央軍事委員会主席を兼職して、最高指導者となった。

　華国鋒は、文化大革命の発動後に、毛沢東に見出されて急速に頭角を現し、党中央や中央政

府のポストを一気に駆け上がってきた。前述したように、胡耀邦が1962年11月に湖南省湘潭

地区党委員会第一書記を兼任することとなった際には、華国鋒は第二書記を務めており、文化

大革命の発動前には、一地方官僚に過ぎなかったのである。それだけに華国鋒には党中央にお

いて確固とした支持基盤がない状態だった。

　華国鋒は、自らの権力の正統性を印象付け、支持基盤を固めるために、しばしば毛沢東の

「あなたがやってくれれば、私は安心だ」という「遺言」を示して、毛沢東によって直々に選

ばれた後継者であることを強調していた。そのために必然的に毛沢東路線を継承せざるを得な

くなり、「二つのすべて（毛沢東の決定を全て守り、毛沢東の指示を全て守る）」と呼ばれる方

針を提起した。こうして華国鋒の下では、文化大革命の清算が徹底的になされ得ないことが明

らかとなった。

　一方、四人組の逮捕後、復活した高級幹部を中心に、鄧小平の復活を待望する声が日増しに

強くなってきた。当初は華国鋒も鄧小平の復活に難色を示していたものの、鄧小平が華国鋒に

書簡を送り、華国鋒の指導を絶賛し、自己の誤りを反省していることを伝えたことから、つい

に復活を認めることにした。1977年７月、鄧小平は党副主席、国務院副総理、中央軍事委員

会副主席兼総参謀長に復帰し、華国鋒、葉剣英に次ぐナンバー３の地位を確保した。胡耀邦も

また同年中に中央党校副校長、さらには党中央組織部長となった。

　鄧小平は復活直後から華国鋒の打倒を目論んでいたが、胡耀邦がその先鞭を付けることとな

る。現代中国における権力闘争は、しばしばイデオロギー闘争の形をとるが、この場合もそう

であった。胡耀邦は中央党校のスタッフを動員して、華国鋒が掲げる「二つの全て」に対抗し

て、1978年５月に「実践は真理を検証する唯一の基準である」という論文を発表させた。そ

の論文の一節を以下に引用することにしよう。

　　……マルクス主義は、実践が真理を検証する基準であり、実践の最中における真理の認識

が永遠に完成することはないと強調している。すなわち我々の認識が一度で完成したり、

究極的に完成したりしないことを認めているのである。また歴史的かつ階級的な限界か
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ら、我々の認識が誤りを犯しかねないことを認めているのである。そこで実践によって検

証することが必要になってくる。およそ実践を経て、誤っていると、あるいは現実に合わ

ないと証明されたものについては、改めるべきであって、守り抜くべきではない。（中略）

毛主席も次のように述べている。「真の革命指導者は、自らの思想、理論、計画、プラン

に誤りがあった時には、適切に改めなければならない（中略）」。

　　……マルクス・レーニン主義と毛沢東思想の既成の条文の上にあぐらをかき、甚だしきに

至っては、既成の公式によって、無限に豊かで、速やかに発展している革命の実践を制限

したり、抑圧したり、裁断したりしてきたが、こうした態度は誤りである（「実践是検験

真理的唯一標準」）。

　このように一見すると哲学の論文のような装いをしているが、巧みに毛沢東の著作から引用

しながら、華国鋒によって掲げられた「二つの全て」という方針を暗に批判する内容となって

いる。すなわち以下のようなことを言わんとしていたのである。「二つの全て」という方針は、

毛沢東に限っては、例外的に「実践の最中における真理の認識が永遠に完成する」と見なすと

いう誤りを犯してきた。それ故に「毛沢東思想の既成の条文の上にあぐらをかき、さらに甚だ

しきに至っては、既成の公式によって（中略）革命の実践を制限したり、抑圧したり、裁断し

たりしてきた」のであると。要するに毛沢東思想についても、改めて実践によって真理にか

なっているか否かを検証すべきであって、金科玉条としてはならないと主張したのである。

　華国鋒打倒に当たっての胡耀邦の貢献は、イデオロギー闘争だけではなかった。党中央組織

部長として尽力した数多の冤罪の掘り起こしと名誉回復も、結果的に鄧小平を援護することに

つながっている。胡耀邦は1950年代までさかのぼって、失脚した幹部や党員の名誉回復のた

めに尽力したが、その人数は290万人にも上った。かつての劉少奇や鄧小平ら党内実権派に連

なる高級幹部たちが復活すると、鄧小平の強力な援軍になったのである。鄧小平は胡耀邦のこ

うした働きのお陰で、78年末の11期３中全会で、華国鋒に勝利を収めることに成功した。勝

利に大きく貢献した胡耀邦は党中央政治局員に選出されている。

　11期３中全会では、鄧小平の勝利を反映して、次の三点が決議された。①「二つの全て」

が批判され、「実践は真理を検証する唯一の基準である」が高く評価された。②毛沢東によっ

て唱えられた階級闘争を重視するといった方針が否定され、近代化路線、とりわけ農業を中心

とする経済の発展に重点を置くという方針が確認された。③1976年４月の第一次天安門事件

は四人組に反対する大衆の革命的行動であったと認められて、関係者の名誉回復が行なわれた。

　また1981年６月の11期６中全会では、毛沢東時代を総括する歴史決議が採択された。文化

大革命を「指導者が間違って引き起こし、反革命集団に利用されて、党と国家と各民族人民に
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大きな災難をもたらした内乱」であると規定して、全面的に否定した。一方、毛沢東について

は「文化大革命で重大な誤りを犯したとはいえ、中国革命に対する功績は、誤りをはるかにし

のいでいる」といった評価を下した。

　1982年９月の第12回党大会では、華国鋒をはじめとする文化大革命派が指導部から一掃さ

れて、鄧小平時代が本格的に幕開けすることになった。しかしすでに78歳という高齢に達し

ていた鄧小平は、華国鋒が占めていた職責の中、中央軍事委員会主席に就任しただけで、党の

トップ（主席が廃止され、総書記が新たに設置された）は胡耀邦に任せ、国務院総理（首相）

は趙紫陽に任せることとした。こうしていわゆる「鄧胡趙トロイカ体制」が確立し、胡耀邦は

鄧小平の後継者と目されるようになる。

改革開放

　「鄧胡趙トロイカ体制」は経済発展、ひいては「四つの現代化」のために、改革開放と呼ば

れる一連の経済改革に取り組むこととなった。人民公社の解体や経済特別区の設置などが行わ

れ、市場経済化が推進されたのである。

　人民公社の解体は、生産請負制の本格的な導入に伴って実施に移された。農家の生産意欲を

刺激して、農業生産を高めるために、生産請負制（各農家が政府に対して一定の収穫量を収め

ることを条件に、余剰の収穫物については自由に売却することができる制度）が全国各地に導

入されることとなった。生産請負制は、前述したように、大躍進運動後の一時期、劉少奇や鄧

小平の下で事実上黙認され、後に毛沢東によって厳しい批判を浴びる結果となったが、文化大

革命の終了後、安徽省などで先行的に再試行されて、その効果に改めて注目が集まっていたの

である。人民公社は1982年になると正式に解体されることが決まり、行政機能のみが郷人民

政府に移されることになった。

　一方、経済特別区の設置は、外資と先端技術の導入を目的として実施に移された。1979年

に広東省と福建省に設置された四つの経済特別区、すなわち深圳、珠海、汕頭、厦門はそれぞ

れ香港資本、マカオ資本、華僑資本、台湾資本の導入窓口になることを期待されていた。さら

に84年には沿海の14都市（大連、天津、青島、上海、寧波、温州、福州、広州など）が沿海

開放都市として認定された。

　こうした「鄧胡趙トロイカ体制」が推し進める改革開放に対して、党内の保守派は反発を隠

さなかった。保守派は、生産請負制の下で成功を収めた農村の万元戸を批判し、経済特別区を

かつての租界と変わらぬと批判していた。また当時、保守派の長老格の陳雲は経済改革にブ

レーキをかけるために「鳥籠経済論」を提起していた。「鳥籠経済論」とは、鳥を市場経済に、

鳥籠を計画経済に、それぞれなぞらえた上で、鳥が鳥籠の中でしか生きられないように、市場
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経済の導入はあくまでも計画経済の枠内にとどめるべきだという主張である。後述するよう

に、鄧小平は保守派の反発に対して、政治改革では妥協する代わりに、改革開放では断固とし

て意志を貫く姿勢を見せていた。

チベット問題

　胡耀邦は改革開放を推進するかたわら、チベット問題にも積極的に取り組む姿勢を見せてい

た。文化大革命中、チベット自治区では、漢族出身で同自治区党委員会第一書記の任栄の指導

の下で、チベット族の伝統文化とチベット仏教の信仰生活が完膚なきまでに破壊され、経済が

壊滅させられて、多くの地方で飢饉が発生していた。胡耀邦は1980年５月にチベットを視察

に訪れ、党のこれまでの対チベット政策の過ちを認めるとともに、チベットにおける最大の問

題が貧困であると認識するようになった。そして新たな対チベット政策を打ち出した。例え

ば、人事を一新して、任栄を更迭し、チベット族の幹部を大量に抜擢したほか、自治権を拡大

して、チベットの実情に適した経済政策や文化教育政策を実施しようと試みたのである。

　胡耀邦はこうした新たな対チベット政策を打ち出すことによって、チベット仏教の教主にし

て、チベット解放運動の指導者でもあるダライ・ラマ14世の信用を勝ち得た。ダライ・ラマ
14世は自伝で以下のように述べている。

　　……わたしは、チベットにおける中国側の数々の過ちを認めた彼（筆者注：胡耀邦を指

す）の勇気には、大いに感謝している。彼のその態度は、中国指導者内部にさえ、外国

（筆者注：チベットを指す）に対する抑圧政策を支持しない人間がいた明白な証拠となる

からである（ダライ・ラマ，2009，359頁）。

　しかし保守派からは批判を浴び、例えば鄧力群は、胡耀邦がチベット問題を処理する際に、

二つの過ちを犯したと批判している。第一に「帝国主義が中国を分裂させるといった大問題に

対して警戒心をもっていない」ということである。近現代において英国やインドがチベットを

狙っていたということを、胡耀邦は知らないのか、もしくは重視していないかのどちらかだろ

うとしている。第二に「民族地区における民族分裂主義の危険性を認識していない」というこ

とである。胡耀邦はチベットにおける「『左』の危険性」、すなわち文化大革命の影響の危険性

を一掃しようとするばかりで、ダライ・ラマ14世に象徴される民族分裂主義の危険性につい

ては全く念頭にないようだとしている（鄧力群，2006，208‒209頁）。

　胡耀邦が死去する直前の1989年３月にチベット自治区の首府ラサで、チベット独立を求め

るデモ隊と公安・警察が衝突した。ラサには同自治区政府によって、建国以来初となる戒厳令
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が布告され、チベット族に対する徹底した弾圧が行なわれた。ちなみにその当時の同自治区の

トップである党書記は、胡耀邦が頼みとした共青団人脈に連なる胡錦涛であった。皮肉なこと

に、胡錦涛は、胡耀邦の新たな対チベット政策を白紙に戻して、上記のような鄧力群の批判に

同調したと言ってよいだろう。胡錦涛のラサでの措置は、鄧小平からも高く評価されるに至っ

た。胡錦涛が江沢民の後継者の地位を射止めることができたのも、そのためであると言われて

いる。

鄧小平にとっての政治改革

　さて、「鄧胡趙トロイカ体制」は、経済改革を進めるのと軌を一にして、政治改革について

も模索を始めていた。口火を切ったのは鄧小平である。1980年８月に鄧小平は「党と国家の

指導制度の改革について」という談話を発表したが、それは次のような内容から成っていた。

①権力の過度の集中を排して、社会主義民主と民主集中制を実行しやすくする。②兼職・副職

を整理して、官僚主義と形式主義を克服し、効率化をはかる。③党と行政の分離を行ない、中

央の一部の指導者は政府の職務を兼任せずに、党の路線・方針・政策の管理に集中する。④長

期的視点に立って、後継者問題の解決を図り、老同志の第一の任務は、比較的若い同志に第一

線を譲り、自らはその参謀になることとする。鄧小平の談話を機に、知識人の間では活発に政

治改革の議論が交わされるようになった。

　上記の四点の中、最も注目に値するのは③の党と行政の分離であろう。仮に③を徹底させれ

ば、党が政府を全面的に指導するという原則が崩れることになるからである。そこで鄧小平は

政治改革の提起に先立って、「四つの原則（①社会主義の道の堅持、②プロレタリア独裁の堅

持、③共産党の指導の堅持、④マルクス・レーニン主義と毛沢東思想の堅持）」を打ち出すこ

とで、政治改革の限界点を明らかにした。政治改革はあくまでも党の指導を弱体化させないこ

とが大前提だったのである。

　鄧小平が「四つの原則」を提起した背景には、どのような事情があったのだろうか。1978

年秋から翌春にかけて、第一次天安門事件の関係者らは名誉回復に力を得て、「北京の春」と

呼ばれる民主化運動を繰り広げていた。彼らは、北京の西単にあった「民主の壁」に壁新聞を

貼り出し、翌年には雑誌「探索」などを発行した。彼らは壁新聞や雑誌で、中国政府が掲げた

「四つの現代化」に、民主化という「第五の現代化」をも追加すべきであると主張した。しか

し中心的リーダーの魏京生が鄧小平を名指しで批判して逮捕されたのを機に、「北京の春」は

終息に向かうことになる。鄧小平はその際、「四つの原則」を掲げることで、民主化を絶対に

認めないという意思を明確に示したのである2）。

　そもそも鄧小平が政治改革を唱えたのは、改革開放を円滑に進めるためであった。鄧小平に
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とっては、改革開放こそが主たる目的であり、政治改革はそのための手段の一つでしかなかっ

たのである。極論すれば、政治改革を推進しなくても、改革開放が進捗するのであれば、政治

改革は推進しなくても構わないということになるだろう。

　それ故に鄧小平は、保守派が改革開放や政治改革に対して批判の声を上げると、改革開放に

ついては、断固として意志を貫く姿勢を見せても、政治改革、特に党と行政の分離について

は、あっさりと妥協して棚上げするようになる。保守派は政治改革そのものに対して疑問を抱

き、かつ党の指導のさらなる強化を主張していたが、当時、鄧小平は保守派との間で、少なく

とも党の指導の堅持という点では見解をほぼ同じくしており、妥協は比較的容易だったのであ

る。矢吹晋の言葉を借りるのならば、「鄧小平は経済改革派・政治保守派の『二つの顔』を使

いわけて陣頭指揮をしている」のであった（矢吹晋，2003，123頁）。

胡耀邦にとっての政治改革

　一方、胡耀邦は、政治改革を文化大革命の再来を防ぐという観点から捉えており、政治改革

それ自体を改革開放と同様に主たる目的と位置付けていた。それは、胡耀邦とイタリア共産党

の訪中団との会談に立ち会った当時の通訳の回想からも見出すことができよう。胡耀邦がイタ

リア共産党の訪中団に語った内容は以下の通りである。

　　……「文革」という災難を防止するには、党と国家の制度から方策を講じて、民主を発展

させ、健全化させなければならない。（中略）林彪や「四人組」は野心家であり、陰謀家

であるが、彼らの悪辣さは、生来のものではなく、中国の古い搾取階級から学んだもので

ある。中国における旧社会の痕跡は長期にわたって存在するだろう。問題は、野心家や個

人主義者が党の方向性を変えることを、いかにして防止するかということである。これに

ついては、我が党と国家の制度から方策を講じるべきである。（中略）単に「四つの現代

化」によって党の今後20年に及ぶ任務を総括するだけでは「全然足りない」。精力を集中

させて建設を行なうのと同時に、我々はさらに「現代化・高度の民主・高度の文明の社会

主義強国を建設する」といった壮大な目標を提起すべきである（張治宇，2006，37頁）。

　改革開放は究極的には「四つの現代化」を実現するために着手されたのであるが、胡耀邦は

それだけでは「全然足りない」として、「高度の民主」をも実現すべきだとしている。すなわ

ち政治改革をも推し進めるべきだとしているのである。それは、林彪や「四人組」（言外に毛

沢東をも含めているだろうが）のような「野心家」が共産党を乗っ取って、「文革」を再び引

き起こすことを防ぐためである。
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　では「高度の民主」とはそもそも何を指しているのだろうか。「高度の民主」は決して西欧

流の民主主義を指しているわけではない。胡耀邦は1982年９月の第12回党大会での報告で、

「社会主義民主は資産階級民主にはなぞらえようがない」と主張していたのである（「全面開創

社会主義現代化建設的新局面」33頁）。「高度の民主」が新民主主義を指していると指摘する

のは、前出の胡績偉である。胡績偉によれば、「当時、于光遠が新民主主義社会の建設に関す

る大綱を執筆したが、（中略）後日、胡耀邦が彼に電話をかけて一時間余り話した際に、大綱

に賛意を示した」とのことである（李鋭ほか，2009，46頁）。

　新民主主義とは、前述したように1940年代から50年代初めにかけて毛沢東が提唱した社会

主義に至る過渡期の段階である。新民主主義の段階では、プロレタリアートの指導の下で、農

民のほか、民族ブルジョアジー、プチブルジョアジーを含めた諸階級の連合独裁を想定してい

た。換言すれば、国民党を除く共産党と各党各派・無党無派が、民主的な連合政府を樹立すべ

きだとしたのである。

　新民主主義は、共産党が権力を独占しないように自己抑制することを骨子にしていると言え

るだろうが、それはまさに党と行政を分離することにほかならないだろう。実際、胡耀邦は、

鄧小平が党と行政の分離を事実上棚上げするようになっても、あえてそれに固執する姿勢を示

していた。胡耀邦は第12回党大会での報告で、以下のように述べている。

　　　政府機構に対する党の指導（中略）の問題を正しく解決することは、機構改革における

極めて重要な問題となっている。党の工作と政府の工作（中略）は適切に分担されるべき

である。党は、大衆に対して権威を傘にあれこれ指図する権力組織ではなく、また行政組

織（中略）でもない（「全面開創社会主義現代化建設的新局面」54頁）。

　さらに胡績偉は1980年代における新民主主義の特徴について、次のように指摘している。

①共産党の指導を認める。②軍隊は国家ではなく、共産党が擁する。③経済は公有制を主とす

る。④共産党の指導の下で漸進的に思想や言論の自由を拡大する（李鋭ほか，2009，46頁）。

胡績偉の定義に従えば、新民主主義のメルクマールはまさに④の思想や言論の自由の漸進的な

拡大になるだろう。実際、後述するように、胡耀邦はそのために矢面に立つことを厭わなかっ

たのである。

鄧小平との対立と失脚

　思想や言論の自由の漸進的な拡大を認めるか否かということが、まさしく胡耀邦と鄧小平の

亀裂の起点となっている。胡績偉の言葉を借りるのならば、胡耀邦の「自由民主の路線」と鄧
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小平の「独裁独占の路線」との間で対立が起こったのである。保守派も当然のことながら「独

裁独占の路線」を支持して、「自由民主の路線」を胡耀邦もろとも潰し、さらにはあわよくば

改革開放をも骨抜きにしようと画策していた。

　保守派によって1983年から翌年にかけて反「精神汚染」キャンペーンが繰り広げられた際

には、民主化を志向する知識人によって提起された理論のみならず、ジーンズやディスコ、女

性のパーマまでもが「ブルジョア自由化」の現象と見なされ、批判の対象になった。この時に

は、改革開放にまで影響が出ることを恐れた鄧小平の支持の下に、胡耀邦は何とかキャンペー

ンを収束させることに成功した。

　胡耀邦が矢面に立って、思想や言論の自由を守ろうとしたことから、彼は民主化を求める知

識人や学生の間で声望が高まっていった。海外に活動拠点を置く急進的な民主化運動の活動家

さえも、胡耀邦との間に民主化をめぐる考え方に相違点があることを認識しつつも、胡耀邦支

持を鮮明にしていた。その活動家は、胡耀邦ら改革派と保守派との間でバランスを保っていた

鄧小平が死去すれば、両派の間で死闘が起こるだろうと予測した上で、改革派を支持する理由

について以下のように述べている。

　　　改革派と保守派との間で生きるか死ぬかの闘争が起こるにちがいないという情勢に直面

した際に、我々民主派はどうすべきだろうか？

　　　こうした民族の命運に危険が差し迫っている時において、我々民主派は、積極的に改革

派を支持して、保守派の復位の企てに打撃を与えるべきである。（中略）我々が改革派に

対して積極的に手助けしようとするのは、次のような判断に基づいている。もしも保守派

の復位が成功すれば、中国社会には大きな後退や災害が起こり、数百万、数千万の人民の

頭が地面に叩きつけられて、長年にわたる改革の成果は、一朝にして無に帰すだろう。

（中略）我々は中共改革派にも多くの不満を抱いているが、我々民主化運動の利益と民族

のそれとが一致していることから、我々は先入観を捨てて、改革派を支持し、保守派に打

撃を与えるという決定を下すのである（李国愚，1985，104‒105頁）。

　1986年に入ると、鄧小平は再び改革開放を円滑に進めるために政治改革を提起するに至り、

これを機に知識人の間では、再び政治改革に関する議論が起こった。しかし保守派が巻き返し

を図ると、鄧小平は再び妥協に傾き、同年９月の12期６中全会で「ブルジョア自由化」に対

する徹底的な反対を打ち出した。これに反発して、まず安徽省合肥の中国科学技術大学の学生

がデモの口火を切った。同大学の学生は、著名な天文物理学者にして、急進改革派でもあった

学長の方励之の影響を受けていたのである。それから瞬く間に中国各地の学生が民主化を求め
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てデモを行なうようになった。

　保守派はもとより鄧小平も、学生の民主化要求を「ブルジョア自由化」と見なして、弾圧を

も辞さない構えを見せていた。一方、胡耀邦は学生のデモに対して「何もたいしたことではな

い」と見なしていた。というのは「一部の青年は騙されているのであって、教育を受ければ、

目覚めるだろう」から。それどころかデモの「騒ぎの一部は正しいのだ、というのは、私たち

自身にも官僚主義があるのだから」などと言って、デモを肯定的に見てさえいたのである（満

妹，2011，462頁）。胡耀邦はついに鄧小平の逆鱗に触れてしまい、翌87年１月に自ら総書記

の辞任を申し入れるに至った。

学生デモへの対応の相違の要因

　ここで、胡耀邦と鄧小平との間で、学生デモに対して対応が大きく異なった要因について、

改めて検討することにしよう。要因の一つとして、前述したような両者の政治改革に対する考

え方の相違を挙げることができるだろう。胡耀邦は政治改革自体を主たる目的として、思想や

言論の自由の漸進的な拡大を図ろうとしていた。一方、鄧小平は政治改革を、あくまでも改革

開放を円滑に進めるための手段の一つとしてしか捉えておらず、思想や言論の自由の漸進的な

拡大を「ブルジョア自由化」として否定していた。

　また別の要因としては、前述したように、両者の青年の思想状況に関する知見の相違を挙げ

ることができるだろう。胡耀邦の娘の満妹によれば、彼は紅衛兵によって迫害を被った後でさ

え、以下の発言に見られるように、青年の思想的な過ちには終始寛大であった。

　　　生気に満ち溢れて、前進している最中に過ちを犯す者は、実際のところ横になって動か

ないでいるような者よりも百倍も抜きんでていると言うべきである。というのは、前者は

過ちを犯しながらも、成長し成熟し、そこから一定の真理を発掘し発見しつつあると、

はっきり言うことができるからである。一方、後者は実際のところ社会の前進を阻害し、

皆を引きずり込んで動かないようにさせているのである（満妹，2011，465頁）。

　上記の言葉を敷衍するのならば、たとえ思想的な過ちを犯そうとも、デモに参加する青年の

方が、当局の取り締まりを恐れて、何もしない青年よりも「百倍も抜きんでている」と、胡耀

邦が考えたとしてもおかしくないだろう。前述したように、胡耀邦によれば、元来「青年は、

社会経験が乏しく、情熱が有り余っていて、冷静さが不足しており、時には容易に感情が高

ぶって、一方に偏ることを免れ」ない存在である。それ故に、文化大革命に際しては「左」に

偏り、紅衛兵となって党の幹部を迫害するに至り、改革開放に際しては「右」に偏り、急進的
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な民主化の要求を党の幹部に突き付けるに至るのである。しかし青年を善導することができさ

えすれば、きっと「左」にも「右」にも偏らず、中庸の道を歩ませることができるにちがいな

い。要するに胡耀邦は青年全般を根底的に信頼していたのである。満妹もその点について、胡

耀邦が「青年に対して常に大いなる希望を抱いていた」と述べている（同上463頁）。

　一方、鄧小平は、デモに参加する学生を、かつて自らを迫害した紅衛兵と重ね合わせて、恐

怖におののき、弾圧を要求していた。鄧小平にとって、「左」であれ、「右」であれ、思想的な

過ちを犯した青年の集団ほど恐ろしいものはなく、善導する余地などないと考えていたと言え

るだろう。

失脚から死去まで

　胡耀邦は自ら総書記の辞任を申し入れたものの、連日にわたって会議の場で、趙紫陽を含む

高級幹部から批判を浴びせられた。ちなみに胡耀邦のその他の過ちとして、少数民族や対日外

交に絡んだ問題なども挙げられていた。すなわち、チベット自治区訪問に際して、漢族の幹部

を批判したことで、チベット族と漢族の矛盾を激化させたこと、並びに党中央に無断で中曽根

首相を招待したり、三千人の日本青年を招待したりしたことである（和気弘，1987，12‒13

頁）。

　唯一胡耀邦をかばった高級幹部は、習近平国家主席の父親の習仲勲のみだった。習仲勲は、

胡耀邦失脚の手続きが党規に違反していると批判した。一方、胡耀邦自身は抗弁することな

く、批判を受け容れて、自己批判を行なった。荒井利明は、胡耀邦が自ら辞任し、かつ自己批

判まで行なったのは、家族や側近を守るためであったと推測している（荒井利明，2011，292

頁）。実際、冒頭で述べたように、自己批判を拒んだ趙紫陽は終生にわたって軟禁され、その

側近やブレインは逮捕されたり、亡命を余儀なくされたりしている。

　前出の張黎群によれば、辞任直後の胡耀邦の様子は「顔色があまりよくなく、いささかやつ

れ、鬱屈した心境は隠しようがなかったが、依然として落ち着き払い、両目は鋭く生き生きと

していた」。胡耀邦は張黎群に、批判を真摯に受け止め、自らの言動を記録した文書類を子細

に検討することにしたと語った。三か月後、張黎群が再度訪れた際、胡耀邦は「党と人民の信

任と依託に対してやましい点はない」と断言するに至った（張黎群，2000，22頁）。すなわち

鄧小平をはじめとする高級幹部らによる批判は不当であり、総書記の辞任も自己批判も不本意

だと考えていたのである。

　胡耀邦は自己批判を行なったため、総書記を辞任しても、中央政治局員の地位を保つことが

できた。しかし1988年の旧正月明けに、側近の邢方群が訪れた際、胡耀邦は総書記辞任後、

すでに官職を辞したのも同然だと明かしている。無論のこと中央政治局員として会議に参加す
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る義務はあったが、一切発言せずに、「党の決定に従い、党の団結を守る」という態度を貫く

ことにしたと述べている（同上24頁）。それ故、自らの後を引き継いで総書記となった趙紫陽

が、鄧小平の支持の下に、87年秋の第13回党大会で提起した党と行政の分離をも含む政治改

革の綱領を積極的に擁護することもなければ、胡耀邦に続いて趙紫陽の失脚をも狙う保守派を

批判することもなかったのである。

　胡耀邦は自らの名誉回復についても恬淡としていた。死去する10日前に李鋭に会った際に

も、「もし中央が私に実際に合致した結論を出し直してくれるなら良いが、そうでなくとも大

したことはない、マルクスに会いに行くのも心やすらかだ」と述べている（李鋭，2013，180

頁）。1989年４月に胡耀邦は政治局会議の席で心臓発作を起こし、その一週間後に帰らぬ人と

なった。胡耀邦の死去後も、党中央は彼の名誉回復に動くことはなかったが、代わって全国の

学生らが胡耀邦の名誉回復を求めて動き出した。そしてそれは第二次天安門事件という夥しい

流血の惨事に至る端緒となったのである。

注

１） 先行研究について一瞥しておこう。日本では胡耀邦に関する伝記が発表されたのは、総書記就任の前後の
時期に集中している。主だったものとしては、信太謙三（1983）、和気弘（1987）、楊中美（1989）が挙げら
れる。一方、中国では胡耀邦に対する再評価が進みつつある状況を背景に、近年『従紅小鬼到総書記』や
『胡耀邦（1915‒1989）』をはじめとして、詳細かつ大部の伝記が相次いで発表されている。しかしこうした
伝記は、中国の政治情勢を反映して、胡耀邦が民主化のシンボルになった経緯については、言及を避ける傾
向がある。そこで本稿では、こうした伝記に学びながら、民主化のシンボルになった経緯をも含めて、胡耀
邦の生涯の軌跡について描くことにしたい。特に胡耀邦が民主化志向の政治改革の構想を抱くに至るプロセ
スに対して焦点を当てるものとする。

２） 李鋭によれば、胡耀邦は魏京生の逮捕に反対したものの、党内の長老のうち胡耀邦を支持したのは葉剣英
だけだったとのことである（李鋭ほか，2009，33頁）。また逮捕後、鄧小平は、心臓に病を抱えた魏京生を
あえて劣悪な環境に置こうとしたのに対して、胡耀邦は人道的な見地から、それを改めるように指示してお
り、後年になって魏京生から感謝されている（魏京生，2005）。
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水運搬人　‘The Water Carrier’

日に二回、学校へ行く前の朝と夕方、

泉から水を汲み、運んで帰る仕事をした。

てこの要領で、両方のバケツの重さのバランスをとったものだ。

黒イチゴが奔放に生い茂る小道は川に続いていた。

ぬめった泥をてっぺんにつけ、洗いざらされた角っこが

骨のように白くなった飛び石を、用心しながら渡った。

幅広のため池は、洗濯用と家畜用。

手を水に浸し、弧を描きながら、バケツを

少し錆っぽい水で満たすと、小さな魚がちらっと動いた。

二つ目の、そう、琺瑯のバケツは、湧き水を汲むためのもの。

イグサの茂った原っぱを駆けてきた水は、

錆びで薄く脆くなって、壊れた排出パイプのせいで、

ぶくぶくと泡立って出てきた。

流水は透明で冷たく、

翻訳

ジョン・モンタギュー作
『毒された土地』とその他の詩より⑴

訳：西谷　茉莉子・塩谷　直史
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氷の手かせのように手首の上に落ちた。

バケツの縁が満たされるまで、

摘み取られていない野イチゴのじっとりとした匂い、

水辺で滋養された、あの鬱蒼とした緑を深く吸い込み、立っていた。

その場面を再現した時、エジプトの水運搬人のポートレイトのような、

ひとつの様式を作り上げたいと願っていた。

でも、何気ない日々の記憶に心奪われた今、やめにしよう。

私は今でも、そこに水を汲みにやってくることがある。

戻るためでも逃げ込むためでもない。混じりけのない何か、

生きている源、半ば想像で半ば本当のもの、

想像上の水の中で鼓動を感じるために。

哀れな老女　‘The Sean Bhean Bhocht’

子供の頃、婆さんはおっかなかった。

農家の炉辺で、せっせとお椀にお茶を淹れ、

ぼろきれと肩掛けできあがった繭にくるまったまま

「彼に神のご慈悲がありますように」
‘Go ndeanaidh Dia trocaire ar a anam’

と体を揺り動かしながら、低い声で節をつけて歌っていた。

うす汚れた梁の下で、人形の頭が口をぱくぱく動かしているみたいだった。

「アイルランドの妖精たちとスコットランドの妖精たちが

あの丘で一晩中闘い

朝になると井戸から血が湧き出ていたんだ。

亡くなった女王はあの丘に埋葬されたのさ。

その塚に通りがかられたパトリックさまは、

足を止めてお祈りをなさった。
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その足跡はいつまでもそこに残っていたんだとさ」

民族の記憶のために目を潤ませつつ、

お茶に浸したパンのかけらを

やせた歯茎の間でかみくだいていた。

その服は夏の亜麻みたいな匂いがした。

記憶と祈りの間を揺れ動きながら

死へと向かっていく彼女のことを

質素なおもちゃ箱のような家の中で、農家の子供が見守っていた。

「マクガレンの奥さんは邪視の持ち主で

黒い牛にお祈りをすると

その牛はその場で倒れて死んでしまったんだ。

轍に倒れこんで死んじまったのさ。

彼女が境界に立って、クラークさん家を呪ったら

その後一家はいい目を見ることはなかった。

家畜には虫がつくわ、ろくな作物は出来ないわ、おかしな子供が生まれるわ、で」

調子のいい時には、地元の歴史がどっさり盛り込まれた

擦り切れたレコードみたいだったが、

今はただ針が盤をひっかくだけ、息も途切れ途切れで、

苦しそうに預言を吐く老いぼれだ。

齢を重ねたって知識も権威もありゃしないのに

そのくせどちらも自分のものだと言い張る。

死に抗って、長々と伝説を紡ぎだしながら。

それでも夏の盛り、玉蜀黍が燃え立つような丘を

私は黄金の日の光を浴びながら、

不思議な螺旋模様のついた墓石のところまで歩いて行った。

草ぼうぼうの井戸には赤いものがちょろちょろしていたけれど

血ではなくただの鉄錆だった。

そうしたら守護石の渦巻き模様の下には
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どんな妖精の女王が塵をかぶっているんだろう？

往診　‘Sick Call’

シェイマスへ

萱葺き家のまぐわの下に

医師が姿を消し

トラクターの下敷きになった

農夫を治療しにいった時

私はふさぎこんだように雪の中を

行ったり来たりしていた、

向きを変えるたび自分が残した足跡が埋もれていくのを

目の当たりにしながら。

犬が吠える声に振り返ると

目に見えるのは

灰色がかった、吹雪が渦巻く天空の器を背に、

孤立した真黒な木々。

長方形の光の中から

患者の妻が私に呼びかける。

ひそひそ声で、（雑種の犬が彼女のエプロンのところでクンクン鳴いているままで）

夫が「重態である」ことが

いかにつらいのか、

打ち明けようとして。

私の兄の車が、がたごとと

轍のついた小道を進んでいくと

粉のような雪が舞い上がった。

犬がまた吠え始め

車輪めがけて突進しては
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また安全な場所に戻っていった。

ミルクのひと飲み　‘A Drink of Milk’

牛小屋の梁の渡された

暗闇の中で、牛たちが動く。

温まったエンジンは、音が立たないよう

待機モードにされている。

その後、搾乳のために、スイッチが

パチンと下ろされる。

コンクリートの間仕切りの中で、

牛たちは鎖をガランガランといわせる。

農家の手がゴム製の

触手を緩めると、

それは牛たちの膨れた乳首を

軽やかに、リズミカルに引っ張る。

そして、人の手に触れられないまま、

脈打つ流れが

搾乳機の青色のシリンダーを

しっかりと上っていく。

雌猫だけが、そっと

縁の欠けた平皿へと忍び寄り、

昔からの定番の飲み物に

レーダーのひげを浸す。

そして、静まり返った夜のキッチンで

ブーツを蹴って脱ごうとかがみこむ前、

ショーンは、泡立った
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マグカップを持ってきて、

所狭しと並べられた食器類の棚の下、

サイドボードの上にそれを置く。

トランジスターラジオは、叩きつけるような音で

棚に置かれたマリア像を揺らす。

その間、彼は、夢うつつでベッドへと向かう。

最後に少し雑誌に目をやり

マグを顔に近づけると、

軽く唸り声をあげ、きれいに飲みほす。

マンチェスターのマーフィー　‘Murphy in Manchester’

船とカモメが入り混じった夢から醒めると

生々しいむきだしの現在が

突然、揺れる座席に座っている彼の方へと漂ってくる。

最初の一日目はずっと

通りをとぼとぼ歩いて、知り合いを訪ね歩き、

工場主たちやサーベルをつけた大将たちの記念碑を

ぽかんと口を開けて見ている。

果物も一緒に並べている

野菜売りの露台を通りかかるとはたと立ち止まって

節くれだった一個のジャガイモをしげしげと見つめる。

食堂での昼ごはんの時

彼は自分の手と足が大きくなって、

まるで見慣れない土地のようになっているのに気づく。

大都会は、暗闇であり、喧噪であり、

その中を輝かんばかりの少女たちが立ち動いている。

まるで他の子どもが持っているぴかぴかのおもちゃみたいに。

じきに号令の笛を鳴らす工場が
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彼を閉じ込めてしまうだろう。

呼び起こされかけた記憶と悔恨を

工場の鉄の轟音でかき消して。

王の訪れ　‘A Royal Visit’

タラ、今は荒地なれど、
かつての英雄たちの住処…
　　　　　　『レンスターの書』より

１

私たちが土塁を目指して歩く間、

鳩の深みある鳴き声は

何かをしきりに訴えようと

妙なる魅惑の音を奏でる。

知識人たちの斧頭は、サンザシの芳香が漂う中へ、

夏の朝に最も主張する色の中へと

洗い清められていく。

２

このような、贅を尽くされた塚には、

たやすく近づけるものではないが、

それは儀式的な武勇伝を通じて、

戦と愛の甲高い音を絶え間なく鳴り響かせている。

姦通した乙女たちと、空に向かって

拳を振り上げる戦士たちが

季節が巡るたびに行われる磔刑を願う。

３

ゲール人のアクロポリス、いや、煤けたあばら家か。

柳でできた広大な大広間では、

ほろ酔いの吟遊詩人たちが
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家系の誉れをとめどなく語る。

詩の荘重な母音韻は

一族の回廊に並んだ

狼の毛皮を着た戦士たちを硬直させる。

４

もう少し細やかな歌、抑制のきいた

鳩の歌声を望む者は、

愛の石の寝床の上に鳴り続ける

愛欲が引き起こした恐怖の物語を求める。

死をもたらす猪が、せむしの山の下で

猛突進する時に至るまで、

恋人たちと風景は混じり合う。

５

奇跡同士の闘争が

キリストの統治を立証し、

ドルイドの雪が

慈悲深いキリストの雨へと変わっていく。

キリストの方が偉大な魔術師なのだ。

儀式において、もはや陽石が、

王に向けて絶叫することはない。

６

憂いに満ちた聖パトリックは

この地に宿る荘厳さを眺望する。

彼に見えるものは、５つの王家の道が

どこまでも彼方へと続いていた時代に

身体を引き攣らせた歩哨が見たものと変わらない。

それは、ミーズの中枢地が、

高貴な青色の平面へ霧散していく様。
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古い言い伝え　‘Old Mythologies’

そしていまや、ついに誇るべき功を遂げてしまい、

彼らは口を塵で塞がれ、闇を抱きしめ

骨壺のように地中にしかるべく並べられている。

春の草をむしゃむしゃ食べている牛たち──

シャムロックや四葉のクローバーを貪り食う美食家たち──は

英雄たちがそろいもそろって、

殺戮に明け暮れた日々の悔恨とともに寝返りを打つ時、

古い武器たちが泣き声を上げるのを耳にする。

この峡谷は英雄たちの古の熱狂を揺り籠であやしている

かつて、この上なく叙事詩にふさわしい朝に

彼らの野蛮な足取りを支えた時のように。

バグパイプを吹き鳴らしながらの行軍に、

モデルのように痩せたウルフハウンドが

その早足に遅れまいとついていった。

修行生活への注釈：ディングル半島　‘A Footnote on Monasticism: Dingle Peninsula’

驚くことに、今でもいくつかの場所では

そういうもの出くわすことがある。海辺に置かれた

古い麦わら帽子のように、風雨にさらされながらも

十二世紀も生き延びている。ここにある塚は

屋根が崩れ落ちたもので、

もとの形の輪郭を思い描くこともできない。

またそんなことは大したことでもない。というのも

この岩だらけの海岸にあるどの荒れ地にも

そんな小屋や洞窟の荒れ果てた集落の中に

激しい迫害を受けた隠者たちが、

カモメと岩と、傍で波が唱える途切れることのない祈りの中に

避難する場所を見出したという、より多くの形跡がとどめられているのだから。
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翳りゆく岩場で隠者は祈った。

肉体は鍛錬されても不条理なもので

大地の方へ引き留める力が働く場では

鳥のように、彼の魂もまごつくばかりだった。

祈りのためだけにある両の手は、

高く差し上げられた杯のように、

音をたてることもない完璧な使者たちに

夜ごと自身を捧げていた。

たしかに、仲良く集う人々を窓越しに眺めながら、

あるいは古い書物の頁を繰りながら、その中に

加わろうと願い、新しい流行の宗派を

夢にとっても夢見る人たちにとっても

好ましいこのケルト海のほとりで創始したいと

願うこともあったかもしれない。女性の隠者たちの愛は

ただただ利己的で、岩に対して囁くしかないほど

重大な事情を抱えていた。

夜を徹しての祈祷と断食を定め通りに繰り返し

肉体という頑固な館を打ち壊すことで

口の中に、霊が動くように、

オランダガラシがそよぐようになるのだ。

孤立していて、祝福を受けることもない、

終わることのない魂の行によって、

ついには、鎮められた五感が、

客人の到来を告げるのだ。

最後の荒野となる

内なる岩場と外なる岩場で

心という頑なな岩から

ついには浄化する水がほとばしり出るのだ。
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ある南海岸での独り言　‘Soliloquy on a Southern Strand’

シドニー郊外の海岸で休暇中の司祭が、アイルランドで過ごした少年時代のことに思いを巡ら
せている。

小さい頃、物事はずっとシンプルだった。

私は、神様がそこらの丘の上に立っているのを見た。

彼の目は穏やかで、柔らかな羽毛の鳥たちが

彼の声に合わせてコーラスを歌っていた。

すると、私の体は震えだし、服従の熱を帯びた。

托鉢修道士が静修のため、年に一度説教に

やって来て、蝋燭のゆらめく炎に囲まれ、叫んだ。

「ああ、子供たちよ、お前たちがわかってくれさえすれば。

ほんの僅かな行いさえ数のうち。お前たちのあらゆる行いが、

あのお方の五つの傷を、疼かせたり癒したりするのだ！」

しゃがれた抑揚のない声をした司祭は、

茶色の袈裟の両袖を掲げて叫んだ。

「この蝋燭の燃えさしのように、肉体は燃え尽きて死ぬ！」

そうして、私達皆を悔悛と歓喜へと導いた。

その説教者が話すのを聞いて、私は自分の心を知り、

神に仕えたいと願った。そこで慣れ親しんだ農場を去り、

神学校で数年を過ごした。初めのうちは生活に慣れず、

私よりすべすべした手と滑らかな声の同級生たちを恐れた。

夜には、横になっても目は冴え、家に帰りたいと切に願った。

物陰で、町の少年たちが、私を恥で真っ赤に

するようなことで笑うのを聞いた。

そして、願掛けの蝋燭が蝋に変わるまで囁く場所で、

おずおずと、私は心にしまっていた疑いを口に出し

あなたの御名においてあらゆる情欲に打ち勝った。

私は、変化のない年月を切り抜け、

ついには聖堂の説教台の前に立った。
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無骨な田舎出身の少年、しかし新米の司祭として。

母は喜び、穏やかにそれを眺めた。

今、若者たちが、シドニーから海岸に集まっている。

レミングのように、海へと殺到している。

熱が、ぎらぎらと照り付けるごった返した浜辺で戯れ、

私の、打ち付けられた頭と膝を鋳型に鋳抜くかのよう。

新しい車が何台もやって来ては、鳥のように降り立って、

砂ぼこりを巻き上げ、地面を切り刻んでいく。砂に

固定されたラジオは、恋の病を歌った歌をビリビリと鳴らし、

女の子たちは手荒に扱われ、太陽の中をくるくる回る

ビーチボールの的となって追いかけられる。

ここでは、私の俗世離れした衣が何の役に立とうか。

私のしらふの自己が何の役に立とうか。

彼らが演じる快楽的な芝居とは正反対のものを意味するというのに。

「熱い唇、熱い唇」としゃがれ声の歌手がため息をつく。

若い男が高所で身づくろいをして飛び込む。

これが一人の男にふさわしい結末だというのか？

太平洋の波が、浜辺に押しよせては崩れ、

うねり、高まり、浜辺の上へと内側から広がる。

今は12月、暖かい。

だが私の血は冷たく、私の肩は弛緩している。

徐々に服従した私は、拷問台にいるかのように、

体を太陽の方へと向け、

心地よさに耐える。夢の中で、

私は、黄金のチェスのコマのように、刈り束が積まれた山の間で、

カッコウが踊りながら二全音符を歌うのを聞く。

その鳴き声ひとつひとつがその間隙に、ある時代、ある大陸を呼び起こす。

殉教もなく、奇跡もなく、特権の喪失もない。

こんな生ぬるい結末のために、

私はこれまで、十字架を背負ってきたのだろうか。
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　　　　　　　　　　　　　　　　カリフォルニア、1956

狂える司祭のための哀歌　‘Dirge of the Mad Priest’

神は壁に掛けられた、ひび割れた鏡の中からご覧になっている。

神はのぞき魔でもあり、猫のようにこっそりとあらゆるものをご照覧になる。

種馬が勢いよく後ろ足で立つような時には、神がその馬を駆っておられるのだ、

黒いあごひげをたくわえ、壁のように真っ直ぐに背を伸ばして。

私が髭を剃る時に、手や頬を傷つけても

流れ出る血は神のものであり、かすかにでも神の贖いから

私を守ってくれるものなどありはしない。

私の神は、畏怖の念を催させる文字として、壁に掛かっている。

通りを歩くと若い娘たちが大声を上げる。

軽やかなスカートをたくし上げて叫ぶ。

クロウタドリは桜桃の木の上からあざけって

翼を広げながら叫ぶ。

「黒い服を着た、不様な、不様な男よ、

お前が背負っているそのロバの十字架はなんだ。

若い娘たちがスカートをたくし上げて声を上げているというのに。

ああ、日の光の下で黒い服を身にまとった陰鬱な男よ！」

また春が来て、鱒も丸々と太り、

鬱血が流れ出るように、若枝が萌え出て、

ミサには、きちんとした身なりの人たちが大勢集う。

山中で嘆息まじりの銃の撃鉄を起こす音がひびくと

私が手に持っている鏡にもひびがはいり、

血が流れ出した。私の手も血まみれになり、

ついには午後三時の、私の頭上の空に

燃え盛る太陽が血まみれになって下りてきた。
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平和の時の修辞的な瞑想　‘Rhetorical Meditations in Time of Peace’

１．アイルランドの理想的な選挙のための演説　‘Speech for an Ideal Irish Election’

その昔、幻想の女は

アイルランドの緑の地を

魔術師の娘のように歩いた。

政治家の言葉の

幅広の輝く剣は、

各地の街角で拍手喝采を求めた。

井戸に、原っぱの隅に、

見えない存在が住んでいた。

家並みは、愛国者たちの記憶によって

魔法の光を帯びた。

人々は畏れをなし、揺れ動く木に宿る

超自然の存在の前に膝まずいた。

その実体のない光は

横顔、銃、語句をより大きく見せた。

草地の緑は

触媒者の印として肩に羽織られた。

ライフルと銃の辛辣なスピーチは、

人の神経をなだめすかして、決然とした行動を取らせる。

その家は静まりかえり、

埋められた爆弾は鋤のことなど気に留めない。

宵の光は、それらしく重厚で、

新たにされようとする動きに挑んでいる。

英雄たちは姿を変え、

彫像の灰色の均斉を備えている。
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今や、異様なほど静寂の時、

制限の時である。

柔らかい草地が揺れているところで、

いまだ終わることのない夢が

あの遠く離れた岩窟の中、

フィアナ騎士団とともに埋められている。

銃口の煙が吹き消された今──

その場しのぎで、威厳がなく、

反英雄的なものごとと闘う以上のことを

求めるものはいるだろうか。

あるいは、緩慢になっていく潮流に逆らって泳ぐという

あと少しばかりは偉大な務めを果たす以上のことを。

２．カレドン城　‘Caledon Castle’

それは、初めて垣間見た富だった。

広々とした窓をした館の前で、

孔雀たちの列が、芝生の上を散開していた。

私は５歳で、大きな手を握っていた。

目を見張るような見事な鳥たちが、尾を扇のように

広げている様に目を見張りながら。

色づいた木々の下では鹿が草を食み、

壁の下では孔雀たちがさまよい、

窓の下では石造りの噴水が噴き上げていた。

死を定められ、儀礼に満ちた、富の舞踊の中で。

３．スラム街一掃　‘Slum Clearance’

窓際に立ち、私は、奔放に茂った緑の葉っぱが

壁に向かってよろめき、りんごの木が風の中で

枝を隅々までぴんと伸ばし、雨が叩きつけるのを見ている。
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夕方の間、人の手で建てられた陰気な建物

黒ずんだガラクタの山、

粗野な造りのアパート、俄かごしらえの壁の

水のにじみ出てきた灰色のセメント、

鋭く笑い声をあげながら雨宿りの場を移して走り回る

日光不足で青白い顔をした子供たちに、雨が叩きつけるのを。

そして、無関心な雨が、感覚を麻痺させながら、全てを覆い尽くすのを。

４．移民たち　‘Emigrants’

悲しげな顔を手すりに押し付け、

ぎこちない手でスーツケースを握りしめ、

彼らは桟橋に詰めかける。

誰だって、彼らが光り輝く聖杯、

偉大なる理想の地を探求しに行くとは思わないだろう。

その顔には不可解さが色濃く出ている。

彼らの悲しみは、動物のように、もっとも哀れで、

散文にしても詩にしても、惨めな主題。

５．平和の時の呪文　‘Incantation in Time of Peace’

時折、この島で、ヨーロッパの隔絶された辺境で、

祈りと衒いとが花咲く最後の花園で、

河が、動きを止めることのない海へ悠然と流れ込み

織り成されたヴェールのような雨が岬や眠たげな平原の上に移ろう

修道士たちと静謐な詩のための緑の聖域で、

時折、この島で、晴れたり降ったりの循環のなかで

日がな夢を見ながら

凶兆が重なっていくに従って、

歴史という、網目のようにつながった瀬である

塩類平原から陸に上がってくる恐竜のような

大きな災いを、われわれは怖れる。
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理由もよく分からないまま、手を震わせて。

時折、われわれは、海によって、また自ら選び取ることによって

人々の恐れと怯えから切り離された、この最後の間に合わせの砦で

日々のゆるやかな移ろいを見つめ、

三位一体の世界の、慈愛に満ちた独占的な加護につながる

絆が断ち切られたというあらゆる徴候を認める。

その世界は、われわれの危急の時にもわれ関せず、と

はるかかなたの、鎧戸を立てて守られた、恩寵に満ちた山々の、

平和など空気のように当たり前で、賛美が若い草を食む、

もっと祝福された地にあるように思える。

彼の地では、隠遁したわれわれの祖先たちが、安息を得ていいにもかかわらず

途切れることなく瞑想の祈りを捧げながら

暗い岩場で膝まずいている。

時折、われわれは、よくある弱さや身震いから

立ちのぼる香と、じめじめしてみすぼらしい住まいや聖なる山に降りそそぐ

優しい光から顔を背けることがある。

その手で怖れるものたち、追放されたものたち、苦しめるものたち

を助けようと祈っていながら、身内の諍いを無事におさめることや、

率直に許しあうことから顔を背けることもある。

必要なのは、分かち合うことであるということは、

空を飛ぶ鳩のような環をつけた手首から脈を打っている

掌を広げれば、そこに示されているのだ。

そしてわれわれは、さらに不吉な日の予兆として雲が湧き立つと、

このような背景を持っているかぎり、

心からの願いも甲斐のないことだと思い知らされもするのだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1953年

テキストについて

　本訳稿は、New Collected Poems (Ed. Peter Fallon, Gallery Press 2012) に、‘from Poisoned Lands 
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and Other Poems (1961, 1977)’と題して収められたテキストを基にしている。Poisoned Lands  

and Other Poems (1961) は、処女詩集 Forms of Exile (1958) 所収の作品のいくつかに新たな作品

を加えて再編成された、Montagueの第２詩集である。その後、Poisoned Lands (1977), Selected 

Poems (1982), Collected Poems (1995) を経て、作品の順番は大幅に変えられ、削除や追加、改訂

が重ねられた。

解題

水運搬人　‘The Water Carrier’

　詩人の幼年期の体験に基づいた作品であると思われる。1929年、アメリカに移住したカト

リック系アイルランド人の両親の元、ニューヨークのブルックリンに生まれたMontagueは、
1933年には親元を離れ、北アイルランドのティローン州の農場で未婚のおばたちと暮らした。

この詩の中の澄んだ湧き水の入ったバケツと、錆っぽい水の入ったもう一つのバケツの間でバ

ランスを保つ姿は、彼の詩人としてのあり方を象徴的に示すものである。

　最終行の「想像上の水の中で鼓動を感じる」（“Pulses in the fictive water that I feel”）について

は幅広い解釈がなされてきた。Justin Quinnは水、そしてあらゆる経験は fictiveな創り出され

たものであり、掴もうとしても掴みきれないものである、ということを意味しているとし、
Richard Bizotは記憶こそが fictive waterであり、汲み出すべき源泉であると述べている。また
James D. Brophyは、語り手が感じ取っている詩的エネルギーと生の鼓動は、自身のアイルラ

ンドでの少年時代を意図的に回想し、過去によって現在を意味づけるという創造的行為の結果

だとしている。Montague自身は、自作を朗読した CDである The Northern Museのライナー

ノーツの中で、「水運搬人」のような詩は、子供の頃の典型的な経験を、偽りのノスタルジア

なしに、もう田舎の生活に戻ることは不可能な20世紀の成人としての人生に変容させる試み

である、と述べている。

哀れな老女　‘The Sean Bhean Bhocht’

　1956年に発表されたこの作品は、詩人がアイルランドの伝統を題材として取り扱おうとし

た最初期の作品の一つである。この詩に登場する老婆は、Cathleen ni Houlihanのようにアイル

ランドの歴史を自分自身が体現する、あるいはその物語を語り継ぐ語り部であり、アイルラン

ド文学にはなじみ深い人物像でもある。詩人自身が、1961年版の Poisoned Lands and Other 

Poemsに付けた注には、「The Sean Bhean Vocht (sic) はアイルランドの伝統的な象徴の一つで、

同名の18世紀の愛国的な歌でもっとも親しまれている。第１連のアイルランド語の語句は R. 
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I. P.とほぼ同義である。私の子供の頃は北アイルランドの辺鄙な地域にはまだゲール文化を留

めている地域が残っていた」とある。（ゲール語の一文 “Go ndeanaidh Dia trocaire ar a anam”

は「彼に神のご慈悲がありますように」“Lord have mercy on his soul”という意味で、これは会

話の中で死者のことを話題にした後に添える言葉である）ただしこの注は後の版では削除され

ている。

　少年は、老婆をおっかない、それほど高貴さを感じられない存在として見ていながらも、老

婆の語る物語にまつわる場所を訪れてみる。期待していた通りのものを目にすることができな

かった少年がその後どうなっていくのかについては、曖昧な点が残されているが、Montague

自身も安易に、既成の、やや偏狭なアイルランド観に立つことからは、少し距離を置こうとし

たと言っていいだろう。

往診　‘Sick Call’

　この詩が献じられている Seamusとは詩人の兄を指している。1933年に兄弟がアメリカから

アイルランドに戻されたとき、Johnは父方のおばに、二人の兄は母方の祖母のもとに預けら

れ、別々に育った。詩人が医師である兄に付き添って、国境を越えてドネゴールまで悪路と吹

雪をおして診療に赴いた時の経験は、後年８篇の詩からなる連作 Border Sick Call (1995) の題

材ともなっている。

ミルクのひと飲み　‘A Drink of Milk’

　この作品に出てくるほぼ完全に機械化された酪農家は、伝統的・牧歌的な農家像をひっくり

返したものであると同時に、ところどころ不完全なバラッド韻を基調にすることで、そのよう

な牧歌的な農家像を提示してきた文学作品に対する皮肉でもあるように思える。牛に手を触れ

ることもなく、機械を操作することで搾乳作業をしている Seanの農場には、牛と猫以外には

誰もいない。気晴らしになるのは、トランジスタ・ラジオから流れる音楽と雑誌だけだ。ただ

仕事の終わりに、いっぱいのミルクを飲み干すことだけは、伝統的な酪農家と変わらないのか

もしれない。

マンチェスターのマーフィー　‘Murphy in Manchester’

　1960年11月に雑誌 Poetryに掲載されたのち、詩集 Forms of Exilesに収められる。職を求め

てアイルランドからイギリスに移り住む労働者は少なくなく、マンチェスターも昔からアイル

ランドとの結びつきが強い地域であるとされる。農業関係の労働者は短期間の出稼ぎであるこ

ともあったが、工場労働者は長期にわたって勤務することが一般的であった。この詩は初出形
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では、10行目の後に「愛にも似た興奮とともに」（“With excitement akin to love”）という一行

が添えられていた。ジャガイモはアイルランド人にとって特別重要な作物であるため、物言わ

ぬMurphyが都会で見かけたジャガイモに示す特別な愛着は、故郷であるアイルランドそのも

のに対する愛着でもあるのかもしれない。彼は街中でいくつかの軍人や商人の像を目にする

が、それらには深い関心を寄せているようには見受けられない。それらの偉人たちの業績や仕

事が、それこそ彼自身のような名もないアイルランド人の職工たち、兵卒たちの献身、時には

犠牲によって成り立っていたことに思いは及んでいただろうか。

王の訪れ　‘A Royal Visit’

　冒頭の『レンスターの書』（Book of Leinster）とは、12世紀頃、修道院にて編纂された写本。

中世のアイルランド文学や神話が扱われている。古代のアイルランドは、レンスター、マンス

ター、アルスター、コノート、ミーズの５つの王国から成っており、ミーズ（Meath）は現在

のレンスター地方の一部にあたる。この地にあるタラの丘は、古代アイルランドの伝説におい

て、王が戴冠する主要な場所であり、アイルランドの上王の居住地でもあった。現在でも、

ミーズ州によく “royal”という語が結び付けられる所以である。「陽石」（the phallic stone）はタ

ラの丘にあって、王を認定したとされる石。また、このタラにおいて、聖パトリック（St 

Patrick, 387?‒461）は、アイルランドにキリスト教を布教することを認められた。このタイト

ルは英国王・女王の行幸をまず想起させるのであるが、この地に割拠した諸王や聖人以上に、
royalな資質を宿しているのはこの土地そのものであるとも考えられないだろうか。「死をもた

らす猪」（the boar of death）は、アイルランドの伝説に頻出する耳と尾のない猪。ブルベン山

の麓でフィニア騎士団のディルムッドに突撃して瀕死の状態にさせた猪がよく知られている。

古い言い伝え　‘Old Mythologies’

　アイルランドには数々の神話群が残っており、多くの作家や詩人が、英雄たちにまつわる伝

承を素材とした作品を残しているが、この14行詩は、そのような先行作品とは趣を異にして

いる。亡くなった英雄たちが地中の “dormitory”（語源はラテン語の dormitorium「寝室」であ

るが、集団での共同の寝室を指す）の中で、戦場にいた頃のことを思い出しながら、悔恨に駆

られて寝返りをうっている一方で、地上では英雄たちのことなど知らない牛たちが春の草を食

べている。５行目に用いられている “Epicures”はもちろんエピクロスに起源を持つ語であるが、

かつてアイルランドの人々の間でシャムロック（shamrock）が食用にされていたという俗説

（例えば Edmund Spenserもアイルランドでは戦争の後の困窮状態をしのぐために人々がシャム

ロックを食べていたと書いている）を踏まえれば、牛たちを美食家と呼ぶことも理解しやすく
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なるだろう。

　前述の The Northern Museのライナーノーツでは、この詩は Black Pig’s Pykeに埋まっている

英雄たちを悼むとともに、アイルランドの中で起こっている争いの終結をささやかながら予言

するものだと書いている。

修行生活への注釈：ディングル半島　‘A Footnote on Monaticism: Dingle Peninsula’

　ディングル半島は、アイルランド南西部のケリー州にあり、先史時代や中世からの遺跡が

残っている。“Beehive Huts”と呼ばれる石造の小屋は、修道僧の修業の場となっていたと考え

られている。この詩は Forms of Exileに収められた作品であり、何も持たず、愛する人もいな

い、孤独な隠者（hermit）たちもまた追放されたもの（exile）なのである。遺跡から修行者た

ちが行っていた苦行に思いを巡らせる語り手からは、彼らに対する深い共感が感じとられる。

第３連の終わりに出てくるオランダガラシ（watercress）は聖人や隠者が口にすることができ

る食物の一つであったと言われている。

ある南海岸での独り言　‘Soliloquy on a Southern Strand’

　1958年にドルメンプレスから出版された Forms of Exile所収の作品である。場面設定はシド

ニーであるが、詩の最後には “California, 1956”と記されている。1953年フルブライト奨学生

としてアメリカに渡ったMontagueは、イェール大学滞在を経て、1955年よりカリフォルニア

大学バークレー校の大学院に在籍していた。カッコウの鳴き声が呼び起こす「ある大陸」（a 

continent）とは、アメリカのことであろうか。この詩のもうひとつのアメリカの痕跡はジャズ

であり、「熱い唇」（Hot Lips）は、ポール・ホワイトマン楽団のヒット曲 ‘When He Plays Jazz 

He’s Got̶Hot Lips’の歌詞と考えられる。歌詞のコーラスには、カッコウが登場する。

　興味深いことに、1961年版の Poisoned Lands and Other Poemsでは、冒頭の「アイルランド

で過ごした少年時代のことに思いを巡らせている」の部分に “nostalgically”という一語が加え

られているほか、現行の１連目と２連目の間にもう一つの連が存在している。その連にはアイ

ルランドにいる妹から送られてきた近況（寒さのため不作であること、母が彼（Michael）の

手紙と髪の毛を大切に保管していることなど）を伝える手紙の内容が示されている。この形で

この詩を読むと、彼がビーチで若者たちに囲まれながら感じる無力感の根底にはアイルランド

という故郷を喪失したことがあるのかもしれないと思えてくる。

狂える司祭のための哀歌　‘Dirge of the Mad Priest’

　Forms of Exileでは巻頭を飾った詩である。“dirge”というのは葬送の際の詩のことであり、
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“elegy”よりは短いのが通例である。Christina Rossettiの ‘Dirge’のように亡くなった相手に呼

びかけるものや、Sir Philip Sydneyの ‘Ring Out Your Bells’のように葬儀に集まった会衆に向け

て呼びかけるものなどがあるが、追悼される本人が一人称で語るこの詩はやや異色と言ってい

いだろう。

　「ロバの十字架」とはロバの背中に見られる十字架のような模様を指す。ロバがイエスをエ

ルサレムに運んだことにより、その忠実さに報いてこの印を与えられた、などさまざまな伝説

がある。１行目と21行目の「ひび割れた “cracked”」（20行目には銃の撃鉄を起こす音として
“crack”が用いられている）は、“crazy” “insane”と同じ意味を持つ。

平和の時の修辞的な瞑想　‘Rhetorical Meditations in Time of Peace’

　もともとこの連作詩には ‘The Sheltered Edge’というタイトルが付けられており、作品の数

や順序には何度か変更があったが、後に詩人によって現在の形に改められた。言うまでもな

く、W.B.Yeatsが内戦の時代に書いた ‘Meditations in Time of Civil War’を下敷きにした作品であ

るが、Yeatsが戦乱の時代にあって古き良きアイルランドの文化を高く評価し、その高貴な文

化がしかるべき者たちに継承されずに消滅していくことに危機感を抱いていたのに対して、戦

争状態を脱した平和な時代にあって未来に不吉な影を投げかける社会問題に目を向ける
Montagueに、John Goodbyや Terence BrownなどはむしろW.H.Audenの影響を認めているよう

である。

１．アイルランドの理想的な選挙のための演説　‘Speech for an Ideal Irish Election’

　冒頭に出てくる visionaryでもある女性は、前述の国難の時に姿を現す、アイルランドその

ものの象徴でもある Cathleen Ni Houlihanを思わせる。フィアナ騎士団（Fianna）は、伝説的な

英雄フィン・マクールの率いる名高い戦士団。独立運動の渦中にあったアイルランドでは、英

雄や政治家や超自然の存在感が強力であったが、現在のアイルランドは沈静化し、停滞してい

る。

２．カレドン城　‘Caledon Castle’

　カレドン城は、北アイルランドのティローン州にある城で、1779年に James Alexander

（Caledon伯爵１世）の邸宅として建てられた。孔雀や噴水といった富豪の庭の描写は、Yeats

の ‘Meditations in Time of Civil War’ Iを思わせる。1961年版 Poisoned Lands and Other Poemsで

はこの詩は連作の中に含まれていない。
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３．スラム街一掃　‘Slum Clearance’

　とくにダブリンなどにおいて、スラム問題は20世紀初頭から大きな議論となっていた。ア

イルランドが独立国家となることで、問題の解決につながるという国民の期待はなかなか満た

されず、最大政党であったフィアナ・フォイル（Fianna Fail）党は批判を浴びた。Terence 

Brownはこの詩を、戦後期のアイルランドにおける、社会的、文化的絶望感を表すイメージと

結び付けている。

４．移民たち　‘Emigrants’

　大飢饉の後も、アイルランドを後にして、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダへ

と移り住む人々の流れは絶え間なく続いた。詩人の両親たちもこのような移民であった。第二

次世界大戦後においても、特に農村部において、移民は顕著に見られ、スラム街とともに、社

会問題となっていた。

５．平和の時の呪文　‘Incantation in Time of Peace’

　Yeatsの ‘Meditations in Time of Civil War’の掉尾を飾る詩では、語り手が戦乱の時に対して自

分の住む塔の扉を閉ざし、芸術的創造にと自分 を振り向けていく。それとは対照的に、この連

作の語り手は、「平和の時」と言いながらも、アイルランドの歴史を振り返りながら未来に対

してやはり強い不安と絶望を抱かずにはいられない。途切れることのない祈りのような息の長

いセンテンスからは強い切迫感が感じ取れるだろう。



─ 　  ─

「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
下
）

1

資
料

「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て（
下
）

川　

口　

高　

風

　

明
治
仏
教
界
に
お
い
て
空
前
絶
後
の
盛
況
で
、
大
ニ
ュ
ー
ス
で
も
あ
っ
た

仏
骨
奉
迎
は
、
明
治
三
十
三
年
五
月
に
暹
羅
国
へ
奉
迎
使
及
び
随
行
員
を
派

遣
し
て
奉
迎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
報
告
書
が
政
治
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
、
海
外
事
業
家
な
ど
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
界
側
で
は

莫
大
な
費
用
が
か
か
り
、
奉
迎
の
中
心
的
人
物
が
中
傷
誹
謗
さ
れ
た
り
、
負

債
償
却
の
責
任
を
と
っ
た
り
、
宗
門
の
公
用
金
を
流
用
し
た
こ
と
か
ら
罷
免

さ
れ
て
投
獄
さ
れ
た
り
悲
惨
な
結
末
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
後
世
で
は
特
に

と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
奉
迎
の
副
使
や
随
行
員
ら
の
報
告
書
を
み
る

と
失
敗
で
あ
っ
た
と
か
、
事
件
で
あ
っ
た
と
か
、
贅
沢
三
昧
の
奉
迎
で
あ
っ

た
と
か
良
い
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
は
当
時
の
各
宗
の
事
情
や
意
見
な
ど
を
な
が
め
、
各
宗
の

と
っ
た
対
応
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
明
治
期
の
仏
教
新
聞
で

あ
る
「
明
教
新
誌
」
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。「
明
教
新
誌
」
は
明
治
三
十

四
年
二
月
二
十
八
日
発
行
の
第
四
六
〇
三
号
で
、「
日
出
国
新
聞
」
と
の
合

併
を
発
表
し
廃
刊
し
た
が
、「
日
出
国
新
聞
」
に
は
「
明
教
」
の
欄
が
設
け

ら
れ
、
仏
教
関
係
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
日
出
国
新
聞
」

よ
り
も
と
り
あ
げ
た
。

　
「
明
教
新
誌
」
は
「
官准
教
会
新
聞
」
が
前
身
で
、
明
治
七
年
二
月
一
日
に

神
仏
合
併
大
教
院
の
新
聞
課
か
ら
隔
日
に
発
行
さ
れ
た
機
関
紙
で
あ
る
。

「
官准
教
会
新
聞
」
は
縦
三
十
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
十
四
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
一
枚
刷
で
、
一
枚
一
銭
五
厘
、
一
カ
月
前
金
二
十
銭
で
、

東
京
府
下
外
は
す
べ
て
郵
便
税
一
カ
月
十
五
銭
、
一
年
一
円
八
十
銭
が
必
要

で
あ
り
、
合
わ
せ
て
前
金
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
編
輯
人
は
中
講

義
西
浜
正
煕
で
、
掛
員
に
は
鴻
春
倪
も
い
た
。
印
務
者
は
辻
金
太
郎
、
印
刷

所
は
更
新
社
（
東
京
京
橋
銀
座
一
丁
目
五
番
地
）
で
あ
る
。

　

構
成
は
公
文
、
本
院
布
達
、
本
院
録
事
、
を
し
へ
の
た
ね
、
府
県
新
報
、

東
京
近
事
、
海
外
新
聞
、
論
説
、
辨
駁
、
投
書
、
禀
告
な
ど
で
、
仏
教
と
神

道
両
方
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
大
教
院
の
法
規
令
達
が
す
べ
て
発
表

さ
れ
て
い
る
た
め
、
教
導
職
は
購
読
す
る
べ
き
義
務
が
あ
り
、
曹
洞
宗
で
も

同
七
年
五
月
二
十
日
に
宗
務
支
局
へ
布
達
し
、
教
部
省
及
び
大
教
院
よ
り
の

達
書
は
、
す
べ
て
「
官准
教
会
新
聞
」
に
告
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
ら
た
め

て
宗
務
局
よ
り
支
局
へ
布
達
せ
ず
、
必
ら
ず
購
求
し
て
達
書
を
書
写
し
配
下

寺
院
へ
触
示
す
る
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
新
聞
は
中
教
院
や
合
議
所
へ
ま
と

め
て
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
官准
教
会
新
聞
」
は

大
教
院
の
廃
止
と
と
も
に
、
同
八
年
四
月
三
十
日
付
第
一
三
四
号
を
も
っ
て

休
刊
と
な
っ
た
。

172



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

2

171

　

そ
の
後
、
同
八
年
七
月
十
二
日
、
明
教
社
（
東
京
銀
座
二
丁
目
三
番
地
）

が
譲
り
受
け
て
、
編
輯
印
刷
総
長
大
内
青
巒
の
名
で
第
一
三
五
号
よ
り
同
題

名
で
再
刊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
再
刊
は
佐
久
間
貞
一
、
宏
仏
海
、
鵜
飼
大

俊
、
鴻
春
倪
ら
の
計
ら
い
に
よ
る
も
の
で
、
価
格
も
一
枚
一
銭
七
厘
、
一
カ

月
分
前
金
二
拾
三
銭
と
改
定
さ
れ
、
売
捌
所
と
し
て
明
教
分
社
（
大
阪
高
麗

橋
通
一
丁
目
と
三
河
国
国
府
の
二
社
）
で
も
販
売
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新

聞
名
は
従
来
通
り
で
あ
っ
た
が
、
装
丁
は
大
教
院
発
行
時
代
の
一
枚
刷
よ
り

八
頁
の
冊
子
と
変
わ
り
、
官
報
、
各
宗
の
録
事
、
論
説
、
雑
報
、
寄
書
、
禀

告
な
ど
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
官
報
は
従
来
の
公
文
、
本
院
布
達
、
本
院

録
事
に
あ
た
り
、
府
県
新
報
、
東
京
近
事
が
各
宗
ご
と
の
録
事
を
あ
げ
る
こ

と
に
変
わ
っ
た
。
な
お
、
第
一
三
八
号
（
明
治
八
年
七
月
十
八
日
発
行
）
よ

り
売
捌
所
を
明
教
社
の
支
局
と
し
て
大
阪
、
三
河
の
明
教
分
社
以
外
に
山
口

屋
佐
七
（
東
京
芝
赤
羽
）
も
加
わ
っ
て
い
る
。

　

神
仏
合
併
大
教
院
の
機
関
紙
と
し
て
出
発
し
た
「
官准
教
会
新
聞
」
で
あ
っ

た
が
、
大
教
院
は
廃
止
さ
れ
、
民
間
の
書
肆
で
あ
る
明
教
社
が
事
業
と
し
て

経
営
し
て
い
る
の
に
、
依
然
と
し
て
「
官
准
」
の
問
題
名
で
刊
行
を
続
け
て

い
る
こ
と
は
不
相
応
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
八
月
五
日
発
行
の
第
一
四
七
号

の
「
本
社
広
告
」
で
広
告
し
、
第
一
四
八
号
よ
り
「
明
教
新
誌
」
と
解
題
し

て
旧
面
目
を
一
洗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
四
八
号
の
タ
イ
ト
ル
に
は

「
教
会
新
聞
改
題
明
教
新
誌
」
と
あ
り
、
し
ば
ら
く
こ
の
形
で
進
ん
だ
。
旧

「
官准
教
会
新
聞
」
を
譲
り
受
け
て
体
裁
や
編
集
の
目
的
な
ど
を
一
洗
し
、
仏

教
各
宗
の
新
聞
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
旧
名
の
ま
ま
で
は
神
仏
合
併
大
教
院

を
再
興
せ
ん
た
め
の
も
の
と
思
い
誤
る
人
も
多
い
。
教
義
を
世
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、「
明
教
新
誌
」
と
改
題
し
た
こ
と
を
い
っ

て
い
る
。

　

こ
う
し
て
「
明
教
新
誌
」
は
、
大
内
青
巒
を
編
集
長
と
し
て
日
本
仏
教
新

聞
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。
発
行
部
数
は
明
治
二
十
二
年
二
月
十
四
日
付
の
「
官

報
」
に
よ
れ
ば
、
月
十
五
回
で
二
七
、
三
七
二
部
を
数
え
て
お
り
、
他
の
宗

教
関
係
の
定
期
刊
行
物
に
比
べ
る
と
格
段
と
多
い
部
数
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
同
三
十
四
年
二
月
二
十
八
日
の
第
四
六
〇
三
号
を
以
て
廃
刊
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
廃
刊
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
は
、
第
四
五
六
三
号
（
明
治
三

十
三
年
十
二
月
二
日
発
行
）
で
公
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
刊
を
計
画
し
、

組
織
の
変
更
や
増
資
し
て
株
式
会
社
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
株
券
の
募
集
を

行
っ
た
が
、
全
国
的
な
金
融
恐
慌
で
財
界
が
不
況
と
な
り
、
予
期
し
た
資
金

募
集
の
成
績
は
上
が
ら
ず
、
そ
の
た
め
独
自
の
新
聞
を
作
る
よ
り
も
既
設
の

新
聞
と
合
併
し
日
刊
に
す
る
方
が
得
策
と
な
っ
た
。
第
四
六
〇
三
号
（
明
治

三
十
四
年
二
月
二
十
八
日
発
行
）
に
「
明
教
新
誌
と
日
出
国
新
聞
の
合
同
に

就
て
満
天
下
の
読
者
に
告
ぐ
」
と
「
日
出
国
新
聞
」
と
の
合
併
を
発
表
し
、

「
明
教
新
誌
」
を
廃
刊
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
拙
稿
「「
明
教
新
誌
」
に
お
け

る
曹
洞
宗
関
係
記
事
㈠
」（
平
成
八
年
七
月　
「
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀

要
」
第
四
十
四
巻
第
一
号
）
参
照
。）

　

こ
こ
で
は
「
日
出
国
新
聞
」
の
明
治
三
十
四
年
三
月
四
日
発
行
の
第
四
三

五
九
号
よ
り
同
三
十
七
年
三
月
十
一
日
発
行
の
第
五
四
三
四
号
ま
で
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
仏
骨
関
係
の
記
事
を
採
録
し
た
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
仮
名
使
い

は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
変
体
仮
名
は
す
べ
て
平
仮
名

に
改
め
句
読
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
明
ら
か
な
誤
植
は
訂
正
し
た
。
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「
日
出
国
新
聞
」

拝
瞻
会
各
部
事
務
開
始
〔
明
治
34
年
３
月
４
日　

第
四
三
五
九
号
〕

大
菩
提
会
の
拝
瞻
会
は
、
法
要
、
供
養
、
庶
務
、
会
計
、
協
賛
の
五
部
を
置

き
、
委
員
を
各
宗
派
よ
り
選
出
せ
し
を
以
て
、
去
る
一
日
よ
り
各
部
委
員
室

を
妙
法
院
内
に
設
立
し
、
同
日
午
後
各
部
事
務
開
始
式
を
行
へ
り
。
委
員
に

は
法
要
部
五
名
、
供
養
部
七
名
、
庶
務
部
五
名
、
会
計
七
名
、
協
賛
部
九
名

選
定
せ
ら
れ
た
る
由
な
る
が
、
会
計
委
員
小
栗
憲
一
、
北
条
周
篤
両
師
の
提

議
に
依
り
、
妙
法
院
内
に
委
員
の
職
を
執
る
も
の
は
、
来
賓
に
対
す
る
時
と

雖
も
、
一
切
酒
を
用
ゐ
ざ
る
こ
と
に
申
合
せ
た
り
と
。
お
そ
い
〳
〵
。

大
菩
提
会
発
会
式
〔
明
治
34
年
３
月
13
日　

第
四
三
六
八
号
〕

日
本
大
菩
提
会
に
て
は
、
来
四
月
拝
瞻
会
を
執
行
し
、
同
時
に
発
会
式
を
も

挙
ぐ
る
由
に
て
、
其
日
取
り
は
多
分
同
月
十
八
日
な
る
べ
し
と
。

○
大
菩
提
会
部
長
の
確
定　

各
部
事
務
開
始
の
為
め
、
此
程
各
部
長
を
選
任

せ
り
。
即
ち
法
要
部
長
に
は
天
台
宗
の
名
和
精
良
師
、
供
養
部
長
に
は
浄
土

宗
西
山
派
の
岩
瀬
霊
雲
師
、
庶
務
部
長
に
は
曹
洞
宗
の
有
沢
香
庵
師
、
会
計

部
長
に
は
大
谷
派
の
小
栗
憲
一
師
、
協
賛
部
長
に
は
菅
居
光
賢
師
充
て
ら
れ

た
り
と
。

仏
舎
利
拝
瞻
会
に
就
て
〔
明
治
34
年
３
月
15
日　

第
四
三
七
〇
号
〕

日
本
大
菩
提
会
に
て
は
、
来
る
四
月
八
日
よ
り
向
ふ
三
週
間
、
京
都
に
於
て

仏
舎
利
拝
瞻
会
を
修
行
す
る
こ
と
な
る
が
、
右
に
つ
き
去
る
十
一
日
午
後
五

時
よ
り
、
京
都
府
知
事
代
理
青
木
書
記
官
、
兼
田
内
務
部
第
一
課
長
、
及
び

内
貴
市
長
、
大
菩
提
会
よ
り
会
長
村
田
寂
順
、
理
事
小
栗
憲
一
（
大
谷
派
）、

北
条
周
篤
（
天
竜
寺
派
）、
芦
名
信
光
（
仏
光
寺
派
）
の
諸
氏
会
合
し
、
拝

瞻
会
執
行
中
京
都
市
に
於
て
、
相
當
の
尽
力
あ
り
た
き
事
、
及
び
大
菩
提
会

員
募
集
の
件
等
依
嘱
の
提
案
あ
り
し
も
、
結
局
大
仏
附
近
の
有
志
者
を
奨
励

し
て
賑
を
添
ゆ
る
事
、
並
に
大
谷
派
本
願
寺
の
紀
念
法
要
の
為
め
多
数
参
拝

人
あ
る
べ
き
に
つ
き
、
同
寺
と
妙
法
院
の
沿
道
に
賑
を
添
ゆ
る
の
設
備
を
為

す
事
等
を
評
議
し
、
同
九
時
頃
散
会
し
た
り
と
。

大
菩
提
会
評
議
員
〔
明
治
34
年
３
月
16
日　

第
四
三
七
一
号
〕

改
正
会
別
の
結
果
、
新
に
各
宗
派
よ
り
評
議
員
十
五
名
を
選
定
す
る
こ
と
ゝ

な
れ
る
大
菩
提
会
は
、
来
る
二
十
日
頃
迄
に
評
議
員
会
を
開
く
筈
に
て
、
去

る
十
日
迄
に
各
宗
派
よ
り
評
議
員
を
定
め
、
本
部
へ
届
出
し
は
左
の
十
一
名

な
り
と
。
な
ほ
真
言
宗
は
例
の
紛
擾
の
為
め
、
當
分
欠
員
を
為
す
由
な
る

が
、
天
台
、
日
蓮
、
曹
洞
の
三
宗
は
、
未
だ
選
定
を
了
ら
ざ
る
由
。

　

天
竜
寺
派
執
事
、
北
条
周
篤
○
妙
心
寺
派
執
事
、
後
藤
禅
提
○
黄
檗
宗
執

事
、
鈴
木
恵
眠
○
仏
光
寺
派
執
事
、
芦
名
信
光
○
融
通
念
仏
宗
執
事
、
黒

田
覚
洲
○
高
田
派
執
事
、
長
岡
大
仁
○
大
谷
派
庶
務
部
長
、
和
田
円
什
○

興
正
寺
派
執
事
、
原
俊
栄
○
時
宗
執
事
、
河
野
良
心
○
誠
照
寺
派
執
事
、

小
林
清
深
○
西
山
派
執
事
、
小
松
真
隆
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各
宗
派
拝
瞻
法
要
〔
明
治
34
年
３
月
19
日　

第
四
三
七
四
号
〕

仏
舎
利
拝
瞻
会
は
、
来
四
月
八
日
よ
り
同
廿
八
日
ま
で
、
大
仏
妙
法
院
宸
殿

の
仮
奉
安
殿
に
行
ふ
こ
と
ゝ
な
り
し
が
、
右
期
間
内
三
十
二
宗
派
よ
り
各
次

法
要
あ
る
筈
に
て
、
其
順
序
左
の
如
し
と
。

　

八　

日　

天
台
宗
及
真
盛
派

　

九　

日　

真
言
宗

　

十　

日　

南
禅
寺
派
、
東
福
寺
、
建
仁
寺
派

　

十
一
日　

相
国
寺
派
、
大
徳
寺
派

　

十
二
日　

真
宗
高
田
派

　

十
三
日　

天
竜
寺
派
、
永
源
寺
派

　

十
四
日　

黄
檗
宗
、
円
覚
寺
派
、
建
長
寺
派

　

十
五
日　

曹
洞
宗

　

十
六
日　

妙
心
寺
派

　

十
七
日　

本
願
寺
派
、
及
木
辺
派

　

十
八
日　

大
日
本
菩
提
会
発
会
式

　

十
九
日　

出
雲
寺
派
、
誠
照
寺
派
、
山
元
派

　

二
十
日　

仏
光
寺
派

　

廿
一
日　

興
正
寺
派

　

廿
二
日　

日
蓮
宗

　

廿
三
日　

時
宗

　

廿
四
日　

融
通
念
仏
宗

　

廿
五
日　

真
言
律
宗

　

廿
六
日　

華
厳
宗
、
及
法
相
宗

　

廿
七
日　

浄
土
宗
西
山
派

　

廿
八
日　

大
谷
派
本
願
寺

仏
骨
拝
瞻
会
の
余
興
〔
明
治
34
年
３
月
27
日　

第
四
三
八
二
号
〕

丹
羽
圭
介
氏
の
提
議
な
り
と
い
ふ
を
聞
く
に
、（
一
）
日
々
更
替
に
て
附
近

各
郡
村
の
斎
念
仏
を
奉
納
せ
し
む
る
事
、（
二
）
空
也
堂
念
仏
を
行
ふ
事
、

（
三
）
全
市
寺
院
の
鐘
を
撞
か
し
む
る
事
、（
四
）
拝
瞻
会
執
行
中
日
を
期
し

て
大
文
字
を
点
火
す
る
事
、
の
四
ケ
条
な
り
し
と
。

○
大
菩
提
会
の
財
政　

同
会
の
財
政
は
、
凡
て
寄
附
金
を
以
て
充
つ
る
の
規

定
な
れ
ば
、
よ
し
負
債
あ
り
た
れ
ば
と
て
強
ち
に
驚
く
に
足
ら
ざ
る
が
如
き

も
、
其
寄
附
金
容
易
に
集
ま
ら
ず
し
て
、
負
債
既
に
山
の
如
く
あ
り
。
こ
の

侭
に
て
打
ち
過
ぎ
な
ば
、
覚
王
殿
の
建
築
所
か
現
在
三
万
円
の
負
債
す
ら
其

跡
片
付
け
に
窮
す
る
な
ら
ん
と
い
ふ
。

覚
王
殿
建
築
地
調
査
委
員
〔
明
治
34
年
３
月
29
日　

第
四
三
八
四
号
〕

或
は
京
都
、
或
は
東
京
、
或
は
奈
良
、
或
は
叡
山
等
、
異
説
紛
々
た
る
覚
王

殿
建
築
地
は
、
遂
に
孰
れ
に
決
す
べ
き
や
。
京
都
通
信
員
は
報
じ
て
曰
く
、

大
菩
提
会
は
今
回
会
則
を
改
正
し
刷
新
し
、
大
に
為
す
あ
ら
ん
と
し
て
、
先

づ
拝
瞻
会
を
来
月
八
日
よ
り
大
仏
妙
法
院
に
挙
行
す
る
こ
と
な
る
が
、
同
会

に
取
り
て
最
も
重
要
な
る
覚
王
殿
の
位
置
未
だ
確
定
せ
ず
。
こ
れ
に
て
は
、

自
然
世
の
批
難
攻
撃
を
免
れ
ざ
る
べ
し
と
て
、
今
回
真
言
各
派
委
員
、
三
原

俊
栄
、
天
台
宗
委
員
、
菅
井
光
賢
、
臨
済
宗
委
員
、
後
藤
禅
提
の
三
師
を
覚

王
殿
建
築
地
位
置
調
査
委
員
に
選
挙
し
、
拝
瞻
会
の
済
み
次
第
、
着
々
其
調
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査
に
従
事
せ
し
む
る
こ
と
ゝ
な
れ
り
と
。
三
師
の
任
や
重
し
、
願
は
く
は
公

平
に
其
位
置
を
選
定
せ
よ
。

大
菩
提
会
出
張
所
〔
明
治
34
年
３
月
30
日　

第
四
三
八
五
号
〕

日
本
大
菩
提
会
に
て
は
、
来
四
月
八
日
よ
り
拝
瞻
会
執
行
に
付
、
諸
国
よ
り

の
参
拝
者
及
び
入
会
者
便
宜
の
為
め
、
京
都
烏
丸
通
七
条
上
る
東
側
空
地

へ
、
同
会
出
張
事
務
所
を
建
築
す
る
事
に
可
決
せ
し
由
。

大
菩
提
会
の
刷
新
〔
明
治
34
年
４
月
１
日　

第
四
三
八
七
号
〕

日
本
大
菩
提
会
に
て
、
爾
来
の
組
織
を
一
変
し
、
大
刷
新
を
計
る
の
目
的
を

以
て
、
種
々
協
議
す
る
所
あ
り
し
が
、
今
回
弥
々
総
裁
に
は
某
宮
方
を
奉
戴

し
、
副
総
裁
に
は
名
誉
あ
る
高
僧
若
し
く
は
貴
紳
を
推
薦
し
、
役
員
に
大
更

迭
を
為
し
、
金
銭
出
納
其
他
の
事
務
は
、
凡
て
名
望
あ
る
紳
士
数
名
に
嘱
托

す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
高
崎
京
都
府
知
事
、
内
貴
京
都
市
長
、
其
他
の
人
々
挙

つ
て
此
挙
を
賛
せ
し
と
い
ふ
。

拝
瞻
会
の
余
興
〔
明
治
34
年
４
月
２
日　

第
四
三
八
八
号
〕

日
本
大
菩
提
会
に
於
て
は
、
去
月
廿
八
日
午
後
一
時
よ
り
、
空
也
堂
執
事
、

浄
土
寺
村
の
有
志
者
、
明
暗
教
会
員
、
誓
願
寺
、
真
如
堂
、
並
に
十
夜
講
中

等
を
妙
法
院
に
招
き
、
仏
骨
拝
瞻
会
執
行
中
、
余
興
と
し
て
各
村
の
六
斎
念

仏
、
空
也
踊
、
大
文
字
点
火
、
尺
八
吹
奏
、
十
夜
鐘
撞
等
の
寄
附
を
依
頼
せ

し
に
、
結
局
支
出
の
途
な
き
費
用
だ
け
は
、
大
菩
提
会
に
於
て
負
担
す
べ
き

条
件
の
下
に
協
議
一
決
し
、
大
文
字
点
火
は
発
会
式
當
日
、
其
他
の
日
割
は

不
日
こ
れ
を
定
む
る
こ
と
ゝ
な
れ
り
。
な
ほ
六
斎
念
仏
並
に
能
狂
言
は
、
三

十
三
間
堂
の
北
手
に
仮
舞
台
を
し
つ
ら
ひ
、
明
暗
教
会
の
尺
八
吹
奏
は
御
霊

前
、
空
也
踊
は
拝
殿
、
十
夜
鐘
は
仏
骨
奉
安
所
東
手
に
仮
舞
台
を
設
る
事
を

も
協
定
せ
し
由
。

大
菩
提
会
理
事
長
〔
明
治
34
年
４
月
２
日　

第
四
三
八
八
号
〕

同
会
理
事
長
小
栗
憲
一
師
は
、
哲
学
館
出
身
に
し
て
、
印
度
各
地
を
漫
遊
せ

ら
れ
た
る
釈
守
愚
師
と
共
に
、
去
月
廿
九
日
、
江
州
長
浜
の
大
菩
提
会
の
主

意
拡
張
演
説
に
出
席
せ
ら
れ
た
る
が
、
同
演
説
会
は
意
外
の
盛
会
に
て
、
聴

衆
約
二
千
、
入
会
者
五
六
百
名
も
あ
り
し
由
。

拝
瞻
会
法
要
執
行
次
第
〔
明
治
34
年
４
月
３
日　

第
四
三
八
九
号
〕

来
る
八
日
よ
り
廿
八
日
迄
、
大
仏
妙
法
院
内
仮
奉
安
殿
に
執
行
す
る
仏
骨
拝

瞻
会
法
要
次
第
、
左
の
如
し
。

　

一
右
法
要
出
仕
僧
侶
は
、
一
日
三
十
名
以
上
、
五
十
名
以
下
と
す
。

　

一
法
要
は
毎
日
正
午
よ
り
開
始
す
。

　

一
各
宗
派
大
導
師
を
始
め
出
仕
僧
侶
参
集
所
は
、
大
和
大
路
正
面
上
る
大

仏
方
広
寺
と
す
。
午
前
九
時
迄
に
到
着
の
事
。

　

一
各
宗
派
大
導
師
以
下
出
仕
僧
侶
の
一
列
は
、
正
午
十
二
時
方
広
寺
を
出

て
、
大
和
大
路
を
南
ヘ
、
七
条
を
東
へ
、
妙
法
院
前
を
北
へ
。

　

一
妙
法
院
唐
門
よ
り
入
り
、
仮
奉
安
殿
に
到
着
の
事
。

　

一
法
要
後
は
、
妙
法
院
前
町
を
経
て
方
広
寺
に
帰
着
の
事
。

　

一
参
拝
者
を
分
ち
て
七
種
と
し
、
各
別
席
を
設
け
て
焼
香
を
為
さ
し
む
。
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名
誉
会
員　

准
名
誉
会
員　

特
別
会
員　

准
特
別
会
員　

正
会
員　

随

喜
会
員　

一
般
参
拝
人
。

　

一
僧
侶
は
其
宗
派
の
規
定
せ
る
正
服
を
着
用
す
る
事
。

　

一
一
般
参
拝
人
は
拝
所
に
於
て
焼
香
拝
礼
の
事
。

　

一
入
会
せ
ん
と
す
る
者
は
、
妙
法
院
内
所
定
の
会
員
申
込
所
に
申
出
を
為

す
べ
し
。

　

一
暹
羅
国
王
陛
下
御
寄
贈
の
金
像
、
并
に
同
皇
后
陛
下
御
親
製
経
巻
覆

帙
、
及
同
国
文
部
大
臣
よ
り
寄
贈
の
具
多
羅
経
は
、
遥
拝
所
の
東
に
あ

る
普
賢
堂
に
陳
列
し
て
参
拝
せ
し
む
。

　

一
拝
瞻
会
中
、
左
の
仏
事
法
楽
を
営
む
。

　
　

東
山
如
意
峰
大
文
字
点
火

　
　

十
夜
念
仏

　
　

空
世
堂
踊
念
仏

　
　

明
闇
教
会
吹
奏

　
　

六
斎
念
仏

紀
念
法
要
と
京
都
市
〔
明
治
34
年
４
月
３
日　

第
四
三
八
九
号
〕

今
回
の
紀
念
法
要
に
つ
き
、「
紀
念
」
の
文
字
を
現
は
せ
る
紅
灯
、
並
に
本

山
旗
を
軒
頭
に
掲
ぐ
る
町
名
左
の
如
し
。

　
　
　

東
西
大
通
（
小
街
は
略
す
）

　

二
条
通　
　

寺
町
以
西
新
町
迄　
　

三
条
通　
　

新
町
以
東
白
河
橋
迄

　

六
角
通　
　

新
町
以
東
寺
町
迄　
　

四
条
通　
　

新
町
以
東
祇
園
町
迄

　

松
原
通　
　

新
町
以
東
建
仁
寺
町
迄

　
　
　

南
北
大
通
（
小
街
は
略
す
）

　

新
町
通　
　

二
条
以
南
七
条
迄 

室
町
通　
　

二
条
以
南
□
□
迄

　

烏
丸
通　
　
二
条
以
南

停
車
場
迄 

東
洞
院
通　
　
二
条
以
南

停
車
場
迄

　

寺
町
通　
　
　
二
条
以
南

五
条
迄

 

大
和
大
路
通　
　
二
条
以
南

大
仏
迄

　

川
端
通　
　
　
四
条
橋

南
北

 

木
屋
町
通　
　
三
条
以
南

五
条
迄

　

下
河
原
町　
　

大
谷
御
門
前 

本 

町 

通　
　
五
条
以
南

一
の
橋
迄

　

停
車
場
附
近
一
般

右
の
如
く
な
れ
ば
、
京
都
市
中
繁
華
の
部
分
は
、
残
ら
ず
区
域
内
に
包
含
せ

ら
れ
た
り
と
い
ふ
べ
し
。

紀
念
法
要
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
３
日　

第
四
三
八
九
号
〕

喇
麻
教
僧
侶
の
参
拝　

目
下
北
京
雍
和
宮
に
寓
し
居
れ
る
、
西
蔵
喇
麻
教
僧

侶
ラ
ツ
ク
シ
ヤ
ム
大
堪
喇
麻
、
雍
和
宮
代
管
事
務
、
蒙
古
喇
麻
リ
ン
チ
ン
ラ

マ
の
両
人
は
、
今
回
大
谷
紀
念
法
要
参
拝
の
為
め
、
同
派
西
蔵
派
遣
僧
、
寺

本
碗
雅
師
と
ゝ
も
に
、
不
日
来
朝
の
筈
。
△
三
国
公
使
の
請
待
、　

仏
教
国

な
る
支
那
、
朝
鮮
及
び
暹
羅
の
三
公
使
へ
向
け
、
同
派
本
山
よ
り
、
紀
念
法

要
に
臨
席
あ
り
た
き
旨
の
請
待
状
を
発
せ
り
。
△
清
人
貴
紳
の
帰
依　

今
回

の
紀
念
法
要
に
付
、
劉
坤
一
が
賛
意
を
表
し
来
り
し
事
を
、
既
に
こ
れ
を
報

せ
り
。
然
る
に
又
慶
、
醇
両
親
王
を
初
め
と
し
、
現
光
緒
亭
の
御
連
枝
載

洵
、
載
涛
の
二
公
、
其
他
順
承
郡
王
、
西
蔵
、
蒙
古
を
管
轄
せ
る
理
藩
院
大

臣
崑
岡
中
堂
等
、
今
回
大
な
る
賛
意
を
表
し
来
れ
り
と
。
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大
菩
提
会
発
会
式
〔
明
治
34
年
４
月
４
日　

第
四
三
九
〇
号
〕

来
る
十
七
日
の
予
定
な
り
し
も
、
都
合
に
よ
り
廿
四
日
に
変
更
せ
し
由
。
な

ほ
同
会
の
催
し
に
係
る
拝
瞻
会
執
行
中
、
毎
日
京
都
市
中
二
ケ
所
に
於
て
、

仏
教
大
演
説
会
を
開
く
。

○
大
菩
提
会
の
招
待
会　

昨
三
日
同
会
に
於
て
、
仏
骨
拝
瞻
会
等
披
露
の
為

め
、
京
坂
の
新
聞
記
者
を
招
待
せ
し
由
。

大
菩
提
会
の
知
事
以
下
請
待
〔
明
治
34
年
４
月
５
日　

第
四
三
九
一
号
〕

去
る
二
日
正
午
よ
り
、
拝
瞻
会
準
備
、
並
に
同
会
拡
張
の
為
め
、
京
都
府
知

事
、
書
記
官
、
市
長
、
上
下
両
区
長
等
、
百
七
十
余
名
の
高
等
官
を
請
待
せ

り
。

菩
提
会
の
活
動
〔
明
治
34
年
４
月
７
日　

第
四
三
九
三
号
〕

萎
微
不
振
の
日
本
大
菩
提
会
は
、
今
回
の
拝
瞻
会
を
好
機
と
し
、
一
大
雄
飛

を
試
む
る
決
心
に
て
、
委
員
は
各
自
自
己
の
財
産
を
擲
ち
、
時
日
と
労
力
と

を
惜
ま
ず
、
献
身
的
に
活
動
す
る
内
義
を
結
び
、
前
田
、
小
栗
、
河
野
、
後

藤
、
北
条
、
井
上
、
山
口
、
永
田
、
石
河
の
諸
師
或
は
、
事
務
所
に
或
は
演

説
に
、
乃
至
講
話
に
日
々
奔
走
す
と
い
へ
ば
、
今
後
の
日
本
大
菩
提
会
刮
目

し
て
見
る
べ
き
も
の
あ
ら
ん
。
因
に
目
下
会
員
の
申
込
は
、
日
々
五
六
百
を

下
ら
ず
。
事
務
非
常
の
繁
忙
を
極
め
居
る
由
。

仏
骨
拝
瞻
会
〔
明
治
34
年
４
月
７
日　

第
四
三
九
三
号
〕

時
日
切
迫
の
事
と
て
、
妙
法
院
内
同
事
務
所
は
非
常
の
繁
忙
を
極
め
、
各
宗

事
務
員
は
日
夜
詰
切
て
、
そ
れ
〴
〵
分
担
執
務
し
居
れ
る
が
、
去
る
三
日
午

前
十
時
よ
り
、
京
阪
各
新
聞
社
員
を
招
き
て
、
記
事
通
信
上
に
関
す
る
談
話

あ
り
。
会
長
村
田
寂
順
師
病
気
の
為
め
、
内
貴
市
長
代
つ
て
一
同
に
挨
拶

し
、
何
分
に
も
同
会
に
賛
成
あ
り
た
き
旨
演
説
せ
ら
れ
た
り
。
な
ほ
同
会
に

て
は
記
事
の
衝
突
を
避
く
る
の
目
的
を
以
て
、
予
め
通
信
部
を
置
き
、
京
阪

各
地
の
新
聞
社
に
は
一
定
の
徽
章
を
渡
し
、
此
徽
章
を
帯
べ
る
も
の
に
限
り

自
由
に
出
入
せ
し
む
る
こ
と
ゝ
為
せ
り
と
。

拝
瞻
会
の
演
説
弁
士
〔
明
治
34
年
４
月
９
日　

第
四
三
九
五
号
〕

京
都
大
仏
妙
法
院
に
於
て
、
毎
日
法
要
の
前
後
に
演
説
あ
る
由
な
る
が
、
今

弁
士
の
姓
名
を
聞
く
に
、
北
条
良
蔵
、

仙
英
、
近
藤
哲
、
伊
藤
宗
富
、
中

村
余
孝
、
星
野
仙
梁
、
大
西
明
道
、
高
松
知
照
、
山
名
桂
山
、
岩
間
正
琳
、

水
野
道
秀
、
桜
井
良
哉
、
渡
辺
百
淳
、
長
谷
川
亮
州
、
竜
豊
雄
、
堀
木
瑞

忍
、
釈
守
愚
、
黒
竜
悦
、
牧
口
泰
存
、
雲
井
春
海
、
寺
田
亮
遍
、
今
添
覚

了
、
小
川
貢
光
、
神
田
順
達
、
清
水
竜
山
、
古
泉
性
信
、
松
本
光
道
、
八
橋

紹
温
、
鈴
木
天
山
、
国
岡
恵
遵
、
久
田
余
洗
、
雄
恵
恭
、
日
向
順
照
の
諸

氏
、
因
に
大
菩
提
会
発
会
式
は
、
来
る
廿
四
日
に
決
定
し
あ
り
し
が
、
同
盟

各
宗
派
管
長
と
の
懇
話
会
を
十
六
日
と
決
定
し
た
る
に
付
、
自
然
発
会
式
も

十
七
日
に
繰
上
る
こ
と
ゝ
な
れ
り
と
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
11
日　

第
四
三
九
七
号
〕

▲
日
本
大
菩
提
会
の
仏
骨
拝
瞻
会
は
去
る
八
日
を
初
日
と
し
、
京
都
大
仏
妙

法
院
に
開
か
る
院
前
に
は
、
六
金
色
大
仏
旗
数
旒
、
並
に
日
本
菩
提
会
と
記
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せ
し
提
灯
を
数
十
ケ
所
に
樹
て
、
正
面
勅
使
門
を
開
放
し
、
紫
縮
緬
の
幕
を

張
り
、
中
央
に
六
金
色
の
大
仏
旗
を
交
叉
す
。
▲
當
日
の
當
番
は
既
報
の
如

く
、
天
台
宗
並
に
同
真
盛
派
に
し
て
、
天
台
座
主
坊
城
皎
然
師
大
導
師
と
な

り
、
衆
僧
五
十
名
を
率
ひ
、
養
源
院
よ
り
輿
に
乗
じ
て
奉
安
殿
に
到
着
。
同

時
に
極
楽
寺
の
上
人
葛
原
定
慶
師
、
亦
た
三
十
五
名
の
衆
僧
を
随
へ
て
練
り

行
き
、
大
法
要
を
厳
修
し
了
つ
て
、
空
也
念
仏
を
執
行
す
。
▲
當
日
の
招
待

員
五
百
有
余
名
、
其
中
重
な
る
は
近
衛
公
夫
妻
、
並
に
秋
元
子
爵
、
各
宗
派

門
跡
等
。
▲
拝
瞻
会
中
、
京
都
市
郡
、
並
に
奈
良
地
方
、
寺
院
宝
物
の
拝
観

は
、
大
菩
提
会
員
に
限
る
。
▲
宝
物
拝
観
は
三
十
三
間
堂
、
養
源
院
、
智
積

院
、
高
台
寺
、
青
蓮
院
、
金
地
院
、
南
禅
寺
、
禅
林
寺
、
相
国
寺
、
大
徳

寺
、
等
持
院
、
妙
心
寺
、
興
正
寺
、
大
谷
派
、
本
願
寺
、
建
仁
寺
、
東
福
寺

等
。
▲
殿
堂
拝
観
は
、
仏
光
寺
、
教
王
護
国
寺
及
び
金
銀
両
閣
寺
の
金
銀
両

閣
、
並
に
同
泉
林
、
奈
良
西
大
寺
等
。
▲
殿
堂
宝
物
拝
観
は
、
嵯
峨
清
涼

寺
、
天
竜
寺
、
宇
治
黄
檗
山
、
興
聖
寺
、
最
勝
院
、
平
等
院
、
粟
生
光
明

寺
、
奈
良
法
隆
寺
、
東
大
寺
等
。
▲
拝
瞻
中
、
京
都
上
下
両
京
区
六
十
五
ケ

組
町
よ
り
、
仏
供
米
を
袋
に
入
れ
、
一
組
若
く
は
二
、
三
組
聨
合
し
、
種
々

の
扮
装
を
為
し
て
日
々
奉
納
し
行
く
。
▲
九
日
正
午
、
本
派
本
願
寺
當
番
に

て
、
執
行
長
梅
上
沢
融
、
導
師
代
と
し
て
、
職
衆
十
六
名
を
率
ひ
、
読
経
作

法
（
正
信
偈
）
を
行
ひ
た
り
。
▲
十
日
臨
済
宗
南
禅
、
建
仁
、
東
福
三
派
合

同
に
て
、
南
禅
の
管
長
豊
田
毒
湛
導
師
に
て
、
職
衆
五
十
名
を
率
ひ
、
楞
厳

呪
行
道
を
営
む
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
12
日　

第
四
三
九
八
号
〕

▲
去
る
九
日
の
拝
瞻
会
法
要
参
拝
者
は
、
伊
勢
地
方
の
人
多
く
、
招
待
員
は

六
百
余
名
。
▲
伊
勢
地
方
へ
特
派
し
た
る
後
藤
禅
提
師
の
報
に
よ
れ
ば
、
同

地
、
津
、
一
身
田
、
四
日
市
、
松
坂
、
桑
名
等
非
常
の
好
況
に
て
、
入
会
者

頗
る
多
く
、
且
つ
大
谷
派
の
法
要
を
兼
ね
、
去
る
九
日
迄
に
上
京
せ
し
も

の
、
既
に
一
万
人
に
達
せ
り
と
。
▲
大
仏
妙
法
院
仮
奉
安
殿
に
安
置
せ
し
、

黄
金
仏
釈
尊
降
魔
の
像
は
、
昨
年
六
月
暹
羅
国
王
陛
下
よ
り
、
仏
骨
に
附
属

し
て
寄
贈
せ
ら
れ
し
も
の
に
て
、
今
よ
り
一
千
年
前
、
同
国
の
旧
都
ウ
イ
ヱ

ン
チ
エ
ン
サ
ル
府
に
て
鋳
造
し
、
久
し
く
帝
室
に
て
恭
敬
供
養
あ
り
し
も
の

と
ぞ
。
▲
な
ほ
王
后
陛
下
よ
り
寄
贈
の
貝
多
羅
葉
は
、
鈔
略
三
蔵
経
七
編
に

し
て
、
ジ
ア
ス
リ
ン
ト
ル
大
僧
正
に
命
じ
、
パ
リ
ー
語
を
以
て
謄
写
せ
し
め

ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
、
其
綴
糸
及
び
覆
絹
金
繍
は
、
陛
下
の
御
手
づ
か
ら

製
し
給
へ
る
も
の
に
係
り
、
草
花
の
模
様
に
金
玉
真
珠
を
縷
め
、
光
華
燦
爛

た
る
も
の
ゝ
由
。
▲
東
京
駐
剳
暹
羅
国
特
命
全
権
公
使
ロ
ナ
チ
ヱ
ー
ト
氏
、

勅
使
と
し
て
同
国
王
后
陛
下
の
御
供
物
を
奉
じ
、
来
る
十
六
日
頃
出
発
、
大

仏
妙
法
院
の
拝
瞻
会
に
臨
む
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
13
日　

第
四
三
九
九
号
〕

▲
拝
瞻
会
中
法
楽
日
割
は
、
九
日
十
夜
念
仏
、
十
日
明
暗
教
会
尺
八
吹
奏
、

十
一
日
空
也
念
仏
、
十
二
日
十
夜
念
仏
、
十
三
日
明
暗
教
会
、
十
四
日
空
也

念
仏
、
十
五
日
十
夜
念
仏
、
十
六
日
明
暗
教
会
、
十
七
日
空
也
念
仏
、
十
八

日
十
夜
念
仏
、
廿
日
空
也
念
仏
、
廿
四
日
十
夜
念
仏
、
廿
六
日
空
也
念
仏
等

に
て
、
十
八
日
の
大
菩
提
会
発
会
式
に
は
、
予
報
の
如
く
如
意
峰
の
大
文
字
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を
点
火
す
。
▲
拝
瞻
会
の
因
み
に
開
会
す
る
各
宗
管
長
懇
親
会
に
対
し
、
本

派
本
願
寺
と
知
恩
院
と
は
加
は
ら
ざ
る
べ
し
と
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
14
日　

第
四
四
〇
〇
号
〕

▲
去
る
十
日
は
、
臨
済
宗
建
仁
寺
、
東
福
寺
、
南
禅
寺
の
各
派
當
番
に
て
、

其
順
次
は
布
衣
、
奏
楽
、
大
衆
焼
香
等
な
る
が
、
導
師
は
建
仁
寺
派
管
長
竹

田
黙
雷
師
。
▲
當
日
の
衆
僧
八
十
名
、
楞
厳
経
行
道
、
三
礼
読
経
等
あ
り
。

法
要
了
つ
て
明
暗
教
会
の
尺
八
吹
奏
、
並
に
二
三
諸
士
の
演
説
あ
り
し
と
。

▲
去
る
十
一
日
は
相
国
寺
、
大
徳
寺
二
派
の
法
会
あ
り
。
導
師
は
相
国
寺
管

長
中
原
東
巌
師
、
並
に
大
徳
寺
管
長
菅
広
州
師
、
衆
僧
六
十
名
な
り
。
▲
愛

知
県
地
方
へ
出
張
せ
し
後
藤
禅
提
師
は
、
復
命
旁
々
諸
事
打
合
せ
の
為
め
、

去
る
十
日
一
先
づ
帰
会
、
北
条
、
河
野
、
小
栗
等
の
諸
師
と
協
議
を
凝
ら

し
、
直
ち
に
又
出
発
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
15
日　

第
四
四
〇
一
号
〕

▲
拝
瞻
会
の
参
拝
人
、
大
谷
派
紀
念
法
要
に
劣
ら
む
。
▲
去
る
十
二
日
は
、

真
宗
高
田
派
専
修
寺
法
主
常
盤
井
尭
熙
師
大
導
師
と
な
り
、
午
後
一
時
よ
り

衆
僧
四
十
名
を
率
ゐ
て
、
小
経
和
讃
の
法
要
を
親
修
す
。
當
日
の
参
拝
者
三

万
余
人
。
▲
大
菩
提
会
総
理
村
田
寂
順
師
、
病
痾
全
快
に
近
く
、
両
三
日

前
、
嵯
峨
清
涼
寺
法
要
列
席
の
為
め
、
同
地
へ
飛
錫
せ
ら
る
。
▲
上
下
両
京

区
各
組
に
て
は
、
各
戸
供
養
米
を
集
め
こ
れ
を
奉
納
す
る
由
は
、
既
報
の
如

く
な
る
が
、
昨
日
は
下
京
五
組
、
十
組
、
十
一
組
、
廿
四
組
よ
り
、
右
供
養

米
を
屋
台
に
積
み
、
四
五
十
名
の
稚
児
を
附
添
せ
て
、
奏
楽
に
て
練
り
行
き

し
と
。
▲
菩
提
会
に
て
は
、
博
物
館
南
隣
の
空
地
を
借
用
し
、
各
組
よ
り

日
々
参
詣
す
る
稚
児
其
他
諸
団
体
の
休
憩
所
に
充
て
ん
為
め
、
こ
ゝ
に
天
幕

を
張
り
て
仮
屋
を
し
つ
ら
へ
り
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
17
日　

第
四
四
〇
三
号
〕

▲
去
る
十
四
日
は
黄
檗
宗
、
并
に
円
覚
寺
、
建
長
寺
等
、
合
同
法
要
の
當
日

に
し
て
、
大
導
師
は
黄
檗
宗
管
長
吉
井
虎
沢
師
、
大
殿
上
供
あ
り
。
衆
僧
は

三
十
余
名
。
▲
其
前
十
三
日
は
、
臨
済
宗
天
竜
寺
派
、
高
野
永
源
寺
派
合
同

當
番
に
て
、
大
導
師
は
天
竜
寺
の
四
辻
月
航
師
、
楞
厳
行
道
あ
り
。
大
衆
舟

八
名
。
▲
昨
十
六
日
は
曹
洞
宗
の
當
番
な
る
が
、
管
長
森
田
悟
由
禅
師
差
障

り
あ
り
、
新
貫
首
西
有
穆
山
禅
師
代
つ
て
こ
れ
を
修
せ
し
筈
。
▲
大
菩
提
会

特
派
使
、
高
松
智
照
師
外
数
名
は
、
毎
日
法
要
前
後
、
各
参
拝
人
に
対
し
て

熱
心
に
演
説
を
為
し
居
れ
り
。
▲
同
会
嘱
托
医
横
井
瓶
四
郎
氏
は
、
他
の
外

科
医
と
共
に
看
護
婦
数
名
を
従
へ
、
毎
日
午
前
八
時
よ
り
出
張
、
午
後
五
時

迄
施
療
施
薬
を
為
し
居
れ
り
。
▲
同
会
の
諸
係
員
は
非
常
の
繁
忙
を
極
め
、

委
員
北
条
周
篤
、
井
上
義
州
、
物
部
定
寛
等
の
諸
氏
は
、
熱
心
に
他
の
職
員

を
督
励
し
、
終
夜
眠
ら
ざ
る
程
な
り
と
。
▲
天
竜
寺
周
篤
和
尚
の
編
輯
に
係

る
菩
提
の
栞
一
万
部
、
菩
提
会
よ
り
各
参
拝
人
に
一
部
宛
施
与
す
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
18
日　

第
四
四
〇
四
号
〕

▲
暹
羅
公
使
代
理
書
記
官
ス
フ
ー
ナ
プ
氏
は
、
去
る
十
五
日
正
午
、
南
浮
大

谷
派
録
事
の
先
導
兼
通
弁
に
て
、
大
仏
妙
法
院
に
参
拝
。
▲
當
日
は
臨
済
宗

妙
心
寺
派
の
當
番
に
て
、
同
派
管
長
の
拈
香
法
語
、
衆
僧
五
十
余
名
の
楞
厳



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

10

163

行
道
、
三
礼
読
経
あ
り
。
参
拝
者
一
万
余
名
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
19
日　

第
四
四
〇
五
号
〕

▲
予
報
の
如
く
、
去
る
十
六
日
法
要
當
番
は
曹
洞
宗
に
し
て
、
同
宗
新
貫
首

西
有
穆
山
禅
師
は
、
六
十
有
余
名
の
衆
僧
を
率
ゐ
拈
香
法
語
、
楞
厳
行
道
の

法
式
を
厳
修
せ
り
。
▲
暹
羅
公
使
ロ
ナ
チ
エ
ト
氏
は
、
去
る
十
七
日
新
橋
発

一
番
列
車
に
乗
じ
、
同
日
夜
七
条
停
車
場
着
、
川
原
町
京
都
ホ
テ
ル
に
投

じ
、
其
翌
十
八
日
を
以
て
大
仏
妙
法
院
の
拝
瞻
会
に
臨
み
、
同
国
々
王
、
皇

后
両
陛
下
並
に
皇
太
子
殿
下
の
御
供
物
を
捧
呈
せ
り
。
▲
一
昨
日
、
京
都
市

議
事
堂
及
び
新
京
極
金
蓮
寺
道
場
の
二
ケ
所
に
於
て
、
大
菩
提
会
拡
張
演
説

を
開
く
。
弁
士
は
小
栗
理
事
長
、
間
野
特
派
使
、
高
松
智
照
等
外
数
名
な

り
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
20
日　

第
四
四
〇
六
号
〕

▲
去
る
十
七
日
は
、
大
菩
提
会
各
役
員
合
同
に
て
、
午
後
一
時
よ
り
法
要
を

執
行
し
、
阿
弥
陀
経
を
読
誦
せ
り
。
▲
ロ
ナ
チ
ヱ
ト
氏
は
、
十
七
日
午
後
八

時
五
十
六
分
着
、
大
菩
提
会
よ
り
差
廻
せ
し
馬
車
に
て
、
直
ち
に
京
都
ホ
テ

ル
に
入
れ
り
。
▲
去
る
八
日
以
来
、
医
員
出
張
所
に
て
、
患
者
廿
四
名
を
収

容
す
。

大
菩
提
会
発
会
式
〔
明
治
34
年
４
月
21
日　

第
四
四
〇
七
号
〕

去
る
十
八
日
午
前
十
一
時
、
京
都
大
仏
妙
法
院
に
こ
れ
を
挙
行
す
。
式
場
宸

殿
の
仏
前
に
一
対
の
大
花
卉
を
挿
み
、
卓
を
中
央
に
置
く
。
来
会
者
一
同
着

席
。
劉
喨
た
る
音
楽
と
共
に
厳
粛
な
る
法
式
は
始
ま
れ
り
。
村
田
会
長
の
表

白
文
、
暹
羅
公
使
、
中
原
管
長
（
相
国
寺
派
）
二
条
管
長
（
誠
照
寺
派
）
の
祝
文
、
大

谷
派
新
法
主
代
理
渥
美
契
縁
師
の
演
説
、
内
貴
名
誉
会
員
総
代
の
祝
辞
、
地

方
支
部
有
志
家
の
祝
電
数
通
、
最
後
に
小
栗
理
事
長
の
事
業
報
告
あ
り
。
会

を
撤
せ
し
は
午
後
一
時
半
、
来
賓
数
千
名
、
拝
観
者
約
三
万
と
註
せ
ら
る
。

暹
羅
公
使
ロ
ナ
チ
ヱ
ト
氏
の
祝
文
和
訳
左
の
如
し
。

　

各
宗
管
長
猊
下
、
及
日
本
大
菩
提
会
発
会
式
に
臨
を
得
た
る
は
、
本
公
使

の
深
く
喜
ぶ
処
に
し
て
、
村
田
会
長
に
対
し
、
篤
く
其
厚
意
招
待
を
感
謝

す
。

　

日
本
帝
国
仏
教
徒
が
益
々
団
結
一
致
の
実
を
示
す
を
見
る
は
、
本
公
使
の

大
に
喜
ぶ
処
に
し
て
、
望
む
ら
く
は
此
結
合
が
年
を
逐
て
、
愈
鞏
固
と
な

ら
ん
こ
と
を
。
而
し
て
日
本
帝
国
に
於
け
る
此
事
実
は
、
暹
羅
全
国
民
を

し
て
頗
る
喜
悦
せ
し
む
べ
く
、
特
に
日
本
仏
教
に
対
し
非
常
の
同
情
を
有

し
給
ふ
、
暹
羅
皇
帝
陛
下
の
御
満
足
や
、
一
層
深
く
在
ら
せ
ら
る
べ
し
。

　

貴
国
各
宗
派
の
御
遺
形
奉
迎
、
當
初
の
精
神
を
忘
ら
る
ゝ
こ
と
な
く
、
僧

侶
力
を
合
せ
て
奮
勉
し
て
事
に
従
ひ
、
以
て
大
菩
提
会
の
目
的
を
貫
徹

し
、
内
に
て
は
日
本
仏
教
全
体
の
為
め
、
此
を
外
に
し
て
は
我
皇
帝
陛
下

の
盛
意
に
酬
ひ
奉
る
こ
と
を
期
せ
ら
れ
ん
こ
と
は
、
本
公
使
の
誠
実
な
る

念
願
な
り
。
□
で
茲
に
各
宗
団
結
力
の
前
途
更
に
固
く
、
且
つ
盛
な
ら
ん

こ
と
を
祈
る
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
22
日　

第
四
四
〇
八
号
〕

▲
十
九
日
は
真
宗
興
正
寺
派
の
當
番
な
る
を
以
て
、
管
長
華
園
沢
称
師
、
五



─ 　  ─

「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
下
）

11

162

十
有
余
名
の
大
衆
を
率
ゐ
て
、
厳
粛
な
る
法
要
を
営
む
。
▲
當
日
毛
利
子

爵
、
奉
安
殿
に
参
拝
せ
り
。
▲
博
物
館
と
太
閤
廟
と
は
、
拝
瞻
会
の
余
波
を

受
け
て
参
観
人
頗
る
多
し
。
▲
十
八
日
は
融
通
念
仏
宗
の
當
番
に
て
、
正
午

よ
り
同
宗
管
長
青
東
得
善
師
、
三
十
七
名
の
大
衆
を
率
ゐ
て
法
要
を
厳
修

す
。
▲
同
日
は
予
報
の
如
く
如
意
峰
の
大
文
字
を
点
火
せ
り
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
23
日　

第
四
四
〇
九
号
〕

▲
廿
日
の
當
番
は
真
宗
仏
光
寺
派
な
り
。
同
派
法
主
、
渋
谷
隆
教
男
自
ら
導

師
と
な
り
、
芦
名
信
光
、
佐
々
木
良
祐
、
物
部
長
寛
、
山
本
恵
鏡
、
赤
松
秀

澄
以
下
十
数
名
を
率
ゐ
、
午
後
一
時
よ
り
法
要
を
厳
修
す
。
▲
當
日
は
上
京

区
廿
一
、
廿
二
、
下
京
区
廿
八
の
各
組
よ
り
、
例
の
仏
供
米
を
屋
台
車
に
載

せ
、
稚
児
附
添
に
て
奉
納
に
及
べ
り
。
▲
十
九
日
午
後
、
菩
提
会
評
議
員
会

を
開
き
、
会
計
に
関
す
る
事
項
及
び
其
他
を
協
議
せ
り
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
25
日　

第
四
四
一
一
号
〕

▲
廿
二
日
の
法
要
當
番
は
日
蓮
宗
に
し
て
、
午
後
一
時
よ
り
本
満
寺
貫
首
、

工
藤
日
諒
僧
正
導
師
と
な
り
、
衆
層
廿
余
名
を
率
ゐ
、
奏
楽
に
て
奉
請
、
三

礼
、
方
便
品
、
寿
量
品
、
首
題
難
持
偈
、
三
礼
等
の
法
要
を
修
す
。
▲
當
日

の
招
待
来
賓
は
、
在
京
華
族
、
第
四
師
団
長
及
び
其
他
の
武
官
、
各
宗
管

長
、
帝
室
博
物
館
長
、
並
に
館
員
、
各
町
公
同
組
合
長
等
、
数
百
名
な
り
し

と
。
▲
當
日
村
雲
尼
公
参
拝
の
都
合
な
り
し
も
、
和
歌
山
県
下
よ
り
御
帰

京
、
御
疲
労
の
為
め
見
合
せ
と
な
る
。
▲
上
京
区
卅
二
、
廿
七
、
廿
八
の
各

組
よ
り
、
例
の
仏
供
米
を
屋
台
車
に
奉
納
せ
り
。
▲
廿
三
日
の
法
要
當
番
は

時
宗
、
仏
供
米
は
下
京
区
卅
、
卅
一
の
両
組
な
り
し
と
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
26
日　

第
四
四
一
二
号
〕

▲
廿
三
日
は
時
宗
の
當
番
な
る
が
、
導
師
は
新
京
極
金
蓮
寺
足
利
浪
柔
師
に

て
、
近
畿
地
方
よ
り
来
会
せ
る
同
派
僧
侶
四
十
余
名
を
率
ゐ
、
午
後
一
時
よ

り
奏
楽
、
焼
香
讃
、
三
宝
礼
、
略
懺
悔
、
四
体
、
斎
供
養
、
開
経
偈
、
小
経

行
道
、
日
中
讃
、
来
迎
讃
、
合
喚
儀
、
恩
徳
讃
、
無
言
惣
、
三
礼
等
の
法
要

あ
り
た
り
。
▲
廿
四
日
は
大
菩
提
会
各
派
よ
り
出
勤
せ
る
役
僧
に
て
法
要
を

厳
修
し
、
導
師
は
会
長
村
田
寂
順
僧
正
な
り
。
▲
妙
法
院
前
側
に
は
、
参
拝

者
の
為
め
に
飲
食
店
其
他
の
出
店
多
く
、
数
日
前
よ
り
は
、
印
度
人
の
筆
に

な
る
釈
尊
御
一
代
記
の
絵
画
を
観
覧
せ
し
め
居
れ
り
。
▲
仏
教
感
得
館
パ
ノ

ラ
マ
は
、
数
日
前
よ
り
観
覧
料
を
特
別
割
引
せ
し
と
。
▲
参
拝
者
は
最
初
市

内
の
も
の
比
較
的
少
数
な
り
し
が
、
稚
児
、
仏
供
米
等
の
為
め
非
常
に
景
気

づ
き
、
其
後
続
々
参
詣
す
る
に
至
れ
り
と
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
27
日　

第
四
四
一
三
号
〕

▲
廿
四
日
の
法
要
は
、
菩
提
会
事
務
員
中
に
て
執
行
し
、
理
事
長
小
栗
憲
一

師
導
師
と
な
る
。
▲
當
日
の
仏
供
米
奉
納
は
、
上
京
十
一
、
十
二
、
十
五
、

十
七
、
下
京
廿
二
、
廿
九
、
卅
二
の
各
組
に
て
、
各
屋
台
車
に
稚
児
数
十
名

を
付
添
は
し
め
、
盛
ん
に
練
り
行
け
り
。
▲
廿
五
日
の
法
要
當
番
は
真
言
律

宗
の
筈
。



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

12

161

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
28
日　

第
四
四
一
四
号
〕

去
る
廿
五
日
は
同
会
第
十
八
日
目
に
て
、
法
要
は
真
言
宗
の
担
任
な
り
。
大

和
生
駒
山
の
住
職
駒
岡
隆
範
導
師
に
て
、
卅
五
名
の
僧
侶
法
要
を
厳
修
す
。

▲
同
日
仏
供
米
の
奉
納
は
、
上
京
八
組
、
下
京
廿
一
、
卅
一
の
各
組
に
て
屋

台
車
を
出
し
、
稚
児
行
列
あ
り
て
中
々
賑
は
へ
り
。
▲
同
会
の
結
願
は
今
廿

八
日
に
て
、
大
谷
派
の
担
當
に
て
数
百
の
僧
侶
読
経
を
為
す
よ
し
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
29
日　

第
四
四
一
五
号
〕

▲
廿
六
日
の
法
要
當
番
は
法
相
宗
、
並
に
華
厳
宗
な
る
を
以
て
、
法
相
宗
は

管
長
秦
行
純
大
僧
正
を
始
め
、
大
西
良
慶
権
僧
正
（
講
師
）、
楓
実
賢
大
僧

都
、
寺
田
亮
遍
（
問
者
）、
細
谷
法
鎧
、
楓
宗
憲
の
各
少
僧
都
、
寺
本
春
耀

法
師
等
に
て
、
法
要
の
次
第
は
唄
、
散
華
、
講
問
、
舎
利
礼
な
り
。
右
講
問

の
問
題
は
、
法
華
（
放
光
瑞
相
の
事
）、
唯
識
（
報
身
常
無
常
の
事
）
の
二

題
に
て
、
問
者
之
を
質
問
し
、
答
者
之
を
答
弁
す
。
該
宗
は
華
厳
宗
と
共
に

我
国
最
古
の
宗
派
な
る
を
以
て
、
其
法
式
は
自
ら
他
宗
派
と
異
る
も
の
あ
り

と
。
又
た
華
厳
宗
は
筒
井
寛
聖
権
僧
正
（
唄
師
）、
平
岡
宥
海
権
大
僧
都

（
散
華
師
）、
郭
部
戒
津
、
上
司
永
純
の
両
権
大
僧
都
、
上
野
明
淳
、
雲
井
春

海
の
両
権
少
僧
都
、
橋
本
弁
□
権
律
師
等
出
仕
し
て
、
午
後
早
々
法
要
を
厳

修
す
。
▲
同
日
迄
に
上
下
両
京
各
組
よ
り
仏
供
米
を
奉
納
せ
し
は
、
合
計
四

十
組
な
り
。
な
ほ
二
十
幾
組
の
奉
納
者
こ
れ
あ
る
筈
。
▲
廿
七
日
は
浄
土
宗

西
山
派
の
法
要
當
番
な
り
し
と
。
▲
昨
日
は
拝
瞻
会
最
終
日
に
て
、
其
當
番

は
大
谷
派
本
願
寺
な
り
。
午
後
新
法
主
導
師
と
な
り
衆
僧
三
百
名
、
稚
児
数

十
名
を
率
ゐ
て
法
要
を
厳
修
せ
し
筈
。
▲
又
當
日
は
平
安
孤
児
院
、
並
に
感

化
保
護
院
の
両
院
生
を
招
き
、
午
斎
饗
応
の
上
、
法
話
を
聴
聞
せ
し
め
し

と
。

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
４
月
30
日　

第
四
四
一
六
号
〕

▲
廿
七
日
の
法
要
當
番
は
、
既
報
の
如
く
浄
土
宗
な
り
し
が
、
導
師
は
新
京

極
誓
願
寺
貫
首
、
久
田
僧
正
、
衆
僧
は
卅
余
名
な
り
し
と
。
▲
廿
八
日
の
結

願
法
要
は
大
谷
派
の
當
番
な
り
し
が
、
同
法
要
前
後
に
、
奉
納
米
供
養
の
法

要
を
各
宗
合
同
に
て
厳
修
せ
し
と
。
▲
去
る
廿
六
日
午
後
は
、
雨
天
な
り
し

に
も
拘
は
ら
ず
、
上
京
区
十
五
区
よ
り
仏
供
米
を
奉
納
せ
し
由
。
▲
廿
八
日

の
結
願
日
に
は
、
参
詣
人
一
同
へ
殿
堂
及
び
法
宝
物
等
を
縦
覧
せ
し
め
た

り
。
▲
な
ほ
當
日
市
内
市
外
の
各
宗
寺
院
住
職
を
招
待
し
た
り
と
。

仏
骨
奉
安
地
問
題
と
静
岡
県
有
志
〔
明
治
34
年
４
月
30
日　

第
四
四
一
六
号
〕

同
県
貴
族
院
議
員
、
長
谷
川
貞
雄
外
数
名
は
、
県
下
遠
江
国
三
方
原
を
以

て
、
仏
骨
奉
安
地
に
最
も
適
當
な
り
と
し
、
頃
日
大
菩
提
会
事
務
所
を
訪

ひ
、
左
の
要
請
書
を
出
せ
し
由
な
る
が
、
大
菩
提
会
に
て
は
未
だ
何
等
の
確

答
を
与
へ
ず
。
来
月
一
日
の
協
議
会
に
、
参
考
と
し
て
預
り
置
く
こ
と
ゝ
な

し
た
り
と
。

　

仏
舎
利
の
奉
安
は
、
本
邦
仏
徒
千
古
未
聞
の
偉
業
に
し
て
、
各
宗
万
世
瞻

仰
の
霊
場
た
り
。
其
等
是
の
偉
業
を
拝
聞
し
、
大
恩
主
釈
尊
の
御
遺
形
を

現
世
に
瞻
仰
す
る
の
慈
恩
に
遭
逢
し
、
歓
天
喜
地
恭
敬
の
信
念
禁
し
能
は

ざ
る
な
り
。
謹
て
承
れ
は
、
貴
会
は
曩
に
仏
舎
利
を
安
置
し
奉
る
へ
き
大

覚
王
殿
の
建
設
を
議
定
せ
ら
れ
、
今
や
進
ん
て
其
の
建
設
に
適
當
な
る
地
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域
の
撰
択
中
に
あ
り
と
。
之
れ
実
に
仏
教
隆
興
の
大
吉
兆
に
し
て
、
仏
信

者
の
其
成
功
を
渇
仰
す
る
一
日
千
秋
も
啻
な
ら
ざ
る
な
り
。
孰
ら
惟
る
に

仏
舎
利
の
奉
安
地
は
、
全
国
に
於
て
相
當
の
候
補
地
枚
挙
に
遑
あ
ら
さ
る

へ
き
も
、
然
も
全
国
の
中
央
に
位
し
交
通
便
利
に
し
て
清
浄
な
る
□
□
の

地
域
を
保
ち
、
覚
王
殿
建
設
と
相
竢
て
緇
素
教
養
及
慈
善
事
業
等
並
び
起

り
、
尚
且
自
然
開
拓
の
業
を
奨
め
、
仏
法
無
量
の
功
徳
を
永
世
に
発
揮
す

る
に
足
る
の
土
地
、
蓋
し
甚
た
得
易
か
ら
ざ
る
べ
し
。
夫
の
往
古
仏
教
の

草
創
時
代
以
還
、
各
宗
布
教
の
本
山
を
奠
め
ら
る
ゝ
や
多
く
は
俗
界
を
脱

離
せ
し
深
嶺
高
嶽
を
撰
択
し
、
仏
教
の
隆
興
に
相
伴
ゐ
て
山
野
を
開
発
せ

ら
れ
、
衆
生
の
福
利
を
増
進
せ
し
め
ら
れ
た
る
は
、
蓋
し
仏
法
の
高
大
な

る
功
徳
を
垂
示
せ
し
め
た
る
も
の
な
り
。
然
り
と
雖
も
日
進
月
歩
の
明
治

聖
代
は
、
交
通
の
利
便
得
失
を
考
覈
す
る
上
に
於
て
昔
日
と
自
か
ら
異
る

あ
り
。
斯
の
故
に
深
嶺
高
嶽
に
覚
王
殿
の
位
置
を
撰
定
せ
ら
る
ゝ
か
如
き

は
、
礼
拝
者
の
不
便
甚
大
に
し
て
、
釈
尊
御
遺
形
の
大
威
徳
を
一
切
衆
生

に
瞻
仰
せ
し
む
る
の
上
に
就
き
、
遺
憾
之
に
如
く
も
の
な
し
。
若
夫
れ
京

都
又
は
南
都
の
如
き
は
四
通
八
達
、
交
通
上
最
も
便
宜
の
方
面
な
り
と
雖

も
、
一
千
有
余
年
来
仏
恩
普
及
し
、
崇
厳
な
る
巨
刹
宏
麗
な
る
伽
藍
聳
立

し
、
各
宗
の
霊
域
荘
重
の
壮
観
東
洋
に
比
類
な
く
、
本
邦
仏
教
の
根
源
全

然
爰
に
存
し
、
今
更
覚
王
殿
を
建
設
す
る
の
余
地
な
き
も
の
ゝ
如
し
。
反

之
東
京
は
巨
大
の
仏
閣
荘
厳
の
霊
地
多
し
と
せ
ざ
る
も
帝
国
の
首
都
に
し

て
政
治
の
中
心
な
れ
ば
、
仏
教
信
者
の
礼
拝
地
た
る
は
、
恰
當
の
地
位
た

ら
ざ
る
の
感
あ
り
。
然
而
大
覚
王
殿
は
、
本
邦
仏
教
各
宗
協
同
一
致
の
霊

場
た
る
を
以
て
、
其
建
設
地
は
京
都
の
如
く
、
東
京
の
如
き
、
全
国
の
中

枢
に
撰
定
す
る
は
惟
一
の
方
便
に
似
た
り
と
雖
も
、
奈
何
せ
ん
京
都
は
各

宗
の
巨
刹
対
峙
し
て
建
設
の
余
地
な
く
、
東
京
は
政
治
の
中
心
に
し
て
仏

教
の
適
地
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
於
爰
某
等
恭
し
く
按
す
る
に
、
京
都
に
依

ら
ず
東
京
に
偏
せ
さ
る
、
東
西
両
京
の
中
央
に
於
て
、
大
覚
王
殿
の
建
設

地
を
奠
め
ら
れ
、
一
切
衆
生
の
礼
拝
に
便
せ
し
む
る
は
、
仏
舎
利
奉
安
の

大
主
眼
に
副
ふ
も
の
た
る
へ
し
と
思
惟
し
、
左
に
卑
見
を
開
申
す
。（
未

完
）

拝
瞻
会
彙
報
〔
明
治
34
年
５
月
１
日　

第
四
四
一
七
号
〕

▲
去
月
八
日
よ
り
、
連
日
執
行
し
来
り
し
拝
瞻
会
も
、
月
末
廿
八
日
を
以
て

弥
々
終
了
を
告
げ
た
り
。
▲
當
日
は
結
願
日
の
こ
と
ゝ
て
、
仏
供
米
の
奉
納

者
非
常
に
多
く
、
殊
に
日
曜
日
な
り
し
を
以
て
、
朝
来
参
詣
人
引
き
も
切
ら

ざ
り
し
と
。
▲
當
日
の
法
要
は
、
大
谷
派
新
法
主
導
師
と
な
り
、
衆
僧
卅
余

名
を
率
ゐ
、
午
後
一
時
よ
り
奏
楽
、
伽
陀
、
阿
弥
陀
経
、
三
重
念
仏
、
和

讃
、
回
向
、
行
道
散
華
等
な
り
し
と
。
▲
當
日
午
斎
を
饗
し
、
法
話
を
聴
聞

せ
し
め
た
る
平
安
孤
児
院
、
感
化
保
護
院
の
院
生
に
対
し
、
若
干
の
醵
金
を

菩
提
会
事
務
員
よ
り
贈
与
せ
し
と
。
▲
今
回
の
拝
瞻
会
は
、
兎
も
角
も
批
難

少
な
く
、
比
較
的
好
結
果
を
奏
し
、
地
方
正
会
員
の
参
拝
者
多
数
な
り
し
の

み
な
ら
ず
、
新
た
に
入
会
せ
し
も
の
も
少
な
か
ら
ざ
る
に
付
、
拝
瞻
会
終
了

の
上
は
、
更
に
幾
多
の
特
派
員
を
各
地
に
派
遣
せ
し
め
、
一
層
会
員
募
集
に

尽
力
せ
し
め
ん
為
め
、
間
野
闡
門
、
高
松
智
照
、
日
向
順
照
諸
氏
の
提
議
に

依
り
、
特
派
使
会
な
る
も
の
を
組
織
し
た
り
と
。
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大
菩
提
会
と
黄
檗
宗
〔
明
治
34
年
５
月
２
日　

第
四
四
一
八
号
〕

過
日
の
拝
瞻
会
に
相
応
の
実
入
り
あ
り
た
る
大
菩
提
会
は
、
既
往
の
衰
勢
を

幾
分
か
挽
回
し
た
る
の
観
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
何
分
に
も
内
部
の
腐
敗

夥
し
く
、
斯
く
て
は
将
来
の
成
功
も
如
何
が
あ
ら
ん
と
て
、
禅
三
派
の
中
の

一
な
る
黄
檗
宗
は
、
近
々
其
仲
間
を
脱
す
べ
し
と
。
内
部
の
腐
敗
と
は
如
何

様
の
事
に
や
。

大
菩
提
会
の
内
情
〔
明
治
34
年
５
月
９
日　

第
四
四
二
五
号
〕

▲
大
菩
提
会
の
仏
骨
拝
瞻
会
は
、
開
会
中
予
期
の
収
入
な
く
、
殊
に
尾
濃
地

方
の
有
志
者
を
始
め
、
曹
洞
、
黄
檗
、
天
台
、
日
蓮
の
各
宗
は
、
反
対
の
態

度
を
取
り
、
約
束
の
寄
附
を
な
さ
ざ
り
し
か
ば
、
忽
ち
財
政
上
大
破
綻
を
生

じ
、
役
員
の
手
當
を
も
支
払
ふ
能
は
ず
。
又
前
来
重
積
す
る
負
債
の
十
分
の

一
を
も
返
還
す
る
能
は
ざ
る
よ
り
、
村
田
会
長
を
始
め
役
員
等
大
に
其
策
に

窮
し
去
る
。
一
日
よ
り
妙
法
院
に
於
て
秘
密
評
議
会
を
開
き
、
財
政
上
の
善

後
策
に
つ
き
凝
議
す
る
所
あ
り
し
と
。
▲
同
会
目
下
の
負
債
は
約
六
万
円
に

し
て
、
多
く
は
各
銀
行
よ
り
借
入
れ
た
る
も
の
な
る
が
、
其
内
鴨
東
銀
行
よ

り
の
借
入
分
三
万
円
は
、
既
に
返
却
期
限
を
超
過
し
、
昨
今
厳
重
な
る
取
附

に
遇
ひ
、
役
員
皆
頭
痛
鉢
巻
の
体
な
り
と
。
▲
大
菩
提
会
が
斯
く
の
如
き
悲

境
に
陥
り
た
る
は
、
要
す
る
に
従
来
の
役
員
の
不
人
望
に
依
る
こ
と
其
重
な

る
原
因
な
る
が
、
同
会
に
取
り
て
最
も
力
を
致
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ざ
る
筈
の
大

谷
派
の
如
き
、
殆
ん
ど
冷
淡
の
態
度
を
取
る
に
至
れ
る
も
亦
た
其
一
因
な
る

べ
し
と
。

大
菩
提
会
の
窮
境
〔
明
治
34
年
５
月
19
日　

第
四
四
三
五
号
〕

道
途
伝
へ
て
い
ふ
、
大
菩
提
会
窮
地
に
陥
る
、
又
救
ふ
の
術
な
け
ん
と
。
何

ぞ
其
言
の
悲
哀
な
る
や
、
そ
の
目
的
を
問
へ
ば
覚
王
殿
の
建
築
に
在
り
。
弘

く
浄
財
を
募
集
し
て
慈
善
事
業
を
経
営
す
る
に
在
り
。
其
発
起
者
を
問
へ

ば
、
堂
々
た
る
各
宗
派
管
長
、
而
し
て
道
途
斯
く
の
如
き
悲
哀
の
言
を
伝
ふ

る
所
以
の
も
の
は
何
ぞ
や
。

大
菩
提
会
の
発
起
人
は
、
堂
々
た
る
各
宗
管
長
な
り
。
其
目
的
は
覚
王
殿
建

築
、
並
に
慈
善
事
業
の
経
営
な
り
。
目
的
と
発
起
人
に
於
て
は
、
些
の
遺
憾

な
し
。
而
か
も
今
日
の
窮
境
あ
る
所
以
の
も
の
は
他
な
し
。
発
起
人
其
物
は

た
ゞ
名
の
み
。
実
は
某
々
山
師
坊
主
の
こ
れ
が
全
権
を
掌
握
す
る
に
あ
り
。

理
事
役
員
と
称
す
る
も
の
ゝ
、
自
己
の
口
腹
を
の
み
満
た
す
を
知
つ
て
、
他

を
思
は
ざ
る
に
在
り
、
彼
等
に
し
て
一
点
仏
祖
の
為
め
を
思
ひ
、
社
会
の
為

め
を
思
は
ゞ
、
何
ぞ
又
斯
く
の
如
き
の
失
態
を
現
す
る
あ
ら
ん
や
。

何
等
未
だ
其
事
業
の
経
営
に
従
事
せ
ざ
る
に
先
だ
ち
、
彼
れ
は
既
に
巨
万
の

借
財
を
為
せ
り
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
や
。
其
巨
万
の
借
財
中
、
曩
き
に
鴨
東
銀

行
よ
り
借
入
れ
た
る
二
万
円
、
並
に
這
回
拝
瞻
会
の
際
借
入
た
る
一
万
五
千

円
、
都
合
三
万
五
千
円
の
債
務
に
対
し
、
財
界
大
恐
慌
の
結
果
、
真
先
き
に

其
渦
中
に
没
せ
ら
れ
た
る
右
、
鴨
東
銀
行
よ
り
厳
重
の
取
付
け
に
遇
ひ
、
大

菩
提
会
の
会
長
に
し
て
、
連
借
者
の
一
人
な
る
妙
法
院
門
跡
、
村
田
寂
順
は

其
財
産
を
差
押
へ
ら
れ
ん
と
し
、
大
菩
提
会
が
目
下
殆
と
死
に
瀕
し
つ
ゝ
あ

る
は
、
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
事
実
、
而
し
て
其
責
任
者
は
実
に
彼
の
理
事
、

役
員
と
称
す
る
も
の
ゝ
不
埒
、
不
都
合
に
あ
る
な
り
。
嗚
呼
、
名
称
、
目

的
、
発
起
人
共
に
麗
は
し
き
大
菩
提
会
あ
ら
ず
、
大
菩
提
会
の
名
に
依
つ
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て
、
自
己
の
口
腹
を
の
み
満
す
に
の
み
余
念
な
き
彼
等
、
理
事
役
員
、
彼
等

は
こ
の
巨
万
の
借
財
を
何
に
消
費
せ
し
か
、
檀
徒
の
浄
財
に
衣
食
し
、
な
ほ

足
ら
ず
と
し
て
こ
の
大
金
を
空
消
す
。
仏
罰
明
か
な
る
も
の
あ
る
べ
し
と
雖

も
、
社
会
も
亦
た
断
じ
て
彼
れ
許
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
吁
、
大
菩
提
会
の
窮

境
、
彼
等
は
何
等
の
辞
を
以
て
、
仏
祖
と
社
会
に
対
せ
ん
と
す
る
か
、
咄
。

大
菩
提
会
と
京
都
日
々
〔
明
治
34
年
５
月
19
日　

第
四
四
三
五
号
〕

大
菩
提
会
の
腐
敗
は
、
今
や
覆
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
実
な
る
が
、
右
に
付
き
同

業
京
都
日
々
新
聞
は
、
大
に
為
す
あ
ら
ん
と
し
、
此
頃
社
内
編
輯
会
議
に
於

て
左
の
決
議
を
為
し
、
こ
れ
を
発
表
せ
り
。

（
一
）
本
社
は
従
来
の
関
係
上
、
日
本
大
菩
提
会
の
零
落
を
座
視
す
る
に
忍

び
ず
。
向
後
の
成
行
如
何
に
よ
り
て
は
、
正
副
使
が
仏
骨
拝
受
以
来
の
顛
末

を
、
暹
羅
駐
剳
公
使
、
稲
垣
満
次
郎
氏
の
手
を
経
て
同
国
陛
下
に
陳
情
し
、

并
せ
て
日
本
駐
剳
暹
羅
公
使
に
報
告
す
る
事
。（
二
）
本
社
は
仏
骨
を
不
潔

な
る
妙
法
院
に
奉
安
す
る
は
、
霊
威
を
汚
損
す
る
の
恐
あ
り
と
信
ず
る
を
以

て
、
之
れ
を
適
當
の
場
所
に
移
遷
す
る
を
各
宗
各
派
に
勧
告
す
る
事
。

大
菩
提
会
の
負
債
割
當
〔
明
治
34
年
５
月
20
日　

第
四
四
三
六
号
〕

大
菩
提
会
の
負
債
は
、
都
合
六
万
円
に
達
し
、
其
中
、
鴨
東
銀
行
よ
り
の
分

三
万
五
千
円
は
、
最
初
無
担
保
な
り
し
も
、
昨
今
厳
重
な
る
談
判
に
遇
ひ
た

る
結
果
、
遂
に
一
種
の
或
る
担
保
物
を
提
供
す
る
に
至
り
た
る
も
、
何
分
財

政
非
難
の
撃
、
内
外
に
喧
し
く
、
斯
く
て
は
到
底
自
滅
の
外
な
き
よ
り
、
今

回
右
負
債
を
一
先
つ
償
却
す
る
こ
と
に
決
し
、
其
方
法
は
全
負
債
額
を
同
盟

各
宗
派
に
割
當
て
、
同
盟
各
宗
派
は
各
県
下
支
局
に
向
け
、
こ
れ
が
徴
収
方

を
依
頼
し
た
り
。
而
し
て
其
一
支
局
下
、
寺
院
負
債
額
は
約
五
百
円
と
の
事

な
る
が
、
其
被
徴
収
者
な
る
末
派
寺
院
は
、
其
額
の
余
り
に
大
な
る
に
呆
れ

居
る
は
、
勿
論
斯
く
の
如
き
も
の
に
応
ず
る
の
義
務
な
し
と
て
、
悉
く
こ
れ

を
拒
絶
す
る
の
有
様
な
り
と
。
在
天
仏
陀
の
霊
、
こ
れ
を
聞
か
ば
如
何
に
覚

し
給
ふ
べ
き
。

大
菩
提
会
と
鴨
東
銀
行
〔
明
治
34
年
５
月
22
日　

第
四
四
三
八
号
〕

日
本
大
菩
提
会
が
、
将
に
死
に
瀕
せ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
は
、
幾
度
か
こ
れ
を

報
ず
る
所
の
如
し
。
而
し
て
そ
が
直
接
の
近
因
は
、
実
に
彼
の
鴨
東
銀
行
よ

り
二
度
に
借
入
れ
た
る
、
三
万
五
千
円
の
負
債
其
物
に
在
り
。
大
菩
提
会
よ

り
、
鴨
東
銀
行
に
差
入
た
る
證
書
中
に
曰
く
「
借
入
金
弁
済
を
促
さ
れ
た
る

場
合
に
於
て
、
直
に
義
務
を
履
行
せ
ざ
る
時
は
、
其
全
財
産
に
対
し
、
直
に

強
制
執
行
を
受
く
べ
き
は
勿
論
、
此
場
合
に
於
て
は
、
各
理
事
た
る
代
表
者

は
其
資
格
、
及
び
自
己
に
し
て
連
帯
義
務
を
負
ひ
、
同
会
に
先
ち
、
直
に
強

制
執
行
を
受
く
る
も
異
議
な
き
所
と
す
」
と
。
こ
れ
妙
法
院
門
跡
に
し
て
、

同
会
理
事
長
な
る
村
田
寂
順
、
外
八
名
の
理
事
の
連
署
す
る
所
。
今
や
鴨
東

銀
行
は
、
大
々
的
破
綻
を
生
じ
、
休
業
に
重
ぬ
る
に
、
休
業
を
以
て
せ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
の
不
幸
に
遭
遇
し
、
着
々
こ
れ
が
整
理
に
取
掛
ら
ん
と
し
て
、

差
當
り
貸
出
金
の
回
収
に
従
事
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
右
大
菩
提
会
の
貸
金
期

限
は
、
去
る
十
五
日
限
り
な
る
を
以
て
、
鴨
東
銀
行
よ
り
は
数
度
厳
重
の
督

促
に
及
び
、
結
局
妙
法
院
を
差
押
ふ
る
こ
と
に
一
時
決
定
せ
し
が
、
如
何
に

證
書
面
に
あ
る
と
は
い
へ
、
宗
教
家
に
対
し
て
裁
判
上
の
手
続
き
も
余
り
に
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好
ま
し
き
こ
と
に
あ
ら
ず
と
、
今
度
は
同
銀
行
に
関
係
あ
る
下
間
庄
右
衛

門
、
中
野
忠
八
の
二
氏
、
鴨
東
銀
行
重
役
の
嘱
托
を
受
け
、
京
都
市
長
内
貴

甚
三
郎
氏
を
会
し
て
、
相
當
の
処
置
あ
ら
ん
こ
と
を
同
会
に
申
込
む
に
至
れ

り
。
嗟
嘆
〳
〵
大
菩
提
会
、
今
後
如
何
に
成
り
行
く
べ
か
ら
ん
。

某
老
僧
の
慷
慨
談
〔
明
治
34
年
５
月
25
日　

第
四
四
四
一
号
〕

記
者
一
日
、
某
老
僧
を
其
の
寓
に
訪
ふ
。
談
偶
々
大
菩
提
会
の
事
に
及
ぶ
。

老
僧
慨
然
と
し
て
記
者
に
語
つ
て
曰
く
、
困
ツ
た
こ
と
に
な
つ
た
ノ
ウ
、
何

ん
で
も
借
金
が
六
万
円
も
あ
る
と
い
ふ
ぢ
や
な
い
か
。
ド
ウ
し
て
そ
ん
な
に

借
金
を
作
つ
た
も
の
だ
か
、
坊
主
の
仕
事
の
何
時
も
後
先
き
搆
は
ず
に
は
閉

口
す
る
よ
。
▲
御
釈
迦
様
の
骨
を
迎
へ
る
に
、
ド
ウ
し
て
六
万
円
の
金
が
い

る
。
仏
骨
奉
迎
使
の
費
用
は
、
そ
れ
〳
〵
の
宗
派
で
受
け
持
つ
た
と
い
ふ
で

は
な
い
か
。
成
程
去
年
の
馬
鹿
騒
ぎ
に
は
随
分
金
も
い
つ
た
ら
う
。
□
、
ド

ン
な
馬
鹿
騒
ぎ
を
や
つ
た
に
し
ろ
、
六
万
円
は
チ
ト
い
り
過
ぎ
る
。
▲
此
間

或
人
が
私
し
の
所
へ
来
て
、
斯
う
い
ふ
こ
と
を
い
つ
た
よ
。
芝
公
園
の
大
菩

提
会
出
張
所
へ
出
張
つ
て
居
る
役
員
の
日
當
が
二
円
、
車
馬
代
が
三
円
、
月

に
百
五
十
円
の
手
當
で
、
夫
で
以
て
毎
日
飲
だ
り
喰
た
り
し
て
、
遊
ん
で
ば

か
り
居
つ
た
。
て
ん
で
に
役
員
が
そ
ん
な
真
似
を
し
て
居
た
ら
、
借
金
の
出

来
る
の
も
無
理
は
な
か
ら
う
よ
。
▲
可
哀
相
な
は
村
田
和
尚
さ
。
年
を
寄
て

か
ら
会
長
な
ど
に
担
が
れ
て
い
ら
ぬ
心
配
を
し
、
自
分
は
何
ん
の
罪
も
な
い

の
に
、
人
か
ら
は
悪
口
を
い
は
れ
る
。
あ
ん
な
善
い
人
を
会
長
に
挙
げ
た
、

各
宗
派
の
管
長
の
心
が
知
れ
な
い
。
▲
各
宗
派
管
長
と
い
へ
ば
大
谷
派
だ
。

初
ま
り
は
頻
り
に
大
菩
提
会
を
煽
動
て
ゝ
置
い
て
、
今
ぢ
や
自
分
は
知
ら
ぬ

顔
の
半
兵
衛
。
コ
ン
な
く
ら
い
な
ら
、
最
初
か
ら
加
入
せ
ぬ
西
本
願
寺
の
方

が
余
程
ま
し
だ
。
大
谷
派
が
威
張
ら
な
か
つ
た
な
ら
、
西
本
願
寺
も
あ
ん
な

に
反
対
は
し
な
か
つ
た
ら
う
に
。
▲
元
来
子
が
親
の
骨
を
し
や
ぶ
ら
う
な

ど
ゝ
い
ふ
の
が
、
大
変
な
心
得
違
ひ
だ
。
骨
を
だ
し
に
金
を
集
め
や
う
な

ど
ゝ
い
ふ
こ
が
、
宗
教
家
に
あ
ら
う
こ
と
か
あ
る
ま
い
こ
と
か
。
少
し
子
の

子
た
る
道
を
弁
へ
た
な
ら
、
御
堂
の
出
来
な
い
先
き
に
、
借
金
の
出
来
る
と

い
ふ
や
う
な
こ
と
の
あ
ら
う
筈
は
な
い
。

大
菩
提
会
の
債
務
者
〔
明
治
34
年
５
月
26
日　

第
四
四
四
二
号
〕

大
菩
提
会
が
非
常
の
窮
境
に
陥
れ
る
、
今
日
同
会
債
権
者
の
危
惧
一
方
な
ら

ず
。
如
何
に
し
て
債
権
の
取
立
を
為
す
べ
き
か
と
、
昨
今
其
取
立
方
法
に

付
、
集
合
協
議
中
の
由
な
る
が
、
鴨
東
銀
行
を
除
き
、
他
の
重
も
な
る
面
々

は
、
山
田
常
蔵
（
帳
簿
調
製
代
金
）、
飯
田
商
店
（
座
布
団
、
打
敷
、
張
幕

其
他
の
代
金
）、
商
報
会
社
（
徽
章
其
他
割
引
券
調
製
代
金
）
等
な
り
と
。

大
菩
提
会
債
務
署
名
人
〔
明
治
34
年
５
月
28
日　

第
四
四
四
四
号
〕

既
に
其
期
限
を
経
過
せ
る
、
鴨
東
銀
行
よ
り
の
借
入
分
三
万
五
千
円
は
、
再

三
同
行
の
厳
重
な
る
督
促
に
遇
ひ
、
今
日
迄
は
一
日
遁
れ
に
送
り
来
り
け
る

が
、
同
行
も
自
家
の
整
理
上
、
此
際
是
非
回
収
の
必
要
あ
る
よ
り
、
一
層
厳

重
に
交
渉
し
、
万
一
そ
れ
に
て
も
埒
明
か
ざ
る
時
は
、
止
む
を
得
ず
最
後
の

手
段
に
訴
ふ
る
の
外
な
く
、
弥
々
其
暁
、
法
律
上
の
責
任
を
問
は
る
べ
き

は
、
会
長
村
田
寂
順
師
の
外
、
左
記
八
名
の
理
事
な
り
と
。

　

薗　
　

光
轍
（
天
台
宗
）　　
　

土
屋　

観
山
（
大
谷
派
）
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有
沢　

香
庵
（
曹
洞
宗
）　　
　

青
井　

俊
法
（
西
山
派
）

　

阿
辺　

良
心
（
時　

宗
）　　
　

田
村　

豊
亮
（
日
蓮
宗
）

　

後
藤　

禅
提
（
妙
心
寺
）　　
　

三
原　

俊
学
（
興
正
寺
）

以
上
の
九
名
は
、
連
帯
債
務
者
な
る
を
以
て
、
或
は
同
時
に
、
或
は
順
次
に

強
制
執
行
を
受
く
べ
き
も
の
に
て
、
な
ほ
證
書
に
何
宗
何
派
の
肩
書
を
記
入

し
あ
れ
ば
、
宗
派
其
も
の
も
、
均
し
く
責
任
を
免
る
ゝ
能
は
ざ
る
べ
し
と
な

り
。

○
村
田
寂
順
師
の
転
地
療
養　

妙
法
院
門
跡
に
し
て
、
大
菩
提
会
々
長
な
る

村
田
寂
順
師
は
、
過
般
宿
痾
再
発
し
て
、
一
旦
は
頗
る
危
篤
と
の
こ
と
な
り

し
が
、
其
後
少
し
く
快
方
に
向
ひ
、
仏
骨
拝
瞻
会
だ
け
は
辛
う
じ
て
勤
め
た

る
も
、
其
後
の
経
過
甚
だ
面
白
か
ら
ず
。
殊
に
同
会
目
下
の
悲
境
に
一
層
の

心
痛
を
加
へ
、
動
も
す
れ
ば
病
勢
再
燃
の
兆
候
あ
る
よ
り
、
同
会
の
事
は
一

切
挙
げ
て
、
副
会
長
た
る
妙
心
寺
の
前
田
誠
節
師
に
委
任
し
、
頃
日
神
戸
港

山
な
る
知
人
某
氏
の
別
荘
に
、
転
地
療
養
と
し
て
出
発
せ
ら
れ
た
り
と
。

大
菩
提
会
の
理
事
新
任
〔
明
治
34
年
６
月
７
日　

第
四
四
五
四
号
〕

同
会
に
て
は
本
年
二
月
会
則
を
改
正
し
、
会
長
に
村
田
寂
順
、
副
会
長
に
前

田
誠
節
、
理
事
長
に
小
栗
憲
一
の
諸
師
を
推
選
せ
し
も
、
理
事
三
名
は
都
合

に
依
り
選
定
の
運
び
に
至
ら
ず
。
前
理
事
河
野
良
心
、
仮
り
に
事
務
を
取
扱

ひ
居
り
し
が
、
今
回
会
長
よ
り
左
の
三
師
に
嘱
托
せ
し
に
、
孰
れ
も
異
議
な

く
こ
れ
を
承
諾
せ
し
よ
し
な
り
。

　

豊
田
心
静
（
日
蓮
宗
）、
長
谷
川
観
順
（
浄
土
宗
西
山
派
）、
芦
名
信
光

（
真
宗
仏
光
寺
派
）

福
井
市
の
大
菩
提
会
支
部
〔
明
治
34
年
６
月
７
日　

第
四
四
五
四
号
〕

去
月
廿
九
日
、
越
前
国
福
井
市
妙
国
寺
に
、
各
宗
有
志
僧
侶
大
会
を
開
き
、

席
上
日
本
大
菩
提
会
支
部
を
、
同
地
に
設
く
る
の
議
決
を
為
せ
し
由
な
る

が
、
今
其
役
員
を
聞
く
に
、
理
事
長
戸
沢
春
堂
、
理
事
原
□
修
、
馬
竜
悦

神
、
岡
本
黙
音
、
幸
山
泰
成
、
外
に
雑
用
掛
と
し
て
鷲
田
土
三
郎
、
寺
西
市

左
衛
門
、
菅
原
良
三
郎
、
片
山
平
三
郎
、
外
数
名
挙
げ
ら
れ
た
り
と
。

大
菩
提
会
愈
窮
地
に
陥
る
〔
明
治
34
年
７
月
１
日　

第
四
四
七
八
号
〕

鴨
東
銀
行
よ
り
日
本
大
菩
提
会
に
対
し
、
二
万
九
千
九
百
三
十
八
円
九
十
六

銭
（
村
田
寂
順
一
個
名
義
の
分
を
除
け
る
全
額
）
の
當
座
貸
越
、
あ
る
は
幾

度
か
報
ず
る
所
の
如
く
な
る
が
、
右
に
付
鴨
東
は
目
下
支
払
猶
予
を
受
け
、

整
理
に
汲
々
た
る
事
と
て
、
大
菩
提
会
に
対
し
、
奥
弁
護
士
を
し
て
厳
重
な

る
督
促
に
及
ぶ
こ
と
既
に
十
数
回
、
嵯
峨
法
輪
寺
住
職
た
る
服
部
賢
成
師

も
、
両
者
の
間
に
在
つ
て
大
に
尽
す
所
あ
り
し
が
、
何
分
に
も
大
菩
提
会
目

下
の
状
況
は
、
円
満
に
其
局
を
結
ば
し
む
る
能
は
ず
。
談
判
遂
に
破
裂
し

て
、
去
る
廿
八
日
京
都
区
裁
判
所
執
達
吏
を
し
て
、
催
告
状
を
連
借
人
各
個

へ
送
達
せ
し
む
る
に
至
れ
り
。

其
後
の
大
菩
提
会
〔
明
治
34
年
７
月
７
日　

第
四
四
八
四
号
〕

鴨
東
銀
行
よ
り
大
菩
提
会
に
対
し
、
京
都
区
裁
判
所
執
達
吏
の
手
を
経
て
、

當
座
貸
越
金
二
万
九
千
九
百
三
十
八
円
九
十
六
銭
の
催
告
状
を
発
し
た
る

は
、
既
報
の
如
く
な
る
が
、
同
会
々
長
村
田
寂
順
を
始
め
、
理
事
長
小
栗
憲

一
以
下
、
其
他
の
署
名
人
は
、
ほ
と
〳
〵
其
策
に
窮
し
、
日
夜
妙
法
院
の
一
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室
に
会
し
て
密
談
す
る
所
あ
る
も
、
結
局
無
い
袖
は
振
ら
れ
ず
の
喩
へ
に
漏

れ
ず
。
こ
の
上
は
鴨
東
に
対
し
て
今
一
週
間
の
猶
予
を
請
ひ
、
其
間
に
至
急

各
宗
管
長
会
議
を
開
き
、
愈
々
各
宗
分
担
の
議
を
提
出
し
て
、
兎
も
角
も
自

己
の
責
任
の
幾
分
を
軽
か
ら
し
め
ん
計
画
な
り
と
い
へ
ど
、
果
し
て
爾
か
く

早
急
に
各
宗
管
長
会
議
の
開
か
る
べ
き
も
の
な
る
や
否
や
。
よ
し
開
か
る
べ

き
も
の
と
す
る
も
、
右
各
宗
管
長
会
議
に
於
て
異
議
な
く
こ
れ
を
可
決
分
担

す
る
や
否
や
。
心
細
き
限
り
と
い
ふ
べ
し
。

大
菩
提
会
の
窮
状
〔
明
治
34
年
７
月
12
日　

第
四
四
八
九
号
〕

▲
鴨
東
銀
行
よ
り
催
告
状
を
発
せ
ら
れ
た
る
大
菩
提
会
は
、
其
日
限
八
日
を

経
過
し
て
今
日
に
至
れ
る
も
、
更
に
償
却
の
途
た
ゝ
ず
、
纔
に
同
地
の
有
力

者
吉
田
佐
吉
を
介
し
て
、
期
日
の
延
長
を
哀
願
し
居
れ
り
。
▲
鴨
東
銀
行
の

取
立
て
一
件
を
耳
に
す
る
や
、
其
他
の
債
権
者
も
亦
た
捨
て
置
く
べ
か
ら
ず

と
為
し
、
大
菩
提
会
に
対
し
て
手
詰
の
談
判
に
及
ぶ
者
の
引
き
も
切
ら
ず
。

中
で
も
山
田
常
造
の
如
き
は
、
会
員
名
簿
調
製
代
金
一
千
六
百
円
の
貸
金
に

対
し
、
鴨
東
銀
行
同
様
去
る
八
日
限
り
の
催
告
状
を
発
し
た
り
。
▲
大
菩
提

会
の
負
債
六
万
円
中
、
半
は
鴨
東
銀
行
よ
り
の
借
入
分
に
し
て
、
他
は
同
会

の
御
用
商
人
高
島
屋
、
印
刷
会
社
、
商
報
会
社
、
八
百
重
（
料
理
屋
）、
安

彦
廻
送
店
、
亀
屋
良
則
、
塩
路
軒
、
伊
藤
長
十
郎
、
並
に
前
記
山
田
常
造
等

に
て
、
多
き
は
数
千
円
、
少
な
き
も
五
、
六
百
円
を
下
ら
ざ
る
べ
し
と
。
▲

大
菩
提
会
負
債
額
の
正
味
は
、
五
万
八
千
四
百
六
十
余
円
。
こ
れ
に
利
子
を

加
ふ
る
時
は
優
に
六
万
円
の
上
に
出
づ
。
▲
負
債
六
万
円
中
、
三
万
有
余
円

は
使
徒
不
明
。
若
し
こ
れ
を
追
窮
せ
ら
る
ゝ
如
き
あ
ら
ば
、
獄
裡
の
人
を
出

す
一
、
二
に
止
ま
ら
ざ
る
べ
し
と
。

仏
骨
奉
迎
使
懇
親
会
〔
明
治
34
年
７
月
14
日　

第
四
四
九
一
号
〕

去
る
十
一
日
は
、
渡
暹
仏
骨
奉
迎
使
の
一
行
が
、
長
崎
に
上
陸
せ
し
一
週
年

の
紀
念
日
な
れ
ば
と
て
、
同
午
後
三
時
よ
り
東
本
願
寺
枳
殼
邸
に
於
て
懇
親

会
を
開
き
、
和
気
藹
々
の
中
に
航
海
當
時
の
逸
事
な
ど
を
語
り
合
ひ
て
旧
交

を
温
め
、
黄
昏
に
至
つ
て
散
会
し
た
り
。
列
席
者
は
正
使
大
谷
光
演
、
副
使

前
田
誠
節
、
日
置
黙
仙
、
藤
島
了
穏
、
並
に
同
寺
の
重
役
石
川
舜
台
、
小
林

什
尊
、
平
野
履
信
、
土
屋
観
山
等
。

阿
嘉
貫
主
と
村
田
寂
順
の
対
話
〔
明
治
34
年
７
月
20
日　

第
四
四
九
七
号
〕

妙
法
院
門
跡
に
し
て
、
日
本
大
菩
提
会
々
長
な
る
村
田
寂
順
、
再
昨
十
七
日

午
後
二
時
を
以
て
、
喇
嘛
教
貫
主
、
阿
嘉
呼
図
克
図
を
、
其
旅
館
な
る
京
都

建
仁
寺
の
正
伝
院
に
訪
ふ
。
懇
談
数
刻
、
対
話
の
要
領
下
の
如
し
。

　
（
村
）
貴
国
は
我
が
日
本
仏
教
東
漸
の
中
本
と
し
て
、
常
に
吾
□
の
景
慕

す
る
処
な
り
し
が
、
此
度
貴
貫
主
は
遠
く
来
遊
あ
り
、
親
敷
対
談
す
る
を

得
た
る
は
本
懐
の
至
り
な
り
。（
阿
）
予
は
大
日
本
国
の
仏
教
隆
盛
な
る

を
欣
仰
し
、
曽
て
来
朝
の
志
あ
り
し
も
果
さ
ゞ
り
し
が
、
此
度
は
種
々
感

ず
る
所
あ
り
て
、
宿
志
弥
よ
〳
〵
禁
じ
が
た
く
、
終
に
渡
航
せ
し
に
、
滄

溟
風
波
穏
に
、
恙
な
く
参
着
。
今
日
は
大
徳
の
懇
問
を
蒙
り
、
感
謝
の
至

り
に
堪
へ
ず
。（
村
）
貴
国
頃
日
平
和
克
復
を
得
た
る
は
、
御
同
悦
の
至

り
な
り
。
抑
も
釈
迦
大
聖
の
慈
悲
は
、
三
界
の
衆
生
を
吾
子
な
り
と
教
え

ら
れ
た
れ
ば
、
今
後
と
も
何
れ
の
国
を
問
は
ず
、
戦
闘
の
時
は
専
ら
其
平
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和
を
謀
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
今
日
御
対
話
を
縁
と
し
て
、
自
今
益
々
貴
国
と

の
来
往
協
力
し
て
、
仏
教
の
隆
盛
と
世
界
の
平
和
に
勉
め
ん
こ
と
を
盟
約

す
。（
阿
）
御
懇
篤
な
る
高
教
深
く
感
謝
す
。
昨
年
の
変
乱
、
我
が
雍
和

宮
の
難
を
免
れ
し
は
、
日
本
軍
の
庇
護
に
由
る
。
実
は
此
度
其
の
御
礼
の

為
め
来
朝
致
し
た
る
な
り
。（
村
）
昨
年
暹
羅
国
王
陛
下
よ
り
、
釈
尊
の

御
遺
形
を
頒
貽
せ
ら
れ
、
大
谷
光
演
新
門
主
始
、
各
奉
迎
使
の
拝
受
帰
朝

し
て
、
妙
法
院
門
跡
に
仮
奉
安
せ
し
が
、
明
後
十
九
日
恰
も
一
周
年
な
る

を
以
て
、
一
同
集
会
紀
念
法
要
を
営
む
に
、
参
拝
あ
ら
ん
こ
と
を
冀
望

す
。（
阿
）
大
谷
法
主
よ
り
も
承
た
れ
ば
、
必
ず
参
拝
す
べ
し
。

仏
骨
奉
安
紀
念
法
要
〔
明
治
34
年
７
月
22
日　

第
四
四
九
九
号
〕

再
昨
十
九
日
は
、
釈
尊
遺
骨
奉
安
一
週
年
に
相
當
す
る
を
以
て
、
京
都
大
仏

妙
法
院
に
於
て
、
紀
念
法
要
を
修
せ
り
。
本
年
は
天
台
宗
が
各
宗
代
表
者
と

な
り
て
法
要
を
行
ふ
予
定
な
る
故
、
同
宗
妙
法
院
門
跡
、
村
田
寂
順
導
師
と

な
り
。
衆
僧
出
仕
の
上
い
と
鄭
重
に
勤
行
せ
り
。
大
谷
派
よ
り
は
光
演
新
法

主
、
和
田
円
什
を
随
へ
、
本
派
よ
り
は
藤
島
了
穏
、
其
の
他
各
宗
派
の
管

長
、
又
は
代
理
、
大
菩
提
会
役
員
も
参
拝
せ
り
。
喇
嘛
貫
主
一
行
も
亦
た
之

れ
に
列
し
た
り
。
法
要
後
、
大
菩
提
会
善
後
策
に
つ
き
協
議
あ
り
し
由
。

大
菩
提
会
負
債
始
末
〔
明
治
34
年
９
月
３
日　

第
四
五
四
二
号
〕

鴨
東
銀
行
に
三
万
円
、
其
他
に
三
万
円
、
都
合
六
万
円
の
負
債
に
対
し
、
彼

れ
大
菩
提
会
は
、
其
後
如
何
な
る
処
置
を
為
せ
し
か
。
或
は
各
宗
管
長
会
議

開
か
る
べ
し
と
い
ひ
、
或
は
大
谷
派
一
手
に
て
こ
れ
が
引
受
を
為
す
べ
し
と

い
ひ
、
其
噂
と
り
〴
〵
な
り
し
が
、
各
宗
管
長
会
議
は
遂
に
開
か
れ
ず
、
大

谷
派
、
亦
た
こ
れ
を
引
受
く
る
模
様
な
き
よ
り
、
村
田
会
長
初
め
其
他
の
理

事
、
非
常
に
困
難
に
陥
り
、
百
方
奔
走
の
結
果
、
漸
く
四
万
円
丈
け
、
他
よ

り
借
受
く
る
の
約
成
ら
ん
と
し
、
去
月
廿
五
日
を
以
て
、
一
先
づ
受
授
を
終

る
べ
き
予
定
な
り
し
を
、
前
理
事
後
藤
、
北
条
の
二
氏
、
こ
れ
が
妨
害
を
加

へ
た
る
を
以
て
、
當
日
迄
に
は
間
に
あ
は
ず
、
爰
両
三
日
中
に
は
、
如
何
に

も
し
て
こ
れ
が
埒
を
開
け
ん
も
の
を
と
、
村
田
会
長
、
前
田
副
会
長
、
其
他

の
理
事
等
目
下
四
万
円
借
入
策
に
汲
々
た
り
と
。

菩
提
会
差
押
へ
ら
る
〔
明
治
34
年
12
月
９
日　

第
四
六
三
七
号
〕

京
都
妙
法
院
内
日
本
大
菩
提
会
が
、
山
な
す
負
債
に
苦
み
居
る
由
は
、
曽
て

幾
度
か
こ
れ
を
報
ぜ
し
如
く
な
る
が
、
彼
れ
は
弥
々
再
昨
六
日
を
以
て
、
其

債
主
な
る
鴨
東
銀
行
の
手
に
差
押
へ
ら
る
ゝ
に
至
れ
り
。
該
負
債
額
は
、
既

に
報
ぜ
し
如
く
三
万
有
余
円
に
し
て
、
其
後
幾
多
の
仲
裁
人
に
依
り
種
々
調

停
を
試
み
ら
れ
た
る
も
、
遂
に
其
効
を
奏
せ
ず
、
談
判
爰
に
破
裂
し
て
、
執

達
吏
は
容
赦
な
く
妙
法
院
に
赴
き
、
仏
骨
を
除
く
の
外
の
器
具
、
其
他
一
切

を
差
押
へ
、
な
ほ
同
会
の
責
任
あ
る
各
宗
委
員
に
対
し
て
も
、
そ
れ
〳
〵
差

押
へ
を
執
行
し
た
り
と
。
大
菩
提
会
の
末
路
真
に
悲
し
む
べ
き
に
あ
ら
ず

や
。

大
菩
提
会
末
路
の
光
景
〔
明
治
34
年
12
月
11
日　

第
四
六
三
九
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
醜 

態 

見 

る 

べ 

し
）

▲
差
押
執
行
の
期
日
は
、
去
月
三
十
日
で
あ
つ
て
、
其
差
押
を
喰
つ
た
の
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は
、
大
菩
提
の
前
理
事
、
即
ち
鴨
東
銀
行
に
対
す
る
債
務
署
名
者
十
名
で
あ

る
。
曰
く
、
天
台
村
田
寂
順
、
薗
光
轍
、
真
言
小
林
栄
運
、
真
宗
大
谷
派
土

屋
観
山
、
真
宗
興
正
寺
派
三
原
俊
栄
、
妙
心
寺
派
後
藤
禅
提
、
時
宗
河
野
良

心
、
曹
洞
宗
有
沢
香
庵
、
浄
土
西
山
派
青
井
俊
法
、
日
蓮
宗
田
村
豊
亮
。
▲

以
上
の
諸
氏
の
中
、
後
藤
禅
提
、
三
原
俊
栄
、
小
林
栄
運
等
の
三
名
は
、
目

下
帰
郷
若
く
は
他
行
中
に
就
き
、
夫
々
其
原
籍
地
に
向
け
、
執
達
吏
を
派
遣

し
た
。
▲
妙
法
院
に
執
達
吏
が
向
つ
た
時
は
、
恰
も
西
本
願
寺
法
主
の
来
院

中
で
、
院
内
上
下
引
繰
返
し
、
大
騒
動
を
や
ら
か
し
た
げ
な
。
▲
河
野
良
心

氏
の
執
行
は
、
折
柄
同
氏
不
在
の
処
へ
、
突
然
い
か
め
し
き
公
吏
の
飛
込
し

事
と
て
、
同
寺
の
梵
妻
某
が
遽
て
散
ら
し
た
中
か
ら
、
有
金
百
八
十
円
と
か

を
ソ
ツ
と
懐
中
す
る
処
を
執
達
吏
に
見
止
ら
れ
、
没
収
さ
れ
て
口
ア
ン
グ
リ

し
て
、
恨
め
し
相
に
見
て
居
り
し
様
は
、
実
に
一
場
の
見
物
で
あ
つ
た
と

か
。
余
り
大
黒
メ
イ
タ
に
こ
〳
〵
顔
も
出
来
な
か
つ
た
ら
う
。
▲
夫
か
ら
土

屋
観
山
氏
も
亦
た
、
不
在
の
処
へ
飛
込
れ
、
下
婢
が
魂
消
ち
ら
し
て
本
山
の

役
場
へ
駆
付
た
頃
は
、
モ
ー
有
り
物
一
切
封
印
を
つ
け
ら
れ
た
頃
で
有
つ
た

げ
な
。
同
氏
の
手
文
庫
か
ら
二
百
円
と
か
引
摺
出
さ
れ
、
金
側
時
計
二
百
五

十
円
程
の
価
格
の
物
の
有
つ
た
の
は
、
一
同
顔
見
合
し
て
愕
い
た
と
さ
。
▲

次
に
気
の
毒
で
あ
つ
た
の
は
、
西
山
派
の
青
井
俊
法
氏
ぢ
や
。
同
氏
は
此
頃

本
山
役
院
を
止
め
て
帰
郷
す
る
と
か
で
、
荷
物
万
端
を
一
処
に
集
め
て
、
茲

二
、
三
日
に
出
立
し
や
う
と
す
る
矢
先
で
あ
つ
た
の
で
、
丸
で
執
行
の
便
宜

を
謀
つ
て
お
待
ち
申
し
た
有
様
。
同
氏
も
二
百
五
十
円
程
の
貯
金
が
あ
つ
た

と
か
聞
く
が
、
此
小
本
山
の
役
員
で
、
而
か
も
大
金
を
所
持
し
て
居
た
の

は
、
一
同
愕
い
た
そ
う
じ
や
。

仏
骨
奉
安
地
に
就
て
〔
明
治
35
年
１
月
25
日　

第
四
六
八
二
号
〕

大
菩
提
会
は
、
去
る
二
十
一
日
京
都
妙
法
院
に
会
議
を
開
き
、
議
長
よ
り
村

田
会
長
辞
任
の
申
出
あ
り
し
こ
と
を
報
告
せ
し
に
、
更
ら
に
留
任
を
勧
告
す

る
こ
と
ゝ
な
り
、
本
派
本
願
寺
派
、
及
び
木
辺
派
は
、
今
回
の
会
議
に
出
席

せ
ざ
る
を
以
て
、
前
記
交
渉
委
員
よ
り
覚
王
殿
建
設
地
に
関
す
る
意
見
を
問

合
し
た
る
に
、
東
京
に
て
も
京
都
に
て
も
異
存
な
し
。
又
拝
瞻
会
に
は
参
拝

す
べ
し
と
の
回
答
あ
り
た
る
旨
報
告
あ
り
。
次
で
交
渉
委
員
長
渥
美
契
縁
師

よ
り
、
委
員
会
の
結
果
を
報
告
し
て
曰
く
、
御
遺
形
奉
安
殿
創
建
地
に
付
て

は
、
宗
教
の
中
央
地
と
し
て
京
都
と
為
す
べ
き
は
無
論
な
れ
ど
も
、
今
日
の

時
勢
に
鑑
み
れ
ば
、
東
京
に
置
か
ん
と
云
ふ
説
も
亦
一
理
あ
り
。
東
西
何
れ

と
為
す
べ
き
や
は
、
重
要
の
問
題
に
し
て
軽
々
に
定
む
べ
か
ら
ず
。
依
て
充

分
に
其
利
害
を
調
査
す
る
為
め
、
其
の
調
査
の
期
間
を
二
月
よ
り
六
月
ま
で

と
し
、
六
月
二
十
五
日
を
以
て
其
結
果
を
報
告
す
べ
し
云
々
。
然
る
に
三
方

原
派
は
憤
然
と
し
て
、
交
渉
委
員
が
専
断
を
以
て
、
調
査
期
限
を
延
期
せ
ん

と
す
る
は
不
都
合
な
り
と
語
り
、
委
員
と
の
間
に
激
論
あ
り
。
天
竜
寺
の
北

条
周
篤
師
外
五
名
よ
り
、
御
遺
形
奉
安
地
は
京
都
の
地
に
定
め
度
事
に
就
て

の
建
議
を
提
出
し
、
種
々
の
議
論
出
で
、
会
議
は
夜
に
入
り
し
が
、
結
局
交

渉
委
員
の
報
告
を
可
決
し
た
り
。

仏
骨
の
始
末
方
〔
明
治
35
年
２
月
１
日　

第
四
六
八
八
号
〕

大
菩
提
会
の
末
路
は
、
如
何
に
悲
惨
な
る
光
景
を
呈
し
つ
ゝ
あ
る
か
は
、
世

人
の
均
し
く
目
撃
せ
る
所
な
る
が
、
昨
年
末
の
計
算
に
て
、
既
に
七
万
八
千

七
百
余
円
と
云
ふ
負
債
あ
り
。
之
が
整
理
方
法
は
毫
も
就
き
居
ら
ず
、
内
に
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は
利
に
利
は
積
り
、
債
は
債
を
生
み
て
、
償
却
の
目
的
更
に
な
く
、
外
に
は

一
千
万
円
の
集
金
と
云
ふ
夢
想
も
、
今
は
全
た
く
醒
め
去
り
て
、
信
用
地
を

払
ひ
た
る
悲
し
さ
は
、
殆
ん
ど
毎
月
百
金
の
寄
附
さ
へ
見
る
こ
と
能
は
ず
。

仏
骨
は
哀
れ
十
万
金
の
抵
當
物
と
な
り
居
れ
る
の
観
あ
る
も
、
誰
あ
り
て
之

を
買
得
せ
ん
と
願
ふ
も
の
な
く
、
今
は
早
や
仏
骨
其
物
の
始
末
方
に
も
困
難

し
居
れ
り
と
か
や
。
方
針
な
く
成
算
な
く
、
而
て
確
信
な
き
事
業
の
末
は
総

て
斯
の
如
し
。
暹
国
王
に
対
す
る
日
本
仏
教
徒
の
面
目
如
何
。

仏
骨
奉
安
地
と
三
方
ケ
原
〔
明
治
35
年
２
月
10
日　

第
四
六
九
七
号
〕

大
菩
提
会
に
て
は
、
過
日
の
管
長
会
議
に
於
て
、
仏
骨
奉
安
地
を
西
京
、
東

京
、
三
方
ケ
原
の
三
ケ
所
と
予
定
し
、
七
名
の
委
員
を
設
け
、
委
員
は
此
三

ケ
所
中
よ
り
更
に
恰
當
の
一
所
を
選
定
す
る
事
に
な
り
、
目
下
考
案
中
の
由

な
る
が
、
右
三
方
ケ
原
地
方
の
有
志
者
は
、
是
非
と
も
仏
骨
を
同
地
に
奉
安

せ
ん
と
、
頃
日
、
有
志
惣
代
長
谷
川
貞
雄
名
義
を
以
て
、
大
菩
提
会
委
員
宛

に
左
の
如
き
書
面
を
差
出
し
た
り
と
聞
く
。

　

謹
啓
、
厳
寒
之
候
、
愈
々
御
清
穆
奉
大
賀
候
。
陳
は
不
肖
等
客
年
四
月
以

来
、
遠
江
□
仏
教
信
徒
及
有
志
を
代
表
し
、
釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
を
、
三

方
原
に
御
選
定
相
成
度
義
敷
岡
請
願
仕
。
尚
亦
本
年
一
月
、
聨
合
各
宗
派

会
監
会
議
、
京
都
に
於
て
御
開
会
の
趣
、
拝
承
候
に
付
、
直
に
請
願
人
惣

代
出
頭
の
上
、
委
曲
陳
情
候
処
、
東
西
両
京
と
共
に
、
三
方
原
を
候
補
地

に
御
選
定
相
成
た
る
公
明
正
大
の
御
決
議
は
、
申
も
憚
り
多
き
事
柄
に
候

得
共
、
是
れ
全
く
広
大
無
量
の
仏
徳
と
、
往
昔
各
宗
祖
、
諸
大
徳
の
高
山

大
□
広
野
を
開
発
せ
ら
れ
、
仏
法
普
及
の
基
礎
を
千
歳
に
奠
め
さ
せ
ら

れ
、
併
て
国
利
民
福
を
増
進
せ
し
め
た
る
御
本
懐
に
適
合
せ
し
者
に
外
な

ら
ざ
る
次
第
と
、
恐
察
仕
候
。
誠
以
一
同
感
泣
の
情
禁
じ
難
し
。
倍
々
信

念
を
堅
固
に
し
、
恭
し
く
拝
謝
の
微
衷
を
表
呈
し
申
候
。
□
猊
下
不
日
三

方
原
に
御
出
張
被
為
在
、
実
地
御
調
査
可
有
之
義
と
奉
存
候
。
仰
冀
く

は
、
速
に
御
来
□
被
成
下
、
奉
安
地
御
選
定
相
成
□
被
致
度
、
仏
教
信
徒

一
同
、
千
秋
も
営
な
ら
ず
。
渇
仰
の
至
り
に
不
堪
、
俟
聊
御
感
謝
の
誠
意

を
具
陳
し
、
此
段
謹
で
奉
懇
願
候
。
頓
首
敬
具
。

仏
骨
奉
安
地
に
関
す
る
委
員
会
〔
明
治
35
年
２
月
16
日　

第
四
七
〇
二
号
〕

仏
骨
奉
安
地
に
つ
い
て
は
、
東
京
、
京
都
、
遠
州
の
三
説
あ
り
て
、
何
れ
も

相
下
ら
ざ
る
勢
な
る
が
、
右
取
調
の
た
め
聨
合
各
宗
派
惣
代
委
員
は
、
目
下

上
京
し
て
諸
方
奔
走
中
な
り
と
い
ふ
。
該
委
員
の
多
く
は
前
記
宗
教
法
案
の

委
員
に
し
て
、
高
田
派
の
日
野
、
時
宗
の
河
野
、
両
氏
の
着
京
を
待
ち
、

近
々
委
員
会
を
開
く
べ
し
と
云
。

仏
骨
奉
安
地
に
関
す
る
委
員
の
決
議
〔
明
治
35
年
３
月
３
日　

第
四
七
一
七

号
〕

仏
骨
奉
安
地
に
関
し
て
は
、
早
く
よ
り
東
京
、
京
都
並
に
遠
州
三
方
ケ
原
の

三
説
あ
り
て
、
各
宗
各
々
其
の
説
を
異
に
し
、
未
だ
今
日
ま
で
定
ま
ら
ざ
る

こ
と
な
る
が
、
去
月
下
旬
當
地
に
於
て
開
け
る
委
員
会
に
て
は
、
遂
に
京
都

に
奉
安
す
る
に
決
し
て
、
袂
を
別
ち
た
り
と
い
へ
ど
、
京
都
説
に
は
大
谷
派

本
願
寺
を
は
じ
め
有
力
な
る
反
対
者
少
か
ら
ざ
れ
ば
、
恐
ら
く
は
此
の
決
議

は
成
立
せ
ざ
る
こ
と
ゝ
な
ら
ん
。
因
に
し
る
す
各
宗
選
出
の
九
名
の
委
員
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中
、
七
名
は
重
に
宗
教
法
案
の
件
に
運
動
し
、
河
野
良
心
、
日
野
法
雷
の
二

人
は
、
仏
骨
奉
安
地
選
定
に
関
す
る
専
務
委
員
な
り
と
。

大
菩
提
会
の
拝
瞻
会
〔
明
治
35
年
３
月
16
日　

第
四
七
三
〇
号
〕

京
都
な
る
大
菩
提
会
本
部
に
於
て
は
、
来
る
四
月
十
三
日
よ
り
向
ふ
一
週

間
、
各
宗
派
出
勤
拝
瞻
会
を
執
行
す
る
由
。

大
菩
提
会
の
拝
瞻
会
〔
明
治
35
年
３
月
20
日　

第
四
七
三
四
号
〕

同
会
の
春
期
拝
瞻
会
は
、
い
よ
〳
〵
例
年
の
通
り
、
来
月
十
三
日
よ
り
一
週

間
、
京
都
大
仏
妙
法
院
に
執
行
す
る
事
と
な
り
た
る
由
に
て
、
右
拝
瞻
会
中

に
、
同
地
に
各
宗
派
の
会
合
を
催
し
、
覚
王
殿
建
築
の
事
を
決
議
し
、
大
小

に
拘
は
ら
ず
相
當
の
殿
堂
を
、
他
に
建
立
す
る
運
び
に
至
る
べ
し
と
噂
す
。

覚
王
殿
建
設
請
願
運
動
〔
明
治
35
年
３
月
27
日　

第
四
七
四
〇
号
〕

御
遺
骨
奉
安
の
覚
王
殿
建
設
に
就
て
、
名
古
屋
市
有
力
者
は
請
願
書
を
提
出

し
、
更
に
其
運
動
費
と
し
て
去
る
廿
四
日
、
吉
田
禄
在
、
長
谷
川
百
太
郎
の

両
氏
京
都
へ
向
け
出
発
せ
し
由
な
り
。

大
菩
提
会
覚
王
殿
の
位
置
〔
明
治
35
年
３
月
29
日　

第
四
七
四
二
号
〕

大
菩
提
会
に
於
て
、
建
造
す
べ
き
仏
骨
奉
安
の
覚
王
殿
の
位
置
に
就
て
は
、

過
般
東
京
に
於
て
各
宗
委
員
の
協
議
あ
り
し
も
、
未
だ
何
れ
と
も
決
定
に
至

ら
ず
。
遠
州
に
設
け
ん
と
す
る
も
の
あ
り
、
京
都
に
設
け
ん
と
す
る
も
の
あ

り
て
、
取
捨
に
苦
し
み
居
れ
る
が
、
予
記
の
ご
と
く
頃
日
名
古
屋
市
に
設
置

せ
ん
と
す
る
の
説
起
り
、
沖
知
事
、
青
山
市
長
、
小
栗
富
次
郎
等
の
諸
氏
首

唱
と
な
り
、
其
事
務
所
を
市
役
所
に
置
き
、
東
西
両
京
の
中
枢
な
る
名
古
屋

市
に
奉
安
せ
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
ら
ば
、
費
用
の
負
担
等
も
纏
り
能
く
、
由
来

名
古
屋
に
は
格
別
の
名
勝
旧
蹟
な
け
れ
ば
、
仏
骨
を
奉
安
し
て
仏
教
徒
の
足

を
留
め
し
め
ん
と
の
議
に
て
、
去
る
二
十
四
日
以
来
同
市
の
有
志
は
京
都
に

来
り
、
各
宗
の
本
山
に
向
て
運
動
中
な
り
と
云
ふ
。

名
古
屋
の
仏
骨
奉
安
地
運
動
〔
明
治
35
年
３
月
31
日　

第
四
七
四
四
号
〕

沖
愛
知
県
知
事
、
青
山
名
古
屋
市
長
、
並
に
知
多
の
富
豪
小
栗
富
次
郎
等
首

唱
発
起
と
な
り
、
仏
骨
奉
安
地
選
定
期
成
同
盟
会
を
組
織
し
、
該
事
務
所
同

地
市
役
所
内
に
設
置
し
、
其
運
動
に
を
さ
〳
〵
余
念
な
き
由
は
、
一
昨
日
の

本
紙
に
記
す
如
く
な
る
が
、
な
ほ
其
後
聞
く
所
に
依
れ
ば
、
彼
等
有
志
は
数

日
前
、
吉
田
禄
在
、
長
谷
川
百
太
郎
を
総
代
と
し
て
、
京
都
各
本
山
並
に
奈

良
江
州
の
各
本
山
へ
特
派
せ
し
め
、
目
下
頻
り
に
交
渉
中
と
の
こ
と
な
り
。

仏
骨
奉
安
地
の
決
定
〔
明
治
35
年
４
月
14
日　

第
四
七
五
七
号
〕

京
都
、
東
京
、
遠
州
の
三
説
あ
り
て
決
せ
ず
、
近
日
更
に
名
古
屋
に
奉
安
せ

ん
と
す
る
も
の
起
り
、
紛
々
擾
々
決
す
る
所
を
知
ら
ざ
る
仏
骨
の
奉
安
地

は
、
今
回
京
都
な
る
英
照
皇
太
后
の
陵
北
を
卜
し
て
、
こ
ゝ
に
安
置
す
る
こ

と
ゝ
な
れ
り
と
伝
ふ
。

覚
王
殿
建
築
の
位
置
〔
明
治
35
年
４
月
15
日　

第
四
七
五
八
号
〕

前
号
記
載
せ
し
が
如
く
、
覚
王
殿
建
築
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
各
宗
委
員
の
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意
向
は
兎
も
角
も
、
一
旦
京
都
と
決
定
し
た
る
を
以
て
、
今
日
の
所
は
依
然

京
都
と
定
ま
り
居
る
事
な
る
が
、
扨
事
実
と
な
れ
ば
、
曽
て
も
記
し
た
る
如

く
前
途
の
見
込
み
甚
だ
覚
束
な
き
を
以
て
、
希
望
者
あ
る
こ
そ
幸
ひ
、
寧
ろ

名
古
屋
市
に
譲
る
こ
そ
得
策
な
ら
ん
と
説
く
も
の
あ
り
。
来
る
十
八
日
の
管

長
会
議
に
此
問
題
を
提
出
す
る
筈
な
り
し
が
、
拝
瞻
会
の
終
る
ま
で
延
引
す

る
事
と
な
り
、
同
会
の
終
り
次
第
更
に
管
長
会
議
を
開
き
て
、
何
れ
か
に
確

定
す
る
筈
な
り
と
い
ふ
。
因
に
村
田
会
長
は
當
初
と
異
る
こ
と
な
く
、
何
処

迄
も
京
都
説
を
唱
へ
居
れ
り
。

大
菩
提
会
の
拝
瞻
会
〔
明
治
35
年
４
月
15
日　

第
四
七
五
八
号
〕

京
都
大
仏
妙
法
院
の
大
菩
提
会
本
部
に
て
は
、
一
昨
十
三
日
よ
り
来
る
十
九

日
迄
、
各
宗
派
輪
番
に
て
拝
瞻
会
を
行
ふ
由
。
そ
の
日
割
左
の
如
し
。

　

十
三
日
天
台
宗
▲
十
四
日
興
正
寺
派
▲
十
五
日
浄
土
宗
西
山
派
▲
十
六
日

本
派
本
願
寺
▲
十
七
日
臨
済
宗
▲
十
九
日
大
谷
派
本
願
寺

大
菩
提
会
拝
瞻
会
の
景
況
〔
明
治
35
年
４
月
16
日　

第
四
七
五
九
号
〕

予
記
の
如
く
去
る
十
三
日
よ
り
一
週
日
間
、
京
都
妙
法
院
内
仮
奉
安
殿
に
於

て
営
む
釈
尊
遺
骨
拝
瞻
会
は
、
十
三
日
は
天
台
宗
の
當
番
に
て
、
初
め
に
妙

法
院
門
跡
村
田
寂
順
師
、
衆
僧
を
率
ゐ
て
参
着
。
次
に
大
阿
闍
梨
同
断
、
次

に
楽
次
門
前
洒
水
、
次
入
座
各
立
座
前
、
同
音
行
道
畢
り
て
立
座
前
、
次
大

導
師
盤
衆
僧
着
座
、
次
着
座
讃
、
次
方
生
便
、
次
洒
水
等
式
の
如
く
順
次
に

執
行
せ
り
。
同
仮
奉
安
殿
は
、
同
盟
宗
派
の
紋
章
あ
る
五
色
の
旗
を
掲
げ
、

中
央
の
鳳
輦
に
は
釈
尊
御
遺
形
を
安
置
し
、
鳳
輦
の
前
に
は
暹
羅
国
王
よ
り

寄
贈
の
物
体
を
安
置
し
、
奉
安
殿
の
右
方
に
は
同
国
王
の
寄
贈
に
係
る
貝
多

羅
葉
経
及
同
皇
后
自
製
の
覆
絹
を
飾
れ
り
。
當
日
の
参
拝
者
は
、
黄
檗
宗
及

融
通
念
仏
宗
管
長
及
大
森
知
事
、
青
木
書
記
官
、
内
貴
市
長
、
両
区
長
、
秋

本
子
爵
等
な
り
し
と
い
ふ
。

覚
王
殿
及
讃
仏
殿
の
図
面
〔
明
治
35
年
４
月
21
日　

第
四
七
六
四
号
〕

大
菩
提
会
に
て
は
、
仏
骨
を
奉
安
す
べ
き
覚
王
殿
及
讃
仏
殿
の
造
営
に
関
す

る
図
面
調
製
方
を
、
昨
年
十
月
名
古
屋
の
棟
梁
伊
藤
洪
作
に
命
じ
、
爾
来
同

人
は
全
国
各
寺
院
を
巡
視
し
、
奈
良
朝
以
来
の
建
造
に
か
ゝ
る
諸
塔
を
参
考

と
し
て
、
漸
く
此
程
該
図
面
出
来
上
り
、
去
る
十
七
日
送
附
し
来
り
た
り
と

い
ふ
が
、
同
図
面
に
依
れ
ば
正
面
は
覚
王
殿
、
仏
讃
殿
共
各
種
の
彩
色
を
施

し
、
頗
る
緻
密
の
も
の
に
し
て
、
明
年
の
第
五
回
内
国
勧
業
大
博
覧
会
に
出

陳
し
、
弘
く
識
者
の
批
評
を
需
む
る
筈
な
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
建
設
地
選
定
に
就
き
〔
明
治
35
年
５
月
６
日　

第
四
七
七
九
号
〕

大
日
本
大
菩
提
会
の
覚
王
殿
建
設
位
置
に
つ
い
て
は
、
既
記
の
如
く
名
古
屋

地
方
に
お
い
て
切
り
に
運
動
し
つ
ゝ
あ
る
が
、
同
会
は
今
尚
何
等
の
評
議
を

も
な
さ
ず
、
各
宗
派
管
長
会
議
を
待
ち
、
東
京
、
京
都
、
名
古
屋
の
中
何
れ

に
決
定
す
べ
き
や
を
協
議
す
る
筈
に
て
、
同
会
議
は
遅
く
も
来
月
中
旬
ま
で

に
は
是
非
開
会
す
る
筈
な
り
。
尤
も
其
位
置
は
確
定
す
る
も
、
工
事
は
両
三

年
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
到
底
着
手
の
運
に
至
ら
ず
と
い
ふ
。
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覚
王
殿
建
設
に
つ
き
渥
美
師
の
意
見
〔
明
治
35
年
６
月
１
日　

第
四
八
〇
五

号
〕

覚
王
殿
建
設
に
関
し
て
は
、
前
号
に
村
田
大
菩
提
会
長
の
意
見
を
報
じ
た
る

が
、
こ
れ
に
就
て
大
谷
派
の
顧
問
、
渥
美
契
縁
師
が
人
に
語
り
し
と
こ
ろ
を

聞
く
に
、
同
殿
の
建
設
地
に
関
し
て
世
間
種
々
の
説
あ
れ
ど
も
、
本
山
（
東

本
願
寺
）
の
方
針
は
未
だ
一
定
せ
ざ
る
な
り
。
而
も
各
宗
聨
合
委
員
た
る
予

一
己
の
考
を
腹
蔵
な
く
云
ふ
時
は
、
釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
と
し
て
は
、
東
京

を
以
て
最
も
適
當
の
地
な
り
と
信
ず
。
之
を
歴
史
に
徴
す
る
に
、
恐
れ
多
く

も
皇
室
と
仏
教
と
の
関
係
は
根
底
頗
る
深
く
、
且
つ
国
家
の
中
心
点
は
総
て

一
国
の
首
都
に
あ
る
者
な
れ
ば
、
宗
教
も
教
育
も
美
術
、
工
芸
其
他
各
種
の

流
行
に
至
る
ま
で
、
其
基
点
一
に
首
都
に
あ
る
を
以
て
常
体
と
な
す
。
印

度
、
羅
馬
の
彫
刻
を
凌
ぎ
、
大
伽
藍
の
荘
厳
な
る
坐
に
、
昔
を
忍
ば
し
む
る

者
あ
る
夫
の
奈
良
の
都
は
、
七
代
帝
王
の
居
城
に
あ
ら
ず
や
。
各
宗
の
本
山

堂
宇
到
る
処
に
隠
見
し
、
三
十
六
峰
仏
閣
寺
院
な
ら
ざ
る
な
き
平
安
城
は
、

桓
武
帝
奠
都
以
来
維
新
ま
で
の
帝
都
た
り
し
な
り
。
左
れ
ば
覚
王
殿
の
如
き

は
、
東
京
に
設
け
て
信
仰
の
中
心
た
ら
し
む
べ
き
は
、
実
に
百
年
の
長
計
な

り
と
信
ず
。
然
れ
ど
も
今
日
に
て
は
、
経
費
の
点
に
於
て
意
の
如
く
な
ら
ざ

る
者
あ
る
を
如
何
せ
ん
。
依
て
差
詰
め
京
都
に
適
當
の
地
を
選
み
て
、
兎
に

角
こ
れ
を
建
設
し
、
他
日
多
大
の
寄
附
金
を
得
た
る
上
、
更
に
東
京
に
奉
移

す
る
最
も
可
な
り
。
元
来
京
都
は
各
宗
の
本
山
あ
り
て
式
典
法
会
に
都
合
よ

し
。
近
来
名
古
屋
地
方
の
人
も
奉
安
地
を
其
地
に
定
め
ん
と
て
運
動
中
の
よ

し
な
る
も
、
同
地
は
歴
史
上
に
於
て
も
、
将
た
地
理
上
に
於
て
も
余
り
因
縁

深
か
ら
ず
。
且
本
山
少
く
し
て
諸
事
不
便
を
免
れ
ざ
る
べ
し
云
々
、
と
い
ふ

に
在
り
し
由
。

覚
王
殿
の
建
築
〔
明
治
35
年
６
月
15
日　

第
四
八
一
九
号
〕

覚
王
殿
の
建
築
位
置
に
つ
い
て
は
、
今
迄
種
々
紛
紜
中
な
り
し
が
、
方
今
京

都
に
て
奉
安
地
も
略
定
し
、
そ
の
図
面
も
今
一
両
月
の
間
に
竣
成
す
べ
け
れ

ば
、
其
上
同
盟
各
宗
派
管
長
会
議
に
て
決
定
次
第
建
築
に
着
手
す
べ
く
、
又

客
年
東
京
各
宗
有
志
者
よ
り
仏
遺
形
を
輦
下
に
奉
迎
し
、
拝
瞻
会
を
執
行
せ

ん
と
し
た
れ
ど
、
都
合
あ
り
て
延
引
せ
し
が
、
同
盟
各
宗
派
に
於
て
は
、

愈
々
之
が
実
行
を
容
認
し
、
目
下
日
本
大
菩
提
会
の
役
員
東
京
に
出
張
準
備

中
な
り
。

釈
尊
遺
骨
拝
瞻
会
〔
明
治
35
年
６
月
18
日　

第
四
八
二
二
号
〕

大
日
本
菩
提
会
に
て
は
、
来
る
九
月
釈
尊
の
遺
骨
を
送
り
、
芝
増
上
寺
内
第

十
三
番
第
三
号
地
に
於
て
、
拝
瞻
会
を
執
行
せ
ん
と
て
、
同
会
副
会
長
前
田

誠
節
氏
は
、
其
事
に
関
す
る
寄
附
金
募
集
の
た
め
、
曽
て
東
上
中
な
り
し

が
、
予
定
の
寄
附
応
募
を
得
た
れ
に
付
、
両
三
日
内
に
帰
会
す
る
よ
し
、
大

日
本
菩
提
会
へ
通
知
あ
り
た
り
と
い
ふ
。

仏
骨
奉
安
覚
王
殿
の
交
渉
〔
明
治
35
年
６
月
23
日　

第
四
八
二
七
号
〕

名
古
屋
の
青
山
市
長
、
横
井
助
役
及
び
長
谷
川
百
太
郎
三
氏
は
、
夫
の
覚
王

殿
を
名
古
屋
に
設
置
せ
ん
計
画
に
付
、
去
る
十
九
日
京
都
に
至
り
、
大
菩
提

会
に
其
返
答
を
促
せ
し
に
、
会
長
村
田
寂
順
師
は
、
各
宗
管
長
会
議
の
上
な

ら
で
は
決
し
難
き
も
、
明
日
副
会
長
以
下
各
委
員
を
集
め
協
議
の
上
返
答
す
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べ
し
と
述
べ
、
廿
日
午
後
副
会
長
前
田
誠
節
師
以
下
両
三
名
の
委
員
、
妙
法

院
に
集
議
し
た
り
と
い
ふ
。
会
長
の
語
る
所
に
て
は
、
結
局
現
在
の
役
員
に

て
は
決
す
る
能
は
ず
。
管
長
会
議
に
於
て
京
都
に
置
く
事
を
議
決
し
あ
る
も

の
と
て
、
今
更
之
を
名
古
屋
に
移
さ
ん
に
は
、
更
に
管
長
会
議
に
建
議
し
、

議
題
と
し
て
可
決
の
上
な
ら
で
は
定
む
る
能
は
ず
、
と
答
ふ
る
外
な
し
。
但

し
管
長
会
議
は
、
俄
に
開
く
能
は
ず
と
い
ふ
に
在
る
が
如
し
。

暹
羅
と
日
本
〔
明
治
35
年
６
月
25
日　

第
四
八
二
九
号
〕

近
頃
暹
羅
政
府
が
頻
に
好
意
を
我
に
致
す
は
、
全
く
同
国
内
に
蟠
れ
る
支
那

人
の
勢
力
非
常
に
し
て
、
王
族
間
に
も
近
来
益
其
血
縁
者
増
加
す
る
為
、
斯

く
て
は
遂
に
国
家
を
転
覆
す
る
に
至
る
べ
し
と
の
虞
あ
る
が
故
な
り
と
。
又

業
貿
易
の
大
部
は
、
皆
支
那
人
の
占
む
る
所
に
し
て
、
政
府
中
彼
等
の
鼻
息

を
窺
は
ざ
る
官
吏
は
一
人
も
無
く
、
功
勲
は
総
て
彼
等
の
金
力
に
よ
り
て
買

収
せ
ら
る
ゝ
等
、
帰
る
所
一
国
の
生
命
は
、
挙
て
其
手
に
委
せ
る
有
様
と
な

り
、
国
王
は
憂
ひ
に
堪
へ
ず
、
曽
て
報
ぜ
し
如
く
、
遂
に
そ
の
王
子
と
我
皇

室
と
の
婚
儀
を
案
出
し
、
日
本
人
の
力
に
由
り
て
清
商
の
暴
威
を
抑
圧
せ
ん

と
す
。
然
れ
ど
此
の
如
き
結
果
は
、
延
て
政
府
部
内
に
於
け
る
日
清
両
派
の

分
裂
を
見
る
に
至
ら
ん
と
。

覚
王
殿
に
関
す
る
委
員
の
談
話
〔
明
治
35
年
７
月
６
日　

第
四
八
四
〇
号
〕

大
菩
提
会
の
覚
王
殿
建
設
に
関
し
て
、
各
宗
委
員
の
一
人
は
語
り
て
曰
く
、

同
殿
の
事
も
今
は
少
敷
陳
腐
と
な
れ
り
。
イ
ヤ
三
方
原
、
イ
ヤ
名
古
屋
な
ど

云
へ
ば
、
如
何
に
も
諸
方
引
張
凧
の
有
様
に
て
、
表
面
上
景
気
大
持
の
如
く

な
る
も
、
内
部
の
魂
胆
を
窺
へ
ば
、
何
れ
も
真
の
付
景
気
に
し
て
、
実
際
少

し
も
要
領
を
得
ず
。
中
に
は
多
少
山
師
気
あ
る
飛
上
り
物
が
、
覚
王
殿
を
持

て
来
た
ら
一
廉
土
地
の
繁
昌
も
あ
る
か
の
如
く
早
計
し
て
、
當
地
繁
昌
の
鰹

汁
に
使
は
ん
と
、
同
気
相
求
む
る
俗
僧
と
申
合
せ
て
、
運
動
の
何
の
と
騒
ぎ

立
る
に
過
ぎ
ず
。
其
の
證
拠
は
種
々
表
面
に
騒
ぎ
立
る
に
拘
は
ら
ず
、
一
と

し
て
真
面
目
の
話
な
き
に
依
て
も
明
瞭
な
り
。
然
ら
ば
仏
骨
は
遂
に
如
何
に

始
末
す
べ
き
か
と
云
ふ
に
、
其
れ
は
訳
の
な
き
事
な
り
。
唯
今
の
ま
ゝ
長
く

妙
法
院
に
安
置
し
を
け
ば
其
れ
に
て
足
れ
り
。
何
百
万
円
な
ど
出
来
も
せ
ぬ

覚
王
殿
の
建
立
沙
汰
、
今
日
の
如
く
社
会
一
般
の
不
景
気
に
、
元
来
が
僣
上

と
や
云
は
ん
。
其
れ
で
は
暹
羅
国
王
に
対
し
て
済
む
と
か
済
ま
ぬ
と
か
云
ふ

論
も
あ
れ
ど
も
、
是
亦
愚
の
至
り
な
り
。
何
と
な
れ
ば
如
何
に
も
最
初
そ
ん

な
口
約
も
為
せ
し
な
ら
ん
が
、
何
も
其
れ
は
国
際
上
の
公
約
と
云
ふ
訳
で
は

無
し
、
畢
竟
一
私
人
間
の
内
輪
話
し
な
れ
ば
、
約
束
通
り
出
来
ぬ
か
ら
と
て

少
し
も
差
支
へ
な
し
。
但
妙
法
院
は
少
し
く
迷
惑
な
ら
ん
が
、
是
れ
も
行
掛

り
上
止
を
得
ぬ
次
第
と
諦
む
る
の
外
な
か
る
べ
く
、
其
代
り
月
々
幾
分
か
の

冥
加
賽
銭
は
、
當
然
同
院
の
所
得
た
る
べ
く
、
今
更
何
処
に
持
て
行
く
に
も

苦
情
は
免
れ
ざ
れ
ば
、
今
の
ま
ゝ
同
院
に
置
く
時
は
各
宗
に
別
に
大
し
た
る

故
障
も
云
へ
ざ
る
べ
し
。
斯
く
す
る
時
は
、
仏
骨
の
始
末
は
其
れ
迄
な
る

も
、
一
つ
困
る
の
は
負
債
の
一
条
な
る
が
、
其
れ
は
今
更
致
し
方
も
な
け
れ

ば
、
関
係
各
宗
に
割
當
て
、
各
宗
の
分
担
負
債
と
為
す
べ
し
。
斯
く
す
る
時

は
四
、
五
万
円
の
負
債
は
一
時
に
償
却
の
道
つ
く
な
り
。
同
会
の
始
末
と
し

て
は
、
恐
ら
く
是
れ
よ
り
外
の
良
策
あ
る
べ
か
ら
ず
云
々
。
以
て
其
の
真
相

を
推
知
す
べ
し
。
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覚
王
殿
建
築
地
に
就
て
〔
明
治
35
年
７
月
15
日　

第
四
八
四
九
号
〕

同
殿
建
築
地
の
選
定
に
就
て
、
名
古
屋
の
有
志
者
が
熱
心
に
運
動
し
つ
ゝ
あ

る
こ
と
は
、
数
次
報
道
す
る
所
な
る
が
、
渥
美
契
縁
氏
の
語
る
所
に
依
れ

ば
、
菩
提
会
名
古
屋
支
部
は
、
同
市
有
志
者
の
要
請
に
依
り
、
稲
垣
暹
羅
公

使
に
向
て
、
菩
提
会
の
現
状
及
び
覚
王
殿
建
設
地
と
し
て
名
古
屋
に
賛
同
せ

ら
れ
ん
こ
と
を
申
送
り
、
且
有
志
者
の
熱
誠
な
る
運
動
始
末
を
も
併
申
し
た

る
よ
り
、
同
公
使
は
こ
れ
を
国
王
陛
下
に
奏
聞
し
、
御
嘉
納
遊
ば
さ
れ
た
る

よ
し
。
さ
れ
ば
管
長
会
議
に
於
て
如
何
に
決
定
す
べ
き
か
は
未
定
な
る
も
、

国
王
陛
下
の
御
思
召
は
大
な
る
声
援
と
な
り
て
、
或
は
名
古
屋
に
確
定
す
る

や
も
計
り
難
し
云
々
。

暹
羅
遺
形
奉
安
地
選
定
委
員
会
〔
明
治
35
年
７
月
16
日　

第
四
八
五
〇
号
〕

暹
羅
遺
形
奉
安
地
選
定
委
員
会
は
、
去
十
二
日
午
後
六
時
よ
り
名
古
屋
商
業

会
議
所
内
に
於
て
開
会
し
た
り
。
出
席
委
員
は
、
東
京
よ
り
曹
洞
宗
弘
津
説

三
、
日
蓮
宗
津
田
日
厚
、
京
都
よ
り
天
台
宗
中
村
勝
契
、
真
言
宗
土
岐
法

竜
、
西
山
派
多
群
諦
全
、
時
宗
派
河
野
良
心
及
び
真
宗
大
谷
派
渥
美
契
縁
代

理
、
大
谷
派
名
古
屋
東
別
院
竹
山
得
界
師
等
の
諸
師
に
し
て
、
又
名
古
屋
市

有
志
の
組
織
に
係
る
御
遺
形
奉
安
地
選
定
期
成
同
盟
会
よ
り
は
、
青
山
朗
、

吉
田
禄
在
、
服
部
小
十
郎
、
長
谷
川
百
太
郎
等
の
諸
氏
、
并
日
本
大
菩
提
会

愛
知
支
部
の
役
員
等
も
こ
れ
に
参
加
し
て
、
委
員
に
向
つ
て
當
地
方
に
於
る

信
者
の
希
望
を
述
べ
、
且
寄
附
地
寄
附
金
の
現
況
を
報
告
し
て
、
賛
成
を
求

む
る
な
ど
熱
心
に
運
動
し
た
り
。
右
委
員
の
一
行
は
、
翌
十
三
日
一
同
打
揃

ひ
、
予
て
寄
附
を
出
願
せ
る
愛
知
郡
広
路
村
、
弥
富
村
（
八
事
山
）
及
東
春

日
井
郡
小
幡
村
な
る
候
補
地
の
視
察
を
な
す
こ
と
に
決
し
、
午
後
八
時
三
十

分
頃
散
会
し
た
り
。

覚
王
殿
建
築
の
希
望
〔
明
治
35
年
７
月
22
日　

第
四
八
五
六
号
〕

京
都
府
下
愛
宕
郡
松
ケ
崎
村
字
御
所
の
内
に
在
る
、
元
九
条
公
爵
家
別
邸
地

三
万
坪
を
菩
提
会
に
寄
附
し
、
此
所
に
覚
王
殿
を
建
築
せ
ん
と
の
希
望
、
同

村
有
志
者
間
に
起
り
、
有
志
者
河
村
経
英
、
山
崎
直
次
郎
の
両
名
は
、
過
日

内
貴
市
長
を
其
宅
に
訪
問
し
、
右
菩
提
会
に
向
け
交
渉
尽
力
の
事
を
依
頼
し

た
る
由
。

大
菩
提
会
愛
知
支
部
の
活
動
〔
明
治
35
年
７
月
30
日　

第
四
八
六
四
号
〕

日
本
大
菩
提
会
愛
知
支
部
に
て
は
、
去
る
廿
六
日
名
古
屋
市
々
会
議
事
堂
に

於
て
、
同
支
部
各
宗
取
締
、
顧
問
、
特
派
使
等
三
十
余
名
相
集
り
て
協
議
会

を
開
き
、
来
る
八
月
一
日
京
都
に
開
か
る
べ
き
各
宗
管
長
会
議
に
は
、
愛
知

に
覚
王
殿
を
建
設
す
る
の
議
を
可
決
せ
し
む
る
様
、
敏
速
の
運
動
を
為
す
こ

と
に
決
議
し
、
同
時
に
同
議
事
堂
を
借
り
受
け
て
、
僧
俗
聨
合
事
務
所
を
開

設
し
、
各
事
務
を
内
務
、
外
務
、
整
理
、
庶
務
、
会
計
の
五
課
に
部
署
し
、

僧
俗
数
十
名
詰
切
り
に
て
運
動
に
着
手
し
、
且
つ
近
日
京
都
、
鎌
倉
、
伊

勢
、
越
前
の
各
地
に
遊
説
員
を
派
遣
す
る
由
。

管
長
会
議
と
覚
王
殿
〔
明
治
35
年
８
月
３
日　

第
四
八
六
八
号
〕

久
し
く
噂
さ
の
あ
り
た
る
各
宗
管
長
会
議
は
、
愈
々
本
月
二
十
五
、
六
日
頃

開
会
の
予
定
な
る
が
、
主
な
る
問
題
は
、
例
の
覚
王
殿
建
設
地
の
選
定
と
、
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序
に
宗
法
法
案
の
事
も
多
少
の
問
題
と
な
る
べ
し
。
覚
王
殿
の
事
に
付
て

は
、
本
紙
は
再
三
報
道
し
た
る
如
く
、
名
古
屋
と
云
ひ
京
都
と
云
ひ
、
或
は

東
京
、
三
方
原
な
ど
処
々
の
矢
入
れ
あ
れ
ど
も
、
要
す
る
に
今
日
に
て
は
名

古
屋
、
京
都
の
二
説
が
最
も
有
力
に
し
て
、
二
者
何
れ
か
に
決
定
す
べ
き

が
、
村
田
会
長
は
最
初
よ
り
堅
く
京
都
説
を
執
り
、
今
以
て
其
の
主
張
を
変

ぜ
ず
。
理
屈
の
上
よ
り
は
此
説
一
般
有
力
な
れ
ど
も
、
如
何
に
せ
ん
理
屈
ば

か
り
で
、
肝
心
の
京
都
市
民
は
一
向
賛
成
の
耳
を
傾
く
る
も
の
な
く
、
否
今

は
仏
骨
の
二
字
さ
へ
忘
れ
居
る
位
ゐ
の
有
様
な
れ
ば
、
此
の
勢
ひ
に
て
は
、

京
都
市
に
於
て
能
く
同
殿
建
設
の
実
功
を
遂
げ
ん
事
到
底
思
ひ
も
寄
ら
ず
。

然
れ
ば
幸
ひ
名
古
屋
に
て
、
実
際
金
を
出
し
て
同
殿
を
建
築
す
る
の
み
な
ら

ず
、
七
、
八
万
の
負
債
ま
で
償
却
せ
ん
と
な
ら
ば
、
一
も
二
も
な
く
此
方
に

決
す
る
事
最
も
得
策
な
る
べ
く
、
今
更
場
所
の
如
何
を
論
ず
る
な
ど
は
、
最

も
野
暮
の
骨
頂
と
云
ふ
べ
し
。
一
体
云
へ
ば
名
古
屋
の
有
志
家
と
や
ら
、
何

の
見
込
み
が
あ
る
か
知
ら
ね
ど
、
真
実
仏
教
帰
依
の
上
か
ら
な
ら
ば
論
な
き

も
、
万
一
仏
骨
を
土
地
繁
栄
の
鰹
汁
に
遣
は
ん
な
ど
の
精
神
な
ら
ば
、
以
て

の
外
の
不
料
見
た
る
は
、
勿
論
馬
鹿
〳
〵
敷
限
り
と
云
ふ
の
外
な
し
。
又
次

の
問
題
た
る
宗
教
法
案
の
事
は
、
今
の
処
政
府
が
次
期
議
会
に
提
出
す
る
や

否
さ
え
不
明
な
れ
ば
、
格
別
の
事
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
き
か
と
云
ふ
。

御
遺
形
奉
安
大
演
説
会
〔
明
治
35
年
８
月
３
日　

第
四
八
六
八
号
〕

去
る
廿
九
日
、
名
古
屋
市
御
園
座
に
於
け
る
京
都
管
長
会
議
に
対
す
る
仏
教

大
演
説
会
は
、
午
後
六
時
よ
り
開
会
。
会
主
総
代
杉
本
義
存
氏
開
会
の
趣
意

を
述
べ
、
引
続
き
各
宗
僧
侶
及
び
会
員
有
志
者
、
交
々
現
時
仏
教
各
宗
の
衰

頽
を
痛
論
し
、
今
世
紀
に
於
け
る
急
務
を
切
言
し
、
東
洋
仏
教
徒
の
合
同
を

主
唱
し
、
更
に
愛
知
県
人
は
須
ら
く
其
信
念
を
発
揮
し
て
覚
王
殿
建
設
に
尽

さ
ん
こ
と
を
勧
告
し
て
聴
衆
を
動
し
、
夫
れ
よ
り
客
員
と
し
て
岩
本
鉄
脚

氏
、
印
度
仏
蹟
参
拝
、
緬
甸
、
暹
羅
等
遊
歴
談
よ
り
、
暹
羅
の
風
俗
及
び
御

遺
形
奉
迎
に
就
て
の
関
係
を
陳
べ
、
近
藤
疎
賢
師
又
覚
王
殿
建
設
問
題
に
関

す
る
期
成
同
盟
会
の
抱
負
を
縷
述
し
、
僧
俗
一
致
し
て
大
活
動
を
な
し
、
京

都
各
宗
管
長
会
議
に
於
て
、
是
非
と
も
愛
知
説
を
通
過
せ
し
む
る
こ
と
に
尽

力
す
べ
し
、
と
の
意
見
を
繰
返
し
、
野
村
朗
氏
閉
会
の
辞
を
述
べ
て
閉
会

し
、
非
常
な
る
盛
会
な
り
。

覚
王
殿
建
設
地
に
就
て
〔
明
治
35
年
８
月
４
日　

第
四
八
六
九
号
〕

大
菩
提
会
の
事
業
な
る
覚
王
殿
建
設
に
就
て
は
、
名
古
屋
市
の
有
志
者
よ
り

五
十
万
円
寄
附
の
条
件
を
以
て
、
仏
舎
利
を
同
市
に
奉
安
し
、
適
當
の
敷
地

を
選
定
し
て
、
此
処
に
覚
王
殿
を
建
設
せ
ん
と
の
議
を
以
て
交
渉
し
来
り
し

も
、
同
会
に
於
て
は
成
る
べ
く
之
を
他
地
方
に
奉
安
せ
ず
し
て
、
依
然
京
都

に
於
て
適
當
の
地
を
卜
し
て
覚
王
殿
を
建
設
し
、
永
く
此
処
に
仏
舎
利
を
奉

安
せ
ん
と
の
考
へ
な
る
も
、
何
分
同
会
は
最
初
に
於
て
一
た
び
蹉
跌
し
た
る

以
来
、
殆
ん
ど
信
用
皆
無
の
有
様
に
て
、
到
底
同
地
に
於
て
は
寄
附
金
募
随

の
見
込
な
き
を
以
て
、
同
会
役
員
の
多
数
は
五
十
万
円
の
声
を
目
的
に
、
之

を
名
古
屋
市
に
奉
安
す
べ
し
と
の
意
見
な
る
も
、
理
事
長
村
田
寂
順
師
は
何

と
か
方
法
を
講
じ
て
、
依
然
之
を
京
都
に
安
置
せ
ん
と
の
考
を
有
し
、
差
當

り
十
万
円
の
負
債
償
却
の
方
法
を
講
ぜ
ん
為
、
過
日
大
森
府
知
事
及
内
貴
市

長
を
訪
問
し
、
前
田
誠
節
師
亦
大
森
府
知
事
を
訪
問
し
た
る
も
、
何
等
要
領
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を
得
ざ
り
し
と
い
ふ
。

仏
骨
の
奉
安
地
未
だ
決
せ
ず
〔
明
治
35
年
８
月
４
日　

第
四
八
六
九
号
〕

名
古
屋
派
の
運
動
は
益
々
強
大
と
な
り
て
、
京
都
説
一
時
落
莫
の
姿
な
り
し

が
、
京
都
某
宗
の
有
力
家
は
言
へ
ら
く
、
當
初
暹
羅
皇
帝
よ
り
仏
骨
を
奉
贈

せ
ら
る
ゝ
に
當
り
、
稲
垣
公
使
は
御
下
問
に
対
し
、
京
都
は
一
千
有
余
年
来

の
旧
帝
都
に
し
て
各
宗
本
山
の
在
る
処
な
れ
ば
、
仏
骨
を
奉
安
す
る
に
最
も

適
當
の
地
な
り
と
奉
答
し
、
皇
帝
之
れ
を
嘉
納
せ
ら
れ
て
遂
に
京
都
に
奉
迎

す
る
に
至
り
し
な
れ
ば
、
京
都
を
奉
安
地
と
し
て
覚
王
殿
を
建
立
す
る
こ
と

固
よ
り
當
然
な
る
に
、
従
来
市
の
有
力
家
と
各
宗
管
長
と
の
間
に
意
思
疏
通

を
欠
き
た
る
為
め
、
市
の
有
力
家
は
大
菩
提
会
の
為
め
に
力
を
仮
さ
ず
、
為

め
に
東
京
、
京
都
、
三
方
原
の
三
説
に
分
れ
、
大
菩
提
会
に
て
は
、
遂
に
建

設
地
調
査
委
員
を
置
く
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
り
し
次
第
な
る
が
、
今
や
市

の
有
志
者
中
に
も
京
都
建
設
説
を
主
張
す
る
も
の
あ
り
。
兼
田
愛
宕
郡
長
等

も
、
此
際
大
菩
提
会
の
為
め
に
尽
力
し
、
京
都
附
近
に
適
當
の
地
を
選
定
し

て
、
速
か
に
覚
王
殿
の
建
立
を
竣
成
せ
し
め
ん
と
て
奔
走
し
つ
ゝ
あ
れ
ば
、

各
宗
管
長
に
於
て
も
一
切
の
情
実
を
拝
し
、
京
都
に
建
設
の
議
を
決
す
る
に

至
る
な
ら
ん
と
見
ひ
居
れ
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
に
就
て
の
真
相
〔
明
治
35
年
８
月
５
日　

第
四
八
七
〇
号
〕

同
殿
建
設
場
所
に
付
て
は
、
近
来
名
古
屋
説
勢
力
を
得
た
る
が
如
く
伝
ふ
る

も
の
あ
り
。
曽
て
も
記
し
た
る
如
く
、
同
地
の
有
志
家
に
し
て
、
真
に
数
万

の
資
を
投
じ
て
迄
も
奉
安
せ
ん
と
の
志
望
あ
ら
ば
、
是
は
願
ふ
て
も
無
き
幸

ひ
な
れ
ば
、
委
員
等
は
協
議
も
相
談
も
要
た
も
の
に
非
ず
、
速
に
其
説
に
従

ふ
こ
そ
仏
骨
其
物
の
始
末
か
ら
云
ふ
と
至
極
の
得
策
な
り
。
然
る
に
村
田
会

長
を
初
め
重
な
る
委
員
が
、
頑
固
に
も
京
都
説
を
固
執
し
て
動
か
ざ
る
は
、

何
か
此
間
に
仔
細
あ
る
べ
し
と
思
ひ
た
る
に
、
果
せ
る
哉
、
近
頃
に
至
り
て

吾
人
は
稍
信
ず
べ
き
真
相
を
聞
き
得
た
り
。
其
は
元
来
名
古
屋
市
の
所
謂
有

志
家
な
る
も
の
が
、
果
し
て
真
の
有
志
家
な
る
や
否
、
第
一
に
疑
ふ
べ
し
。

彼
等
は
従
来
仏
教
信
徒
と
し
て
何
等
の
聞
く
処
あ
ら
ざ
り
し
に
、
唯
覚
王
殿

建
設
に
付
て
俄
に
仏
教
信
徒
な
り
と
名
乗
り
て
、
種
種
奔
走
し
て
数
万
円
を

投
じ
て
、
建
設
一
切
を
引
受
ん
と
云
は
余
り
の
物
好
き
に
し
て
、
信
ぜ
ら
れ

ざ
る
な
り
。
何
か
彼
等
は
仏
骨
を
鰹
汁
に
使
ひ
、
他
に
目
的
あ
る
べ
し
と

は
、
吾
人
の
最
初
よ
り
疑
ひ
た
る
所
な
る
が
、
其
の
目
的
と
は
要
す
る
に
金

儲
け
を
せ
ん
と
す
る
に
在
り
。
土
地
繁
栄
は
蓋
し
第
二
な
り
。
彼
等
は
京
都

に
於
け
る
失
敗
は
、
算
盤
に
疎
き
僧
侶
が
遣
方
の
下
手
な
る
に
因
る
も
の
と

し
、
若
し
巧
く
切
回
り
て
上
手
に
や
れ
ば
、
必
ず
儲
か
る
べ
し
と
の
慾
張
り

主
義
よ
り
、
此
運
動
に
着
手
し
た
る
も
の
な
り
。
村
田
会
長
等
は
、
流
石
に

早
く
此
間
の
消
息
を
看
破
し
た
れ
ば
、
唯
何
と
な
く
京
都
説
を
固
執
し
て
、

彼
等
の
請
を
容
れ
ざ
る
訳
に
て
、
若
し
真
に
資
を
投
じ
て
建
築
す
る
に
於
て

は
、
勿
論
快
く
承
諾
を
与
ふ
べ
し
と
。

覚
王
殿
建
設
地
の
競
争
〔
明
治
35
年
８
月
６
日　

第
四
八
七
一
号
〕

仏
骨
奉
安
地
に
関
し
て
、
名
古
屋
よ
り
激
烈
な
る
運
動
を
開
始
し
た
る
こ
と

は
、
過
日
も
記
す
る
所
あ
り
し
が
、
該
運
動
は
着
々
成
功
し
た
る
も
の
ゝ
如

く
、
去
二
月
妙
心
寺
に
開
け
る
各
宗
派
大
会
に
於
て
選
挙
し
た
る
選
定
委
員
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八
名
の
中
七
名
ま
で
は
、
之
に
賛
成
す
る
に
至
り
、
独
り
前
田
誠
節
師
の
京

都
説
を
持
す
る
あ
る
の
み
な
る
が
、
菩
提
会
本
部
に
於
て
も
、
会
長
副
会
長

を
除
く
の
外
、
概
ね
賛
成
の
模
様
な
れ
ば
、
本
月
下
旬
京
都
に
開
か
る
べ
き

報
告
会
に
て
は
、
一
大
紛
擾
を
見
る
に
至
る
べ
し
と
云
へ
り
。
右
に
付
前
田

師
の
語
る
所
は
左
の
如
し
。

釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
は
、
本
年
二
月
各
宗
派
大
会
に
て
京
都
、
東
京
、
三
形

原
の
三
ケ
所
の
中
に
就
き
、
其
一
所
を
選
定
す
べ
き
こ
と
を
委
員
に
附
託
さ

れ
た
り
。
此
に
於
て
委
員
（
弘
津
説
三
）「
曹
洞
」、
津
田
日
厚
「
日
蓮
」、

中
村
勝
契
「
天
台
」、
河
野
良
心
「
時
宗
」、
霊
群
諦
全
「
西
山
派
」、
渥
美

契
縁
「
大
谷
派
」、
前
田
誠
節
「
臨
済
」、
土
宜
法
竜
「
真
言
」
は
、
東
京
に

会
し
て
或
る
条
件
の
下
に
京
都
に
定
む
る
こ
と
と
な
り
、
爾
来
委
員
中
、
殊

に
小
生
（
前
田
）
は
、
日
本
菩
提
会
の
役
員
た
る
席
末
に
列
す
る
な
れ
ば
、

熱
心
に
条
件
を
遂
行
せ
ん
こ
と
に
勉
め
、
日
夜
運
動
し
つ
ゝ
あ
り
。
然
る
に

一
方
在
京
都
の
委
員
は
、
當
初
よ
り
小
生
（
前
田
）
の
言
動
に
疑
を
挟
さ
む

の
念
あ
り
、
迚
も
京
都
に
て
相
當
の
土
地
及
金
員
の
寄
附
者
あ
る
抔
と
い
ふ

こ
と
思
ひ
も
依
ら
ず
と
し
、
名
古
屋
に
て
は
盛
な
る
運
動
を
開
始
し
、
又
は

委
員
に
向
ひ
請
求
密
望
す
る
抔
、
頗
る
努
る
者
あ
り
て
、
去
月
中
旬
、
霊

群
、
河
野
、
中
村
の
三
委
員
は
東
京
に
密
会
し
、
計
る
処
あ
り
て
名
古
屋
期

成
同
盟
会
と
相
応
じ
、
名
古
屋
に
て
委
員
会
を
開
く
こ
と
に
定
め
、
他
の
委

員
に
通
知
し
て
来
会
を
促
し
た
り
。
会
す
る
も
の
七
人
に
て
、
小
生
は
宗
務

多
忙
の
為
め
赴
か
ざ
り
し
。
然
る
に
七
名
の
委
員
は
、
前
項
の
委
托
条
件
を

忘
れ
た
る
如
く
、
名
古
屋
に
奉
安
地
を
定
む
る
こ
と
を
決
議
し
、
該
土
地
を

見
案
し
、
其
結
果
七
委
員
は
、
小
生
（
前
田
）
に
対
し
強
て
同
意
を
求
め
た

れ
ど
、
小
生
は
断
然
之
れ
を
謝
絶
し
た
り
。

又
小
生
は
、
京
都
に
於
て
大
略
奉
安
地
た
る
地
所
を
検
定
し
、
既
に
或
る
名

義
の
下
に
日
本
大
菩
提
会
へ
献
納
せ
し
む
る
内
約
も
調
訂
し
、
今
一
箇
条
の

条
件
も
出
来
得
る
に
至
り
居
れ
ば
、
他
日
宗
派
会
議
開
設
の
日
に
は
、
大
に

議
論
沸
生
ず
る
こ
と
あ
ら
ん
と
想
像
す
。
且
奉
安
地
を
京
都
に
定
む
る
こ
と

は
、
日
本
菩
提
会
の
提
議
に
て
、
一
旦
委
員
会
も
之
に
略
定
し
て
居
る
こ
と

な
れ
ば
、
此
際
名
古
屋
説
出
る
と
も
、
恐
ら
く
は
消
滅
に
帰
す
べ
し
云
々
。

仏
骨
奉
安
地
選
定
運
動
〔
明
治
35
年
８
月
６
日　

第
四
八
七
一
号
〕

名
古
屋
御
遺
形
奉
安
地
期
成
同
盟
会
が
、
一
日
も
早
く
各
宗
派
管
長
会
議
を

開
会
せ
し
め
ん
た
め
、
大
菩
提
会
本
部
に
向
て
運
動
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
は
既

記
せ
し
が
、
井
筒
是
寛
、
野
々
垣
直
次
郎
の
両
氏
は
、
真
宗
高
田
派
管
長
訪

問
。
賛
成
を
需
む
る
た
め
去
二
日
伊
勢
に
向
ひ
た
り
。
▲
奈
良
東
大
寺
其
他

六
本
山
管
長
に
運
動
の
た
め
、
出
張
中
の
清
水
機
然
氏
よ
り
、
去
二
日
午
前

『
六
本
山
皆
大
賛
成
』
の
電
報
あ
り
た
り
と
。
▲
尾
張
国
内
の
臨
済
宗
派
の

幹
事
、
其
他
の
寺
院
住
職
二
十
余
名
は
、
去
一
日
午
後
三
時
よ
り
同
盟
会
事

務
所
に
会
合
し
、
同
国
出
身
に
し
て
大
菩
提
会
副
会
長
妙
心
寺
派
の
管
長
た

る
前
田
誠
節
師
が
、
始
終
京
都
説
を
称
へ
て
名
古
屋
説
に
反
対
す
る
は
、
実

に
不
都
合
な
れ
ば
、
委
員
三
名
を
選
び
て
氏
に
厳
談
し
、
次
で
各
京
都
の
同

派
管
長
を
訪
問
し
て
、
同
盟
会
に
賛
成
を
乞
は
ん
と
の
こ
と
を
決
議
し
散
会

し
た
る
が
、
右
委
員
三
名
は
二
日
出
発
京
都
に
赴
け
り
。
▲
同
事
務
所
は
名

古
屋
市
役
所
内
に
設
置
し
あ
り
。
加
之
三
日
よ
り
南
鍛
冶
町
の
元
市
立
商
業

学
校
内
に
移
転
せ
り
。（
名
古
屋

通　

信
）
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奉
安
地
期
成
運
動
〔
明
治
35
年
８
月
７
日　

第
四
八
七
二
号
〕

名
古
屋
に
於
け
る
仏
骨
奉
安
地
期
成
同
盟
会
は
、
中
々
熱
心
に
運
動
し
つ
ゝ

あ
る
が
、
此
程
来
同
地
の
清
水
機
然
、
丹
羽
円
外
三
氏
、
京
都
に
開
会
す
る

各
管
長
会
議
の
内
情
偵
察
と
し
て
、
京
都
に
入
り
た
り
と
云
ふ
。

覚
王
殿
建
立
の
催
促
〔
明
治
35
年
８
月
９
日　

第
四
八
七
四
号
〕

暹
羅
国
皇
帝
よ
り
仏
骨
を
分
贈
せ
ら
れ
た
る
以
来
、
既
に
二
ケ
年
を
経
る

も
、
未
だ
覚
王
殿
建
立
に
至
ら
ず
。
同
帝
に
は
時
々
稲
垣
公
使
に
向
て
御
下

問
あ
る
趣
き
に
て
、
両
三
日
前
同
公
使
よ
り
真
宗
各
派
管
長
に
対
し
、
速
に

建
立
の
運
に
尽
力
あ
り
た
き
旨
依
頼
あ
り
た
り
と
云
ふ
。

仏
骨
奉
安
地
同
盟
会
の
近
況
〔
明
治
35
年
８
月
９
日　

第
四
八
七
四
号
〕

名
古
屋
な
る
御
遺
形
奉
安
地
期
成
同
盟
会
よ
り
、
運
動
員
と
し
て
上
京
中
な

り
し
長
谷
川
、
野
村
の
両
氏
は
、
去
四
日
帰
名
し
た
る
が
、
二
氏
は
入
洛
後

直
に
東
西
両
本
願
寺
法
主
、
村
田
大
菩
提
会
々
長
、
其
他
在
京
都
の
各
宗
派

管
長
を
歴
訪
し
た
る
に
、
村
田
妙
法
院
管
長
、
前
田
妙
心
寺
執
事
を
除
き
て

は
何
れ
も
賛
成
を
表
し
、
又
村
田
、
前
田
両
氏
と
て
も
、
或
事
情
の
た
め
同

盟
会
に
公
然
賛
同
を
な
さ
ゞ
る
も
、
別
に
反
対
の
意
見
あ
る
に
も
あ
ら
ず
と

い
へ
ば
、
今
日
の
場
合
各
宗
派
管
長
は
、
殆
ど
全
体
名
古
屋
説
に
傾
き
た
れ

ば
、
来
る
管
長
会
議
に
は
無
論
、
大
多
数
を
以
て
名
古
屋
説
を
可
決
す
る
に

至
る
べ
し
。
▲
前
項
二
氏
は
、
大
森
府
知
事
が
京
都
説
を
主
張
す
る
よ
し
を

耳
に
せ
し
よ
り
、
氏
を
官
邸
に
訪
問
し
て
、
同
盟
会
の
現
状
管
長
の
意
向
等

を
陳
じ
て
其
意
見
を
叩
き
た
る
に
、
氏
は
始
め
多
少
名
古
屋
説
を
批
難
す
る

語
気
あ
り
し
も
、
二
氏
の
説
明
を
聴
き
て
同
盟
会
の
熱
心
を
称
賛
し
、
此
問

題
に
関
し
て
は
更
に
干
渉
せ
ざ
る
こ
と
を
誓
ひ
た
り
と
。
▲
越
前
在
住
の
管

長
に
向
つ
て
運
動
の
た
め
、
去
三
日
出
張
し
た
る
井
筒
是
寛
、
杉
本
義
衍
の

二
氏
は
、
四
山
管
長
の
賛
成
を
得
て
、
去
る
五
日
帰
名
し
た
り
。
▲
管
長
会

議
早
開
説
は
、
種
々
都
合
あ
る
よ
し
に
て
、
終
に
賛
同
を
得
ず
。
愈
来
二
十

六
日
よ
り
一
週
間
、
開
会
の
事
に
決
し
た
る
を
以
て
、
同
盟
会
の
重
な
る
僧

侶
数
十
名
は
、
二
十
三
日
頃
よ
り
上
京
す
る
筈
な
り
。
▲
去
四
日
午
後
一
時

よ
り
東
別
院
、
同
七
時
よ
り
朝
日
座
に
於
て
大
演
説
会
を
開
き
た
る
に
、
聴

衆
場
に
充
ち
な
か
〳
〵
盛
会
な
り
き
。
▲
前
号
所
報
の
如
く
去
月
十
七
日
、

稲
垣
暹
羅
国
公
使
発
、
各
宗
管
長
及
び
青
山
名
古
屋
市
長
に
宛
て
た
る
書
面

を
見
る
に
、
同
盟
会
に
取
り
て
は
尤
も
大
勢
力
の
後
楯
を
得
た
る
も
の
に

て
、
各
宗
管
長
宛
の
書
面
に
は
、
仏
舎
利
御
分
与
後
既
に
二
星
霜
の
今
日
、

未
だ
覚
王
殿
の
敷
地
す
ら
決
定
に
至
ら
ざ
る
よ
し
、
然
る
に
暹
羅
国
皇
太
子

殿
下
の
御
来
遊
期
も
本
年
十
月
に
確
定
し
た
る
よ
し
に
て
、
尚
今
日
の
如
く

に
て
は
、
同
国
帝
室
に
対
し
て
自
分
も
面
目
な
く
、
且
は
日
本
仏
教
徒
の
不

面
目
此
上
な
け
れ
ば
、
各
位
協
和
一
致
し
て
御
英
断
有
之
度
、
名
古
屋
よ
り

同
盟
会
の
名
を
以
て
賛
助
を
求
め
来
り
た
れ
ば
、
別
紙
の
如
く
全
然
賛
成
の

答
を
な
し
た
る
が
、
暹
羅
帝
に
於
せ
ら
れ
て
は
、
殊
の
外
御
満
足
被
思
召
候

旨
の
御
綸
旨
も
あ
り
、
と
の
文
意
に
て
、
又
青
山
市
長
宛
の
も
の
は
、
同
盟

会
の
挙
に
賛
同
し
別
紙
管
長
宛
の
書
面
も
送
り
た
る
も
、
尚
自
分
の
尽
瘁
に

て
効
力
あ
ら
ば
遠
慮
な
く
通
知
せ
ら
れ
た
し
、
と
い
ふ
意
味
な
り
し
と
。
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暹
羅
皇
太
子
来
朝
延
期
〔
明
治
35
年
８
月
12
日　

第
四
八
七
七
号
〕

暹
羅
国
皇
太
子
殿
下
に
は
、
来
る
九
月
中
旬
本
邦
に
御
立
寄
の
御
予
定
な
り

し
が
、
英
国
よ
り
御
帰
途
米
国
御
滞
在
に
長
時
日
を
要
せ
ら
る
ゝ
に
付
き
、

来
十
一
月
初
旬
に
御
来
朝
、
御
延
引
の
旨
其
筋
に
通
牒
あ
り
た
り
と
云
ふ
。

覚
王
殿
の
競
争
益
激
甚
〔
明
治
35
年
８
月
12
日　

第
四
八
七
七
号
〕

仏
骨
奉
安
地
に
関
す
る
競
争
は
、
其
後
益
々
激
甚
に
し
て
、
京
都
説
を
主
持

す
る
前
田
誠
節
師
は
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
を
終
り
た
る
後
活
溌
な
る
運
動

を
開
始
す
る
筈
に
て
、
従
来
岐
阜
に
て
発
行
し
た
る
「
菩
提
」
を
京
都
に
移

し
て
、
専
ら
京
都
説
を
主
張
せ
し
め
、
十
五
日
頃
よ
り
は
大
演
説
会
を
開
催

す
る
手
筈
な
り
と
云
ふ
。
然
る
に
愛
知
側
に
て
も
愈
々
手
強
き
運
動
を
継
続

し
、
手
段
往
々
脅
喝
に
渉
る
も
の
な
か
ら
ず
。
近
来
は
稲
垣
暹
羅
公
使
が
名

古
屋
説
に
賛
成
す
る
書
面
を
振
廻
は
し
て
、
頻
り
に
其
地
に
引
寄
せ
ん
と
躍

動
し
居
れ
る
も
、
右
に
関
し
て
菩
提
会
長
の
手
許
へ
は
何
等
の
通
知
な
き
は

不
思
議
に
て
、
或
は
偽
作
に
は
あ
ら
ず
や
と
の
疑
も
あ
れ
ば
、
会
長
よ
り
は

長
文
の
照
会
状
を
公
使
に
発
送
し
、
電
報
に
て
廻
答
を
促
し
た
れ
ば
、
不
日

真
相
を
知
り
得
べ
く
、
果
し
て
偽
作
な
り
と
せ
ば
、
紛
擾
は
益
々
甚
し
か
る

可
と
の
事
な
り
。

覚
王
殿
建
立
地
に
就
て
〔
明
治
35
年
８
月
13
日　

第
四
八
七
八
号
〕

同
殿
建
立
地
に
就
て
は
、
屡
々
記
す
る
所
あ
り
し
が
、
愈
よ
本
月
末
に
開
か

る
べ
き
各
宗
管
長
会
議
に
於
て
、
何
れ
に
か
確
定
す
べ
け
れ
ど
も
、
今
よ
り

其
候
補
地
に
付
て
予
想
す
る
に
、
東
京
は
各
宗
に
於
て
希
望
す
る
処
と
云

ひ
、
殊
に
帝
都
の
事
な
れ
ば
、
是
非
建
立
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
元
来
東

京
に
於
て
は
、
建
立
に
要
す
る
一
切
の
費
用
を
負
担
し
て
ま
で
も
建
立
せ
ん

こ
と
の
決
心
は
な
く
、
又
遠
州
三
方
ケ
原
は
、
頃
日
に
至
り
て
賛
成
者
少
な

く
、
到
底
同
地
に
建
立
す
る
事
は
覚
束
な
か
る
べ
し
。
名
古
屋
に
て
は
其
理

由
と
す
る
所
全
く
市
繁
栄
策
に
出
づ
る
も
の
ゝ
如
し
。
或
人
は
第
五
回
博
覧

会
を
大
阪
に
開
か
る
ゝ
事
と
な
り
た
る
を
以
て
、
第
六
回
博
覧
会
に
は
名
古

屋
は
大
に
運
動
す
べ
き
に
付
、
今
に
於
て
覚
王
殿
を
建
立
し
て
、
外
人
の
眼

を
惹
か
ん
と
す
る
に
あ
り
と
云
へ
り
。
且
つ
名
古
屋
に
て
は
、
愈
よ
建
立
せ

ら
る
ゝ
に
決
せ
ば
、
菩
提
会
に
属
す
る
一
切
の
費
用
を
も
負
担
せ
ん
意
気
込

み
な
れ
ば
、
之
が
解
決
に
は
随
分
困
難
な
る
べ
し
。
尚
京
都
は
各
宗
本
山
所

在
地
た
る
と
会
長
及
び
副
会
長
の
望
む
所
な
れ
ば
、
果
し
て
如
何
に
決
す
べ

き
や
と
云
ふ
者
あ
り
。

菩
提
会
役
員
会
〔
明
治
35
年
８
月
16
日　

第
四
八
八
一
号
〕

大
菩
提
会
本
部
に
於
て
は
、
覚
王
殿
位
置
選
定
に
関
し
役
員
間
の
意
見
一
致

せ
ず
、
来
る
廿
六
日
よ
り
妙
心
寺
に
於
て
各
宗
派
会
を
開
く
に
付
て
は
、
予

じ
め
本
部
役
員
の
意
見
を
一
定
す
る
の
必
要
あ
り
と
て
、
村
田
会
長
は
役
員

一
同
を
召
集
し
、
去
十
一
日
妙
法
院
に
於
て
協
議
会
を
開
き
た
る
が
、
過
般

来
窃
か
に
名
古
屋
説
に
賛
成
を
表
し
た
る
も
の
も
、
公
然
其
意
見
を
発
表
す

る
も
の
一
人
も
な
く
、
全
会
一
致
京
都
奉
安
の
議
を
決
し
た
る
由
。

仏
骨
奉
安
地
と
渥
美
師
〔
明
治
35
年
８
月
18
日　

第
四
八
八
三
号
〕

日
本
大
菩
提
会
は
、
本
年
一
月
の
宗
派
会
に
て
、
奉
安
地
に
係
る
委
員
を
大
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谷
派
の
渥
美
、
妙
心
寺
派
の
前
田
、
天
台
の
中
村
等
各
宗
派
よ
り
撰
定
し
、

東
上
を
初
め
都
て
の
事
に
従
は
し
め
た
り
。
此
の
頃
名
古
屋
に
於
け
る
奉
安

地
に
つ
き
て
各
委
員
は
、
実
地
調
査
の
た
め
同
地
に
出
張
し
た
り
し
に
、
渥

美
師
は
自
ら
差
支
あ
り
と
て
、
名
古
屋
別
院
管
事
竹
山
得
界
氏
を
代
理
と
し

て
出
張
せ
し
め
た
り
。
之
に
つ
い
て
或
る
一
部
の
人
は
、
此
は
全
く
宗
派
会

を
踏
み
潰
し
た
る
処
置
な
り
。
自
分
出
ね
ば
夫
れ
ま
で
な
り
、
勝
手
に
代
理

を
出
す
抔
は
不
都
合
な
り
。
又
名
古
屋
支
部
が
之
を
黙
認
し
て
居
る
の
も
不

都
合
な
り
、
と
て
つ
ぶ
や
き
居
れ
り
と
云
ふ
。

名
古
屋
と
覚
王
殿
〔
明
治
35
年
８
月
18
日　

第
四
八
八
三
号
〕

同
地
に
於
て
は
運
動
事
務
所
を
市
役
所
内
に
移
し
、
益
盛
な
る
運
動
を
な
す

こ
と
ゝ
な
り
、
市
内
各
部
に
演
説
会
を
開
き
、
来
る
二
十
日
頃
よ
り
管
長
会

議
再
興
運
動
と
し
て
、
続
い
て
議
員
を
派
遣
す
る
筈
な
り
と
。

大
菩
提
会
の
役
員
会
〔
明
治
35
年
８
月
18
日　

第
四
八
八
三
号
〕

京
都
な
る
大
菩
提
会
本
部
に
て
は
、
来
る
廿
五
日
よ
り
妙
心
寺
に
開
会
す
る

各
宗
管
長
会
議
の
準
備
と
し
て
、
仏
骨
奉
安
殿
建
築
選
定
地
に
関
す
る
役
員

会
の
意
見
を
、
一
定
す
る
の
必
要
あ
り
と
し
、
去
る
十
一
日
村
田
同
会
々
長

は
、
妙
法
院
に
役
員
一
同
を
会
し
て
協
議
せ
し
に
、
全
会
一
致
に
て
京
都
説

に
決
し
た
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
問
題
に
就
て
〔
明
治
35
年
８
月
27
日　

第
四
八
九
二
号
〕

覚
王
殿
建
設
に
就
て
、
名
古
屋
の
競
争
運
動
に
刺
撃
せ
ら
れ
し
も
の
か
、
京

都
市
民
も
同
問
題
を
等
閑
に
附
す
る
能
は
ざ
る
と
思
ひ
し
に
依
る
か
、
今
回

同
地
の
平
安
同
志
会
は
左
の
如
き
理
由
書
を
発
表
し
、
市
内
各
区
に
以
て
配

附
し
、
大
に
輿
論
を
喚
起
す
る
考
な
り
と
云
ふ
。

　
　
　
　

綱　
　
　
　

領

一
、
本
会
は
内
聖
骨
奉
迎
の
初
志
を
完
ふ
し
、
外
暹
羅
国
王
陛
下
の
叡
慮
に

答
ふ
る
こ
と
を
期
す
。

一
、
本
会
は
京
都
を
以
て
覚
王
殿
建
設
地
と
定
む
。

一
、
本
会
は
各
宗
派
管
長
会
議
を
し
て
京
都
設
置
に
可
決
せ
し
む
る
こ
と
を

期
す
。

　
　
　
　

理　
　
　
　

由

一
、
遺
形
奉
安
地
京
都
に
確
定
す
る
は
、
歴
史
及
輿
論
の
許
す
処
な
り
。

　

日
本
仏
教
の
中
心
が
吾
京
都
に
在
る
は
論
を
要
せ
ず
。
故
に
京
都
は
昔
日

の
帝
都
な
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
仏
教
の
教
府
な
り
。
之
れ

　

桓
武
天
皇
奠
都
已
来
の
歴
史
に
し
て
、
今
此
地
を
選
ん
で
覚
王
殿
の
建
設

地
と
す
る
は
、
決
し
て
一
時
便
宜
の
所
以
に
あ
ら
ず
。
去
れ
ば
京
都
奉
安

の
議
は
、
御
遺
形
奉
迎
の
前
に
於
て
、
各
宗
全
体
が
暗
諾
黙
契
せ
る
処
な

り
。

一
、
覚
王
殿
京
都
建
設
は
、
奉
迎
前
に
於
て
先
決
す
る
処
な
り
。

　

暹
羅
駐
在
帝
国
弁
理
公
使
稲
垣
満
次
郎
が
、
御
遺
形
分
贈
の
こ
と
を
奏
請

す
る
時
、
彼
国
の
外
務
大
臣
パ
ス
カ
ラ
ウ
オ
ン
ダ
ス
親
王
に
宛
て
た
る
書

中
の
一
節
に
曰
く
、

　
　

前
略
、
小
生
が
微
衷
幸
に
陛
下
の
御
嘉
納
を
得
ば
、
更
に
本
国
よ
り
御

遺
形
奉
迎
の
為
め
来
暹
す
べ
き
委
員
の
議
に
付
て
は
、
可
成
日
本
□
仏
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教
徒
を
完
全
に
代
表
す
べ
き
者
た
ら
し
む
る
事
は
、
小
生
微
力
を
惜
ま

ざ
る
可
く
、
又
た
御
遺
形
保
存
の
□
処
方
法
如
何
に
関
し
て
は
、
各
宗

派
の
代
表
者
に
一
任
す
可
者
と
存
候
得
共
、
小
生
想
に
旧
都
平
安
城

は
、
今
日
尚
仏
教
各
宗
派
の
渕
叢
地
た
る
を
以
て
、
多
分
同
地
を
選
定

可
致
事
と
存
候
、
云
々
。

　

之
れ
蓋
し
、
稲
垣
君
一
家
の
私
説
私
見
に
あ
ら
ず
し
て
、
実
に
歴
史
及
び

実
際
此
人
を
□
へ
て
此
説
を
為
さ
し
め
た
り
。
又
た
之
を
伝
聞
せ
し
吾
教

徒
も
、
之
に
対
し
て
一
人
だ
も
稲
垣
公
使
の
誤
解
謬
見
を
鳴
ら
す
も
の
あ

ら
ざ
り
し
。
以
て
京
都
が
如
何
に
奉
安
地
に
適
合
す
る
か
を
可
知
な
り
。

一
、
覚
王
殿
の
位
地
を
他
に
求
む
る
は
永
遠
の
計
に
あ
ら
ず
。

　

京
都
は
各
宗
本
山
の
林
立
す
る
処
□
氏
の
此
に
来
る
も
の
多
く
、
信
念
を

各
山
各
寺
に
運
ぶ
信
徒
に
し
て
の
京
都
の
繁
栄
は
、
実
に
其
過
半
を
挙
げ

て
之
に
帰
せ
ざ
る
を
得
ず
。
之
を
以
て
京
都
設
置
が
、
如
何
に
全
国
信
徒

の
希
望
に
副
ふ
べ
き
か
を
知
る
な
り
。
此
便
益
は
則
ち
、
奉
迎
を
動
機
と

し
て
興
る
日
本
仏
教
の
大
経
綸
を
画
す
る
要
素
に
し
て
、
京
都
に
し
て
始

て
之
を
期
待
し
得
べ
し
。
然
る
に
之
を
思
は
ず
し
て
妄
り
に
軽
卒
の
議
を

決
し
、
奉
安
地
を
他
に
求
む
る
が
如
き
は
、
断
じ
て
仏
教
の
長
計
を
完
ふ

す
る
所
以
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

一
、
遺
形
安
奉
所
を
新
旧
の
帝
都
に
定
む
る
は
、
国
家
を
通
じ
て
同
一
な

り
。

　

吾
、
明
治
三
十
三
年
暹
羅
国
王
よ
り
御
遺
形
の
分
贈
を
得
し
、
国
は
単
に

□
国
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
而
し
て
各
国
共
に
既
に
早
く
奉
安
所
を
確
定
□

も
悉
く
旧
新
二
郡
を
選
ら
ぶ
こ
と
左
の
如
し
。

　
　

暹
羅
国
奉
安
所
主
都　
　
　

バ
ン
コ
ツ
ク
府

　
　

緬
甸
国
奉
安
所
旧
都　
　
　

マ
ン
ダ
レ
ー
主
都
ラ
ン
グ
ン

　
　

印
度
国
奉
安
所
旧
都　
　
　

ケ
ン
ヂ
ー
主
都
コ
ロ
ン
ボ

　
　

露
西
亜
奉
安
所
旧
都　
　
　

モ
ス
コ
ー

　
　
　
　
　

結　
　
　
　

論

　

帝
王
は
帝
都
を
去
ら
ず
。
若
し
去
れ
ば
之
れ
一
時
の
出
征
な
る
が
ご
と

く
、
覚
王
は
宜
し
く
教
都
に
住
ま
る
可
し
。
而
し
て
吾
平
安
の
旧
都
は
、

教
権
の
中
心
と
し
て
実
に
仏
教
の
教
都
な
り
。
此
教
都
あ
る
に
拘
は
ら

ず
、
妄
り
に
一
時
の
便
宜
を
以
て
御
遺
形
の
奉
安
地
を
他
に
求
め
ん
と
す

る
が
如
き
は
、
恰
も
帝
都
已
外
に
帝
王
の
玉
座
を
移
さ
ん
と
す
る
が
如

し
。
京
都
奉
安
説
の
正
否
は
敢
て
多
く
弁
明
を
奏
せ
ざ
る
な
り
。

三
浦
将
軍
の
移
檄
（
覚
王
殿
敷
地
選
定
問
題
）〔
明
治
35
年
８
月
28
日　

第
四
八
九
三
号
〕

覚
王
殿
建
設
地
選
定
問
題
は
、
今
や
仏
教
界
の
一
大
問
題
と
な
り
。
異
説
百

出
殆
ん
ど
帰
着
す
る
処
な
く
、
其
の
各
宗
管
長
会
議
に
於
け
る
決
定
如
き

も
、
ま
た
未
だ
容
易
に
予
想
す
べ
か
ら
ざ
る
も
、
大
勢
は
名
古
屋
説
に
傾
き

つ
ゝ
あ
る
が
如
し
。
今
仏
教
界
に
於
け
る
有
力
な
る
三
浦
将
軍
、
亦
京
都
人

士
の
性
格
上
を
論
断
し
て
、
左
の
如
く
名
古
屋
説
を
主
張
し
、
此
れ
が
檄
文

を
各
宗
管
長
へ
提
出
し
た
り
。

　

案
す
る
に
我
日
本
の
仏
教
徒
が
、
暹
羅
国
よ
り
奉
迎
し
来
り
し
仏
舎
利
を

奉
迎
す
べ
き
覚
王
殿
建
設
の
土
地
に
就
て
は
、
衆
議
紛
々
と
し
て
未
だ
定

説
あ
る
を
聞
か
ず
。
従
つ
て
大
菩
提
会
、
亦
其
選
定
に
惑
ひ
つ
ゝ
あ
る
が
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如
し
。
茲
に
於
て
か
今
や
各
宗
管
長
会
議
の
開
会
あ
る
に
方
り
て
、
余
は

聊
か
意
見
を
陳
述
し
、
以
て
各
宗
管
長
猊
下
の
勇
断
を
催
告
す
る
所
あ
ら

ん
と
欲
す
。

　

抑
も
覚
王
殿
建
設
の
土
地
に
関
す
る
衆
議
中
、
最
も
天
下
の
視
線
を
引
き

つ
ゝ
あ
る
は
、
京
都
並
に
名
古
屋
の
両
説
な
り
と
す
。
故
に
右
両
地
に
就

て
其
利
害
得
失
を
対
較
し
て
、
将
来
永
遠
の
大
策
を
講
ず
る
は
、
尤
も
今

日
の
急
務
な
る
べ
し
と
信
ず
。
此
れ
余
が
右
両
地
に
関
し
て
少
し
く
論
究

す
る
所
あ
ら
ん
と
欲
す
る
所
以
な
り
。
蓋
し
古
今
を
通
じ
東
西
に
渉
り
て

狎
れ
易
く
倦
み
安
き
は
、
人
情
の
通
弊
な
り
と
す
。
故
に
苟
も
新
事
業
を

起
す
に
方
り
て
は
、
必
ず
や
先
づ
其
所
依
の
境
を
選
み
、
其
土
地
の
人
情

風
俗
を
観
察
し
て
、
之
れ
に
着
手
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
遂
に
其
効
果
を

収
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
。
今
之
れ
を
我
邦
の
仏
教
歴
史
の
上
に
徴
す

る
に
、
奈
良
、
京
都
等
の
名
は
、
仏
教
初
生
の
地
と
し
て
頗
る
人
口
に
上

り
て
、
既
に
吾
人
の
耳
朶
に
狎
れ
つ
ゝ
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
由
来
京
都

の
地
た
る
や
、
人
心
多
く
は
一
時
の
華
美
を
競
ひ
て
、
永
遠
の
事
業
を
策

す
る
の
思
想
に
乏
し
く
、
諸
般
の
商
業
一
こ
と
し
て
世
界
的
日
進
を
図
る

も
の
な
く
、
其
他
神
社
仏
閣
に
対
す
る
観
念
等
に
至
り
て
も
、
所
謂
大
□

客
的
の
計
を
成
す
こ
と
に
の
み
孜
々
と
し
て
も
、
絶
て
永
遠
の
効
を
将
来

に
期
す
る
こ
と
あ
る
な
し
。
故
に
其
結
果
の
及
ぶ
所
を
見
る
に
、
近
く
は

彼
の
豊
国
会
の
如
き
、
大
極
殿
御
造
営
の
如
き
、
又
は
菅
公
会
の
如
き
、

何
れ
も
皆
一
時
的
と
な
り
、
祭
礼
的
と
な
り
終
り
し
に
非
ず
や
。
加
之
、

仏
舎
利
奉
迎
當
時
に
於
け
る
京
都
の
士
民
が
、
之
れ
に
対
す
る
感
情
、
並

に
奉
迎
事
件
の
如
き
、
何
れ
か
其
風
習
に
促
さ
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
と

す
る
乎
。
果
し
て
然
ら
ば
仮
令
京
都
は
、
各
宗
本
山
の
所
在
地
に
し
て
、

又
由
来
仏
教
に
因
縁
あ
る
土
地
に
覚
王
殿
を
建
設
し
、
仏
舎
利
を
奉
安
せ

ん
と
欲
す
る
は
、
□
も
所
依
の
境
を
進
み
得
た
る
も
の
と
称
す
べ
き
に
非

ざ
る
こ
と
は
、
余
が
言
を
待
た
ず
し
て
明
か
な
る
べ
し
。
試
み
に
卑
近
な

る
一
例
を
挙
げ
て
之
を
解
す
る
に
、
今
幼
児
に
玩
弄
物
を
与
ふ
る
と
せ
ん

に
、
仮
令
同
一
玩
弄
物
な
り
と
す
る
も
、
之
れ
を
愛
す
る
の
情
と
之
れ
を

永
遠
に
保
持
す
る
の
念
と
は
、
都
会
の
幼
児
と
村
里
の
幼
児
と
を
比
較
す

る
に
差
異
果
し
て
幾
何
ぞ
や
。
都
会
の
幼
児
は
忽
ち
に
し
て
物
を
愛
し
安

き
と
共
に
、
忽
ち
に
し
て
倦
み
安
し
と
雖
も
、
村
里
の
幼
児
に
至
り
て
は

然
ら
ず
。
一
旦
人
の
玩
弄
物
を
与
ふ
る
あ
ら
ば
、
深
く
之
れ
を
愛
し
て
倦

ま
ず
。
而
か
も
永
く
愛
着
し
て
措
く
こ
と
な
し
。
蓋
し
此
の
見
易
き
理
数

は
、
独
り
幼
児
の
上
に
の
み
あ
り
て
存
ず
る
に
あ
ら
ず
。
所
依
の
境
遇
に

よ
り
て
人
情
に
変
化
を
与
ふ
る
こ
と
、
概
ね
斯
く
の
如
し
と
云
は
ざ
る
可

か
ら
ず
。
想
ふ
に
京
都
の
人
心
は
、
殆
ど
都
会
の
幼
児
の
物
を
愛
し
安

く
、
物
を
憎
み
安
き
に
似
て
、
名
古
屋
は
全
く
之
に
反
し
、
一
物
を
愛
玩

し
て
永
遠
に
持
続
す
る
こ
と
、
恰
も
村
里
の
幼
児
に
均
し
と
謂
つ
べ
き
な

り
。

　

夫
然
り
然
ら
ば
、
覚
王
殿
建
設
の
土
地
を
選
ぶ
に
方
り
て
も
、
此
見
易
き

道
理
に
照
し
て
遺
骨
を
永
く
保
持
し
、
且
つ
之
を
珍
重
す
る
者
に
与
ふ
る

に
於
て
は
、
即
ち
暹
羅
国
皇
帝
陛
下
よ
り
分
与
せ
ら
れ
た
る
聖
旨
に
も
協

ふ
べ
く
、
又
我
日
本
仏
教
徒
が
至
誠
熱
心
、
之
を
奉
迎
し
来
り
た
る
素
意

を
も
達
す
る
こ
と
を
得
。
抑
も
又
仏
檀
結
縁
の
萌
芽
も
着
々
顕
揚
発
育
す

る
に
至
ら
ん
。
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且
つ
は
京
都
の
地
た
る
や
、
彼
の
神
社
仏
閣
の
壮
麗
人
目
を
驚
か
す
も
の

あ
り
と
雖
、
人
心
之
が
た
め
に
先
づ
狎
れ
、
先
づ
倦
み
、
道
心
日
々
に
薄

ふ
し
て
、
積
弊
此
に
萌
す
。
然
る
に
名
古
屋
は
之
に
反
し
て
、
人
心
も
軽

浮
な
ら
ず
、
信
念
も
京
都
に
比
す
る
に
純
一
な
り
と
云
ふ
べ
し
。
故
に
一

た
び
覚
王
殿
を
此
地
に
建
設
し
て
、
霊
骨
を
安
置
し
奉
る
あ
ら
ば
、
是
れ

を
動
機
と
し
て
益
々
比
隣
の
諸
念
を
団
結
せ
し
む
る
こ
と
を
得
べ
き
は
、

勿
論
之
を
活
動
の
中
心
と
し
て
、
各
宗
積
年
の
確
執
を
打
破
す
る
に
至
る

べ
き
や
必
せ
り
。
是
れ
余
が
各
宗
合
同
の
機
は
、
京
都
よ
り
も
名
古
屋
を

以
て
円
熟
せ
り
と
予
期
し
て
、
此
地
に
覚
王
殿
を
建
設
せ
ん
と
欲
す
る
所

以
な
り
。
更
に
世
人
が
新
事
業
を
策
す
る
上
に
於
て
尤
も
、
困
難
に
感
ず

る
所
の
経
費
の
点
よ
り
し
て
、
両
地
を
比
較
し
来
る
に
、
之
を
一
時
的
祭

礼
的
の
嗜
好
に
富
め
る
京
都
人
心
に
就
て
、
永
遠
を
期
す
る
事
業
の
経
費

を
要
求
せ
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
名
古
屋
の
人
心
に
檄
し
て
、
事
を
計
る
の
易

き
に
如
か
ざ
る
べ
し
。
殊
に
況
ん
や
名
古
屋
は
既
に
多
額
の
入
費
を
確
定

し
て
、
之
を
提
供
し
つ
ゝ
あ
り
と
聞
く
。

　

以
上
の
事
実
に
就
て
、
既
往
を
以
て
将
来
を
照
し
来
ら
ば
、
覚
王
殿
建
築

の
土
地
を
し
て
、
世
人
の
視
線
を
引
き
つ
ゝ
あ
る
京
都
説
、
並
に
名
古
屋

説
の
両
地
の
利
害
得
失
は
、
最
早
余
の
言
を
待
た
ず
し
て
明
瞭
な
る
べ

し
。
冀
く
は
各
宗
管
長
猊
下
公
平
の
眼
を
以
て
、
両
地
の
利
害
得
失
を
対

照
深
く
将
来
を
鑑
み
て
、
現
下
の
情
弊
を
打
破
し
、
英
断
を
以
て
名
古
屋

説
に
決
定
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
千
祈
万
祷
の
至
り
に
堪
ず
。
謹
白

　
　

明
治
三
十
五
年
八
月

 

正
三
位
勲
一
等
子
爵
枢

密
顧
問
官
陸
軍
中
将
　

三
浦　

梧
楼

敷
地
選
定
と
委
員
（
名
古
屋
説
派

の
意
気
込
み

）〔
明
治
35
年
８
月
28
日　
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大
覚
王
殿
建
設
敷
地
選
定
委
員
会
は
、
曩
に
東
京
、
京
都
、
三
形
原
の
内
、

何
れ
へ
か
選
定
す
べ
し
と
の
趣
旨
を
以
て
選
任
さ
れ
し
も
の
に
し
て
、
其
後

に
於
て
提
出
さ
れ
た
る
名
古
屋
説
に
就
て
、
採
否
の
権
な
し
と
は
、
京
都
派

の
唱
道
す
る
所
な
る
を
以
て
、
議
事
法
上
、
或
は
委
員
再
附
托
と
な
る
べ
き

は
固
よ
り
予
想
す
べ
き
処
な
る
が
、
京
都
派
に
於
て
之
を
主
張
す
る
は
、

大
々
的
魂
胆
の
存
ず
る
所
以
に
し
て
、
予
じ
め
名
古
屋
説
の
鋭
鋒
當
る
べ
か

ら
ざ
る
も
の
あ
る
を
予
知
し
、
名
を
委
員
再
附
托
に
仮
り
、
敢
て
其
決
定
を

延
期
せ
し
め
、
更
に
徐
ろ
に
画
策
す
る
目
的
の
存
ず
る
こ
と
は
、
行
掛
上
今

よ
り
想
像
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
も
来
る
十
月
の
交
に
は
、
暹
国
皇

太
子
殿
下
の
御
来
朝
も
あ
れ
ば
、
今
に
及
ん
で
固
よ
り
荏
苒
日
を
昿
う
し
て

機
宜
を
誤
り
、
畢
に
我
国
信
徒
の
信
念
の
薄
弱
な
る
を
表
白
し
て
、
斯
界
に

一
大
汚
点
を
貽
す
が
如
き
は
、
絶
対
に
之
を
排
斥
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
次
第

な
れ
ば
、
愛
知
期
成
同
盟
会
運
動
委
員
に
於
て
は
、
此
覚
悟
を
な
し
、
仮
し

委
員
再
附
托
と
な
る
も
、
飽
ま
で
今
回
の
管
長
会
議
の
開
期
二
、
三
日
を
延

長
す
る
も
、
決
定
せ
し
め
ん
意
気
込
に
て
、
一
瀉
千
里
を
以
て
、
老
獪
な
る

一
派
を
し
て
、
其
間
に
猾
策
を
施
す
の
余
地
な
か
ら
し
め
ん
筈
な
り
と
い

ふ
。

期
成
同
盟
会
檄
を
飛
ば
す
〔
明
治
35
年
８
月
29
日　

第
四
八
九
四
号
〕

名
古
屋
に
於
け
る
御
遺
形
奉
安
地
選
定
期
成
同
盟
会
は
、
某
一
派
の
如
く
、

敢
て
我
意
を
貫
徹
せ
ん
と
す
る
が
如
き
狭
量
を
以
て
、
云
為
す
る
も
の
に
あ

ら
ず
し
て
、
我
国
法
界
の
為
め
、
宗
派
宗
門
の
私
情
を
脱
し
、
仏
教
開
祖
に
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対
す
る
信
念
の
軽
重
を
問
は
ん
為
め
、
公
正
な
る
意
思
を
満
天
下
に
表
白
す

る
の
目
的
に
て
、
左
の
檄
文
を
飛
ば
せ
り
。

　
　
　

檄
し
て
満
天
下
の
仏
教
徒
に
告
ぐ

　

蕭
颯
と
し
て
秋
気
到
り
、
天
地
□
□
を
発
す
る
の
時
、
我
同
盟
会
は
、
茲

に
刻
下
の
急
に
迫
ま
れ
る
重
大
問
題
に
付
、
満
天
下
の
仏
教
徒
に
向
て
、

檄
告
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
れ
り
。

　

回
首
す
れ
ば
、
已
に
三
年
前
暹
羅
国
よ
り
、
釈
迦
大
覚
世
尊
の
御
遺
形
を

奉
迎
し
来
る
や
、
其
神
聖
な
る
宝
蓋
を
瞻
仰
し
て
、
海
内
万
衆
歓
呼
の
声

を
湧
か
し
、
前
古
稀
に
見
る
の
歓
迎
あ
り
し
は
、
今
猶
ほ
昨
の
如
く
歴
々

と
し
て
、
万
衆
の
眼
底
に
存
す
。
其
此
の
如
き
は
何
ぞ
や
他
な
し
。
此
盛

事
に
遭
遇
し
、
我
仏
教
の
為
め
に
一
新
紀
元
を
画
し
、
之
を
外
に
し
て
は

東
洋
幾
億
万
の
同
教
者
が
打
て
一
団
と
な
し
、
仏
教
を
し
て
二
十
世
紀
文

明
の
上
に
赫
々
煌
々
の
光
輝
を
発
揚
せ
し
む
可
く
、
之
を
内
に
し
て
は
我

仏
教
各
宗
派
の
和
協
統
合
を
計
り
、
積
弊
を
洗
刷
し
衰
運
を
挽
回
し
、
以

て
我
光
栄
あ
る
国
史
に
伴
へ
る
仏
教
の
隆
興
を
計
る
は
、
方
さ
に
是
時
に

在
る
こ
と
を
確
信
し
た
れ
ば
な
り
。

　

何
ぞ
図
ら
ん
、
此
盛
大
な
る
歓
迎
を
な
し
た
り
し
釈
尊
の
御
遺
形
は
、
今

や
仮
り
に
京
都
妙
法
院
の
一
隅
に
奉
安
し
、
荒
天
寂
地
□
雨
寒
煙
、
行
人

を
し
て
寧
ろ
疏
寞
の
感
に
堪
へ
ざ
ら
し
め
、
荏
苒
と
し
て
早
く
已
に
三
星

霜
を
経
過
せ
り
。
而
し
て
之
を
奉
安
す
可
き
大
覚
王
殿
建
立
の
位
置
を

も
、
猶
未
だ
決
定
す
る
に
至
ら
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
初
め
奉
迎
使
の
暹
国
の

至
る
や
、
御
遺
形
永
遠
の
持
護
に
関
し
て
は
、
暹
国
皇
帝
の
叡
慮
に
背
違

せ
ず
。
又
在
外
公
使
等
の
誠
意
を
空
く
せ
ず
。
必
ず
完
全
に
之
を
成
就
す

可
し
と
誓
言
し
た
る
に
拘
ら
ず
、
実
際
各
宗
派
の
言
動
を
察
す
る
に
、
徒

ら
に
執
我
排
異
凌
轢
争
抗
を
是
れ
事
と
し
、
其
間
の
歳
月
を
徒
消
す
る
の

み
に
し
て
、
曽
て
大
局
の
成
功
如
何
に
達
観
せ
ざ
る
が
如
き
は
、
奉
迎
使

が
暹
国
に
於
け
る
當
初
の
誓
言
に
背
く
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
仏
教
国
た
る

我
国
の
体
面
を
汚
損
す
る
こ
と
決
し
て
少
々
な
ら
ず
。
是
れ
天
下
識
者
の

斉
し
く
憤
痛
慨
嘆
す
る
所
な
り
。

　

今
日
に
至
り
大
覚
王
殿
建
立
の
位
置
等
に
就
て
、
或
は
漫
に
我
見
を
張
る

も
の
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
ど
も
、
已
に
三
年
の
歳
月
を
徒
過
し
て
、
未
だ

に
何
等
の
寸
□
の
見
る
可
き
な
く
、
唯
菩
提
会
々
務
の
大
蹉
跌
の
如
き
宗

派
間
の
抗
争
の
如
き
、
以
て
徒
ら
に
紛
擾
を
滋
く
す
る
を
見
る
の
み
。
夫

れ
三
年
に
し
て
何
等
見
る
可
き
な
き
も
の
、
五
年
、
十
年
、
亦
為
す
な
き

や
推
し
て
知
る
可
き
の
み
。

　

今
に
及
び
我
能
く
任
じ
て
之
に
當
る
と
言
ふ
の
も
あ
り
と
も
、
天
下
誰
か

復
之
を
信
ぜ
ん
。
究
竟
す
る
に
今
日
の
事
態
に
放
任
せ
ば
、
神
聖
な
る
御

遺
形
は
仮
奉
安
の
侭
と
な
り
、
大
覚
王
殿
の
建
立
も
遂
に
茫
々
昧
々
、
其

前
途
期
す
可
か
ら
ざ
る
に
終
ら
ん
か
な
。
我
同
盟
会
は
、
前
述
の
如
き
の

状
態
に
対
し
て
、
慷
慨
禁
ず
る
能
は
ず
。
愛
国
護
法
の
熱
誠
、
其
抑
塞
に

堪
へ
ず
。
已
む
を
得
ず
し
て
自
か
ら
起
り
、
励
声
疾
呼
し
て
天
下
に
唱

へ
、
此
際
姑
息
な
る
議
論
を
排
し
、
区
々
た
る
情
絆
を
絶
ち
、
至
公
至
正

な
る
奉
仏
の
信
念
に
よ
り
、
大
局
の
成
効
を
以
て
専
一
と
な
し
て
、
大
覚

王
殿
建
立
の
位
置
を
愛
知
県
名
古
屋
附
近
に
決
定
せ
ん
こ
と
を
主
張
し
、

自
ら
任
じ
て
此
が
大
な
る
責
務
を
担
當
せ
ん
こ
と
を
誓
へ
り
。
而
し
て
今

や
我
同
盟
会
の
誠
意
は
、
幸
に
社
会
多
数
の
同
感
を
得
、
在
暹
羅
国
公
使
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も
亦
、
此
挙
を
以
て
其
夙
志
に
副
へ
る
も
の
と
な
し
、
内
外
の
賛
成
続
々

至
り
、
会
員
の
数
已
に
五
□
余
万
と
称
し
、
益
々
其
活
動
を
見
る
は
我
会

の
最
も
栄
誉
と
す
る
所
な
り
。
抑
愛
知
県
は
我
帝
国
の
中
央
に
位
し
、
其

名
古
屋
市
は
東
西
二
京
の
間
に
居
り
、
殷
富
繁
盛
直
ち
に
三
都
に
亜
ぐ
。

而
し
て
此
地
方
は
、
古
来
仏
教
有
縁
の
境
に
し
て
、
三
十
三
派
尽
く
此
に

存
し
、
各
宗
寺
院
の
数
三
万
五
千
に
越
へ
、
信
徒
の
数
約
二
百
万
を
下
ら

ず
。
仏
教
の
隆
昌
な
る
全
国
多
く
其
比
を
見
ず
。
海
内
称
し
て
仏
教
の
中

心
と
な
す
。
是
を
以
て
我
会
の
一
た
び
組
織
す
る
や
、
愛
知
県
下
仏
教
徒

は
先
づ
自
か
ら
奮
起
し
て
、
非
常
の
大
担
任
力
あ
る
こ
と
を
表
白
し
、
寄

附
金
を
申
込
む
も
の
争
先
続
出
し
、
已
に
数
百
万
円
の
多
額
に
上
ぼ
り
、

其
建
設
敷
地
を
献
納
せ
ん
と
す
る
も
の
亦
続
々
た
り
。

　

今
や
奉
安
地
を
決
定
す
可
き
管
長
会
議
は
、
京
都
に
於
て
開
設
せ
ら
る
此

会
議
の
議
決
は
、
各
派
管
長
が
凌
轢
抗
争
の
圏
外
に
立
ち
、
和
協
一
致
し

て
大
公
至
正
な
る
判
断
を
下
し
、
右
奉
安
地
は
海
内
に
於
て
最
も
適
當
な

る
愛
知
県
下
に
選
定
す
る
に
至
る
べ
き
は
、
我
会
の
信
じ
て
疑
は
ざ
る
所

な
り
。
然
り
と
雖
ど
も
、
若
し
纏
綿
た
る
情
弊
に
絆
し
、
偏
私
な
る
我
執

に
陥
り
、
至
當
な
る
決
定
に
欠
く
る
が
如
き
あ
ら
ば
、
是
れ
自
か
ら
全
局

の
大
計
を
破
り
、
今
後
の
進
路
を
阻
害
す
る
も
の
に
し
て
、
外
に
は
暹
国

に
対
す
る
国
交
上
の
体
面
を
損
じ
、
内
に
は
仏
教
徒
の
為
め
に
非
常
の
大

恥
辱
を
招
く
の
結
果
に
至
ら
ざ
る
を
保
し
難
し
。
然
ら
ば
則
ち
此
会
議
の

一
可
一
否
、
直
ち
に
本
問
題
の
死
活
に
係
は
る
は
論
を
待
た
ず
。
敢
て
満

天
下
の
仏
教
徒
各
位
に
告
ぐ
。
各
位
は
其
満
身
の
鋭
気
を
此
に
発
し
、
其

満
腹
の
熱
誠
を
此
に
注
ぎ
、
挺
励
奮
躍
し
て
我
会
の
企
画
を
賛
し
、
我
会

の
主
張
を
援
け
、
此
緊
急
逼
迫
の
時
会
に
臨
む
、
猛
進
邁
往
以
て
我
会
の

目
的
を
遂
行
す
る
に
勉
め
ら
れ
ん
こ
と
を
。

　
　
　

明
治
三
十
五
年
八
月　
　
　

奉
安
地
選
定
期
成
同
盟
会

覚
王
殿
建
設
地
問
題
彙
報
〔
明
治
35
年
８
月
29
日　

第
四
八
九
四
号
〕

覚
王
殿
建
設
地
問
題
に
就
て
は
、
或
は
京
都
に
於
て
せ
ん
と
謂
ひ
、
又
は
名

古
屋
に
於
て
せ
ん
と
謂
ひ
、
久
し
く
決
せ
ざ
り
し
が
、
愈
々
廿
七
日
午
前
八

時
よ
り
、
菩
提
会
事
務
所
に
全
国
三
十
三
宗
派
の
管
長
会
議
を
開
き
、
何
分

之
を
決
定
す
る
事
と
な
り
、
開
会
の
準
備
既
に
全
く
整
へ
り
。
▲
右
に
付

き
、
他
府
県
の
各
宗
管
長
中
、
東
京
な
る
日
蓮
、
曹
洞
の
各
本
山
及
び
伊
勢

高
田
派
の
各
管
長
は
、
何
れ
も
其
代
理
人
既
に
廿
七
日
の
朝
着
京
し
、
他
は

廿
六
日
発
足
。
追
々
入
京
す
べ
き
様
子
な
り
。
▲
廿
七
日
の
会
議
々
件
は
、

兎
に
角
に
も
重
大
な
る
問
題
な
れ
ば
、
一
日
に
て
は
或
は
決
了
を
告
げ
が
た

く
、
廿
八
日
に
譲
る
や
も
測
ら
れ
ず
と
い
ふ
。
▲
会
議
決
了
の
上
な
ら
で

は
、
固
よ
り
予
め
之
を
知
る
に
由
な
き
も
、
在
京
都
及
び
近
府
県
東
京
の
各

宗
管
長
が
抱
く
所
の
意
見
を
卜
す
る
に
、
大
半
は
京
都
説
多
数
な
る
模
様
な

り
と
。

仏
教
徒
奉
安
期
成
同
盟
会
の
活
動
〔
明
治
35
年
８
月
29
日　

第
四
八
九
四
号
〕

覚
王
殿
建
設
地
選
定
会
も
、
時
日
追
々
切
迫
せ
し
を
以
て
、
期
成
同
盟
会
よ

り
、
廿
一
日
夜
行
汽
車
に
て
、
長
谷
川
百
太
郎
、
野
崎
兼
行
、
加
藤
梅
嶺
の

三
氏
、
西
京
へ
向
け
出
発
。
尚
引
続
き
奥
田
正
香
、
吉
田
禄
在
、
服
部
直

衡
、
清
水
直
、
服
部
小
十
郎
、
大
導
寺
忠
七
、
鈴
置
倉
次
郎
等
の
諸
氏
を
初
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め
、
名
古
屋
の
有
力
者
、
漸
次
上
京
運
動
上
に
関
し
、
大
に
尽
力
す
る
よ

し
。

覚
王
殿
選
定
会
〔
明
治
35
年
８
月
29
日　

第
四
八
九
四
号
〕

覚
王
殿
建
設
地
選
定
に
関
し
、
一
昨
廿
七
日
妙
法
院
に
各
管
長
の
協
議
会
を

開
き
た
る
が
、
協
議
会
は
遂
に
要
領
を
得
ず
。
更
に
四
名
の
委
員
を
挙
げ
て

協
議
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
結
局
本
会
議
に
入
ら
ず
し
て
、
同
六
時
頃
散
会
し

た
り
。
尚
本
会
議
は
、
今
二
十
九
日
午
前
九
時
よ
り
開
会
せ
ん
筈
な
り
と
云

ふ
。

覚
王
殿
建
設
地
〔
明
治
35
年
８
月
31
日　

第
四
八
九
六
号
〕

今
を
距
る
三
年
前
、
暹
羅
皇
帝
よ
り
分
贈
せ
ら
れ
た
る
仏
骨
の
奉
安
地
に
就

て
、
之
を
京
都
に
建
設
す
べ
し
と
云
あ
り
、
或
は
之
を
名
古
屋
に
設
く
べ
し

と
謂
ふ
あ
り
。
今
月
下
旬
に
於
て
京
都
に
開
か
れ
た
る
各
宗
管
長
会
議
に
於

て
、
之
を
決
す
る
筈
な
り
と
い
ふ
を
以
て
、
京
都
に
奉
安
す
べ
し
と
建
議
す

る
あ
り
。
名
古
屋
よ
り
は
重
な
る
運
動
員
が
西
京
に
到
り
、
且
つ
檄
を
四
方

に
伝
へ
な
ど
の
次
第
は
、
余
輩
が
連
日
の
紙
上
に
記
載
す
る
が
如
し
、
申
さ

ば
覚
王
殿
は
、
目
下
京
都
と
名
古
屋
の
引
パ
り
合
と
な
り
、
烈
し
き
競
争
を

各
宗
派
僧
侶
信
徒
中
に
現
出
せ
し
も
の
ゝ
如
し
。

余
輩
は
此
人
々
が
三
千
年
前
、
涅
槃
の
雲
に
か
く
れ
給
ひ
し
、
大
恩
教
主
の

遺
骨
奉
安
地
に
就
て
競
争
す
る
を
以
て
、
非
な
り
と
云
に
は
あ
ら
ず
。
然
れ

ど
も
京
都
に
ま
れ
、
名
古
屋
に
ま
れ
、
こ
の
覚
王
殿
あ
れ
ば
参
詣
人
あ
る
が

為
に
、
多
少
市
の
繁
昌
の
為
と
な
る
べ
し
と
し
て
、
覚
王
殿
の
建
設
地
と
な

る
は
、
一
の
仏
教
博
覧
会
場
を
永
久
に
其
市
に
設
く
る
如
き
も
の
と
し
て
、

競
争
運
動
を
す
る
も
の
ゝ
如
く
思
は
る
。
よ
し
や
此
運
動
が
毫
も
商
売
的
の

考
へ
、
即
ち
土
地
の
繁
昌
の
分
子
と
す
る
に
出
ず
し
て
、
全
く
信
仰
心
よ
り

出
で
た
り
と
す
る
も
、
甚
だ
感
服
す
べ
き
事
と
も
思
は
れ
ず
。
何
と
な
れ
ば

目
下
我
邦
の
仏
教
は
、
精
神
上
の
信
仰
は
次
第
に
薄
弱
と
な
り
て
、
徒
に
堂

塔
の
建
立
修
繕
に
の
み
、
日
も
亦
足
ら
ざ
る
あ
り
さ
ま
な
り
。
思
ふ
に
今
日

の
仏
教
は
、
僅
か
に
殿
堂
の
み
に
其
名
残
を
留
む
る
の
み
の
風
情
な
り
。

左
れ
ば
真
に
仏
教
を
し
て
興
隆
せ
し
め
ん
と
す
る
有
志
の
僧
俗
は
、
覚
王
殿

の
奉
安
地
の
如
き
運
動
競
争
に
、
力
を
竭
す
所
の
も
の
を
移
し
て
、
法
味
を

咀
嚼
す
べ
き
設
備
、
即
ち
教
師
を
内
地
の
無
教
地
方
に
派
遣
す
る
と
か
、
教

書
を
出
版
す
る
と
か
、
或
は
慈
善
事
業
を
起
す
と
か
い
ふ
活
仏
法
の
為
に
竭

す
べ
き
に
非
ず
や
。

目
下
我
邦
各
宗
の
仏
教
家
の
作
す
所
は
祭
礼
的
な
り
。
信
は
荘
厳
よ
り
起
る

と
い
へ
ば
、
殿
堂
を
宏
壮
偉
麗
に
す
る
も
、
金
碧
粲
爛
た
る
も
敢
て
あ
し
し

と
云
に
は
非
ず
。
衆
僧
が
羅
綾
錦
繍
の
袈
裟
を
ま
と
ひ
て
、
梵
唄
の
声
遠
く

聞
え
、
音
楽
の
吹
奏
劉
亮
た
る
も
、
人
を
し
て
心
耳
を
澄
ま
し
む
べ
し
。
然

れ
ど
も
是
等
の
荘
厳
儀
式
の
み
を
以
て
、
社
会
の
人
心
を
感
化
し
、
菩
提
心

を
起
さ
し
む
る
こ
と
を
得
る
や
、
若
し
之
を
以
て
発
菩
提
心
の
為
に
は
こ
よ

無
き
方
便
な
り
と
い
は
ゞ
、
京
都
の
祇
園
祭
も
東
京
の
日
枝
神
社
の
祭
も
、

皆
発
菩
提
心
の
因
縁
と
な
ら
ん
。

此
故
に
、
真
に
仏
法
を
護
持
せ
ん
と
す
る
所
の
沙
門
及
び
清
信
士
は
、
決
し

て
伽
藍
仏
法
や
祭
礼
的
仏
法
の
為
に
狂
奔
せ
ず
し
て
、
着
実
に
転
迷
開
悟
の

法
門
を
発
揚
し
て
、
普
ね
く
甘
露
の
法
雨
を
そ
ゝ
き
て
、
枯
渇
の
凡
悪
を
う
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る
ほ
さ
ん
こ
と
を
思
ふ
べ
し
。
精
神
上
に
仏
教
の
信
仰
を
注
入
す
る
と
き

は
、
彼
の
覚
王
殿
の
如
き
名
古
屋
に
て
も
可
な
り
、
新
潟
に
て
も
可
な
り
、

何
ぞ
大
都
市
に
の
み
限
ら
ん
や
。
善
光
寺
は
信
州
に
在
る
に
あ
ら
ず
や
。
故

に
余
輩
は
覚
王
殿
の
奉
安
地
を
争
ふ
輩
に
問
は
ん
と
す
、
仏
骨
奉
安
地
を
争

ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
卿
等
が
脳
中
活
仏
を
奉
安
せ
し
や
否
や
。

覚
王
殿
と
名
古
屋
説
〔
明
治
35
年
９
月
３
日　

第
四
八
九
九
号
〕

覚
王
殿
地
所
選
定
委
員
会
開
会
の
當
時
委
員
は
、
頗
る
東
京
説
に
傾
き
し

も
、
京
都
に
て
は
二
十
万
円
の
現
金
と
十
万
坪
の
地
所
を
寄
附
せ
と
の
申
込

み
の
為
に
、
委
員
会
は
も
し
夫
が
実
行
せ
ら
る
ゝ
な
ら
ば
、
京
都
に
設
置
す

る
事
に
せ
ん
と
決
定
し
た
り
。
然
る
に
実
際
京
都
の
申
込
の
実
行
が
延
期
し

た
る
為
め
、
四
月
十
三
日
の
報
告
書
も
従
つ
て
延
期
し
て
、
遂
に
今
日
に
及

び
た
り
し
な
り
。
左
れ
ば
全
会
も
亦
先
決
問
題
と
し
て
、
京
都
が
果
し
て
予

定
の
如
く
実
行
し
得
る
や
否
や
を
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
次
第
な
る
が
、
公

平
な
る
眼
を
以
て
観
察
せ
ば
、
京
都
に
於
て
此
の
大
事
業
を
成
功
し
得
べ
し

と
は
到
底
予
期
す
べ
か
ら
ざ
る
処
に
し
て
、
偖
こ
そ
委
員
の
多
数
が
名
古
屋

説
に
傾
き
居
る
次
第
な
り
と
い
へ
り
。
又
渥
美
契
縁
師
は
、
名
古
屋
に
縁
故

深
き
故
と
、
一
は
京
都
に
於
て
到
底
建
設
の
実
行
を
見
る
能
は
ざ
る
を
看
破

せ
る
と
に
よ
り
、
名
古
屋
派
に
傾
く
模
様
あ
り
。

覚
王
殿
建
築
地
に
就
て
〔
明
治
35
年
９
月
７
日　

第
四
九
〇
三
号
〕

覚
王
殿
建
築
地
所
に
就
て
は
、
日
々
記
載
の
管
長
会
議
に
よ
り
愈
々
決
定
さ

る
べ
き
が
、
若
し
極
め
て
公
平
に
云
へ
ば
、
名
古
屋
派
に
も
野
心
あ
り
、
京

都
説
に
も
魂
胆
あ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
く
、
名
古
屋
派
の
野
心
は
、
仏
骨
奉

安
同
殿
建
築
を
當
込
み
て
、
大
に
同
地
々
方
の
人
気
を
喚
起
し
、
因
て
以
て

現
下
萎
靡
沈
静
せ
る
熱
田
築
港
の
成
功
を
期
し
、
同
地
に
土
地
の
繁
栄
を
来

し
、
尚
機
会
よ
く
ば
多
少
の
利
益
を
占
有
せ
ん
と
す
る
者
も
あ
る
や
に
伝

へ
、
又
京
都
説
の
魂
胆
は
、
是
れ
も
要
す
る
に
右
と
大
同
小
異
な
る
も
、
此

方
に
は
熱
田
築
港
の
如
き
公
共
的
事
業
よ
り
も
、
寧
ろ
一
部
の
私
利
が
主
と

な
り
居
り
。
現
に
吉
田
山
地
所
の
寄
附
事
件
の
如
き
其
の
一
例
に
し
て
、
右

の
地
所
と
云
ふ
は
平
安
紡
績
の
荻
野
芳
蔵
の
所
有
に
係
り
、
時
価
に
積
り
て

ざ
ツ
ト
三
千
円
内
外
位
ひ
の
も
の
な
る
に
、
之
を
二
万
円
に
て
日
吉
善
識
な

る
も
の
が
買
得
し
、
公
然
登
記
ま
で
済
し
、
改
め
て
同
人
よ
り
覚
王
殿
建
築

地
と
し
て
菩
提
会
に
寄
附
し
た
る
事
に
な
り
居
れ
り
。
此
の
事
実
は
登
記
所

に
付
て
調
査
す
る
も
明
瞭
な
る
が
、
元
来
此
の
日
吉
は
如
何
な
る
も
の
か
と

云
ふ
に
、
妙
心
寺
派
の
僧
に
し
て
、
而
も
前
田
誠
節
氏
が
日
頃
極
め
て
親
任

せ
る
人
物
な
り
、
と
云
へ
ば
別
に
説
明
を
要
せ
ず
し
て
、
此
間
の
消
息
を
窺

ふ
に
難
か
ら
ず
と
は
、
同
じ
京
都
派
中
に
て
も
、
仏
教
団
の
人
々
は
大
に
憤

激
し
、
前
記
の
顛
末
を
詳
記
し
た
る
一
篇
の
建
議
書
を
、
管
長
会
議
に
提
出

し
た
る
迄
は
至
極
立
派
な
り
し
が
、
偖
激
昂
せ
る
仏
教
団
の
内
心
如
何
を
問

へ
ば
、
是
れ
に
も
何
か
意
味
合
あ
り
と
か
伝
へ
ら
る
。
其
證
拠
は
一
時
非
常

に
激
昂
せ
る
も
、
其
後
何
た
る
音
沙
汰
な
き
を
見
て
も
知
る
べ
く
、
或
は
早

く
も
荻
野
等
よ
り
何
分
の
交
渉
入
り
た
る
結
果
な
ら
ん
か
と
て
、
此
頃
に
て

は
更
に
又
岡
焼
半
分
に
双
方
の
行
為
を
批
難
す
る
一
派
も
あ
り
と
云
へ
り
。

而
し
て
風
聞
に
よ
れ
ば
、
右
寄
附
の
地
所
に
対
し
て
は
、
愈
々
同
殿
建
立
の

暁
は
、
相
當
の
報
酬
を
菩
提
会
よ
り
寄
附
者
に
贈
与
す
る
内
約
成
立
し
居
れ



─ 　  ─

愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

40

133

り
と
云
ふ
。

京
都
派
の
覚
王
殿
問
題
再
運
動
〔
明
治
35
年
９
月
８
日　

第
四
九
〇
四
号
〕

各
宗
派
会
延
期
と
な
り
、
此
間
に
京
都
名
古
屋
両
派
の
実
力
比
較
調
査
と
な

り
た
る
に
付
、
京
都
派
は
更
に
寄
附
金
、
并
に
地
所
の
寄
附
を
勧
誘
し
て
、

名
古
屋
以
上
の
準
備
を
な
し
、
飽
く
ま
で
素
志
を
貫
徹
せ
ん
事
と
、
真
言
宗

の
服
部
堅
成
師
は
、
内
貴
市
長
の
添
書
を
得
て
有
志
家
を
遊
説
し
、
此
他
こ

の
間
期
に
於
て
市
民
の
冷
淡
な
る
態
度
を
翻
へ
さ
ん
事
と
し
、
是
等
の
方
法

に
つ
き
種
々
協
議
し
つ
ゝ
あ
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
建
築
候
補
地
〔
明
治
35
年
９
月
12
日　

第
四
九
〇
八
号
〕

調
査
会
に
於
て
調
査
に
附
す
べ
き
、
覚
王
殿
建
築
候
補
地
は
、
京
都
に
在
り

て
は
上
京
区
吉
田
町
字
神
楽
岡
畑
地
山
林
計
六
町
五
反
四
畝
、
宇
治
郡
山
科

村
字
蹴
上
げ
十
町
歩
余
、
愛
宕
郡
修
学
院
村
字
松
ケ
崎
六
町
歩
余
、
名
古
屋

に
於
て
は
愛
知
郡
広
路
村
十
四
万
四
千
六
百
坪
、
同
郡
田
代
村
十
万
坪
に
し

て
、
寄
附
金
は
、
京
都
、
森
田
武
兵
衛
氏
外
二
名
よ
り
金
二
十
万
円
、
名
古

屋
、
青
山
朗
氏
外
三
名
よ
り
金
五
十
万
円
な
り
と
云
ふ
。

覚
王
殿
問
題
と
大
谷
派
新
法
主
〔
明
治
35
年
９
月
15
日　

第
四
九
一
一
号
〕

仏
骨
奉
迎
正
使
た
る
大
谷
派
新
法
主
大
谷
光
演
師
が
、
覚
王
殿
建
設
地
を
名

古
屋
と
す
る
の
意
見
書
を
、
曹
洞
宗
の
日
置
黙
仙
師
に
渡
し
た
り
と
の
噂
高

き
よ
り
、
北
陸
地
方
の
宗
教
家
は
、
過
日
来
電
報
又
は
書
面
を
以
て
、
東
京

な
る
新
法
主
の
許
へ
問
合
せ
居
た
る
が
、
何
等
の
回
答
も
な
か
り
し
よ
し
な

る
に
、
此
頃
新
法
主
よ
り
渥
美
契
縁
師
へ
の
通
知
に
拠
れ
ば
、
覚
王
殿
建
設

の
余
り
に
時
日
を
経
る
を
以
て
、
名
古
屋
に
建
設
す
る
時
は
速
か
に
竣
成
を

見
る
べ
し
と
信
じ
、
曩
に
日
置
師
に
書
面
を
発
し
た
る
も
、
我
意
見
は
強
て

名
古
屋
を
以
て
適
當
と
信
ず
る
に
あ
ら
ず
、
若
し
京
都
に
て
速
か
に
建
設
し

得
れ
ば
夫
れ
に
て
も
可
な
り
。
要
は
何
れ
に
せ
よ
其
速
か
な
ら
ん
事
を
希
望

す
る
に
あ
り
。
故
に
名
古
屋
派
に
対
し
て
も
、
又
京
都
派
に
対
し
て
も
、
此

際
悪
感
情
を
抱
か
し
め
ざ
る
様
、
適
宜
の
方
法
を
取
ら
る
べ
き
旨
を
申
来
り

し
由
。

名
古
屋
の
覚
王
殿
敷
地
調
査
〔
明
治
35
年
９
月
17
日　

第
四
九
一
三
号
〕

覚
王
殿
敷
地
調
査
委
員
、
河
野
良
心
外
七
名
は
、
愛
知
県
東
春
日
井
郡
小
幡

村
外
四
箇
所
よ
り
、
寄
附
に
係
る
覚
王
殿
敷
地
実
地
調
査
と
し
て
、
一
昨
十

五
日
正
午
名
古
屋
に
着
し
、
直
ち
に
同
地
栄
町
山
田
館
に
投
宿
し
、
昨
十
六

日
よ
り
三
日
間
調
査
に
着
手
す
る
筈
。
又
曹
洞
宗
の
弘
津
説
三
師
も
同
地
へ

出
張
、
該
敷
地
期
成
同
盟
会
の
有
力
者
を
事
務
所
に
招
集
し
て
、
談
話
会
を

開
く
筈
な
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
問
題
と
京
都
市
民
〔
明
治
35
年
９
月
20
日　

第
四
九
一
六
号
〕

覚
王
殿
建
設
題
に
関
し
、
京
都
派
が
熱
心
運
動
し
た
る
結
果
、
市
の
有
力
者

は
同
説
に
賛
成
す
る
者
多
き
が
、
中
野
忠
八
、
堤
弥
兵
衛
、
小
牧
仁
兵
衛
、

柴
田
弥
兵
衛
、
堀
五
郎
兵
衛
諸
氏
発
起
と
な
り
、
去
十
八
日
正
午
よ
り
代
議

士
、
市
長
、
両
区
長
、
市
名
誉
職
、
商
業
会
議
所
会
頭
、
其
他
重
な
る
有
力

家
を
花
見
小
路
京
都
倶
楽
部
に
招
待
。
菩
提
会
よ
り
は
村
田
、
前
田
の
正
副
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会
長
出
席
問
題
に
就
き
協
議
す
る
処
あ
り
。
村
田
師
は
先
づ
起
て
、
大
菩
提

会
并
に
覚
王
殿
建
設
に
関
す
る
既
往
の
経
過
、
将
来
の
抱
負
、
前
田
師
は
同

会
の
沿
革
等
に
就
き
種
々
縷
陳
し
、
次
に
内
貴
市
長
は
同
会
既
往
の
不
始
末

に
対
し
質
問
す
る
処
あ
り
。
吾
々
市
民
が
傍
観
し
来
り
し
は
、
同
会
が
吾
々

の
意
見
を
納
れ
た
り
し
為
め
に
て
、
今
後
同
会
の
刷
新
を
断
行
し
市
民
の
意

見
を
容
る
ゝ
あ
ら
ば
、
熱
心
尽
力
す
べ
し
と
述
べ
、
村
田
、
前
田
両
師
之
に

答
へ
、
来
会
者
一
同
も
同
様
の
賛
成
あ
り
。
京
都
市
民
の
運
動
は
、
今
後
大

に
現
る
べ
き
も
の
あ
ら
ん
。
元
来
覚
王
殿
建
設
地
に
就
て
は
、
殆
ん
ど
娘
一

人
に
婿
八
人
と
い
ふ
有
様
に
て
、
京
都
、
名
古
屋
、
北
越
の
各
地
何
れ
も
運

動
委
員
を
派
し
て
競
争
せ
し
結
果
、
大
勢
稍
京
都
に
傾
き
た
る
如
き
も
、
名

古
屋
、
北
越
派
も
透
さ
ず
運
動
を
継
続
し
居
れ
ば
、
ウ
カ
と
油
断
す
べ
か
ら

ず
。
扨
て
愈
々
京
都
と
決
定
し
た
る
暁
、
同
市
が
い
と
ゞ
さ
へ
市
費
の
膨
脹

に
困
難
し
居
る
際
、
如
何
に
し
て
其
経
費
を
支
弁
せ
ん
と
す
る
や
。
其
の
建

設
費
四
、
五
十
万
円
を
要
す
と
し
て
、
京
都
市
民
が
余
程
奮
発
し
て
寄
附
金

を
取
り
立
て
し
と
て
、
な
き
袖
は
振
ら
れ
ず
、
勢
ひ
各
地
信
徒
に
相
談
せ
ざ

る
可
か
ら
ず
。
一
番
肝
心
の
名
古
屋
、
北
越
が
競
争
員
に
感
情
を
傷
ひ
居
れ

ば
、
平
生
の
如
く
力
瘤
を
入
ら
ざ
る
べ
く
、
左
す
れ
ば
如
何
に
し
て
之
が
建

設
費
の
財
源
を
得
ん
と
す
。
茲
一
番
京
都
市
民
の
大
奮
発
を
要
す
る
処
な

り
。

覚
王
殿
建
設
問
題
如
何
〔
明
治
35
年
９
月
23
日　

第
四
九
一
九
号
〕

同
問
題
に
関
し
て
、
京
都
、
名
古
屋
、
北
越
各
地
有
志
者
が
頻
り
に
候
補
地

競
争
運
動
を
開
始
せ
る
は
既
記
の
如
く
な
る
が
、
各
地
と
も
昨
今
必
死
の
運

動
を
為
し
、
何
れ
も
『
我
田
引
水
』
的
に
引
張
合
を
始
め
居
れ
り
。
此
際
比

較
調
査
委
員
が
建
築
地
を
相
す
る
に
、
唯
に
運
動
如
何
に
依
り
て
選
定
す
る

如
き
は
、
折
格
数
千
里
外
よ
り
奉
迎
せ
る
仏
骨
に
対
し
て
相
済
ま
ざ
る
事
な

れ
ば
、
望
ら
く
は
十
分
に
比
較
調
査
の
実
を
挙
げ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
△
京
都

市
の
運
動
委
員
選
定　

去
る
十
九
日
、
京
都
倶
楽
部
に
有
志
会
を
開
き
、
内

貴
市
長
よ
り
従
来
五
名
の
委
員
の
外
、
富
田
半
兵
衛
、
碓
井
小
三
郎
、
雨
森

菊
太
郎
、
片
山
正
中
、
永
田
長
左
衛
門
、
丹
羽
圭
介
の
六
氏
を
挙
げ
て
運
動

委
員
と
為
し
、
大
に
該
問
題
の
為
め
尽
力
す
る
筈
な
り
。
△
名
古
屋
と
比
較

調
査
委
員　

去
る
十
六
日
、
比
較
調
査
委
員
が
名
古
屋
に
着
す
る
や
、
名
古

屋
期
成
同
盟
会
の
案
内
に
は
八
事
山
に
登
り
、
愛
知
郡
弥
富
村
字
広
路
に
於

け
る
十
四
万
四
千
六
百
坪
、
同
字
田
代
に
於
け
る
十
万
坪
二
ケ
所
、
同
字
広

路
に
於
け
る
一
万
千
八
百
六
十
八
坪
及
び
東
春
日
井
郡
小
幡
村
字
御
器
所
八

万
二
千
六
百
卅
坪
を
踏
査
し
、
午
後
四
時
頃
帰
名
し
、
東
陽
館
に
於
て
期
成

同
盟
会
の
頗
る
鄭
重
な
る
饗
応
を
受
た
り
と
云
ふ
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
９
月
24
日　

第
四
九
二
〇
号
〕

▲
各
宗
派
会
の
延
期　

覚
王
殿
に
関
す
る
各
宗
派
会
は
、
建
仁
寺
方
丈
に
於

て
開
会
の
予
定
な
り
し
が
、
去
る
二
十
日
同
寺
よ
り
突
然
差
支
へ
あ
る
旨
を

以
て
断
り
来
れ
る
を
以
て
、
目
下
東
本
願
寺
及
び
本
国
寺
に
向
つ
て
、
場
所

借
入
の
儀
を
交
渉
中
な
り
。
右
に
附
き
廿
五
日
開
会
の
予
定
な
り
し
同
会

は
、
来
る
二
十
八
日
、
若
し
く
は
其
翌
日
に
延
期
す
る
事
と
な
り
し
由
。
▲

京
都
派
の
寄
附
金
額　

京
都
市
の
片
山
正
中
外
九
氏
と
森
田
武
兵
衛
、
森
田

長
三
郎
の
二
氏
は
、
京
都
に
覚
王
殿
建
設
に
決
す
る
に
於
て
は
、
七
十
三
万
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円
を
寄
附
す
る
の
保
證
を
為
す
由
。
尤
も
右
金
額
の
内
五
十
三
万
円
は
京
都

説
を
主
張
す
る
富
山
、
石
川
、
岐
阜
の
有
志
者
よ
り
寄
附
す
る
分
に
し
て
、

残
り
二
十
万
円
は
前
記
の
両
森
田
氏
の
寄
附
な
り
と
ぞ
。
▲
暹
羅
国
皇
太
子

と
覚
王
殿　

暹
羅
国
正
皇
子
殿
下
、
来
十
二
月
御
来
朝
に
附
成
る
べ
く
、
該

期
日
迄
に
建
設
地
を
決
定
し
置
か
れ
た
し
と
、
外
務
省
政
務
局
長
山
座
円
次

郎
氏
よ
り
、
去
十
六
日
附
書
面
を
以
て
、
寺
町
浄
教
寺
内
、
覚
王
殿
土
地
比

較
調
査
委
員
会
へ
宛
申
来
り
た
る
由
。
▲
名
古
屋
の
覚
王
殿
建
設
候
補
地　

既
記
覚
王
殿
建
設
に
対
す
る
名
古
屋
の
候
補
地
、
及
び
坪
数
は
左
の
如
し
。

　
（
一
）
千
種
村
字
古
井
及
び
田
代
村
字
丸
山
に
て
十
万
坪
▲
（
二
）
御
器

所
村
字
台
仏
に
て
五
万
坪
▲
（
三
）
同
村
同
所
に
て
別
に
十
万
坪
▲

（
四
）
広
路
村
外
見
山
に
て
十
四
万
坪
▲
（
五
）
弥
富
村
森
石
に
て
九
十

九
町
歩
▲
（
六
）
同
村
天
道
山
に
て
十
万
坪
▲
（
七
）
御
器
所
村
北
山
前

に
て
十
万
坪
▲
（
八
）
田
代
村
植
田
に
て
百
四
十
六
町
歩
の
内
十
万
坪
▲

（
九
）
同
村
月
見
坂
に
て
十
町
歩
▲
（
十
）
同
村
嵢
地
に
て
十
万
坪
▲
号

外
と
し
東
春
日
井
郡
小
幡
村
二
十
七
町
歩
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
９
月
26
日　

第
四
九
二
一
号
〕

▲
名
古
屋
派
と
の
契
約
書
成
る　

過
日
敷
地
踏
査
の
為
め
名
古
屋
に
出
張
せ

る
同
調
査
会
委
員
は
、
名
古
屋
派
代
表
者
と
の
間
に
寄
附
地
、
寄
附
金
等
の

件
に
関
し
、
契
約
書
の
交
附
を
為
し
た
る
由
な
る
が
、
該
書
の
内
容
は
都
合

三
項
に
分
た
れ
、
第
一
項
に
は
委
員
の
実
査
せ
し
候
補
地
は
、
何
処
に
て
も

寄
附
す
べ
き
事
。
第
二
項
は
覚
王
殿
建
設
を
當
地
に
確
定
せ
ら
る
れ
ば
、
御

遺
形
奉
安
以
来
の
負
債
を
負
担
す
る
は
勿
論
、
其
他
に
金
五
十
万
円
を
寄
附

し
建
築
に
着
手
し
、
勧
募
金
額
を
合
す
る
も
不
足
を
生
ず
る
時
は
、
其
責
に

任
ず
る
事
。
第
三
項
は
第
二
項
の
如
く
、
各
宗
派
会
に
決
定
せ
ら
れ
し
上

は
、
建
築
委
員
の
指
揮
に
従
ふ
事
の
意
味
に
て
、
青
山
朗
、
小
栗
富
次
郎
、

吉
田
禄
在
、
服
部
小
十
郎
の
四
氏
代
表
者
と
し
て
捺
印
し
、
宛
名
は
九
名
の

調
査
委
員
な
り
と
い
ふ
。
▲
宗
派
会
開
会
遅
疑
の
裏
面　

過
日
洛
東
妙
法
院

管
長
会
議
の
結
果
、
昨
廿
五
日
よ
り
覚
王
殿
位
置
問
題
を
宗
派
会
議
に
附
す

る
筈
な
り
し
処
、
都
合
に
よ
り
廿
九
日
に
延
期
し
た
る
こ
と
は
既
記
の
如
く

な
る
が
、
更
に
来
月
二
、
三
日
頃
に
延
会
し
た
る
や
に
伝
ふ
る
も
の
あ
り
。

斯
く
再
三
延
期
し
て
宗
派
会
開
会
を
遅
疑
す
る
は
、
大
に
事
情
の
あ
る
由
な

る
が
、
聞
く
所
に
拠
れ
ば
名
古
屋
派
の
運
動
は
、
用
意
周
到
な
る
の
み
な
ら

ず
実
力
も
確
実
に
し
て
、
曩
に
稲
垣
暹
羅
公
使
よ
り
の
書
面
は
、
同
派
唯
一

の
口
実
な
る
よ
り
、
之
を
打
消
す
の
必
要
を
認
め
、
妙
心
寺
管
長
会
議
中
、

菩
提
会
顧
問
弁
護
士
吉
田
佐
吉
氏
を
し
て
渡
清
と
称
し
、
密
に
暹
羅
に
赴
か

し
め
、
恰
も
在
暹
富
山
領
事
は
元
妙
心
寺
の
僧
侶
に
て
、
前
田
誠
節
氏
の
法

弟
な
り
し
よ
り
、
稲
垣
公
使
の
意
志
を
翻
さ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
迄
も
、

少
な
く
も
該
領
事
の
斡
旋
に
て
好
報
を
齎
せ
ん
と
の
見
込
な
る
よ
り
、
京
都

派
の
人
々
は
日
々
吉
田
氏
よ
り
の
吉
報
を
待
ち
つ
ゝ
あ
り
。
尚
実
地
比
較
調

査
の
結
果
も
名
古
屋
に
て
は
、
小
栗
富
次
郎
、
服
部
小
十
郎
、
吉
田
禄
在
氏

等
個
人
に
て
も
二
、
三
十
万
円
の
責
任
を
負
ふ
べ
き
資
格
あ
る
富
豪
家
の
契

約
書
を
、
調
査
委
員
の
手
許
に
差
出
し
た
る
に
、
京
都
派
に
て
は
森
田
治

平
、
森
田
長
次
郎
の
両
氏
二
十
万
円
の
寄
附
を
保
證
す
る
と
の
こ
と
な
る

も
、
公
職
を
帯
び
た
る
人
々
も
自
ら
進
ん
で
責
任
を
負
ふ
も
の
な
き
有
様
な

る
に
、
京
都
派
を
賛
成
す
る
加
能
越
三
国
の
五
十
三
万
円
を
寄
附
す
る
と
声
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言
す
る
も
、
其
実
、
間
野
、
日
向
二
氏
（
菩
提
会
特
派
使
）
の
見
込
に
止
ま

り
、
是
亦
進
ん
で
責
任
を
負
ふ
も
の
な
き
よ
り
、
却
て
特
派
使
の
専
断
を
憤

り
、
内
部
に
異
議
者
を
生
じ
た
り
と
伝
ふ
る
等
、
調
査
委
員
の
不
信
任
な
る

の
み
な
ら
ず
、
今
回
開
か
る
べ
き
宗
派
会
に
て
は
、
既
に
頭
数
に
於
て
名
古

屋
派
に
多
数
を
制
せ
ら
る
ゝ
こ
と
明
か
な
れ
ば
、
旁
々
開
会
を
遅
疑
し
、
京

都
各
寺
院
は
会
場
を
貸
与
せ
ざ
る
こ
と
に
一
致
し
た
る
が
、
双
方
交
渉
の

上
、
来
月
な
ら
ば
建
仁
寺
を
貸
与
す
る
こ
と
に
な
れ
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
９
月
29
日　

第
四
九
二
四
号
〕

覚
王
殿
位
置
調
査
委
員
会
は
、
引
続
き
京
都
、
名
古
屋
両
派
の
実
力
比
較
調

査
に
従
事
し
つ
ゝ
あ
り
、
去
る
廿
五
日
は
、
京
都
市
の
森
田
武
平
氏
を
招
き

其
意
思
を
確
め
た
る
に
、
同
氏
は
前
田
誠
節
師
附
添
ひ
に
て
委
員
会
場
に
来

り
、
委
員
の
面
前
に
て
二
十
万
円
寄
附
の
こ
と
を
誓
約
し
た
り
。
依
て
調
査

委
員
は
、
更
に
同
氏
の
資
産
を
調
査
す
る
筈
な
り
。
▲
名
古
屋
市
の
遺
形
奉

安
期
成
同
盟
会
よ
り
在
暹
稲
垣
公
使
に
、
其
建
設
候
補
地
の
図
面
及
び
寄
附

金
確
定
の
状
況
を
報
告
し
た
る
に
、
九
月
三
日
附
を
以
て
同
公
使
及
び
外
山

領
事
よ
り
、
候
補
地
は
地
域
と
い
ひ
交
通
と
い
ひ
諸
般
の
目
的
に
適
當
し
、

寄
附
の
浄
捨
も
纏
り
た
る
趣
き
、
尚
此
上
と
も
大
菩
提
会
本
部
と
熟
議
の

上
、
速
に
所
期
の
目
的
を
達
せ
ら
れ
た
し
、
と
の
意
味
の
書
面
を
同
会
に
送

り
来
れ
り
。
▲
三
浦
子
爵
は
覚
王
殿
問
題
に
つ
き
、
曩
に
日
置
黙
仙
師
の
紹

介
に
て
意
見
書
を
各
管
長
に
提
出
し
、
名
古
屋
に
置
く
の
適
當
な
る
こ
と
を

開
陳
せ
し
が
、
今
又
本
派
本
願
寺
へ
も
長
文
の
書
面
を
送
り
た
し
と
い
ふ
。

▲
宗
派
会
と
投
票
権　

今
回
の
宗
派
会
は
、
覚
王
殿
問
題
に
附
て
の
最
後
の

会
議
に
し
て
、
過
般
外
務
省
よ
り
の
注
意
も
あ
り
て
、
来
る
十
二
月
に
は

愈
々
暹
羅
皇
太
子
も
来
遊
す
べ
く
、
然
れ
ば
内
部
の
紛
々
は
兎
も
角
、
表
面

だ
け
に
て
も
セ
メ
テ
覚
王
殿
建
設
地
位
ひ
は
決
定
し
置
か
ざ
る
可
ら
ず
。
今

度
こ
そ
は
又
々
延
期
も
出
来
ざ
る
べ
く
、
名
古
屋
、
京
都
の
中
何
れ
か
一
方

に
決
定
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
絶
体
絶
命
の
場
合
に
押
迫
り
た
る
が
、
来
る
宗
派

会
は
管
長
会
議
と
異
り
て
其
の
議
決
権
は
管
長
、
代
理
者
、
調
査
委
員
と
各

自
同
等
に
所
有
す
る
を
以
て
、
出
席
総
数
は
八
十
余
名
に
上
る
べ
く
、
目
下

の
大
勢
は
京
都
説
優
十
七
、
八
票
の
多
数
を
占
め
居
れ
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
１
日　

第
四
九
二
六
号
〕

▲
ラ
ー
ジ
ヤ
ー
氏
の
書
翰　

新
任
日
本
駐
在
暹
羅
公
使
ラ
ー
ジ
ヤ
ー
氏
は
、

去
月
二
十
三
日
附
を
以
て
日
本
仏
教
諸
管
長
に
宛
て
、
下
記
の
書
面
を
覚
王

殿
土
地
選
定
委
員
会
へ
送
り
来
れ
り
。「
拝
啓
、
茲
に
謹
で
フ
ラ
ジ
ナ
ラ
ジ

の
名
を
以
て
知
ら
れ
た
る
釈
尊
聖
像
の
臘
製
縮
小
の
模
型
を
、
日
本
仏
教
団

体
に
呈
上
仕
候
。
此
御
像
は
暹
羅
国
に
於
て
は
最
も
神
聖
な
る
物
に
御
座

候
。
幸
に
此
些
少
な
る
贈
物
を
受
納
せ
ら
れ
、
之
を
一
昨
年
我
暹
羅
国
王
陛

下
よ
り
諸
氏
へ
御
下
賜
相
成
た
る
釈
尊
御
遺
形
と
共
に
、
近
々
諸
氏
の
御
建

立
相
成
る
や
に
承
り
候
。
殿
堂
内
に
御
安
置
被
下
候
は
ゞ
、
拙
者
満
足
不
過

之
候
」
▲
土
地
選
定
委
員
会　

土
地
選
定
委
員
は
、
去
月
二
十
八
日
午
前
九

時
よ
り
浄
教
寺
に
集
会
し
、
比
較
調
査
会
を
開
き
し
が
、
名
古
屋
よ
り
申
出

居
る
寄
附
金
及
び
建
設
地
に
就
て
、
責
任
あ
る
者
と
会
合
す
る
の
必
要
あ

り
。
依
て
名
古
屋
期
成
同
盟
会
に
向
け
、
正
午
頃
電
報
を
発
し
た
り
。
又
京

都
の
寄
附
金
申
出
人
た
る
森
田
武
兵
衛
氏
外
二
名
に
対
し
て
は
、
既
に
第
一
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回
の
会
合
は
終
り
し
も
、
尚
再
会
す
る
の
必
要
あ
り
。
是
亦
一
昨
二
十
九
日

会
合
せ
し
筈
な
り
。
▲
運
動
弥
々
激
烈　

今
回
開
会
の
各
宗
派
会
に
は
、
各

宗
管
長
の
外
、
各
宗
派
を
代
表
せ
る
委
員
も
出
席
す
る
事
と
な
り
た
る
を
以

て
、
名
古
屋
の
期
成
同
盟
会
は
俄
に
景
色
立
ち
、
百
方
準
備
の
手
配
を
為
せ

る
折
柄
、
京
都
よ
り
帰
来
せ
る
運
動
員
の
報
告
あ
り
。
即
ち
京
都
派
の
裏
面

運
動
猛
烈
に
し
て
、
愈
々
混
戦
を
来
せ
り
。
寸
間
も
猶
予
な
し
が
た
し
、
警

戒
懈
る
べ
か
ら
ず
と
あ
り
て
、
京
都
の
処
置
振
り
に
拠
り
て
は
、
今
日
の
場

合
最
後
の
手
段
と
し
て
、
非
常
運
動
を
試
む
る
も
已
む
を
得
ず
と
の
声
高

く
、
事
務
所
詰
切
り
の
面
々
は
、
一
団
二
団
と
な
り
各
部
署
を
定
め
て
、
宗

派
末
寺
の
運
動
と
し
て
出
発
し
、
今
明
日
に
亘
り
て
は
、
遊
説
員
の
臨
時
召

集
に
着
手
せ
り
と
い
ふ
。
▲
畳
並
に
人
夫
の
寄
附　

名
古
屋
市
及
び
其
附
近

の
畳
職
間
に
は
、
同
業
中
の
信
徒
の
遊
説
に
由
り
て
、
覚
王
殿
決
定
の
暁
に

は
、
同
業
申
合
せ
一
切
の
畳
を
寄
附
せ
ん
と
申
出
で
た
る
由
。
又
同
地
方
千

種
町
外
五
箇
町
村
長
連
名
を
以
て
、
人
夫
数
万
人
寄
附
の
請
願
を
な
し
来

り
、
布
袋
町
に
て
は
期
成
同
盟
会
支
部
を
同
町
に
設
け
、
同
地
方
面
に
て
も

費
用
を
負
担
し
、
運
動
員
を
派
遣
せ
ん
と
交
渉
中
な
り
と
云
ふ
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
２
日　

第
四
九
二
七
号
〕

▲
中
立
派
の
向
背　

各
宗
派
中
、
京
都
派
三
十
二
、
名
古
屋
派
三
十
一
に

て
、
中
立
十
二
な
り
と
云
へ
ば
、
中
立
の
向
背
こ
そ
両
派
の
関
ケ
原
な
る
べ

し
。
本
派
及
木
辺
派
は
各
宗
派
会
管
長
と
し
出
席
せ
ざ
る
由
。
▲
石
川
県
有

志
と
大
谷
派　

石
川
県
の
吉
本
森
吉
、
梅
田
五
月
の
二
氏
は
、
大
谷
派
本
山

に
出
頭
し
、
渥
美
顧
問
に
会
し
京
都
派
に
加
担
せ
ら
れ
た
き
を
談
じ
、
若
し

本
山
に
し
て
名
古
屋
派
に
賛
成
せ
ば
、
向
後
一
切
取
持
ち
を
断
る
と
述
べ
た

り
。
▲
京
都
派
の
有
志
委
員
会　

京
都
市
有
志
委
員
会
は
、
去
月
廿
八
日
市

議
事
堂
に
於
て
秘
密
会
を
開
き
た
り
。
右
は
京
都
派
の
み
に
て
、
全
国
に
て

何
程
の
寄
附
金
を
得
る
や
見
積
り
た
る
上
、
京
都
市
の
寄
附
支
出
金
を
定
む

る
方
法
の
議
会
な
り
し
由
。
▲
大
谷
派
門
末
の
請
願　

大
谷
派
本
山
が
名
古

屋
派
に
傾
き
居
る
に
就
、
名
古
屋
を
除
く
外
大
谷
派
門
末
は
連
署
し
て
、
京

都
建
設
に
賛
成
せ
ら
れ
ん
事
を
請
願
す
る
事
と
し
昨
今
調
印
中
な
る
が
、
同

時
に
各
宗
管
長
会
へ
も
同
請
願
書
を
提
出
す
る
筈
な
り
。
▲
全
国
交
渉
事
務

所　

建
仁
寺
大
中
院
内
の
京
都
派
の
全
国
交
渉
事
務
所
に
は
、
間
野
闡
門
、

日
向
順
照
、
新
井
徳
水
、
春
秋
庵
、
出
雲
寺
厳
広
等
四
氏
、
前
代
議
士
吉
本

栄
吉
、
梅
田
、
五
月
二
氏
、
今
湊
覚
了
、
五
十
嵐
政
雄
、
国
島
文
教
等
三

氏
、
昨
今
詰
切
り
熱
心
に
奔
走
し
居
れ
り
。
▲
土
地
寄
附　

上
京
区
浄
土
寺

町
、
藤
田
三
右
衛
門
氏
外
十
六
名
は
、
所
有
に
か
ゝ
る
土
地
二
町
歩
寄
附
願

出
に
附
て
は
、
曩
に
願
出
た
る
吉
田
山
の
東
部
山
林
七
町
歩
と
殆
ど
接
続
す

る
を
以
て
、
此
中
間
に
あ
る
田
畑
を
も
寄
附
せ
ん
と
の
協
議
纏
り
、
何
時
に

て
も
寄
附
す
べ
き
旨
一
両
日
前
申
出
た
り
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
３
日　

第
四
九
二
八
号
〕

▲
有
志
総
代
と
京
都
派
管
長　

予
て
富
山
、
石
川
、
岐
阜
、
福
井
の
各
地
方

有
志
総
代
よ
り
、
京
都
説
に
決
す
る
暁
は
、
五
十
三
万
円
寄
附
す
る
旨
の
請

願
書
を
、
各
宗
派
会
に
於
て
否
認
せ
し
た
め
、
右
四
県
の
有
志
総
代
は
大
に

憤
激
し
、
一
両
日
前
よ
り
請
願
書
提
出
の
際
、
賛
成
者
た
り
し
建
仁
寺
、
東

福
寺
、
誠
照
寺
、
興
正
寺
、
天
竜
寺
の
各
管
長
代
理
者
を
訪
問
し
て
、
委
員
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会
に
対
す
る
談
判
上
に
就
き
頻
り
に
相
談
し
居
れ
る
由
、
▲
其
筋
の
警
戒　

京
都
派
、
名
古
屋
派
を
問
は
ず
運
動
益
激
し
く
な
る
様
子
に
て
、
双
方
或
は

壮
士
を
使
嗾
す
る
哉
も
知
れ
ず
と
の
風
説
あ
り
。
其
筋
に
て
は
昨
今
大
に
警

戒
し
居
れ
り
と
い
ふ
。
▲
臨
済
宗
の
両
派　

京
都
に
あ
る
臨
済
宗
各
派
は
孰

れ
も
京
都
説
な
る
が
、
鎌
倉
建
長
寺
及
び
円
覚
寺
は
、
最
初
よ
り
名
古
屋
説

を
主
張
し
居
れ
る
に
就
て
は
、
京
都
の
各
本
山
よ
り
右
両
寺
に
交
渉
し
た
る

も
、
両
寺
は
飽
迄
名
古
屋
説
を
採
て
動
か
ず
。
其
決
意
の
斯
く
の
如
く
強
固

な
る
は
、
全
く
仏
教
奉
迎
以
来
三
年
を
経
る
今
日
に
至
る
も
建
設
地
の
定
ま

ら
ざ
り
し
事
、
及
び
京
都
市
の
不
熱
心
な
り
し
こ
と
に
依
る
な
り
と
い
ふ
。

▲
大
谷
派
評
議
員
の
書
面
提
出　

大
谷
派
評
議
員
川
島
知
三
郎
、
熊
田
源
太

郎
、
丸
瀬
清
五
郎
の
三
氏
、
及
び
砺
波
志
兵
衛
外
十
数
氏
は
、
去
る
二
十
九

日
同
法
主
に
向
け
、
覚
王
殿
建
設
地
選
定
に
就
て
は
歴
史
上
の
関
係
、
参
拝

上
の
便
利
、
其
他
新
法
主
渡
暹
の
事
情
等
に
拠
る
も
、
大
谷
派
は
京
都
説
を

執
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
の
書
面
を
提
出
せ
し
由
。
▲
名
古
屋
派
の
内
紛　

過

日
来
京
都
に
滞
在
し
居
る
名
古
屋
の
運
動
委
員
中
名
古
屋
期
成
同
盟
会
員

は
、
最
初
菩
提
会
支
部
の
丹
羽
円
師
等
が
本
部
の
意
名
古
屋
説
に
あ
り
と

て
、
頻
り
に
名
古
屋
に
覚
王
殿
を
建
設
せ
ん
事
を
主
張
し
、
市
の
有
力
家
は

之
を
信
じ
て
今
日
の
運
動
を
為
す
に
至
り
所
、
本
部
の
意
は
全
く
丹
羽
氏
の

言
に
反
す
る
も
の
あ
り
と
て
大
に
憤
激
し
、
為
に
一
紛
議
を
生
ず
る
に
至
り

し
が
、
数
日
前
入
洛
し
た
る
吉
田
禄
在
氏
は
、
今
日
の
場
合
に
於
て
斯
の
如

き
内
紛
を
為
す
は
、
本
問
題
の
為
不
利
益
な
り
と
て
、
種
々
調
停
を
為
し

つ
ゝ
あ
り
と
い
ふ
。
▲
比
較
調
査
会
の
不
一
致　

浄
教
寺
に
於
け
る
比
較
調

査
会
に
て
は
、
各
委
員
の
意
見
融
和
せ
ざ
る
由
な
れ
ば
、
宗
派
会
に
向
て
は

到
底
其
意
見
を
報
告
す
る
事
能
は
ざ
れ
ば
、
多
分
各
別
の
報
告
を
な
す
な
ら

ん
。

覚
王
殿
問
題
京
都
派
の
主
張
〔
明
治
35
年
10
月
３
日　

第
四
九
二
八
号
〕

京
都
派
の
主
領
前
田
誠
節
師
の
談
に
曰
く
、
大
菩
提
会
の
事
業
は
之
を
分
て

二
と
す
。
一
は
即
ち
覚
王
殿
の
建
設
に
し
て
、
二
は
即
ち
之
に
伴
ふ
諸
種
の

事
業
な
り
。
之
に
伴
ふ
諸
種
の
事
業
と
は
、
其
の
中
の
二
、
三
を
挙
ぐ
れ

ば
、
各
宗
の
統
一
的
事
業
に
し
て
即
ち
仏
教
大
学
の
如
き
、
慈
善
、
感
化
事

業
の
如
き
是
れ
な
り
。
第
一
は
全
く
信
仰
的
施
設
に
属
し
て
、
大
聖
釈
迦
文

の
徳
を
報
ぜ
ん
為
め
に
、
其
の
遺
形
を
奉
安
供
養
す
る
も
の
な
り
。
而
し
て

其
の
第
二
の
随
伴
事
業
に
至
り
て
は
、
随
伴
と
は
云
へ
ど
も
其
の
実
我
々
が

遠
く
遺
形
を
暹
羅
に
迎
へ
て
、
之
を
我
国
に
奉
じ
た
る
も
の
其
の
真
意
、
単

に
遺
骨
を
殿
内
に
安
置
し
、
四
時
の
供
養
、
朝
夕
の
読
経
を
以
て
満
足
せ

ず
、
之
を
一
の
機
会
と
し
て
従
来
紛
々
た
る
仏
教
各
宗
派
を
統
一
し
、
随
て

統
一
的
事
業
を
起
し
て
大
に
仏
日
の
晃
輝
を
計
り
、
因
て
以
て
世
界
的
仏
教

た
ら
し
め
ん
と
す
る
に
在
り
。
所
謂
南
北
仏
教
の
連
絡
を
通
じ
て
、
区
々
た

る
東
洋
的
孤
立
を
一
転
し
て
、
其
の
範
囲
を
拡
大
す
る
を
以
て
、
寧
ろ
遺
形

奉
迎
の
真
意
と
為
す
な
り
。
然
れ
ど
も
是
れ
順
序
と
し
て
は
、
覚
王
殿
建
設

の
後
に
来
る
べ
き
問
題
に
し
て
、
先
づ
差
當
り
て
は
遺
形
奉
安
の
霊
殿
を
起

し
、
供
養
礼
拝
す
る
の
場
所
を
定
め
ざ
る
可
ら
ず
。
然
る
に
京
都
は
諸
宗
本

山
の
所
在
地
に
し
て
又
仏
教
の
中
心
地
た
る
を
以
て
、
朝
夕
供
養
礼
拝
の
崇

敬
を
尽
す
に
於
て
最
も
便
宜
あ
る
は
勿
論
、
一
方
信
男
信
女
の
参
拝
上
よ
り

見
る
も
、
地
方
上
京
の
慣
例
便
利
は
、
之
を
京
都
以
外
の
地
に
比
し
て
固
よ
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り
同
一
の
論
に
あ
ら
ず
。
之
に
因
て
是
を
観
る
に
、
遺
形
奉
安
の
第
一
着
、

菩
提
会
事
業
の
第
一
た
る
覚
王
殿
建
設
の
地
が
、
必
ず
京
都
た
ら
ざ
る
べ
か

ら
ざ
る
理
由
は
、
今
更
喋
々
を
待
た
ざ
る
所
に
し
て
、
畢
竟
名
古
屋
派
な
ど

中
途
に
飛
出
し
た
れ
ば
こ
そ
、
或
は
京
都
ゝ
何
れ
が
適
當
な
り
や
抔
、
比
較

調
査
の
必
要
も
起
り
た
れ
。
其
れ
よ
り
以
前
に
於
て
は
、
覚
王
殿
建
設
地
の

京
都
た
る
事
は
不
言
不
語
の
間
に
万
人
斉
敷
認
識
す
る
所
に
し
て
、
京
都
以

外
に
競
争
地
の
現
は
れ
ん
こ
と
は
実
に
何
人
も
意
外
と
す
る
所
な
り
し
な
る

べ
し
云
々
。

覚
王
殿
問
題
彙
報
〔
明
治
35
年
10
月
４
日　

第
四
九
二
九
号
〕

▲
両
派
の
運
動
弥
々
激
烈　

名
京
両
派
が
熱
心
運
動
せ
る
覚
王
殿
建
設
問
題

を
決
議
す
べ
き
各
宗
派
会
は
、
一
昨
日
午
前
十
時
よ
り
京
都
建
仁
寺
に
於
て

開
会
せ
ら
れ
た
る
が
、
前
日
来
名
古
屋
よ
り
特
派
の
運
動
者
及
有
志
、
并
に

京
都
派
の
有
志
僧
俗
は
、
互
に
管
長
及
び
委
員
を
訪
問
し
て
、
非
常
に
激
烈

の
運
動
を
始
め
た
る
よ
し
。
▲
大
谷
派
の
板
挟
み　

覚
王
殿
問
題
の
熱
心
運

動
者
は
、
尾
張
、
京
都
、
北
陸
地
方
に
多
く
、
右
は
孰
れ
も
大
谷
派
の
御
台

所
に
し
て
、
同
派
は
名
京
両
派
の
有
志
よ
り
種
々
の
申
込
を
受
け
、
目
下
の

形
勢
殆
ど
板
挟
み
の
底
な
り
し
が
、
頃
日
、
井
沢
勝
詮
、
久
米
天
海
、
木
曽

琢
磨
の
諸
師
、
渥
美
邸
に
会
合
協
議
の
結
果
、
両
説
孰
れ
に
も
加
担
せ
ず
、

厳
正
中
立
を
守
る
こ
と
ゝ
な
り
た
り
と
い
ふ
。
▲
両
派
の
色
分　

京
名
両
派

に
於
け
る
各
派
の
色
分
け
は
、
確
に
知
る
可
ら
ざ
る
も
、
今
両
派
の
称
ふ
る

処
を
対
照
す
る
に
京
都
派
は
曰
く
、

　

天
竜
寺　

二
人　
　

相
国
寺　

二
人　
　

建
仁
寺　

二
人

　

南
禅
寺　

二
人　
　

妙
心
寺　

四
人　
　

東
福
寺　

二
人

　

大
徳
寺　

二
人　
　

水
源
寺　

二
人　
　

黄
檗
宗　

二
人

　

高　

田　

二
人　
　

興
正
寺　

二
人　
　

仏
光
寺　

二
人

　

誠
照
寺　

二
人　
　

三
門
徒　

二
人　
　

山　

元　

二
人

　
　

十
六
派　
　
　

三
十
二
人
（
以
上
京
都
派
）

　

真
言
宗　

四
人　
　

時　

宗　

二
人　
　

西
山
派　

三
人

　

曹
洞
宗　

五
人　
　

真
言
律　

二
人　
　

建
長
寺　

二
人

　

円
覚
寺　

二
人　
　

融
通
念
仏
二
人　
　

法
宗
相　

二
人

　

華
厳
宗　

二
人

　
　

十　

派　
　
　

二
十
六
人
（
以
上
京
都
派
）

　

大
谷
派　

五
人　
　

天
台
宗　

四
人　
　

出
雲
寺　

二
人

　

本　
　
　

五
人　
　

寺　

門　

二
人　
　

真　

盛　

二
人

　

木　

辺　

二
人

　
　

十　

派　
　
　

二
十
二
人
（
未
定
）

名
古
屋
派
の
称
ふ
る
処
に
よ
れ
ば
曰
く

　

天
竜
寺　

二
人　
　

相
国
寺　

二
人　
　

建
仁
寺　

二
人

　

南
禅
寺　

二
人　
　

砂
信
寺　

四
人　
　

東
福
寺　

二
人

　

大
徳
寺　

二
人　
　

永
源
寺　

二
人　
　

黄
檗
宗　

二
人

　

興
正
寺　

二
人　
　

仏
光
寺　

二
人　
　

誠
照
寺　

二
人

　

三
門
徒　

二
人　
　

山　

元　
　

二
人

　
　

十
四
派　
　
　

三
十
人
（
以
上
京
都
派
）

　

真
宗
派　

四
人　
　

西
山
派　

三
人　
　

曹
洞
宗　

五
人

　

高　

田　

二
人　
　

時　

宗　

二
人　
　

建
長
寺　

二
人
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円
覚
寺　

二
人　
　

真
言
律　

二
人　
　

法
相
宗　

二
人

　

華
厳
宗　

二
人　
　

融
通
念
仏
二
人　
　

木　

辺　

二
人

　
　

十
二
派　
　
　

三
十
人
（
以
上
名
古
屋
派
）

　

大
谷
派　

五
人　
　

本　

派　

五
人　
　

天
台
宗
派
四
人

　

寺　

門　

二
人　
　

真　

盛　

二
人　
　

出
雲
寺　

二
人

　
　

六　

派　
　
　

二
十
人
（
未
定
）

覚
王
殿
問
題
名
古
屋
派
の
主
張
〔
明
治
35
年
10
月
４
日　

第
四
九
二
九
号
〕

名
古
屋
派
の
主
領
弘
津
説
三
師
の
談
に
曰
く
、
我
々
が
名
古
屋
説
を
主
張
す

る
に
至
り
た
る
理
由
は
た
だ
一
つ
、
曰
く
実
力
問
題
、
こ
れ
抑
も
御
遺
形
を

奉
迎
し
て
よ
り
既
に
三
年
、
此
間
大
菩
提
会
は
何
事
を
為
し
つ
ゝ
あ
り
し

か
。
全
国
に
会
員
並
に
寄
附
金
を
募
る
と
称
し
、
空
数
十
万
以
上
の
負
債
を

こ
し
ら
へ
、
種
々
の
失
態
を
出
し
た
る
外
、
何
等
見
る
べ
き
の
成
績
一
と
し

て
之
れ
あ
る
な
し
。
現
に
本
年
一
月
調
査
せ
し
所
に
て
は
、
会
の
負
債
は
八

万
円
な
り
し
に
、
六
月
に
は
早
く
既
に
十
万
八
千
円
と
な
れ
り
。
而
し
て
一

方
寄
附
金
の
募
集
は
と
云
へ
ば
、
僅
々
二
千
円
に
満
た
ず
。
是
等
は
帳
簿
上

明
瞭
な
る
事
実
な
る
が
、
斯
る
有
様
に
て
は
、
之
を
奈
何
ん
ぞ
数
十
万
円
の

殿
堂
を
建
設
す
る
の
見
込
み
あ
り
と
云
ふ
を
得
ん
や
。
我
々
を
し
て
到
底
見

込
み
な
し
と
断
言
せ
し
む
る
も
亦
余
儀
な
き
次
第
な
り
。
是
れ
独
り
我
国
仏

教
の
不
面
目
な
る
の
み
な
ら
ず
、
暹
羅
に
対
す
る
當
時
の
事
情
よ
り
考
ふ
る

も
、
幾
分
国
家
の
態
面
に
も
関
す
る
事
な
り
。
左
れ
ば
こ
そ
先
き
に
は
外
務

省
通
商
局
長
の
注
意
す
る
あ
り
。
近
く
は
過
日
山
座
政
務
局
長
の
通
知
を
受

け
た
り
。
京
都
が
以
上
の
如
く
、
冷
淡
極
ま
る
態
度
を
坐
視
す
る
に
忍
び
ず

し
て
、
起
り
た
る
は
名
古
屋
派
な
り
。
名
古
屋
の
仏
教
有
志
者
は
、
覚
王
殿

問
題
の
解
決
は
結
局
実
力
に
待
た
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
思
ひ
、
愛
知
県
下
に

於
け
る
二
十
五
箇
所
の
期
成
同
盟
会
事
務
所
に
於
て
、
第
一
期
に
募
集
し
た

る
収
入
確
実
の
寄
附
金
額
四
十
九
万
円
余
、
第
二
期
に
は
更
に
五
十
余
万
円

を
増
加
し
て
総
額
百
万
円
に
達
せ
り
。
此
の
百
万
円
は
我
々
の
再
三
調
査
し

て
確
実
と
認
め
た
る
も
の
、
決
し
て
一
時
の
空
言
虚
声
に
あ
ら
ず
。
而
し
て

万
一
予
定
期
限
内
に
募
集
し
能
は
ざ
る
時
は
、
他
の
有
志
者
即
ち
服
部
吉
田

諸
氏
が
、
飽
迄
責
任
を
以
て
引
受
け
ん
と
の
事
を
誓
言
せ
り
。
所
謂
名
古
屋

派
の
熱
心
実
力
は
此
の
如
し
。
而
し
て
京
都
側
は
如
何
と
見
る
に
、
名
古
屋

説
の
勃
興
に
余
儀
な
く
せ
ら
れ
、
今
日
漸
く
に
し
て
森
田
某
の
二
十
万
円
寄

附
の
申
込
み
あ
り
た
る
が
、
是
も
最
初
の
間
は
純
然
た
る
寄
附
な
り
と
明
言

せ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
頃
日
に
至
り
、
俄
に
寄
附
の
名
義
を
取
消
し
、
一
時

立
替
と
云
ふ
事
に
訂
正
せ
り
。
而
も
本
人
森
田
某
が
、
果
し
て
如
何
程
の
資

力
あ
る
も
の
な
る
か
は
、
我
々
が
親
敷
調
査
し
た
る
所
に
よ
れ
ば
、
遺
憾
な

が
ら
信
を
置
に
足
ら
ず
。
要
す
る
に
覚
王
殿
建
築
は
事
実
問
題
な
り
。
空
論

空
議
の
能
く
す
べ
き
に
非
ざ
る
上
に
、
京
都
に
は
現
に
各
宗
本
山
の
并
立
す

る
あ
り
。
必
ず
し
も
同
殿
の
必
要
を
認
め
ず
。
況
や
仏
教
弘
通
の
本
意
よ
り

云
へ
ば
、
広
く
地
方
の
信
仰
を
開
拓
し
て
、
遍
く
辺
鄙
を
利
益
す
る
に
在

り
。
空
海
が
高
野
を
開
き
、
日
蓮
が
身
延
を
相
し
、
承
陽
大
師
が
永
平
寺
を

創
立
し
た
る
が
如
く
、
皆
此
意
に
外
な
ら
ず
。
名
古
屋
は
今
や
四
通
八
達
の

中
心
地
と
し
て
固
よ
り
辺
鄙
に
あ
ら
ず
と
云
へ
ど
も
、
此
地
に
同
殿
を
建
設

す
る
事
は
、
蓋
し
事
誼
に
適
せ
る
も
の
に
し
て
、
且
一
日
も
速
に
此
の
目
的

を
達
す
る
捷
径
な
り
云
云
。
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既
報
の
如
く
、
去
る
二
日
は
京
都
建
仁
寺
に
於
け
る
各
宗
派
会
の
開
会
日
な

り
し
を
以
て
、
朝
来
京
都
、
名
古
屋
両
派
の
運
動
者
は
東
奔
西
走
し
て
、
出

席
管
長
及
び
委
員
の
狩
出
し
に
力
を
尽
し
た
り
。
尤
も
両
派
と
も
過
日
来
熱

心
に
運
動
し
た
る
事
な
れ
ば
、
殆
ん
ど
各
宗
派
の
意
嚮
は
既
に
定
ま
り
居
れ

り
と
云
ふ
も
不
可
な
し
。
勿
論
宗
派
会
の
決
議
を
見
る
に
非
ざ
れ
ば
、
其
勝

敗
の
如
何
は
知
る
可
ら
ざ
る
も
、
前
回
の
各
管
長
会
議
に
比
し
て
京
都
派
の

運
動
激
烈
な
り
し
だ
け
、
稍
々
活
気
を
帯
び
居
た
る
や
う
見
受
け
た
り
。
但

し
会
場
た
る
建
仁
寺
に
は
、
傍
聴
謝
絶
と
筆
太
に
記
し
て
一
切
入
場
せ
し
め

ず
、
松
原
署
の
特
務
及
び
巡
査
出
張
警
戒
せ
り
。
偖
午
前
九
時
頃
よ
り
正
午

迄
に
入
場
せ
し
各
管
長
、
及
び
同
代
理
者
、
并
に
委
員
の
面
々
は
左
の
如

し
。

　

▲
一
番
真
言
宗
長
者
、
脹
宥
匡
▲
九
番
四
大
寺
長
老
、
佐
伯
弘
澄
▲
十
一

番
法
相
宗
管
長
代
理
、
松
田
弘
学
▲
十
二
番
相
国
寺
管
長
代
理
、
大
江
宗

秀
▲
十
三
番
仏
光
寺
管
長
代
理
、
森
博
愛
▲
十
六
番
大
谷
派
管
長
代
理
、

井
沢
勝
詮
▲
十
七
番
妙
心
寺
管
長
代
理
、
前
田
誠
節
▲
十
八
番
建
仁
寺
管

長
代
理
、
後
藤
文
辰
▲
廿
一
番
三
門
徒
派
管
長
代
理
、
香
川
晃
月
▲
廿
二

番
華
厳
宗
管
長
代
理
、
筒
井
寛
聖
▲
廿
五
番
西
山
派
管
長
代
理
、
加
藤
観

海
▲
廿
六
番
曹
洞
宗
管
長
代
理
、
日
置
黙
仙
▲
廿
七
番
真
宗
高
田
派
管
長

代
理
、
大
西
霊
純
▲
時
宗
管
長
代
理
、
足
利
浪
柔
▲
廿
九
番
真
宗
興
正
寺

管
長
代
理
、
三
原
俊
栄
▲
卅
一
番
大
谷
派
委
員
、
一
柳
智
成
▲
卅
二
番
西

山
派
委
員
、
霊
群
勝
全
▲
卅
三
番
真
言
宗
委
員
、
小
川
光
義
▲
卅
四
番
真

盛
派
委
員
、
加
藤
映
空
▲
卅
五
番
華
厳
宗
委
員
、
雲
井
春
海
▲
卅
九
番
曹

洞
宗
委
員
、
鈴
木
雄
峰
▲
四
十
番
同
、
弘
津
説
三
▲
四
十
三
番
大
谷
派
委

員
、
白
尾
義
夫
▲
四
十
四
番
真
言
律
委
員
、
植
村
悟
竜
▲
四
十
五
番
時
宗

委
員
、
河
野
良
心
▲
四
十
六
番
真
言
宗
委
員
、
土
宜
法
竜
▲
四
十
七
番
曹

洞
宗
委
員
、
平
野
大
仙
▲
四
十
八
番
相
国
寺
委
員
、
上
島
恵
林
▲
四
十
九

番
誠
照
寺
委
員
、
幡
智
吼
▲
五
十
一
番
法
相
宗
委
員
、
千
早
法
期
▲
五
十

四
番
真
言
宗
委
員
、
滝
見
常
▲
五
十
五
番
日
蓮
宗
委
員
、
浅
井
日
通
▲
五

十
七
番
興
正
寺
委
員
、
下
間
蓮
明
▲
五
十
九
番
曹
洞
宗
委
員
、
有
沢
香
庵

▲
六
十
番
日
蓮
宗
委
員
、
津
田
日
厚

午
後
一
時
迄
に
欠
席
届
を
出
せ
し
は
、
本
派
本
願
寺
及
び
永
源
寺
の
二
派
の

み
に
て
、
午
後
に
至
り
引
続
き
左
の
管
長
及
び
同
代
理
并
に
委
員
等
出
席
せ

り
。

　

▲
大
徳
寺
管
長
、
菅
広
州
（
三
番
）
▲
南
禅
寺
管
長
代
理
、
大
沢
協
州

（
四
番
）
▲
木
辺
派
管
長
代
理
、
足
利
義
蔵
（
七
番
）
▲
誠
照
寺
派
管
長

代
理
、
稲
田
晃
盛
（
八
番
）
▲
東
福
寺
管
長
代
理
、
林
泰
嶺
（
九
番
）
▲

黄
檗
宗
管
長
代
理
、
鈴
木
恵
眼
（
十
番
）
▲
天
台
宗
管
長
代
理
、
石
堂
晃

純
（
十
四
番
）
▲
日
蓮
宗
管
長
代
理
、
河
合
日
辰
（
十
五
番
）
▲
融
通
念

仏
宗
管
長
代
理
、
唐
橋
泰
敬
（
二
十
番
）
▲
三
門
徒
管
長
代
理
、
林
得
慶

（
廿
一
番
）
▲
建
長
寺
管
長
代
理
、
柴
崎
雑
船
（
廿
四
番
）
▲
円
覚
寺
管

長
代
理
、
武
田
達
応
（
三
十
番
）
▲
妙
心
寺
派
委
員
、
永
井
智
嶺
（
三
十

六
番
）
▲
同
、
青
山
宗
完
（
三
十
八
番
）
▲
同
、
木
宮
恵
満
（
四
十
一

番
）
▲
天
台
宗
委
員
、
安
達
亮
真
（
四
十
二
番
）
▲
融
通
念
仏
宗
委
員
、

清
原
賢
静
（
五
十
番
）
▲
建
仁
寺
委
員
、
瑞
岳
惟
陶
（
五
十
二
番
）
▲
建
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長
寺
委
員
、
糸
井
達
慶
（
五
十
三
番
）
▲
天
台
宗
委
員
、
赤
松
円
麟
（
五

十
六
番
）
▲
円
覚
寺
委
員
、
秋
山
正
麟
（
五
十
八
番
）
▲
南
禅
寺
委
員
、

小
林
道
摘
（
六
十
一
番
）
▲
黄
檗
宗
委
員
、
近
藤
祖
梁
（
六
十
四
番
）
▲

大
徳
寺
委
員
、
小
堀
宗
長
（
六
十
五
番
）
▲
天
台
宗
委
員
、
木
村
観
順

（
六
十
六
番
）
▲
三
門
徒
委
員
、
林
得
応
（
二
十
一
番
）
▲
大
谷
派
委

員
、
荒
城
賢
順
（
六
十
八
番
）
▲
同
、
木
曽
琢
磨
（
六
十
九
番
）

右
合
計
六
十
四
名
の
外
、
村
田
菩
提
会
長
も
出
席
し
た
り
。
午
後
一
時
三
十

分
報
鐘
に
て
各
議
場
に
着
き
、
比
較
調
査
委
員
中
よ
り
座
長
を
選
定
の
結

果
、
土
宜
法
竜
師
座
長
席
に
着
き
、
各
宗
派
会
開
会
の
旨
を
告
げ
、
先
正
副

議
長
の
選
挙
を
行
ひ
し
に
、
投
票
の
結
果
、

　

議
長
（
當
選
三
十
七
点
）
真
言
宗
長
者　

長　

宥
匡

　
　
　
　
　
　

次
点
（
廿
一
点
）
大
谷
派
代
理　

井
沢　

勝
詮

　
　
　

副
議
長
（
當
選
六
十
二
点
）
日
置　

黙
仙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
点
一
点
）　

前
田　

誠
節

の
得
票
に
て
、
前
会
議
同
様
、
長
師
議
長
に
、
日
置
師
副
議
長
に
當
選
。
同

二
時
三
十
分
に
至
り
休
憩
を
告
げ
、
三
時
十
分
よ
り
引
続
き
開
会
の
京
都
、

名
古
屋
両
説
に
係
る
報
告
書
を
配
附
し
、
同
三
十
分
無
事
に
閉
会
せ
し
が
、

此
日
は
前
回
の
会
議
よ
り
も
猶
一
層
に
取
締
を
厳
重
に
し
、
妙
法
院
会
議
の

際
、
議
場
の
真
相
等
漏
洩
せ
し
に
附
、
開
会
と
共
に
各
戸
口
を
閉
ぢ
、
何
人

と
雖
も
入
場
せ
し
め
ざ
り
き
。
尤
も
各
人
傍
聴
謝
絶
の
事
を
既
知
せ
る
事
と

て
、
両
派
の
運
動
者
に
て
傍
聴
を
迫
る
者
一
人
も
な
く
、
前
会
に
比
し
て
は

甚
だ
静
粛
な
り
し
。
由
序
に
記
す
京
都
説
に
係
る
報
告
書
に
は
、
覚
王
殿
建

設
候
補
地
表
、
及
び
森
田
長
次
郎
及
び
同
武
兵
衛
よ
り
寄
附
契
約
書
、
并
に

参
考
書
と
し
て
石
川
県
及
び
富
山
県
よ
り
の
寄
附
契
約
書
を
記
し
、
名
古
屋

説
の
分
に
は
同
地
の
選
定
期
成
同
盟
会
の
出
金
に
関
す
る
契
約
書
、
并
に
参

考
と
し
て
土
工
夫
十
万
人
、
土
木
人
夫
十
万
人
、
寄
附
願
書
を
記
載
し
た
り

し
が
、
京
、
名
両
派
の
候
補
地
は
左
の
如
し
。

　
　

京
都
市
附
近
覚
王
殿
建
設
地
候
補
地
表

　

京
都
市
吉
田
町
神
楽
岡
六
町
五
反
四
畝
十
九
歩
寄
贈
、
日
吉
全
識
▲
愛
宕

郡
松
ケ
崎
村
二
万
坪
同
上
、
山
崎
直
次
郎
外
二
名
▲
山
科
村
日
岡
十
八
町

四
畝
歩
代
価
一
万
五
千
円
内
金
三
千
円
寄
附
、
松
井
常
三
郎
外
に
京
都
市

有
志
者
総
代
、
片
山
正
中
氏
外
六
名
よ
り
、
覚
王
殿
建
設
京
都
に
決
定
の

上
、
吉
田
町
神
楽
岡
吉
田
神
社
地
一
万
八
千
坪
▲
官
有
地
二
万
坪
払
下
、

又
は
永
代
借
地
と
し
て
寄
附
せ
ん
と
の
申
出
、
吉
田
地
方
有
志
者
▲
今
熊

野
町
字
総
山
六
田
歩
接
続
の
地
は
協
議
の
上
寄
附
、
谷
村
治
三
郎
外
三
名

▲
同
上
四
万
五
千
坪
寄
附
、
田
中
安
三
郎
外
一
名
▲
浄
土
寺
町
字
石
橋
一

町
余
歩
接
続
の
土
地
は
協
議
の
上
寄
附
、
藤
田
三
左
衛
門
外
一
名
の
内
に

て
何
れ
の
地
た
り
と
も
撰
択
に
応
す
べ
し
と
。

　
　

名
古
屋
附
近
覚
王
殿
建
設
敷
地
候
補
地
表

　

愛
知
郡
千
種
村
大
字
古
井
田
代
村
字
丸
山
十
万
坪
▲
愛
知
郡
御
器
所
村
字

石
仏
五
万
坪
▲
愛
知
郡
御
器
所
村
字
石
仏
山
下
十
万
坪
▲
愛
知
郡
広
路
村

字
妙
見
山
十
四
万
坪
▲
愛
知
郡
弥
富
村
字
裏
山
九
十
九
町
歩
余
▲
愛
知
郡

弥
富
村
字
天
道
三
十
万
坪
▲
愛
知
郡
御
器
所
村
字
北
山
前
十
万
坪
▲
愛
知

郡
田
代
村
字
末
森
植
田
林
百
四
十
六
町
歩
の
内
（
十
万
坪
）
▲
愛
知
郡
田

代
村
字
末
森
月
見
坂
十
万
坪
▲
愛
知
郡
田
代
村
字
末
森
蝮
池
十
万
坪
▲
春

日
井
郡
小
幡
村
字
小
幡
厚
二
十
七
町
歩
余
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仏
教
各
宗
派
会
（
覚
王
殿
問
題
漸
く
解
決
せ
ら
れ
ん
と
す
）〔
明
治
35
年

10
月
６
日　

第
四
九
三
一
号
〕

仏
教
各
宗
派
会
は
、
前
日
に
引
続
き
去
る
三
日
午
前
十
一
時
よ
り
京
都
建
仁

寺
に
開
会
。
定
員
七
十
名
の
中
、
欠
席
者
僅
に
三
名
に
し
て
、
他
は
悉
く
出

席
。
副
議
長
日
置
黙
仙
師
、
議
長
長
宥
匡
師
に
代
つ
て
議
長
席
に
就
き
、
議

事
日
程
第
一
報
告
会
を
開
く
旨
を
告
げ
、
先
づ
書
記
を
し
て
山
座
政
務
局
長

及
び
大
隈
伯
、
並
に
在
京
暹
羅
公
使
ラ
ー
ジ
ヤ
ー
氏
よ
り
の
来
信
を
朗
読
せ

し
め
、
次
で
日
置
黙
仙
師
は
立
つ
て
自
ら
其
意
見
を
公
け
に
し
、
日
置
師
の

着
席
を
竢
つ
て
真
言
宗
の
土
宜
法
竜
師
は
、
土
地
選
定
委
員
総
代
と
し
て
京

都
名
古
屋
両
地
調
査
の
次
第
を
報
告
せ
ん
と
て
、
同
報
告
書
を
書
記
を
し
て

朗
読
せ
し
め
、
次
て
自
ら
こ
れ
を
敷
衍
す
。
京
名
両
地
比
較
調
査
の
結
果
と

し
て
断
ず
る
の
一
節
に
曰
く
、

　

京
都
に
属
す
る
候
補
地
及
び
寄
附
金
に
就
て
は
、
我
々
委
員
に
於
て
確
認

す
る
能
は
ず
。
名
古
屋
に
属
す
る
候
補
地
及
び
寄
附
金
は
、
十
分
信
用
す

べ
き
も
の
と
確
認
す
。

京
都
派
に
取
り
て
は
由
々
敷
一
語
。
議
場
漸
く
活
気
立
ち
て
見
え
し
が
、
當

日
の
議
長
日
置
師
最
早
刻
限
な
れ
ば
と
の
一
言
の
下
に
暫
時
休
憩
を
命
じ
、

議
員
は
各
々
議
席
を
退
散
す
。

午
後
一
時
引
続
き
開
会
。
劈
頭
大
谷
派
委
員
、
蕪
城
賢
順
師
、
緊
急
動
議
あ

り
と
て
、
各
宗
派
会
と
菩
提
会
と
の
関
係
に
就
き
大
に
質
す
所
あ
り
。
次
に

日
蓮
宗
委
員
津
田
日
厚
、
伊
達
亮
真
の
両
師
も
同
様
緊
急
動
議
あ
り
と
て
、

左
の
緊
急
建
議
案
を
提
出
す
。

第
一　

覚
王
殿
建
設
地
決
定
の
上
は
、
其
日
よ
り
三
年
間
を
期
し
竣
工
せ
し

む
る
事
。

第
二　

覚
王
殿
建
設
地
決
定
の
後
、
二
箇
年
間
に
寄
附
金
募
集
を
結
了
せ
し

む
る
事
。

第
三　

覚
王
殿
建
設
地
決
定
の
上
は
、
比
較
調
査
委
員
に
対
し
契
約
し
た
る

責
任
者
は
、
其
□
金
額
を
五
十
日
間
に
支
払
は
せ
し
む
る
事
。

第
四　

覚
王
殿
建
設
決
定
の
上
は
、
直
に
各
宗
派
よ
り
九
名
の
委
員
を
選
定

し
、
右
第
一
、
第
二
、
第
三
及
び
覚
王
殿
建
設
の
諸
般
の
事
務
を
処

理
せ
し
む
る
事
。

右
に
対
し
種
々
議
論
あ
り
。
議
長
は
此
緊
急
動
議
の
可
否
を
問
は
ん
と
て
起

立
を
命
じ
た
る
に
、
不
整
理
の
為
可
否
を
決
す
る
に
至
ら
ず
。
結
局
従
来
の

土
地
選
定
委
員
の
外
九
名
の
調
査
委
員
を
設
け
、
委
員
会
を
開
会
し
該
緊
急

動
議
の
調
査
を
な
し
、
円
満
に
本
会
を
開
く
事
に
決
し
、
翌
四
日
は
休
会
、

更
に
五
日
よ
り
本
会
議
を
開
く
事
に
決
せ
り
。
尤
も
委
員
会
に
し
て
同
日
中

に
結
了
せ
ざ
る
時
は
、
其
終
了
す
る
迄
本
会
を
休
会
す
る
や
も
知
れ
ず
。
而

し
て
委
員
会
の
会
場
は
建
仁
寺
方
丈
な
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
７
日　

第
四
九
三
二
号
〕

▲
交
渉
委
員
会　

仏
教
各
宗
派
会
の
交
渉
委
員
会
は
、
去
る
四
日
午
前
十
一

時
よ
り
京
都
建
仁
寺
方
丈
に
開
会
。
従
来
の
土
地
選
定
調
査
委
員
九
名
と
、

新
に
設
け
ら
れ
た
る
各
宗
派
会
の
交
渉
委
員
、
足
利
義
蔵
（
木
辺
派
）
蕪
城

賢
順
（
大
谷
派
）
伊
達
亮
真
（
天
台
宗
）
瑞
岳
惟
陶
（
建
仁
寺
）
松
田
弘
学

（
法
相
宗
）
小
川
光
義
（
真
言
宗
）
浅
井
日
通
（
日
蓮
宗
）
木
宮
恵
海
（
妙

心
寺
）
の
諸
氏
と
爰
に
会
合
し
、
正
午
よ
り
種
々
協
議
す
る
所
あ
り
し
が
、
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「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
下
）

51

122

議
論
百
出
、
遂
に
其
局
を
円
満
に
結
ぶ
能
は
ず
し
て
散
会
せ
し
由
。
な
ほ
翌

日
も
引
続
き
開
会
す
る
筈
な
り
し
と
い
ふ
。
▲
輿
論
の
大
勢　

京
都
、
名
古

屋
そ
の
何
れ
に
覚
王
殿
を
建
設
す
る
や
は
、
最
後
の
議
決
を
待
つ
て
始
め
て

知
る
べ
き
も
、
今
各
宗
派
よ
り
集
り
た
る
六
十
余
名
の
議
員
中
に
就
て
詳
細

取
調
べ
た
る
処
に
よ
れ
ば
、
今
日
迄
の
所
名
古
屋
派
が
廿
八
、
京
都
派
が
廿

七
、
未
定
が
七
と
云
ふ
数
な
れ
ば
、
運
動
の
結
果
に
よ
り
て
は
、
此
未
定
議

員
が
そ
の
何
れ
へ
賛
成
す
る
や
は
判
か
ら
ず
。
而
し
て
其
所
謂
運
動
は
、
名

古
屋
派
に
は
最
も
鋭
敏
な
る
と
こ
ろ
あ
り
。
京
都
派
に
は
何
と
な
く
手
ぬ
る

き
所
あ
り
と
云
へ
ば
、
勝
敗
の
数
或
は
既
に
定
り
あ
る
や
に
説
く
も
の
も
あ

れ
ど
も
、
是
れ
ま
た
決
し
て
信
ず
る
に
足
ら
ず
。
兎
に
角
今
日
已
後
の
議
場

こ
そ
、
覚
王
殿
問
題
の
関
ケ
原
な
る
べ
し
。
▲
天
竜
寺
派
の
中
立
と
臨
済
各

派　

天
竜
寺
派
は
京
都
派
に
賛
成
で
あ
り
な
が
ら
、
名
古
屋
派
の
運
動
に
由

り
中
立
の
態
度
を
採
り
、
管
長
会
議
に
欠
席
し
居
る
を
以
て
、
臨
済
宗
合
議

所
よ
り
出
席
を
求
め
た
る
が
、
向
後
若
し
出
席
を
為
さ
ゞ
る
場
合
に
は
、
臨

済
宗
聨
合
よ
り
排
斥
す
る
事
を
内
決
し
た
る
由
。
▲
覚
王
殿
運
動
の
不
穏　

三
日
の
集
会
に
、
委
員
土
宜
法
竜
師
の
名
古
屋
説
の
報
告
は
偏
頗
な
り
と

て
、
京
都
説
の
人
々
は
其
夜
建
仁
寺
内
久
昌
院
に
於
て
徹
夜
の
協
議
を
な

し
、
名
古
屋
よ
り
は
多
人
数
入
洛
し
て
柊
屋
の
別
荘
を
本
拠
と
し
、
是
亦
運

動
の
協
議
を
な
し
、
双
方
不
穏
の
挙
動
な
き
を
保
せ
ず
と
て
、
其
筋
に
て
は

注
意
怠
り
な
し
と
い
ふ
。
▲
京
都
派
の
弱
音　

京
都
派
の
有
志
、
頃
日
教
学

記
者
に
語
つ
て
曰
く
『
若
金
力
を
以
て
運
動
す
る
も
の
勝
た
ば
、
名
古
屋
派

な
る
べ
く
』
ま
た
『
若
し
正
義
を
守
り
て
活
動
す
る
も
の
勝
た
ば
、
京
都
派

な
る
べ
し
』
京
都
派
は
貧
乏
な
り
、
金
力
な
し
。
故
に
金
力
を
以
て
は
到
底

名
古
屋
派
に
拮
抗
す
る
事
能
は
ず
。
唯
宗
教
界
の
事
一
に
金
力
に
由
て
為
す

べ
き
や
、
将
た
正
義
に
由
て
為
す
べ
き
や
は
、
此
一
挙
に
よ
つ
て
解
決
せ
ら

る
ゝ
を
得
べ
し
、
又
快
な
ら
ず
や
と
教
学
記
者
更
に
附
言
し
て
い
ふ
。
こ
れ

京
都
派
の
弱
音
と
。
▲
石
川
県
有
志
の
名
古
屋
派　

去
る
三
日
石
川
県
の
有

志
、
熊
谷
宗
実
、
石
川
順
誓
、
黒
田
義
夫
、
板
井
某
等
、
京
都
派
の
有
志
に

対
し
、
吾
等
は
今
回
京
都
説
を
翻
し
て
名
古
屋
説
を
称
へ
ん
と
す
る
者
に

て
、
既
に
金
沢
及
び
能
登
の
有
力
者
が
、
調
印
を
な
し
た
る
上
申
書
を
携
帯

し
居
れ
る
旨
吹
聴
せ
し
よ
り
、
京
都
派
に
て
は
、
現
今
の
形
勢
斯
る
上
申
書

を
宗
派
会
に
呈
出
さ
れ
て
は
、
多
少
の
支
障
生
ぜ
ん
事
を
気
づ
か
ひ
、
同
上

申
書
の
呈
出
を
さ
け
ん
為
め
、
百
方
尽
力
交
渉
せ
し
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
８
日　

第
四
九
三
三
号
〕

▲
五
日
の
交
渉
委
員
会　

前
日
に
引
続
き
、
去
る
五
日
京
都
建
仁
寺
方
丈
に

於
て
開
会
。
委
員
十
八
名
の
外
、
前
田
菩
提
会
副
会
長
も
列
席
し
、
秘
密
会

議
の
結
果
、
菩
提
会
は
解
散
せ
ず
、
法
人
組
織
と
し
て
京
都
に
置
き
、
三
十

三
宗
派
悉
く
之
に
加
盟
し
、
最
初
の
目
的
通
り
覚
王
殿
及
び
慈
善
病
院
、
仏

教
大
学
校
の
設
立
を
遂
行
す
る
事
と
し
、
覚
王
殿
の
建
設
地
を
名
古
屋
と
定

め
、
其
他
の
病
院
、
学
校
等
は
京
都
に
建
設
す
る
事
を
条
件
と
し
て
双
方
円

満
に
交
渉
を
遂
げ
ん
と
の
事
に
て
、
各
委
員
夫
々
分
担
各
宗
派
に
交
渉
す
る

に
決
し
て
散
会
せ
り
。
尚
右
等
交
渉
の
為
、
翌
六
日
は
休
会
し
、
七
日
開
会

の
筈
な
る
由
。
▲
贈
賄
問
題　

頃
日
名
古
屋
の
運
動
者
丹
羽
円
よ
り
、
贈
賄

の
目
的
を
以
て
、
大
和
西
大
寺
な
る
真
言
律
宗
管
長
、
佐
伯
弘
澄
師
の
許
へ

封
入
金
を
贈
り
た
る
も
、
同
師
は
斯
の
如
き
不
浄
物
に
依
つ
て
説
を
二
、
三
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に
す
べ
き
に
あ
ら
ず
と
て
、
こ
れ
を
刎
ね
附
け
た
る
由
な
る
が
、
こ
の
事
端

な
く
も
同
氏
の
口
よ
り
漏
れ
、
爰
に
由
々
敷
一
大
問
題
派
生
す
る
に
至
り
、

京
都
松
原
署
の
高
等
探
偵
は
一
両
日
前
、
建
仁
寺
に
出
張
し
て
何
か
取
調
ぶ

る
所
あ
り
し
由
。
▲
京
都
派
の
飛
檄　

実
力
問
題
に
於
て
は
、
到
底
名
古
屋

派
に
及
ば
ず
。
大
勢
既
に
危
し
と
見
て
取
り
た
る
京
都
派
は
、
如
何
に
も
し

て
今
宗
派
会
を
揉
潰
さ
ん
と
、
百
方
苦
心
せ
る
折
柄
、
前
記
贈
賄
事
件
の
起

り
た
る
を
幸
ひ
、
去
五
日
一
篇
の
檄
文
を
草
し
暹
羅
公
使
、
並
に
国
務
大

臣
、
貴
衆
両
院
議
員
、
及
び
全
国
仏
教
団
体
へ
配
附
し
た
り
。
其
一
節
に
曰

く
、
抑
も
御
遺
形
奉
安
所
位
地
の
争
や
、
京
名
二
所
の
両
説
は
、
自
ら
吾
同

盟
宗
派
に
二
分
し
て
各
々
其
向
背
を
別
に
せ
し
む
。
而
し
て
京
都
奉
安
説
の

正
理
正
道
に
し
て
、
名
古
屋
説
の
之
に
比
し
て
理
由
の
極
め
て
浅
膚
な
る
に

も
関
せ
ず
、
各
宗
派
が
反
つ
て
之
れ
に
謳
歌
し
て
、
進
ん
で
吾
京
都
説
の
主

張
を
破
壊
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
或
は
其
間
隠
密
の
理
由
あ
る
を
想
像
し
た

り
き
。
果
せ
る
哉
、
名
古
屋
派
が
各
宗
に
対
す
る
賄
賂
贈
遺
の
形
跡
は
、
真

言
律
宗
の
管
長
た
る
奈
良
県
西
大
寺
住
職
、
佐
伯
弘
澄
の
證
言
に
徴
し
て
殆

ど
明
々
了
々
、
一
点
の
疑
惑
を
要
せ
ざ
る
も
の
有
る
に
至
れ
り
。
吁
々
彼
等

の
眼
中
既
に
大
義
な
き
な
り
。
彼
等
の
胸
底
亦
信
念
な
き
な
り
。
彼
等
は
其

野
心
の
為
に
は
仏
陀
を
も
屠
ら
ん
と
し
、
真
理
を
葬
ら
ん
と
は
す
る
な
り
。

是
を
し
も
仏
教
法
賊
の
行
動
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
将
た
何
に
と
か
せ
ん
や

…
…
。
吾
人
の
主
張
す
る
処
は
、
今
期
宗
派
会
の
解
散
に
在
り
。
議
会
の
改

造
に
あ
り
。
以
上
陳
ぶ
る
如
き
嫌
疑
を
被
る
議
員
に
よ
り
、
且
つ
此
の
醜
名

を
帯
ぶ
る
地
方
を
中
心
と
す
る
建
議
を
迎
へ
て
、
覚
王
の
宝
前
に
其
得
失
を

論
ず
る
如
き
は
、
吾
人
仏
徒
の
断
じ
て
忍
ば
ざ
る
処
、
然
れ
ば
則
ち
速
か
に

解
散
を
今
期
に
命
じ
、
更
ら
に
高
潔
無
垢
の
議
員
を
選
び
、
神
聖
不
可
冒
議

会
を
開
き
、
以
て
上
仏
意
に
副
ひ
、
下
民
望
に
応
ず
べ
き
決
議
を
成
さ
ん
こ

と
を
、
敢
て
愛
国
護
法
の
同
志
に
檄
し
、
今
期
宗
派
会
の
解
散
を
期
す
、

云
々
。
▲
贈
賄
問
題
と
佐
伯
弘
澄
氏
の
談
片　

各
宗
派
会
々
場
建
仁
寺
に
於

け
る
同
師
の
談
片
に
曰
く
、
賄
賂
贈
遺
一
件
で
す
か
。
ツ
イ
先
頃
の
事
で
、

私
の
自
坊
奈
良
の
西
大
寺
へ
、
最
初
名
古
屋
派
の
丹
羽
実
、
青
山
朗
、
清
水

機
然
、
後
に
筒
井
寛
聖
、
霊
群
諦
全
等
が
来
坊
し
て
、
切
り
と
名
古
屋
説
に

賛
成
の
義
を
懇
願
し
ま
し
た
が
、
金
子
入
の
封
書
は
丹
羽
の
手
よ
り
差
出
し

ま
し
た
。
巾
は
三
寸
余
り
で
、
経
は
四
寸
五
分
位
の
物
に
水
引
が
か
け
て
在

つ
た
が
、
自
分
は
黄
金
の
為
め
に
定
見
を
左
右
せ
ら
る
ゝ
者
で
な
い
か
ら
好

い
や
う
な
も
の
ゝ
、
兎
も
角
斯
る
鄙
劣
手
段
を
以
て
人
を
瞞
着
す
る
仏
徒
の

堕
落
と
腐
敗
は
、
驚
嘆
に
堪
へ
な
い
次
第
で
あ
る
。
然
か
し
覚
王
殿
に
就
て

は
、
実
際
京
都
で
三
年
間
も
放
つ
て
置
い
た
の
は
悪
い
。
其
為
め
却
て
名
古

屋
も
運
動
に
熱
中
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
だ
。
京
都
派
の
服
部
賢
成
も
自
坊

に
参
り
て
、
覚
王
殿
を
京
都
に
建
設
す
る
の
必
要
を
喋
々
と
説
き
立
て
た

が
、
自
分
も
七
十
以
上
の
老
年
で
、
そ
ん
な
事
は
今
更
服
部
輩
の
説
明
を
聞

か
な
く
と
も
以
前
か
ら
確
と
承
知
し
て
居
る
。
実
は
服
部
が
余
り
く
ど
〳
〵

と
京
都
説
を
喋
舌
り
立
つ
る
の
で
根
気
が
つ
き
、
欠
伸
を
何
回
も
し
て
見
せ

た
け
れ
ど
も
、
先
生
は
少
し
も
心
附
か
ず
し
て
、
頻
り
に
説
き
立
て
た
の
に

は
大
に
閉
口
し
た
。
其
処
で
自
分
は
服
部
に
対
し
、
名
京
両
派
よ
り
如
何
様

の
勧
誘
を
受
く
る
も
、
自
分
に
は
一
箇
の
定
見
あ
る
ゆ
ゑ
他
人
の
勧
誘
に
応

じ
難
い
と
て
、
賛
否
の
確
答
を
与
へ
な
か
つ
た
次
第
で
あ
る
、
云
々
。
▲
三

千
円
の
證
書　

土
地
選
定
委
員
中
に
天
竜
寺
、
仏
光
寺
、
木
辺
派
の
三
派
を
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名
古
屋
に
加
担
せ
し
む
る
に
は
、
三
千
円
の
金
を
分
割
す
る
の
必
要
あ
り
と

て
、
先
頃
名
古
屋
期
成
同
盟
会
員
に
断
じ
た
る
も
の
あ
り
。
同
盟
会
に
て
は

建
設
地
確
定
の
暁
、
現
金
授
受
の
約
束
に
て
、
三
千
円
の
證
書
を
該
委
員
の

手
許
へ
渡
し
た
り
と
の
事
。
昨
今
右
三
派
内
僧
侶
の
聞
く
所
と
な
り
、
我
宗

派
を
利
用
し
て
、
斯
る
不
正
の
金
を
騙
収
す
る
者
あ
り
て
は
一
門
の
不
名
誉

な
れ
ば
、
此
際
取
調
べ
を
為
さ
ん
と
て
、
目
下
内
々
協
議
中
な
る
由
。

東
都
仏
教
有
志
と
覚
王
殿
〔
明
治
35
年
10
月
８
日　

第
四
九
三
三
号
〕

東
都
仏
教
有
志
東
亜
仏
教
会
幹
事
、
田
中
弘
之
氏
等
は
、
一
昨
日
各
宗
管
長

宛
に
左
の
一
書
を
送
れ
り
。

　

仏
教
信
徒
同
志
者
、
不
肖
田
中
弘
之
等
、
□
て
我
敬
信
せ
る
仏
教
各
宗
管

長
猊
下
に
呈
す
。

　

恭
く
惟
る
に
、
世
尊
一
代
の
□
数
十
万
無
量
な
り
と
雖
も
、
無
我
を
諦
認

し
平
等
に
観
察
し
、
以
て
慈
悲
を
修
行
す
べ
き
や
皆
一
也
矣
。
大
小
権
実

に
論
な
く
、
顕
密
聖
浄
を
問
は
ず
、
度
生
の
方
便
と
報
恩
の
行
事
に
於

て
、
豈
に
派
別
分
類
の
執
見
を
挿
む
可
ん
や
。

　

曩
に
我
敬
信
せ
る
仏
教
各
宗
管
長
猊
下
、
相
提
携
し
て
仏
陀
の
御
遺
形
を

暹
羅
王
国
よ
り
奉
迎
せ
ら
る
ゝ
や
、
和
衷
協
同
の
本
願
を
建
て
、
茲
に
大

菩
提
会
を
組
織
し
、
各
宗
選
出
の
委
員
亦
熱
心
に
合
議
し
、
先
づ
御
遺
形

奉
安
の
峻
宇
を
建
設
せ
ん
こ
と
を
評
決
せ
ら
れ
し
も
、
惜
む
ら
く
は
未
だ

其
の
適
當
の
景
地
を
一
定
す
る
に
及
ば
ざ
り
し
が
故
に
、
理
順
少
く
転
倒

す
る
所
あ
り
て
、
事
は
予
期
と
齟
齬
し
、
覚
王
殿
の
建
設
を
視
る
こ
と
能

は
ず
。
世
間
往
々
之
を
私
議
批
笑
す
る
も
の
あ
る
に
至
る
某
等
、
窃
に
憂

ふ
是
の
如
き
は
、
特
り
諸
猊
下
の
徳
望
を
汚
損
す
る
而
已
な
ら
ず
、
引
て

我
尊
信
せ
る
仏
教
全
体
の
光
明
を
障
蔽
す
る
に
至
ら
ん
こ
と
を
。
近
頃
公

電
の
報
ず
る
所
に
依
る
に
、
暹
羅
国
皇
太
子
は
父
王
に
代
て
我
日
本
に
来

遊
を
思
ひ
立
せ
ら
れ
、
其
の
出
発
の
期
実
に
本
年
冬
季
に
在
り
と
。
而
し

て
皇
太
子
の
来
遊
は
、
啻
に
観
光
の
外
に
、
我
日
本
帝
国
の
東
洋
唯
一
、

否
世
界
唯
一
の
仏
教
国
な
る
を
愛
慕
し
、
茲
に
来
遊
の
沙
汰
あ
る
に
至
れ

る
や
知
る
可
き
而
已
。
是
れ
即
ち
世
界
各
国
に
選
ん
で
特
に
我
日
本
仏
教

徒
に
対
し
、
仏
陀
の
御
遺
形
を
割
愛
頒
附
せ
ら
れ
し
、
暹
羅
国
王
室
の
微

意
に
照
し
て
分
明
な
り
と
す
。
然
る
に
此
の
最
恵
教
王
国
の
皇
太
子
の
来

着
は
、
遅
く
も
来
る
卅
六
年
初
春
に
あ
ら
ん
と
す
る
に
際
し
て
、
其
の
特

別
附
属
の
御
遺
形
を
奉
安
す
可
き
覚
王
殿
は
、
未
だ
建
設
の
場
所
す
ら
一

決
せ
ざ
る
如
き
は
、
誠
に
日
本
仏
教
国
民
全
般
の
失
体
た
る
而
已
な
ら

ず
、
亦
実
に
最
恵
教
王
国
皇
太
子
殿
下
に
対
す
る
不
敬
な
る
も
の
な
り
と

す
。
是
れ
全
く
某
等
同
志
不
敬
を
省
み
ず
、
敢
て
鄙
見
を
諸
猊
下
に
致
す

所
以
の
一
な
り
。

　

然
る
に
期
愈
々
切
迫
し
て
、
日
月
人
を
待
た
ず
。
左
支
右
吾
す
る
の
余
裕

な
き
の
今
日
に
於
て
、
幸
に
好
事
あ
り
て
天
未
た
日
本
仏
教
徒
の
面
目
を

失
は
し
め
ざ
る
望
あ
り
。
聞
か
如
く
な
れ
ば
名
古
屋
市
民
は
共
同
一
致
し

て
審
か
に
議
定
し
、
官
私
相
応
し
て
具
に
評
決
し
、
正
に
現
額
三
十
万
金

を
義
出
し
、
以
て
御
遺
形
を
其
の
地
に
奉
安
し
、
速
か
に
殿
宇
建
設
の
本

業
を
成
就
せ
ん
こ
と
を
発
願
し
、
既
に
大
菩
提
会
に
特
請
し
て
交
渉
数
回

に
及
ぶ
も
、
未
だ
承
認
を
得
る
に
至
ら
す
と
、
云
々
。
某
等
惟
ら
く
是
れ

実
に
仏
陀
御
遺
徳
の
致
す
所
に
し
て
、
全
く
人
為
の
妄
計
に
非
ざ
る
べ
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し
。
我
敬
信
せ
る
仏
教
各
宗
管
長
猊
下
は
、
速
に
之
が
允
□
を
降
す
に
吝

か
な
ら
ざ
る
可
し
。
若
し
之
が
論
議
を
□
延
し
□
□
を
□
□
す
る
こ
と
あ

ら
ば
、
百
□
□
出
し
て
共
同
一
致
の
正
□
を
妨
げ
、
和
衷
共
同
の
本
願
を

寄
せ
ん
。
仰
き
着
く
は
速
か
に
公
事
の
善
を
遂
げ
、
□
人
の
栄
を
成
し
、

教
国
の
信
を
保
つ
の
策
を
定
め
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
す
る
は
、
是
れ
即
ち

某
等
鄙
見
の
第
二
な
り
。 

（
未
完
）　

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
９
日　

第
四
九
三
四
号
〕

▲
交
渉
委
員
と
大
菩
提
会　

京
都
建
仁
寺
に
於
け
る
秘
密
会
議
の
結
果
、
其

翌
日
十
八
名
の
両
派
委
員
は
、
午
前
九
時
妙
法
院
に
至
り
、
大
菩
提
会
事
務

所
に
出
頭
し
、
面
会
委
員
と
し
て
蕪
城
賢
順
（
大
谷
派
）
土
宜
法
竜
（
真

言
）
浅
井
日
通
（
日
蓮
）
三
師
を
選
定
し
、
同
十
時
御
座
の
間
に
於
て
村
田

会
長
、
前
田
副
会
長
に
面
会
し
、
委
員
よ
り
会
長
等
は
充
分
大
菩
提
会
の
責

任
を
負
ひ
て
解
答
さ
れ
た
し
と
の
前
提
を
置
き
、
大
菩
提
会
は
既
に
世
間
の

信
用
を
失
墜
し
居
る
に
附
、
其
名
称
を
更
ゆ
べ
し
と
の
主
意
に
て
縷
述
す
る

所
あ
り
し
に
、
村
田
会
長
は
之
れ
に
答
へ
て
、
菩
提
会
に
対
す
る
世
間
の
非

難
は
其
名
称
に
あ
ら
ず
。
其
内
容
に
就
て
な
り
。
現
に
本
派
本
願
寺
が
大
菩

提
会
に
賛
成
せ
ざ
る
如
き
も
、
畢
竟
大
菩
提
会
の
名
称
を
嫌
忌
す
る
に
非

ず
。
同
会
の
事
業
と
し
て
学
校
を
起
し
、
慈
善
事
業
を
為
す
事
が
、
同
派
の

既
設
事
業
と
衝
突
す
る
よ
り
反
対
の
意
見
を
有
し
居
る
に
似
た
り
。
若
夫
同

会
の
内
容
を
改
正
し
役
員
の
交
迭
等
を
な
せ
ば
、
大
菩
提
会
の
名
称
如
何
を

問
ふ
者
な
か
ら
ん
も
、
大
菩
提
会
の
名
は
海
外
ま
で
知
れ
渡
り
居
る
今
日
、

殊
更
会
名
を
改
む
る
必
要
を
認
め
ず
と
て
、
其
交
渉
に
応
ぜ
ざ
る
よ
り
、
双

方
議
論
紛
出
容
易
に
其
局
を
結
ぶ
能
は
ざ
り
し
と
い
ふ
。
▲
委
員
会
の
決
議

と
名
古
屋
説　

秘
密
委
員
会
に
於
て
覚
王
殿
は
名
古
屋
に
、
其
他
の
附
帯
事

業
は
京
都
に
略
決
し
た
る
如
く
報
じ
置
き
た
る
が
、
こ
は
未
だ
同
会
の
決
議

と
し
て
公
け
に
社
会
に
発
表
せ
る
に
あ
ら
ず
。
た
ゞ
當
日
は
大
菩
提
会
は
覚

王
殿
建
設
の
外
其
他
の
附
帯
事
業
を
も
併
せ
て
こ
れ
を
営
む
べ
き
や
否
や
に

就
て
熟
議
す
る
所
あ
り
。
結
局
大
菩
提
会
は
、
東
本
願
寺
の
石
川
舜
台
師
が

同
寺
総
務
長
た
り
し
當
時
、
同
師
主
と
し
て
成
立
せ
し
め
た
る
も
の
に
て
、

単
に
覚
王
殿
の
建
設
の
み
な
ら
ず
、
慈
善
其
他
の
事
業
を
も
含
蓄
し
居
る
た

め
、
端
な
く
本
派
本
願
寺
の
慈
善
財
団
と
衝
突
を
来
し
、
本
派
は
奉
迎
使
藤

島
了
穏
師
を
し
て
、
新
嘉
坡
よ
り
直
に
仏
国
に
渡
航
せ
し
め
て
菩
提
会
に
加

は
ら
ず
、
又
日
蓮
、
曹
洞
の
諸
宗
も
深
く
同
会
に
関
係
し
居
ら
ざ
る
よ
り
、

委
員
会
に
於
て
は
今
回
菩
提
会
の
組
織
全
然
変
更
し
、
単
に
覚
王
殿
建
設
の

み
の
事
業
を
な
す
こ
と
ゝ
し
、
奉
迎
當
時
に
溯
り
三
十
三
宗
派
悉
く
之
に
加

は
り
、
専
ら
覚
王
殿
建
設
事
業
を
成
功
す
る
こ
と
に
一
致
し
、
而
し
て
位
置

は
京
都
、
名
古
屋
何
れ
に
決
定
す
る
も
、
将
来
物
議
の
起
ら
ざ
る
様
、
凡
て

の
問
題
（
建
築
設
計
、
予
算
会
計
方
法
等
迄
）
を
決
定
し
置
く
旨
の
決
議
を

為
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
由
。
▲
前
田
師
の
苦
境　

名
古
屋
派
は
飽
迄
交
渉

委
員
会
に
於
て
名
古
屋
説
の
纏
り
を
附
け
、
本
会
議
は
儀
式
的
に
結
了
す
る

意
志
に
て
、
若
し
本
会
議
に
於
て
名
古
屋
派
が
多
数
を
以
て
勝
利
を
制
す
る

も
、
委
員
会
に
於
て
同
議
の
纏
り
を
見
ざ
る
以
上
は
、
大
菩
提
会
の
負
債
は

負
担
す
る
能
は
ず
と
の
意
を
洩
し
居
る
由
に
て
、
之
れ
が
為
め
大
菩
提
会
副

会
長
な
る
前
田
師
は
、
余
程
の
苦
境
に
立
ち
種
々
熟
考
し
居
れ
り
、
若
し
同

師
に
し
て
名
古
屋
の
要
求
を
納
る
ゝ
に
至
ら
ば
、
京
都
派
は
無
論
敗
北
に
帰
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す
べ
し
、
さ
て
こ
そ
該
問
題
死
活
の
本
尊
た
る
前
田
師
が
軟
化
し
て
は
由
々

敷
大
事
と
、
京
都
派
は
昨
今
躍
起
と
な
り
居
れ
る
が
、
同
師
は
京
都
派
の
有

志
に
向
ひ
て
は
、
余
は
京
都
建
設
説
は
最
初
の
素
志
な
れ
ば
、
貫
徹
の
決
心

な
り
と
語
り
居
る
由
。
▲
京
都
派
の
上
申
書　

大
菩
提
会
の
特
派
使
に
し

て
、
京
都
派
の
運
動
者
な
る
間
野
闡
門
、
日
向
順
照
、
今
湊
覚
了
の
諸
師

は
、
去
る
六
日
同
会
々
長
及
び
副
会
長
に
宛
『
這
般
開
会
有
之
候
、
各
宗
会

の
議
と
し
て
本
会
を
解
散
す
べ
き
様
の
禀
議
有
之
旨
伝
聞
仕
候
条
、
此
際
全

国
会
員
の
総
集
会
（
会
則
）
を
開
設
し
、
意
志
を
徴
證
有
之
度
、
此
段
及
上

申
候
也
』
と
の
上
申
書
を
送
れ
り
。

東
都
仏
教
有
志
と
覚
王
殿
〔
明
治
35
年
10
月
９
日　

第
四
九
三
四
号
〕

東
亜
仏
教
会
幹
事
、
田
中
氏
等
が
送
り
た
る
書
翰
の
続
き
左
の
如
し
。

　

加
之
現
今
の
形
勢
を
視
る
に
、
東
西
二
京
の
地
は
、
常
に
生
存
競
争
の
昏

煙
に
捲
か
れ
、
時
論
流
行
の
寒
熱
甚
し
く
、
一
時
の
盛
況
を
示
す
も
の
あ

る
も
、
忽
然
と
し
て
□
□
す
る
こ
と
比
々
皆
然
り
。
必
竟
是
四
方
輻
輳
の

□
民
□
□
が
故
に
□
□
□
の
変
遷
し
易
き
に
□
□
す
と
雖
も
、
彼
の
名
古

屋
市
の
如
き
は
全
く
之
に
反
し
、
□
□
の
繁
昌
は
殆
ど
両
京
に
□
ぎ
自
ら

中
京
と
称
す
る
大
都
会
な
る
も
良
□
□
業
多
く
、
土
着
市
民
の
□
□
に
□

る
を
以
て
、
□
も
□
□
□
久
の
実
を
挙
げ
易
し
。
況
ん
や
建
築
土
工
に
至

て
は
、
□
匠
の
豊
富
な
る
こ
と
実
に
両
京
の
右
に
出
で
、
彼
の
社
寺
宮
殿

等
の
工
技
に
於
て
は
最
も
其
の
長
所
な
る
が
如
し
。
蓋
し
是
れ
時
代
的
に

於
て
既
に
織
田
氏
よ
り
徳
川
氏
に
及
び
、
扶
持
養
成
の
年
所
を
経
た
る
而

已
な
ら
ず
、
又
地
理
的
に
於
て
岐
飛
の
□
林
は
、
常
に
尾
州
人
の
手
を
経

て
江
戸
に
入
り
、
殊
に
神
宮
式
年
御
経
営
御
用
を
弁
□
し
来
れ
る
如
き

は
、
自
然
的
発
達
歴
史
を
有
す
る
国
柄
な
る
が
故
に
、
今
度
覚
王
殿
建
築

に
関
し
て
は
、
彼
是
少
か
ら
ざ
る
便
宜
あ
る
や
勿
論
に
し
て
、
別
し
て
之

が
費
途
を
弁
理
す
る
や
、
彼
の
四
京
人
の
他
国
の
喜
捨
を
待
つ
も
の
と
同

じ
か
ら
ず
。
□
額
三
十
万
金
敢
て
十
分
な
り
と
云
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、

既
に
此
の
元
資
あ
ら
ば
、
之
を
増
高
す
る
に
於
て
五
十
万
、
百
万
期
し
て

俟
つ
べ
き
も
の
あ
り
。
之
を
西
京
人
の
計
に
比
す
れ
ば
、
亦
同
日
の
論
に

非
ず
。
殊
に
愛
知
県
は
土
豪
住
民
仏
教
篤
信
者
少
か
ら
ず
し
て
、
従
来
喜

捨
義
捐
の
盛
事
を
為
す
こ
と
、
蓋
し
各
府
県
中
の
優
勝
な
る
者
な
り
。
彼

の
京
都
人
種
の
多
く
は
、
四
方
信
者
に
依
て
衣
食
す
る
も
の
と
正
反
対
の

地
位
に
立
て
り
。
故
に
未
来
百
年
の
維
持
策
に
至
り
て
も
、
亦
此
地
を
置

て
他
に
求
む
べ
き
も
の
有
ら
ざ
る
を
信
ず
。
以
上
諸
種
の
方
面
に
渉
り
其

の
便
多
く
し
て
憂
少
な
き
こ
と
、
誰
か
之
を
争
ふ
も
の
あ
ら
ん
や
。
是
れ

即
某
等
鄙
見
の
第
三
な
り
。

　

尚
ほ
之
を
江
湖
の
輿
論
に
察
す
る
に
、
名
古
屋
説
を
可
と
す
る
も
の
大
勢

既
に
定
ま
る
。
若
し
之
を
猶
予
し
て
速
決
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
乎
、

世
論
は
必
ず
各
宗
管
長
猊
下
に
私
曲
偏
頗
の
事
あ
り
と
邪
推
し
、
平
等
無

我
説
は
仏
教
に
俟
つ
べ
き
も
の
に
非
ず
と
憶
測
し
、
終
に
社
会
を
挙
げ
て

我
尊
信
せ
る
仏
教
全
体
の
云
為
を
批
判
す
る
に
至
ら
ん
。
而
し
て
亦
、
某

等
同
志
仏
教
徒
の
責
任
に
於
て
度
生
の
便
を
失
ひ
、
報
恩
の
務
を
欠
く
こ

と
大
な
り
。
思
ふ
に
度
生
報
恩
の
実
行
一
日
を
緩
ふ
ず
れ
ば
、
我
徒
百
年

の
大
計
を
誤
る
も
の
あ
ら
ん
。
是
れ
賢
明
な
る
各
宗
管
長
猊
下
の
夙
に
熟

知
し
給
ふ
所
な
る
べ
き
も
、
敢
て
尊
厳
を
冒
し
て
一
言
を
奉
呈
す
る
も
の
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は
、
鄙
見
幸
に
深
央
の
機
縁
と
相
成
を
得
ば
、
亦
某
等
の
微
衷
を
憐
愛
し

賜
ふ
御
遺
形
の
恩
徳
、
益
深
重
な
る
を
尊
仰
す
る
を
得
ん
多
□
。

 

敬
具
（
各
宗
管
長
宛
）

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
10
日　

第
四
九
三
五
号
〕

▲
交
渉
委
員
会
の
行
悩
み　

各
宗
派
交
渉
委
員
会
は
、
去
る
六
日
午
後
三
時

よ
り
建
仁
寺
に
会
し
、
各
調
査
事
項
を
持
ち
寄
り
協
議
し
た
る
が
、
菩
提
会

の
組
織
を
変
更
す
る
と
同
時
に
、
会
名
を
も
改
め
ん
こ
と
を
蕪
城
（
大
谷

派
）、
土
宜
（
真
言
宗
）、
浅
井
（
日
蓮
宗
）
の
三
師
よ
り
村
田
菩
提
会
長
及

び
前
田
同
副
会
長
に
交
渉
せ
し
も
、
村
田
師
等
は
会
名
ま
で
変
更
す
る
の
必

要
な
し
と
て
之
に
応
ぜ
ず
、
随
て
議
未
だ
纏
ら
ず
。
止
む
を
得
ず
其
翌
七
日

も
交
渉
会
を
継
続
せ
し
が
、
宗
派
会
議
長
、
長
宥
匡
師
（
真
言
宗
長
者
）

は
、
会
議
の
際
一
日
延
期
説
と
二
日
説
と
な
り
し
を
、
一
日
に
決
せ
し
位
接

迫
の
事
情
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
昿
日
瀰
久
已
に
四
日
に
亘
り
て
開
会
の
運
び

に
至
ら
ざ
る
は
甚
だ
遺
憾
な
れ
ば
、
至
急
両
派
の
妥
協
を
遂
げ
、
速
に
開
会

相
成
る
様
運
ば
れ
た
し
、
と
の
書
面
を
交
渉
委
員
会
に
致
せ
り
。
▲
覚
王
殿

位
置
折
衷
説　

大
菩
提
会
長
村
田
寂
順
師
は
、
覚
王
殿
の
位
置
に
つ
き
京

都
、
名
古
屋
の
競
争
激
し
く
、
今
日
こ
れ
を
決
す
れ
ば
其
敗
を
取
り
た
る

方
、
常
に
悪
感
情
を
懐
き
、
延
て
宗
派
の
不
和
を
起
し
、
終
に
は
覚
王
殿
建

設
事
業
を
成
効
す
る
能
は
ざ
る
も
知
る
べ
か
ら
ず
と
て
、
こ
の
際
寧
ろ
地
を

比
叡
山
又
は
高
野
山
の
如
き
、
京
都
名
古
屋
以
外
に
求
め
、
印
度
、
暹
羅
等

の
覚
王
殿
に
比
し
一
層
壮
麗
な
る
金
石
の
塔
廟
を
建
立
し
て
、
御
遺
形
を
此

処
に
奉
安
し
、
尚
京
都
、
名
古
屋
に
遥
拝
殿
を
建
立
し
、
双
方
共
同
一
致
し

て
教
化
供
養
の
基
を
作
ら
ば
、
始
め
て
覚
王
殿
建
設
の
事
業
、
円
満
に
且
迅

速
に
竣
成
す
べ
し
と
の
意
見
を
発
表
し
、
こ
れ
を
印
刷
に
附
し
各
宗
派
管
長

に
提
出
し
た
る
由
。
▲
本
派
本
願
寺
と
大
菩
提
会　

本
派
本
願
寺
が
、
該
問

題
に
対
し
、
菩
提
会
は
御
遺
形
に
関
し
何
等
容
喙
す
る
資
格
な
し
と
宣
言
せ

し
も
、
兼
て
同
派
が
覚
王
殿
建
築
に
か
ゝ
る
二
万
円
の
寄
附
金
申
込
書
に

は
、
菩
提
会
々
長
を
宛
て
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
菩
提
会
が
最
初
の
負
債
乃
ち

川
東
銀
行
よ
り
壱
万
円
借
入
の
時
に
は
、
本
派
も
各
宗
と
同
列
に
記
名
調
印

せ
し
と
い
へ
り
。
▲
両
派
の
勝
敗　

名
古
屋
派
勝
を
制
す
る
か
京
都
派
勝
を

制
す
る
か
は
、
未
だ
俄
に
判
知
す
る
を
得
ざ
れ
と
、
記
名
投
票
に
す
れ
ば
京

都
派
勝
利
な
る
べ
く
、
無
記
名
に
す
れ
ば
無
論
名
古
屋
派
の
勝
利
な
り
。
而

し
て
内
議
は
既
に
無
記
名
投
票
に
決
し
お
る
様
子
な
れ
ば
、
其
結
果
も
こ
れ

を
知
る
に
難
か
ら
ざ
る
べ
し
。
▲
名
古
屋
派
の
気
焔　

曰
く
名
古
屋
説
は
京

都
説
に
比
し
十
余
名
の
多
数
を
制
し
、
大
勢
は
已
に
定
り
居
れ
る
が
、
其
近

因
は
石
川
県
の
趨
勢
に
因
つ
て
決
し
た
る
も
の
ゝ
如
く
、
同
県
よ
り
の
出
張

運
動
委
員
等
は
、
仏
教
団
体
と
詐
称
し
て
五
十
二
万
円
の
寄
附
金
を
為
す
べ

き
旨
を
申
出
で
た
る
所
、
同
県
々
会
議
長
、
其
他
仏
教
団
体
員
上
京
の
為

め
、
其
虚
偽
の
申
出
な
る
事
判
明
し
、
為
め
に
勢
力
を
失
し
た
る
と
、
渥
美

契
縁
の
態
度
に
反
対
し
て
、
名
古
屋
説
に
左
袒
せ
ざ
り
し
石
川
舜
台
派
一

同
、
名
古
屋
説
に
決
し
、
同
人
の
子
息
某
の
如
き
も
自
身
出
京
す
る
に
至

り
、
同
県
は
名
古
屋
説
に
変
じ
た
れ
ば
、
大
に
勢
援
を
添
へ
た
る
上
に
、
京

都
の
寄
附
金
二
十
万
円
は
、
其
実
寄
附
金
に
非
ら
ず
し
て
、
貸
附
の
承
諾
な

る
旨
調
査
委
員
の
取
調
の
末
白
状
し
、
又
一
夜
作
り
に
申
出
で
た
る
三
十
万

円
の
寄
附
金
は
否
認
せ
ら
れ
、
及
び
其
建
築
地
は
無
資
格
の
為
め
、
調
査
委
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員
は
報
告
の
値
な
し
と
窮
迫
の
余
、
京
都
派
の
参
謀
三
原
氏
は
三
万
円
に
て

名
古
屋
説
に
譲
歩
せ
ん
旨
申
来
り
、
其
後
三
百
円
迄
に
直
下
す
る
に
至
り
、

物
笑
の
種
と
為
り
た
る
の
み
に
て
、
相
手
に
す
る
も
の
な
く
、
勝
敗
の
数
は

明
か
に
決
定
し
居
る
に
あ
ら
ず
や
云
々
。

覚
王
殿
問
題
彙
聞
〔
明
治
35
年
10
月
11
日　

第
四
九
三
六
号
〕

▲
交
渉
委
員
会
の
方
針　

委
員
会
に
於
て
略
ぼ
一
致
し
た
る
方
針
な
り
と
い

ふ
を
聞
く
に
、
奉
安
地
既
に
一
方
に
定
れ
ば
、
他
の
一
方
は
感
情
を
害
し
、

其
他
の
問
題
を
決
せ
ん
と
す
る
も
、
出
席
せ
ず
し
て
、
何
も
彼
も
一
方
の
意

見
に
決
す
べ
き
を
以
て
、
奉
安
地
問
題
は
之
を
最
後
に
決
せ
ん
と
す
る
模
様

な
り
。
而
し
て
目
下
交
渉
委
員
は
、
大
菩
提
会
名
義
更
改
の
件
、
同
会
負
債

償
却
の
件
、
同
会
帳
簿
検
閲
の
件
等
を
分
担
調
査
中
に
て
、
去
る
六
日
の
同

会
名
義
に
関
す
る
交
渉
の
結
果
、
会
長
が
可
成
名
義
の
現
存
を
望
む
と
の
主

意
に
つ
き
、
更
に
委
員
に
於
て
協
議
の
上
、
翌
七
日
更
に
同
件
の
交
渉
を
な

し
、
大
菩
提
会
の
負
債
に
対
し
て
は
、
例
令
大
菩
提
会
の
名
義
を
変
更
す
る

事
あ
る
も
、
内
容
は
存
在
し
同
会
の
債
務
は
必
ず
償
却
す
べ
し
と
云
ふ
に
在

り
て
、
債
権
者
は
ほ
ゞ
其
交
渉
に
応
ず
る
模
様
あ
り
と
云
ふ
。
又
大
菩
提
会

の
帳
簿
は
、
頗
る
乱
雑
な
る
も
の
に
て
、
到
底
手
の
着
け
や
う
な
き
始
末
な

れ
ど
、
三
十
三
年
四
月
以
来
の
会
計
帳
簿
を
取
調
ぶ
る
こ
と
に
決
し
て
、
七

日
午
後
よ
り
妙
法
院
別
室
に
於
て
調
査
に
着
手
し
、
其
翌
八
日
も
引
続
き
調

査
に
従
事
せ
り
。
▲
寄
附
金
仮
納
の
議　

名
古
屋
派
よ
り
五
十
万
円
、
京
都

派
よ
り
廿
万
円
を
、
夫
々
申
込
地
に
決
定
の
上
寄
附
す
べ
し
と
云
ふ
を
、
中

に
は
疑
は
し
き
点
あ
り
て
、
若
し
奉
安
地
決
定
せ
ら
れ
た
る
上
納
入
を
怠
る

の
虞
も
あ
れ
ば
、
先
両
方
を
し
て
現
金
を
提
供
せ
し
め
、
決
定
の
上
一
方
を

返
す
事
と
せ
ん
、
と
の
意
見
委
員
中
に
起
れ
り
や
に
伝
ふ
。
▲
京
都
派
有
志

と
村
田
会
長　

昨
紙
記
載
の
村
田
大
菩
提
会
長
よ
り
、
各
宗
管
長
へ
提
出
し

た
る
建
議
書
に
対
し
、
京
都
派
の
有
志
は
其
意
を
得
ず
と
て
、
間
野
闡
門
、

新
井
徳
水
両
師
を
し
て
村
田
師
と
会
見
せ
し
め
、
建
議
書
提
出
の
不
法
を
詰

り
た
る
に
、
同
師
は
頗
る
閉
口
の
体
に
て
、
該
建
議
会
は
未
だ
自
分
の
意
見

決
定
せ
ざ
る
間
に
、
従
者
が
早
計
に
も
配
附
せ
し
者
云
々
、
と
の
申
訳
を
為

せ
し
由
。
▲
某
委
員
の
談
話　

交
渉
委
員
の
一
人
、
某
師
の
語
る
所
に
よ
れ

ば
、
委
員
は
名
京
両
派
共
一
切
眼
中
に
置
か
ず
。
唯
々
宗
派
会
と
菩
提
会
の

関
係
を
明
確
に
決
定
す
る
に
努
め
つ
ゝ
あ
り
。
若
し
夫
れ
両
会
の
関
係
に
し

て
不
分
明
、
且
つ
意
志
の
疏
通
を
欠
か
ん
か
、
各
宗
派
会
に
於
て
建
設
地
を

決
定
す
れ
ば
と
て
、
菩
提
会
の
負
債
償
却
に
つ
き
、
至
難
の
問
題
を
惹
起
さ

ん
も
計
る
べ
か
ら
ず
。
仮
し
今
日
の
処
菩
提
会
の
負
債
は
、
覚
王
殿
建
設
地

に
決
し
た
る
地
方
に
於
て
負
担
す
る
所
と
な
り
居
る
も
、
刻
下
の
緊
急
問
題

は
、
両
会
の
関
係
を
決
す
る
に
あ
る
や
疑
な
し
。
斯
の
如
く
委
員
会
は
固
よ

り
両
派
外
に
立
て
る
も
、
若
し
夫
れ
両
派
何
れ
を
優
勢
な
り
や
と
言
は
ゞ
、

局
外
公
平
の
観
察
を
以
て
名
古
屋
派
な
り
、
と
い
は
ん
か
。
而
し
て
菩
提
会

の
帳
簿
は
、
極
め
て
不
整
頓
の
も
の
な
る
が
故
に
、
到
底
短
時
日
を
以
て
調

査
す
る
は
困
難
な
ら
ん
、
云
々
。
▲
青
年
仏
教
徒
修
養
会
と
覚
王
殿　

都
下

の
仏
教
青
年
に
依
つ
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
同
修
養
会
は
去
る
八
日
、
一
片
の

意
見
書
を
各
宗
管
長
に
宛
送
れ
り
。
其
要
に
曰
く
、

　

大
菩
提
会
の
役
員
委
員
な
る
も
の
、
私
念
情
実
に
纏
綿
せ
ら
れ
、
日
本
仏

教
徒
全
体
に
関
る
公
事
を
私
せ
ん
と
し
、
畏
れ
多
く
も
神
聖
こ
の
上
も
な
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き
御
遺
形
を
し
て
、
三
ケ
年
の
久
し
き
妙
法
院
の
片
隅
に
閉
置
し
、
荏
苒

未
だ
奉
安
の
勝
地
を
決
す
る
能
は
ず
。
こ
れ
を
貴
重
の
時
間
と
得
、
安
か

ら
ざ
る
有
用
の
浄
財
を
徒
消
し
去
る
、
何
ん
ぞ
省
み
ざ
る
甚
し
き
や
。
御

遺
形
奉
安
の
地
は
、
其
京
都
な
る
と
名
古
屋
な
る
と
を
問
は
ず
、
唯
一
刻

片
時
も
其
速
か
な
ら
ん
こ
と
を
望
ん
で
止
ま
ざ
る
も
の
な
り
、
云
々
。

仏
教
各
宗
派
会
（
第
三
日
目
）（
覚
王
殿
問
題
漸
く
解
決
せ
ら
れ
ん
と

す
）〔
明
治
35
年
10
月
12
日　

第
四
九
三
七
号
〕

去
る
九
日
午
後
二
時
三
十
分
よ
り
、
京
都
建
仁
寺
に
開
会
。
出
席
議
員
六
十

三
名
。
長
宥
匡
師
議
長
席
に
就
き
、
先
づ
永
田
書
記
を
し
て
、
本
派
本
願
寺

代
理
藤
井
皆
立
師
よ
り
の
来
書
を
朗
読
せ
し
め
、
そ
れ
よ
り
本
議
会
に
移
ら

ん
と
す
る
。
刹
那
新
に
選
出
せ
ら
れ
た
る
交
渉
委
員
、
臨
済
宗
の
瑞
岳
惟
陶

師
は
、
緊
急
動
議
あ
り
と
て
、
交
渉
委
員
に
於
て
、
会
則
の
改
正
及
其
他
取

調
た
る
項
に
、
附
協
議
会
を
開
か
ん
事
を
請
求
し
、
且
つ
議
事
進
行
上
、
本

会
を
協
議
会
と
な
す
べ
き
事
を
建
議
し
、
議
長
は
こ
れ
を
満
場
に
諮
り
し

に
、
賛
成
者
大
多
数
に
て
、
當
日
の
会
合
は
爰
に
協
議
会
と
な
る
土
宜
委
員

は
、
孰
れ
明
日
取
纏
め
報
告
を
な
す
べ
け
れ
ど
、
予
め
大
菩
提
会
々
則
改
正

の
条
項
に
附
、
各
員
の
意
見
を
拝
聴
し
、
且
つ
質
問
を
望
む
と
告
げ
、
永
田

書
記
を
し
て
改
正
会
則
草
案
を
朗
読
せ
し
め
、
次
に
林
泰
嶺
、
前
田
誠
節
、

真
神
浄
遠
、
香
川
晃
月
師
等
、
各
委
員
間
に
二
、
三
対
質
あ
り
。
瑞
岳
師
は

委
員
の
報
告
に
附
、
熟
考
を
望
み
、
香
川
師
は
会
則
改
正
に
就
き
、
同
盟
非

同
盟
間
に
軋
轢
の
生
ず
る
虞
な
き
や
を
確
め
し
に
、
委
員
は
本
派
本
願
寺
に

て
も
啻
に
覚
王
殿
の
敏
速
に
、
且
つ
完
全
に
竣
成
せ
ん
こ
と
を
望
む
と
の
意

見
な
れ
ば
、
会
則
変
更
の
為
め
、
軋
轢
等
を
生
ず
る
が
如
き
事
は
、
万
な
か

る
べ
し
と
答
へ
、
前
田
師
は
覚
王
殿
建
築
の
み
を
以
て
、
目
的
と
な
す
が
如

き
現
今
会
則
に
比
し
、
余
程
の
相
違
あ
り
と
て
、
稲
垣
公
使
の
書
面
を
朗
読

し
、
皇
帝
は
内
に
各
宗
派
の
公
益
を
図
り
、
外
に
南
北
仏
教
の
一
致
を
図
る

思
召
な
り
と
て
、
改
正
草
案
に
対
す
る
反
対
の
意
見
を
陳
べ
、
尚
進
ん
で
会

則
改
正
の
理
由
、
及
び
其
目
的
を
変
更
し
た
る
主
意
を
、
本
協
議
会
に
於
て

緻
密
に
弁
明
あ
り
た
し
と
望
み
、
土
宜
師
は
改
正
委
員
細
則
中
、
目
的
変

更
、
及
び
職
制
に
対
し
答
ふ
る
処
あ
り
し
が
、
要
は
覚
王
殿
事
業
に
専
心
力

を
尽
し
、
同
殿
建
設
の
上
な
ら
ば
、
漸
を
追
ふ
て
他
事
業
に
及
ぼ
す
も
差
支

な
く
、
同
会
議
員
の
如
き
も
、
各
宗
派
中
よ
り
選
出
す
る
事
と
し
、
法
務
外

の
俗
務
に
至
て
は
、
俗
人
を
採
用
し
て
其
手
腕
を
振
は
し
む
る
方
、
至
當
な

ら
ん
と
云
ふ
に
あ
り
。
次
で
日
置
黙
仙
師
は
、
奉
迎
使
の
資
格
と
し
て
、
一

般
に
諮
る
と
て
、
同
じ
く
奉
迎
使
た
り
し
前
田
師
が
、
同
会
の
副
会
長
に
就

任
せ
し
は
遺
憾
な
り
と
痛
論
し
、
奉
迎
當
時
の
事
情
よ
り
、
稲
垣
公
使
が
大

菩
提
会
の
現
況
に
徴
し
、
単
に
其
速
成
の
み
希
望
し
居
れ
り
と
て
、
同
公
使

よ
り
大
谷
光
演
師
に
寄
せ
た
る
書
面
の
意
、
及
外
務
省
等
が
心
痛
な
し
居
る

事
等
を
示
し
、
大
菩
提
会
の
事
業
と
し
て
は
、
先
づ
覚
王
殿
建
築
事
業
を
第

一
と
す
べ
し
と
て
、
改
正
案
に
賛
成
の
旨
を
告
げ
、
尚
菩
提
会
は
、
奉
迎
使

等
が
出
張
不
在
中
に
成
立
せ
し
者
に
て
、
爾
来
評
判
良
し
か
ら
ざ
る
に
附
、

兼
々
同
会
の
改
名
を
望
み
居
た
る
程
な
る
に
、
其
奉
迎
使
の
一
人
な
る
前
田

師
が
副
会
長
た
る
は
、
其
意
を
得
ず
。
過
般
印
度
の
ダ
ム
マ
バ
ラ
東
京
の

節
、
同
会
に
至
り
玄
関
払
を
喰
ひ
、
更
に
妙
心
寺
に
前
田
副
会
長
を
訪
ひ
し

に
、
是
亦
玄
関
払
ひ
を
喰
は
せ
し
由
に
て
、
同
氏
は
大
に
不
満
の
感
を
抱
き
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居
る
と
聞
き
し
よ
り
、
此
旨
前
田
師
に
も
語
り
、
双
方
の
間
に
意
志
の
融
和

を
図
る
為
め
、
南
条
、
前
田
師
等
と
共
に
一
席
の
宴
を
開
き
し
事
あ
り
と

て
、
大
菩
提
会
に
対
す
る
攻
撃
を
な
し
、
改
正
案
通
り
決
定
あ
り
た
し
と
希

望
せ
し
に
、
津
田
日
厚
師
は
、
怒
気
を
含
み
、
如
何
に
協
議
会
と
は
云
へ
、

畢
竟
一
読
会
と
見
做
す
べ
き
に
、
対
論
を
な
し
希
望
を
述
ぶ
る
な
ど
、
議
場

の
當
を
得
ざ
る
に
附
、
議
長
よ
り
注
意
あ
れ
と
請
求
し
、
其
よ
り
種
々
の
質

問
応
答
交
々
起
り
し
が
、
青
山
宗
完
師
は
、
是
畢
竟
委
員
は
三
方
に
分
担
し

て
交
渉
せ
し
為
め
、
未
だ
意
志
疏
通
し
居
ら
ざ
る
者
あ
る
に
、
帰
因
す
る
者

な
ら
ん
、
宜
し
く
本
夜
を
以
て
、
全
く
交
渉
を
纏
め
ら
れ
た
し
と
告
げ
、
満

場
一
致
に
て
午
後
四
時
半
退
散
せ
り
。

仏
教
各
宗
派
会
（
第
四
日
目
）（
覚
王
殿
問
題
漸
く
解
決
せ
ら
れ
ん
と

す
）〔
明
治
35
年
10
月
13
日　

第
四
九
三
八
号
〕

去
る
十
日
午
前
十
一
時
開
会
、
出
席
議
員
五
十
六
名
、
議
長
開
会
の
旨
を
告

ぐ
る
や
、
番
外
議
員
弘
津
説
三
師
は
一
同
に
向
ひ
、
昨
日
退
散
後
、
種
々
委

員
よ
り
交
渉
す
る
処
あ
り
し
も
、
一
部
未
決
定
の
分
あ
る
に
附
、
議
事
進
行

上
議
事
細
則
を
応
用
し
て
、
本
日
は
会
則
に
就
て
協
議
あ
り
た
し
と
述
べ
、

津
田
日
厚
師
は
第
一
読
会
を
請
求
し
、
霊
群
諦
全
師
改
正
草
案
第
七
条
第
七

項
の
理
事
九
名
選
出
の
件
、
及
び
第
十
六
条
の
評
議
員
選
定
の
件
に
関
し
、

質
問
の
上
改
正
草
案
大
体
に
附
異
議
な
き
を
以
て
、
第
一
読
会
を
修
了
す
べ

し
と
述
べ
、
議
長
裁
決
を
起
立
に
問
ひ
し
に
、
多
数
に
て
通
過
、
第
二
読
会

に
入
り
逐
条
審
議
に
移
り
、
第
一
条
は
満
場
異
議
な
く
通
過
、
第
二
条
『
本

会
は
釈
尊
の
御
遺
形
を
奉
安
護
持
す
る
為
め
、
覚
王
殿
を
建
築
す
る
を
以
て

目
的
と
す
』
に
於
て
、
香
川
晃
月
（
三
門
徒
）
師
は
、
覚
王
殿
問
題
決
定
の

上
は
、
脱
会
す
る
者
あ
る
や
も
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
附
、
大
菩
提
会
の
事
業

を
単
に
覚
王
殿
建
設
に
の
み
止
め
ず
、
第
二
の
事
業
た
る
慈
善
、
教
育
の
実

行
を
な
し
た
し
と
述
べ
、
幡
智
吼
（
誠
澄
寺
派
）
師
は
、
香
川
説
に
賛
成

し
、
弘
津
番
外
は
覚
王
殿
建
設
後
の
維
持
方
法
を
説
き
、
三
十
三
宗
派
の
共

有
物
た
る
以
上
は
、
内
務
省
に
於
て
も
特
別
法
を
講
じ
、
出
来
得
る
丈
け
便

宜
を
与
へ
ら
る
ゝ
筈
な
り
と
て
、
曹
洞
宗
の
日
置
師
が
内
務
省
よ
り
内
諭
あ

り
し
事
等
を
説
明
し
、
進
ん
で
慈
善
、
教
育
等
第
二
の
事
業
に
就
て
は
、
宜

く
跡
廻
は
し
に
な
す
べ
し
と
論
じ
、
三
原
俊
栄
（
興
正
派
）
師
は
、
単
に
大

菩
提
会
の
事
業
を
覚
王
殿
建
設
の
み
と
な
さ
ば
、
殆
ん
ど
土
木
事
業
に
外
な

ら
ざ
る
を
以
て
、
第
二
条
中
、
覚
王
殿
建
築
の
下
に
仏
徳
を
顕
揚
し
、
国
民

の
道
義
を
涵
養
す
る
を
以
つ
て
目
的
と
す
る
の
数
文
字
を
加
ふ
べ
し
と
提
議

し
、
前
田
誠
節
、
幡
智
吼
、
香
川
晃
月
師
等
の
賛
成
あ
り
。
津
田
日
厚
師
は

同
様
の
精
神
に
て
、
三
原
説
に
賛
成
す
る
も
、
尚
覚
王
殿
建
設
事
業
を
第
一

期
と
し
、
第
二
慈
善
、
第
三
教
育
と
い
へ
る
条
項
を
加
ふ
べ
し
と
の
修
正
説

を
出
し
、
長
谷
川
師
（
西
山
派
）
三
原
説
を
賛
成
し
、
前
田
師
は
交
渉
委
員

の
報
告
案
に
従
は
ず
、
其
前
に
於
て
会
則
協
議
は
如
何
は
し
と
論
じ
、
議
長

は
爰
に
一
先
づ
休
会
の
旨
を
告
ぐ
時
に
、
正
午
を
過
ぐ
る
二
十
分
。

午
後
一
時
引
続
き
開
会
。
弘
津
番
外
は
、
休
憩
中
に
於
る
交
渉
の
模
様
を
聴

き
た
し
と
請
求
し
、
三
原
師
は
殆
ど
委
員
と
も
交
渉
を
了
し
た
れ
ば
、
自
己

の
動
議
に
同
意
せ
ら
れ
た
し
と
述
べ
、
瑞
岳
師
は
委
員
諸
氏
に
於
て
も
意
思

の
疏
通
せ
ざ
る
者
あ
り
し
も
、
種
々
交
渉
の
結
果
、
三
原
説
に
賛
同
あ
り
し

故
、
採
決
を
希
望
し
、
議
長
は
之
を
議
場
に
諮
り
し
に
、
起
立
多
数
に
て
三
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原
の
動
議
成
立
し
、
即
ち
、

　

大
菩
提
会
は
釈
尊
の
御
遺
形
を
奉
安
護
持
す
る
為
覚
王
殿
を
建
設
し
、
仏

法
を
顕
揚
し
、
国
民
の
道
義
を
涵
養
す
る
を
以
て
目
的
と
す
。

に
決
す
。
其
よ
り
永
田
書
記
は
、
会
則
草
案
第
三
条
よ
り
順
次
各
項
の
朗
読

を
な
し
、
議
長
は
満
場
に
諮
り
、
二
、
三
質
問
あ
り
し
が
、
概
ね
異
議
な
く

通
過
し
、
改
正
案
は
二
読
会
に
て
確
定
。
暫
時
休
憩
す
。

午
後
三
時
十
五
分
引
続
き
開
会
。
日
置
黙
仙
師
議
長
席
に
、
土
宜
法
竜
師
番

外
席
に
着
き
、
議
長
は
永
田
書
記
を
し
て
、
京
都
の
片
山
正
中
氏
外
四
十
余

名
よ
り
差
出
し
た
る
禀
請
書
、
並
に
左
の
委
員
会
報
告
書
を
朗
読
せ
し
む
。

　
（
一
）
覚
王
殿
建
築
事
業
は
、
日
本
大
菩
提
会
に
於
て
之
を
挙
行
す
る
事

を
承
諾
す
。
但
大
菩
提
会
は
、
財
団
法
人
と
な
す
事
（
二
）
日
本
大
菩
提

会
の
会
則
を
修
正
し
、
其
組
織
を
改
善
せ
し
む
る
事
（
三
）
御
遺
形
奉
安

決
定
の
上
は
、
其
日
よ
り
満
三
ケ
年
を
期
し
、
覚
王
殿
建
築
工
事
を
竣
成

す
る
事
（
四
）
奉
安
地
決
定
の
上
は
、
其
日
よ
り
満
二
ケ
年
に
寄
附
金
募

集
を
完
る
事
（
五
）
奉
安
地
決
定
の
上
は
、
奉
安
地
比
較
調
査
委
員
に
対

し
契
約
書
を
な
し
、
責
任
者
よ
り
大
菩
提
会
の
負
債
金
額
十
三
万
六
千
〇

三
十
九
円
八
十
二
銭
を
、
決
定
の
日
よ
り
五
十
日
以
内
に
仕
払
ふ
事

（
六
）
御
遺
形
及
大
菩
提
会
は
、
決
定
し
た
る
奉
安
地
に
奉
遷
及
移
転
す

る
も
の
と
す
。

土
宜
番
外
は
、
報
告
書
六
ケ
条
の
各
項
に
就
き
説
明
を
な
し
、
香
川
晃
月
師

は
覚
王
殿
設
計
々
画
に
就
て
質
問
し
、
津
田
日
厚
師
之
に
答
へ
、
青
山
宗
完

師
其
他
補
ふ
処
あ
り
。
其
よ
り
香
川
、
霊
群
両
師
等
よ
り
種
々
の
質
問
あ

り
。
津
田
、
青
山
、
弘
津
の
諸
師
は
、
一
々
之
に
答
ふ
る
処
あ
り
。
長
谷
川

観
石
師
は
、
余
は
京
都
の
真
中
に
住
居
し
、
京
都
派
の
覚
王
殿
問
題
に
対
す

る
意
嚮
、
及
び
状
勢
等
は
熟
知
し
居
れ
る
が
、
彼
の
森
田
は
公
職
も
帯
び

ず
、
又
数
万
の
財
産
も
所
有
し
居
ざ
る
者
な
れ
ば
、
到
底
斯
る
寄
附
金
負
担

に
堪
へ
得
べ
き
者
に
非
ず
。
又
現
今
の
京
都
に
於
て
斯
る
篤
志
家
あ
る
を
信

ぜ
ず
と
、
絶
対
的
京
都
派
を
侮
蔑
的
に
攻
撃
を
試
み
、
進
ん
で
森
田
が
斯
る

資
格
を
有
す
る
者
な
り
や
否
や
を
番
外
に
確
め
、
土
宜
師
之
に
応
答
し
、
三

原
俊
栄
師
は
例
の
如
く
一
般
に
未
だ
意
思
の
疏
通
し
居
ざ
る
者
あ
る
よ
う
見

受
く
る
に
附
、
本
日
は
是
に
て
退
散
す
べ
し
と
の
議
を
出
し
、
満
場
賛
成
。

散
会
を
告
げ
た
る
は
午
後
五
時
な
り
き
。

大
菩
提
会
重
役
総
辞
職
〔
明
治
35
年
10
月
13
日　

第
四
九
三
八
号
〕

大
菩
提
会
村
田
会
長
、
前
田
副
会
長
の
二
師
は
去
る
十
日
、
理
事
一
同
を
同

会
本
部
に
召
集
し
、
今
や
大
菩
提
会
に
対
し
、
各
宗
派
に
於
て
は
種
々
非
難

の
声
も
高
く
、
殊
に
余
等
の
意
見
も
容
れ
ら
れ
ざ
る
を
以
て
、
此
際
一
先
づ

会
長
、
副
会
長
の
職
を
辞
す
る
旨
報
告
せ
し
に
、
各
理
事
に
於
て
も
兼
て
辞

職
の
決
意
あ
り
し
を
以
て
、
会
長
、
副
会
長
と
去
就
を
同
う
す
る
旨
を
答
へ

し
か
ば
、
両
師
の
辞
表
は
一
両
日
中
、
公
然
提
出
せ
ら
る
べ
し
と
い
ふ
。

覚
王
殿
問
題
に
関
す
る
請
願
〔
明
治
35
年
10
月
13
日　

第
四
九
三
八
号
〕

覚
王
殿
問
題
に
つ
き
、
平
安
同
志
会
員
に
し
て
、
元
遺
形
奉
迎
渡
暹
準
備
委

員
た
り
し
岩
本
千
綱
、
大
三
輪
延
弥
の
両
氏
は
、
去
る
九
日
一
篇
の
請
願
書

を
長
宗
派
会
議
長
に
差
出
し
、
左
の
事
項
を
陳
情
せ
り
。

　

一
、
覚
王
殿
建
設
は
、
京
都
、
名
古
屋
両
地
何
れ
を
論
ぜ
ず
。
正
確
迅
速
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「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
下
）

61

112

に
実
行
の
見
込
あ
る
地
に
決
定
有
之
度
こ
と
。
但
し
現
時
人
心
の
一
和
と

信
念
の
程
度
は
、
名
古
屋
を
以
て
優
れ
り
と
思
考
す
。

　

一
、
日
本
大
菩
提
の
組
織
会
則
を
根
本
よ
り
改
革
し
、
御
遺
形
奉
迎
有
終

済
美
の
実
を
挙
ら
れ
度
こ
と
。

　

一
、
各
宗
派
会
議
を
迅
速
円
満
に
結
了
す
べ
き
針
路
を
定
め
、
奉
迎
師
が

暹
羅
国
王
陛
下
の
御
前
に
誓
言
せ
し
事
業
の
実
を
挙
げ
ら
れ
度
こ
と
。

仏
教
各
宗
派
会
（
名
古
屋
派
の
勝
利
）
第
五
日
目
（
形
勢
不
覚
）〔
明

治
35
年
10
月
14
日　

第
四
九
三
九
号
〕

去
る
十
一
日
午
前
十
時
三
十
五
分
、
撃
拆
一
声
、
議
員
一
同
議
場
に
入
る
。

副
議
長
日
置
黙
仙
師
議
長
席
に
就
き
、
永
田
書
記
を
し
て
出
席
議
員
を
点
検

せ
し
め
た
る
に
、
総
数
三
十
三
名
に
て
過
半
数
に
満
た
ず
、
且
つ
名
古
屋
派

の
議
員
の
み
な
り
し
か
ば
、
再
び
撃
拆
を
以
て
開
会
を
報
ぜ
し
も
出
席
者
な

く
、
止
む
を
得
ず
午
前
の
各
宗
派
会
は
遂
に
流
会
と
な
る
。
午
後
二
時
再
び

開
会
。
出
席
議
員
三
十
七
名
。
日
置
師
議
長
席
に
着
き
、
永
田
書
記
を
し
て

上
申
書
、
及
び
建
議
書
を
朗
読
せ
し
む
。
此
間
に
於
て
大
谷
派
の
委
員
等

は
、
何
か
協
議
す
る
の
要
あ
り
し
に
や
、
一
時
退
席
せ
し
が
、
此
時
場
外
に

割
拠
協
議
し
つ
ゝ
あ
り
し
議
員
等
は
、
愈
々
開
会
と
聞
き
て
打
捨
て
置
か
れ

ず
と
陸
続
入
場
し
、
同
十
五
分
に
は
七
十
四
名
の
出
席
者
あ
り
て
、
軈
て
土

宜
師
番
外
席
に
着
き
、
建
議
案
の
説
明
を
な
し
て
曰
く
、
仏
骨
は
元
印
度
よ

り
暹
羅
に
渡
り
し
者
ゆ
へ
、
来
年
一
月
の
印
度
皇
帝
の
即
位
式
に
対
す
る
祝

詞
を
各
宗
派
会
よ
り
奉
呈
す
る
事
、
日
英
同
盟
の
関
係
上
必
要
な
る
べ
し
と

告
げ
、
満
場
異
議
な
く
祝
詞
奉
呈
の
事
を
決
し
、
議
長
よ
り
其
代
表
者
五
名

を
指
命
す
る
事
と
な
り
た
り
。
其
よ
り
委
員
会
の
報
告
書
を
議
案
と
し
て
、

会
議
に
附
す
る
こ
と
ゝ
と
な
し
、
永
田
書
記
を
し
て
其
第
一
項
を
朗
読
せ
し

む
。
曰
く
「
覚
王
殿
建
築
事
業
は
、
日
本
大
菩
提
会
に
於
て
之
を
挙
行
す
る

事
を
承
諾
す
。
但
大
菩
提
会
は
財
団
法
人
と
な
す
事
を
得
」
右
に
対
し
香
川

師
は
質
問
を
発
し
、
北
条
師
は
但
書
刪
除
の
説
を
出
し
、
赤
松
円
麟
、
山
名

桂
仙
師
之
に
賛
成
し
、
採
決
の
上
刪
除
説
消
滅
せ
り
。
次
に
第
二
項
「
日
本

大
菩
提
会
の
会
則
を
修
正
し
、
其
組
織
を
改
善
せ
し
む
る
事
」
を
議
し
、
前

田
師
は
大
菩
提
会
の
下
に
あ
る
各
宗
派
会
に
於
て
、
菩
提
会
の
規
則
を
改
正

す
る
は
妥
當
に
非
ず
と
て
、
縷
々
論
ず
る
処
あ
り
。
改
正
の
会
則
草
案
が
従

前
の
者
に
比
し
て
退
歩
せ
り
と
て
、
是
等
の
改
正
は
仏
教
者
の
体
面
を
毀
損

す
る
者
な
り
と
断
論
し
、
併
せ
て
是
非
改
正
の
必
要
を
認
む
れ
ば
、
層
一
層

進
歩
し
た
る
規
則
の
作
成
を
望
む
も
、
若
し
能
は
ず
ば
、
従
来
の
侭
現
存
せ

し
む
る
も
何
等
の
痛
痒
を
感
ぜ
ず
と
て
、
抹
殺
説
を
主
張
し
、
土
宜
番
外
と

の
間
に
二
、
三
問
答
あ
り
。
弘
津
説
三
師
は
、
前
田
師
に
反
対
の
意
見
を
述

べ
、
前
田
師
復
た
改
正
案
に
て
、
大
菩
提
会
が
最
初
の
目
的
を
離
れ
、
大
目

的
た
る
慈
善
教
育
事
業
な
ど
を
刪
除
し
た
る
如
き
は
、
世
間
の
嗤
笑
を
招
く

の
み
な
り
と
痛
論
し
、
尚
弘
津
師
と
の
間
に
双
方
対
論
す
る
処
あ
り
し
が
、

香
川
師
は
前
田
師
に
賛
成
し
、
弘
津
師
は
更
に
前
日
来
交
渉
の
経
過
を
縷
述

し
、
進
ん
で
真
宗
及
び
妙
心
寺
各
派
は
自
派
よ
り
調
査
交
渉
委
員
を
選
出

し
、
種
々
交
渉
終
了
せ
し
に
係
ら
ず
、
尚
本
議
場
に
於
て
異
議
異
説
の
紛
出

す
る
は
、
殆
ど
了
解
に
苦
し
む
者
な
り
と
て
、
其
等
は
交
渉
の
際
賛
成
し
、

議
場
に
て
は
反
対
す
る
者
な
り
と
思
考
す
、
と
断
言
せ
し
か
ば
、
幡
師
は
委

員
に
於
て
去
る
事
な
し
と
弁
明
し
、
爰
に
於
て
議
長
採
決
を
議
場
に
諮
る
。
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

62

111

起
立
少
数
。
抹
殺
説
遂
に
消
滅
し
て
暫
時
休
憩
す
。

三
時
十
分
引
続
き
開
会
。
弘
津
師
番
外
席
に
着
き
、
第
三
条
「
御
遺
形
奉
安

地
決
定
の
上
は
、
其
日
よ
り
満
三
ケ
年
を
期
し
、
覚
王
殿
建
築
工
事
を
竣
成

す
る
事
」
を
議
し
、
前
田
師
復
抹
殺
説
を
出
せ
し
も
、
原
案
通
り
通
過
。
次

に
第
四
条
「
奉
安
地
決
定
の
上
は
、
其
日
よ
り
満
二
ケ
年
間
に
寄
附
金
募
集

を
定
る
事
」
を
議
し
、
寄
附
金
の
下
に
、
及
会
員
の
三
字
を
加
ふ
べ
し
と
の

長
谷
川
師
の
修
正
説
、
大
多
数
に
て
成
立
せ
し
も
、
此
間
に
於
て
番
外
弘
津

師
と
瑞
岳
師
と
の
間
に
意
思
の
衝
突
を
来
し
為
に
、
宮
城
師
の
仲
裁
説
起

り
、
例
の
如
く
意
思
融
和
と
し
て
、
四
時
に
至
り
休
憩
。
四
時
十
分
開
会
。

三
原
師
番
外
席
に
就
き
、
第
五
条
は
無
事
通
過
。
第
六
条
「
御
遺
形
及
大
菩

提
会
は
、
決
定
し
た
る
奉
安
地
に
奉
遷
及
移
転
す
る
事
」
に
至
り
、
三
原
師

議
員
と
し
て
、
移
転
す
る
の
下
に
、
但
し
大
菩
提
会
の
同
意
を
得
て
実
行
す

る
事
、
の
数
字
を
加
ふ
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
幡
師
の
賛
成
、
弘
津
師
の
絶
対

的
反
対
説
あ
り
。
前
田
、
香
川
、
瑞
岳
師
の
賛
成
あ
り
。
結
局
原
案
通
に
て

通
過
。
午
後
五
時
三
十
分
散
会
を
告
た
り
。

　
　
　
　

第
六
日
目
（
奉
安
地
弥
々
確
定
す
）

其
翌
十
二
日
は
、
現
時
仏
教
界
の
大
問
題
た
る
覚
王
殿
敷
地
問
題
の
決
定
日

に
し
て
、
京
名
両
派
の
運
動
者
は
、
前
日
来
殆
ん
ど
狂
せ
ん
ば
か
り
の
熱
度

を
以
て
、
非
常
の
方
策
を
廻
ら
し
つ
ゝ
あ
り
し
が
、
十
一
日
の
議
場
に
て
も

略
知
ら
る
ゝ
如
く
、
名
古
屋
派
の
優
勢
に
引
き
替
へ
、
京
都
派
甚
だ
振
は

ず
、
到
底
勝
算
な
し
と
見
て
取
り
た
る
京
都
派
は
、
此
日
殆
ん
ど
其
全
体
を

挙
げ
て
欠
席
を
為
す
の
不
手
際
を
演
じ
、
遂
に
名
古
屋
派
を
し
て
、
万
々
歳

を
謳
歌
せ
し
む
る
に
至
れ
り
。

午
前
十
一
時
開
会
。
出
席
議
員
四
十
五
名
。
日
置
副
議
長
席
に
着
き
、
該
大

問
題
を
議
決
す
べ
く
議
場
に
宣
言
せ
り
。
第
一
読
会
、
第
二
読
会
、
第
三
読

会
共
、
議
論
百
出
、
四
十
五
名
の
議
員
中
堅
く
中
立
を
守
る
も
の
、
並
に
暗

に
京
都
説
に
賛
成
す
る
も
の
七
名
は
、
漸
々
議
場
を
退
出
し
、
残
余
議
員
三

十
八
名
に
対
し
、
無
記
名
投
票
に
よ
り
決
を
採
る
。
當
日
の
議
長
日
置
師
を

除
き
、
三
十
七
名
の
大
多
数
を
以
て
、
こ
の
紛
糾
せ
る
大
問
題
は
、
遂
に
名

古
屋
派
の
大
勝
利
に
帰
し
た
り
。
時
に
正
午
十
二
時
。

午
後
三
時
再
び
開
会
。
今
後
の
方
針
に
就
き
、
諸
種
討
議
す
る
所
あ
り
。
正

副
議
長
を
し
て
、
議
会
の
経
過
を
安
置
御
遺
形
に
申
告
せ
し
む
る
に
決
し
、

散
会
せ
り
。

位
置
決

定
後
の

覚
王
殿
問
題
〔
明
治
35
年
10
月
16
日　

第
四
九
四
一
号
〕

▲
宗
派
会
の
休
会　

覚
王
殿
位
置
問
題
は
既
に
決
定
せ
し
も
、
更
に
京
都
派

と
交
渉
す
る
た
め
宗
派
会
を
休
会
し
、
前
の
交
渉
委
員
其
任
に
當
る
筈
な
る

が
、
多
分
一
両
日
中
に
円
満
な
る
結
果
を
見
る
な
ら
ん
と
い
ふ
。
右
交
渉
纏

り
た
る
上
は
、
宗
派
会
に
て
決
議
し
た
る
大
菩
提
会
改
正
会
則
を
菩
提
会
の

議
に
附
し
、
尚
引
続
き
宗
教
法
案
に
対
し
、
宗
派
会
を
開
く
筈
な
る
が
、
開

会
の
日
は
未
だ
決
定
せ
ず
と
い
ふ
。
▲
位
置
決
定
の
報
告　

十
二
日
の
各
宗

派
会
に
て
、
覚
王
殿
建
設
地
決
定
後
、
別
室
に
於
て
真
言
宗
、
真
言
律
宗
、

天
台
宗
、
同
真
盛
派
、
真
宗
木
辺
派
、
法
相
宗
、
大
谷
派
、
曹
洞
宗
、
華
厳

宗
、
建
長
寺
、
西
山
派
、
時
宗
、
円
覚
寺
の
各
宗
派
管
長
、
代
理
及
委
員
等

秘
密
会
を
開
き
、
善
後
策
に
就
て
協
議
せ
し
由
な
る
が
、
差
當
り
土
宜
法

竜
、
木
曽
琢
磨
二
師
、
大
菩
提
会
へ
覚
王
殿
建
設
位
置
決
定
の
報
告
と
し
て
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赴
き
し
も
、
村
田
会
長
一
乗
寺
村
へ
出
錫
在
中
に
て
、
其
侭
引
取
り
た
り
。

▲
賛
否
の
宗
派
別　

十
三
宗
三
十
三
派
中
、
名
古
屋
派
に
属
す
る
も
の
十

四
、
京
都
派
に
属
す
る
も
の
十
四
、
他
の
五
派
は
中
立
に
し
て
、
今
其
詳
細

を
挙
ぐ
れ
ば
左
の
如
し
。

　
　
　
　
　

名　

古　

屋　

派

　
　

宗　
　
　

派 

末
寺
概
数 

宗　
　
　

派 

末
寺
概
数

　

天　
　

台　
　

宗 
三
千
ケ
寺 

天
台
真
盛
派 

六　
　

百

　

真　
　

言　
　

派 
五
千
五
百 

曹　

洞　

宗 

一
万
四
千

　

浄
土
宗
西
山
派 

　

一
千
百 

真
宗
大
谷
派 

　
　

一
万

　

真
宗
木　

辺　

派 

　
　

五
十 

時　
　
　

宗 

　
　

五
百

　

融　

通　

念　

仏 

五
百
五
十 
法　

相　

宗 

　
　

八
十

　

華　
　

厳　
　

宗 

　
　

五
十 
真　

言　

律 

　
　

三
十

　

臨
済
宗
円
覚
寺
派 

　
　

三
百 

臨
済
宗
建
長
寺
派 

　
　

三
百

　

合　
　

計　

十
四　
　
　

三
万
六
千
六
十
ケ
寺

　
　
　
　
　

京　
　

都　
　

派

　
　

宗　
　
　

派 

末
寺
概
数 

宗　
　
　

派 
末
寺
概
数

　

日　
　

蓮　
　

宗 

　
　

四
千 

臨
済
宗
妙
心
寺
派 

三
千
六
百

　

臨
済
宗
天
竜
寺
派 

二
百
五
十 

同　

相
国
寺
派 

　
　

四
十

　

同　
　

大
徳
寺
派 

三
百
五
十 

同　

建
仁
寺
派 

　
　

七
十

　

同　
　

南
禅
寺
派 

　
　

五
百 

同　

東
福
寺
派 

三
百
五
十

　

真
宗
仏
光
寺
派 

　
　

四
百 

真
宗
興
正
寺
派 

二
百
三
十

　

同　
　

三
門
徒
派 

　
　

五
十 

同　

誠
照
寺
派 

　

二
十
五

　

同　
　
　

元
山
派 

　
　

二
十 

黄　

 

檗　

 

宗 

五
百
五
十

　

合　
　

計　

十
四　
　
　

一
万
四
百
三
十
五
ケ
寺

　
　
　
　
　

中　
　

立　
　

派

　
　

宗　
　
　

派 

末
寺
概
数 

宗　
　
　

派 

末
寺
概
数

　

天
台
寺　

門　

派 

　
　

六
百 

真　

宗　

本　

派 

　
　

一
万

　

真
宗
高　

田　

派 

　
　

六
百 

同　
　

出
雲
路
派 

　
　

三
十

　

臨
済
宗
永
源
寺
派 

　
　

二
百

　

合　
　

計　
　

五　
　
　

一
万
千
四
百
三
十
ケ
寺

右
の
内
真
宗
本
派
、
出
雲
路
派
、
天
台
寺
門
派
は
多
数
決
に
従
ふ
べ
し
と
い

ひ
、
又
木
辺
派
は
管
長
代
理
の
足
利
義
蔵
氏
出
席
し
て
、
高
田
派
は
最
初
京

都
説
に
て
第
一
日
の
会
議
に
出
席
せ
し
も
、
俄
か
に
呼
戻
さ
れ
て
欠
席
し
、

永
源
寺
派
は
京
都
臨
済
各
派
よ
り
排
斥
せ
ら
る
ゝ
も
、
頑
と
し
て
動
か
ず
、

日
蓮
宗
津
田
日
厚
師
（
関
東
派
）
は
、
最
初
よ
り
名
古
屋
説
な
り
し
も
、
一

宗
の
調
和
上
京
都
説
と
な
り
た
る
も
の
な
れ
ば
、
以
て
両
派
に
対
す
る
中
立

派
の
意
嚮
、
如
何
を
知
る
に
難
か
ら
ざ
る
べ
し
。
▲
當
日
の
退
場
者
並
に
賛

成
者　

十
二
日
の
議
会
に
於
て
議
場
を
退
席
、
左
の
二
十
六
名
な
る
由
。

　
　

南
禅
寺
派
管
長
代
理
、
大
沢
協
州
○
東
福
寺
派
管
長
代
理
、
後
藤
北
溟

○
大
徳
寺
派
管
長
代
理
、
小
堀
宗
長
○
建
仁
寺
派
管
長
代
理
、
後
藤
文

宸
○
天
竜
寺
派
管
長
代
理
、
北
条
周
篤
○
黄
檗
宗
管
長
代
理
、
真
神
浄

遠
○
妙
心
寺
派
管
長
代
理
、
前
田
誠
節
○
相
国
寺
派
管
長
代
理
、
大
江

宗
秀
○
相
国
寺
派
委
員
、
上
島
恵
材
○
建
仁
寺
派
委
員
、
瑞
岳
惟
陶
○

天
竜
寺
派
委
員
、
浅
井
源
道
○
黄
檗
宗
委
員
、
後
藤
東
容
○
大
徳
寺
派

委
員
、
木
田
掌
林
○
東
福
寺
派
委
員
、
片
岡
義
支
○
妙
心
寺
派
委
員
、

木
宮
恵
湖
○
同
、
青
山
宗
完
○
同
、
永
井
智
獄
○
日
蓮
宗
、
津
田
日
厚
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○
誠
照
寺
派
管
長
代
理
、
稲
田
晃
盛
○
仏
光
寺
派
管
長
代
理
、
奥
博
愛

○
興
正
寺
派
管
長
代
理
、
三
原
俊
栄
○
三
門
徒
派
委
員
、
香
川
晃
月
○

山
元
派
委
員
、
藤
堂
智
順
○
三
門
徒
派
管
長
代
理
、
林
得
善
○
誠
照
寺

派
委
員
、
幡
智
吼
○
正
照
派
委
員
、
下
間
蓮
明

又
名
古
屋
派
に
賛
成
せ
し
議
員
は
下
の
如
し

　
　

真
言
宗
長
者
、
長
宥
匡 

○
真
言
律
宗
管
長
華
大
寺
長
老
、
佐
伯
泓
澄
○

天
台
宗
管
長
代
理
、
石
堂
晃
純
○
天
台
宗
真
盛
派
管
長
代
理
、
小
泉
智

連
○
真
宗
選
木
辺
派
管
長
代
理
、
足
利
義
蔵
○
法
相
宗
管
長
代
理
、
松

田
弘
学
○
大
谷
派
管
長
代
理
、
井
沢
勝
詮
○
曹
洞
宗
管
長
代
理
、
日
置

嘿
仙
○
華
厳
宗
管
長
代
理
、
筒
井
寛
聖
○
建
長
寺
派
管
長
代
理
、
柴
崎

雅
船
○
西
山
派
管
長
代
理
、
加
藤
観
海
○
時
宗
管
長
代
理
、
足
利
灌
柔

○
円
覚
寺
派
管
長
代
理
、
武
田
達
懸
○
大
谷
派
委
員
、
一
柳
智
成
○
西

山
派
委
員
、
霊
群
諦
全
○
真
言
宗
委
員
、
小
川
光
義
○
天
台
宗
真
盛
派

委
員
、
加
藤
映
空
○
華
厳
宗
委
員
、
雲
井
春
海
○
曹
洞
宗
委
員
、
鈴
木

雄
峰
○
同
、
弘
津
説
三
○
天
台
宗
委
員
、
伊
藤
亮
真
○
大
谷
派
委
員
、

白
尾
義
夫
○
真
言
律
宗
委
員
、
植
村
悟
竜
○
時
宗
委
員
、
河
野
良
心
○

真
言
宗
委
員
、
土
宜
法
竜
○
曹
洞
宗
委
員
、
平
野
大
仙
○
融
通
念
仏
宗

委
員
、
清
原
賢
静
○
法
相
宗
委
員
、
千
早
正
朝
○
建
長
寺
派
委
員
、
糸

井
達
岩
○
真
言
宗
委
員
、
滝
見
常
○
天
台
宗
委
員
、
赤
松
円
麟
○
円
覚

寺
宗
委
員
、
細
川
義
典
○
曹
洞
宗
委
員
、
有
沢
香
庵
○
西
山
派
委
員
、

小
松
竜
真
○
天
台
宗
委
員
、
木
村
観
順
○
大
谷
派
委
員
、
蕪
城
賢
順
○

大
谷
派
委
員
、
木
曽
琢
磨

合
計
三
十
七
名
、
外
に
一
名
京
都
説
に
投
票
せ
し
も
の
あ
り
。
右
は
融
通
念

仏
宗
管
長
、
清
原
亮
善
師
な
り
し
と
い
ふ
。
▲
京
都
派
の
善
提
会
退
会　

京

都
派
に
て
は
、
大
菩
提
会
が
名
古
屋
に
移
転
さ
る
ゝ
に
於
て
は
、
断
然
同
会

を
脱
せ
ん
と
の
意
気
込
に
て
、
覚
王
殿
建
設
に
就
て
は
、
一
切
寄
附
せ
ず
と

力
み
居
る
の
み
な
ら
ず
、
檄
文
を
草
し
、
全
国
に
向
つ
て
各
宗
派
会
の
真
相

を
記
し
て
配
布
す
る
由
な
り
。
▲
各
宗
派
会
の
決
議
無
効
説　

議
員
定
数
八

十
四
名
な
れ
ば
、
四
十
二
名
以
上
の
出
席
者
な
け
れ
ば
開
会
す
る
能
は
ざ
る

に
、
一
昨
日
三
十
八
名
の
出
席
者
に
て
開
会
し
、
覚
王
殿
建
設
地
を
名
古
屋

と
決
し
た
る
は
、
会
則
違
犯
し
た
る
無
効
処
分
な
り
と
て
、
京
都
派
の
有
志

等
は
、
頻
に
該
処
分
の
無
効
を
主
張
し
居
り
。
▲
北
陸
の
有
志
と
大
谷
派　

大
谷
派
本
願
寺
の
財
源
は
、
尾
、
濃
、
加
、
能
、
越
の
諸
国
な
る
に
、
是
等

の
国
は
覚
王
殿
建
設
問
題
に
対
し
て
は
名
京
両
派
に
分
れ
、
大
谷
派
は
為
め

に
双
方
よ
り
賛
同
を
申
込
ま
れ
、
殆
ん
ど
板
挟
の
位
置
に
立
つ
に
至
れ
る
よ

り
、
宗
派
会
に
於
て
は
厳
正
中
立
の
態
度
を
持
す
る
方
針
に
て
、
同
派
の
渥

美
師
も
同
様
の
意
見
を
持
し
、
両
派
の
運
動
者
も
確
に
斯
く
推
思
し
居
た
る

に
、
當
日
の
会
議
に
同
派
の
出
席
員
は
、
悉
皆
名
古
屋
に
投
票
し
た
る
よ

り
、
北
陸
の
有
志
は
、
大
谷
派
が
最
初
よ
り
名
古
屋
説
を
声
言
せ
ず
、
会
議

に
於
て
同
説
に
投
票
せ
し
は
、
今
日
迄
吾
々
を
瞞
着
し
た
も
の
な
り
と
て
大

に
激
昂
し
、
北
陸
地
方
に
於
て
同
問
題
の
報
告
演
説
を
な
し
、
一
般
士
民
に

吹
聴
す
る
由
な
る
が
、
大
谷
派
の
委
員
は
、
最
初
よ
り
名
古
屋
に
投
票
の
意

思
に
て
、
今
更
同
説
に
傾
き
し
に
非
ず
と
弁
明
し
居
れ
る
由
。
▲
敷
地
確
定

と
名
古
屋
市　

京
都
に
於
る
各
宗
派
会
に
て
、
名
古
屋
勝
利
と
の
報
同
地
に

伝
る
や
、
同
地
方
有
志
の
歓
喜
一
方
な
ら
ず
。
扶
桑
、
新
愛
知
等
其
他
の
各

新
聞
は
、
一
斉
に
号
外
を
発
し
、
同
地
市
役
所
内
に
設
け
ら
れ
あ
る
期
成
同
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盟
会
に
て
は
、
其
日
よ
り
市
郡
有
志
者
の
大
参
集
会
を
催
し
、
混
雑
の
状
殆

ど
予
想
の
外
に
あ
り
。
▲
期
成
同
盟
会
の
主
裁
、
服
部
代
議
士
の
談　

期
成

同
盟
会
の
主
裁
な
る
代
議
士
、
服
部
小
十
郎
氏
の
談
に
曰
く
、
今
春
来
設
立

し
た
る
仏
骨
奉
安
期
成
同
盟
会
は
、
覚
王
殿
の
既
に
當
地
に
設
立
と
決
定
せ

る
以
上
は
、
第
一
當
初
の
目
的
を
達
し
た
る
も
の
と
し
て
、
茲
に
一
先
づ
解

散
を
告
げ
、
更
に
大
日
本
菩
提
会
愛
知
賛
同
会
な
る
も
の
を
設
け
て
、
菩
提

会
の
事
業
な
る
覚
王
殿
建
設
の
補
助
を
な
す
に
あ
り
、
即
ち
賛
同
会
は
総
裁

を
徳
川
義
礼
侯
に
仰
ぎ
、
会
長
を
深
野
知
事
に
嘱
託
し
、
市
長
を
副
会
長
と

し
て
幹
事
を
置
き
、
市
と
郡
と
を
合
し
て
評
議
員
を
設
け
、
本
部
を
市
に
各

郡
に
支
部
を
置
き
、
県
下
挙
げ
て
助
成
せ
ん
為
、
速
に
会
則
を
設
け
て
発
表

の
運
び
に
せ
ん
考
へ
な
り
、
云
々
。

位
置
決

定
後
の

覚
王
殿
問
題
〔
明
治
35
年
10
月
17
日　

第
四
九
四
二
号
〕

▲
菩
提
会
改
正
会
則
施
行
期
に
就
て　

過
日
の
各
宗
派
会
に
於
て
、
大
菩
提

会
の
改
正
会
則
決
議
の
結
果
、
本
年
十
一
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
と
の
事
な

る
も
、
菩
提
会
々
則
の
改
正
は
、
会
監
会
の
承
認
を
経
ざ
れ
ば
、
之
を
施
行

す
る
事
能
は
ず
。
依
て
宗
派
会
に
於
て
選
定
し
た
る
交
渉
委
員
は
、
村
田
菩

提
会
長
に
対
し
、
至
急
総
会
を
開
か
る
ゝ
様
請
求
せ
し
も
、
過
日
来
の
情
勢

に
て
は
、
迚
も
早
急
に
同
会
を
開
く
能
は
ざ
る
を
以
て
、
到
底
改
正
会
則
を

右
期
日
よ
り
施
行
す
る
事
は
困
難
な
る
可
し
と
の
事
な
り
。
▲
村
田
寂
順
師

の
無
我　

村
田
妙
法
院
門
跡
は
、
嵯
峨
二
尊
院
住
職
、
貴
志
寂
忍
師
を
代
理

と
し
て
、
曹
洞
宗
日
置
黙
仙
師
を
訪
は
し
め
、
自
分
の
位
置
と
し
て
は
情
に

於
て
京
都
に
奉
安
し
た
く
今
日
迄
尽
し
た
る
も
、
最
早
名
古
屋
に
決
定
せ
し

上
は
、
一
日
も
早
く
大
覚
王
殿
の
建
設
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
な
り

と
て
、
一
点
の
私
心
を
挟
ま
ず
喜
び
て
同
意
を
表
し
た
り
と
い
ふ
。
▲
無
条

件
委
任
説　

日
蓮
宗
津
田
日
厚
師
は
、
京
都
派
を
代
表
し
て
名
古
屋
派
に
対

し
、
覚
王
殿
建
設
事
務
を
二
、
三
宗
派
に
無
条
件
に
委
任
す
る
の
件
は
従
来

の
持
論
な
れ
ば
、
是
非
円
満
な
る
交
渉
を
遂
げ
た
し
と
申
込
み
た
る
を
以

て
、
交
渉
委
員
は
去
る
十
四
日
早
朝
よ
り
京
都
寺
町
綾
小
路
の
事
務
所
に
会

合
し
交
渉
し
つ
ゝ
あ
り
。
多
分
建
築
事
務
を
天
台
、
真
言
、
曹
洞
、
日
蓮
、

大
谷
、
妙
心
寺
、
西
山
の
七
宗
派
に
委
任
す
る
こ
と
ゝ
す
れ
ば
、
交
渉
纏
る

な
ら
ん
と
名
古
屋
派
は
い
へ
り
。
▲
大
菩
提
会
の
負
債
と
名
古
屋
派　

宗
派

会
の
決
議
に
拠
れ
ば
、
大
菩
提
会
の
負
債
は
五
十
日
以
内
に
弁
済
す
る
こ

と
、
御
遺
形
及
び
大
菩
提
会
は
決
定
地
に
奉
遷
及
び
移
転
す
る
こ
と
な
る
を

以
て
、
名
古
屋
市
民
は
こ
れ
が
協
議
を
凝
し
居
り
し
が
、
責
任
者
吉
田
禄

在
、
服
部
小
十
郎
、
小
栗
富
次
郎
の
三
氏
は
、
去
十
四
日
夜
行
列
車
に
て
入

洛
、
之
に
対
す
る
準
備
に
就
き
交
渉
中
な
り
。
▲
大
菩
提
会
の
負
債
十
三
万

六
千
円　

名
古
屋
派
は
語
る
ら
く
、
大
菩
提
会
の
負
債
が
実
に
十
三
万
六
千

余
円
と
は
驚
く
の
外
な
し
。
此
負
債
が
正
當
に
会
務
拡
張
の
為
な
れ
ば
、
敢

て
怪
む
に
足
ら
ざ
る
も
、
本
年
一
月
の
会
議
に
は
八
万
余
円
の
報
告
を
な

し
、
七
月
中
奉
安
選
定
委
員
が
愛
知
県
へ
出
張
し
て
、
寄
附
地
寄
附
金
の
契

約
に
際
し
、
凡
そ
九
万
円
計
り
の
負
債
な
れ
ば
、
仮
り
に
十
万
円
と
見
積
り

種
々
の
雑
費
等
も
其
中
へ
含
蓄
し
て
、
菩
提
会
の
汚
濁
を
清
洗
せ
ん
と
云
ひ

し
由
な
る
に
、
今
回
い
よ
〳
〵
奉
安
地
の
決
定
に
至
り
、
十
三
万
六
千
円
と

な
つ
て
現
は
れ
し
は
、
如
何
に
坊
主
勘
定
と
は
云
へ
驚
く
の
外
な
し
。
▲
決

議
無
効
説
に
就
て　

各
宗
派
会
の
議
事
細
則
に
よ
れ
ば
、
過
半
数
の
出
席
員
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

66

107

な
き
時
は
開
会
出
来
ざ
る
規
程
な
り
。
然
る
に
今
回
の
各
宗
派
会
は
、
全
然

此
規
程
を
無
視
し
、
出
席
者
過
半
数
に
満
た
ざ
る
に
も
拘
は
ら
ず
こ
れ
を
開

会
し
、
其
結
果
覚
王
殿
敷
地
を
名
古
屋
に
決
し
た
る
は
不
法
な
り
、
と
の
説

を
唱
ふ
る
も
の
あ
る
は
、
昨
紙
記
載
の
如
く
な
る
が
、
右
に
附
な
ほ
京
都
派

の
語
る
所
に
依
れ
ば
、
各
宗
派
会
に
出
席
す
べ
き
各
管
長
及
び
委
員
は
、
総

計
八
十
三
名
に
し
て
、
四
十
二
名
以
上
の
出
席
数
に
非
ざ
れ
ば
、
開
会
す
べ

か
ら
ざ
る
筈
な
る
に
、
決
議
當
日
の
出
席
数
は
三
十
八
名
（
議
長
含
有
）
に

過
ぎ
ず
、
然
る
に
議
長
は
同
会
開
会
以
前
に
欠
席
届
を
出
せ
し
者
十
二
名
あ

り
て
、
残
余
の
七
十
一
名
は
出
席
の
筈
に
附
、
其
過
半
数
た
る
三
十
八
名
の

決
議
は
正
當
と
見
做
し
た
る
も
の
な
ら
ん
も
、
議
事
細
則
に
は
、
単
に
過
半

数
の
出
席
云
々
と
あ
り
て
、
開
会
以
前
に
於
て
欠
席
届
を
出
し
た
る
者
は
之

を
総
数
よ
り
除
く
、
と
の
但
書
な
き
以
上
は
、
八
十
三
名
を
以
て
全
員
と
認

め
、
決
議
當
日
の
三
十
八
名
は
過
半
数
に
充
た
ざ
る
者
と
し
、
其
決
議
は
飽

迄
も
無
効
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
云
々
。
▲
菩
提
会
の
方
針
と
京
都
派　

京
都

派
に
て
は
、
過
日
の
宗
派
会
議
に
て
覚
王
殿
位
置
の
名
古
屋
と
決
定
し
た
る

を
不
當
と
な
し
、
過
日
来
そ
が
攻
撃
材
料
を
蒐
集
し
、
二
、
三
の
法
律
家
を

も
聘
し
、
種
々
こ
れ
が
協
議
を
為
し
、
別
に
一
枚
刷
の
檄
文
、
並
に
各
宗
派

会
の
真
相
と
題
す
る
一
冊
子
を
起
草
中
の
由
な
る
が
、
未
だ
大
菩
提
会
本
部

の
方
針
決
定
せ
ざ
る
を
以
て
、
作
戦
方
法
は
何
れ
と
も
決
定
せ
ず
と
な
り
。

▲
京
都
派
大
谷
派
を
怨
む　

京
都
派
の
運
動
者
は
、
今
回
の
敗
北
を
以
て
全

く
大
谷
派
五
名
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
し
結
果
な
り
と
し
、
大
に
激
昂
し
居
る

由
な
る
が
、
斯
く
大
谷
派
委
員
が
名
古
屋
に
投
票
せ
し
は
、
新
法
主
光
演
師

の
素
志
に
基
け
る
に
外
な
ら
ず
と
い
ふ
。

位
置
決

定
後
の

覚
王
殿
問
題
〔
明
治
35
年
10
月
19
日　

第
四
九
四
三
号
〕

▲
覚
王
殿
問
題
の
再
燃　

各
宗
派
会
に
在
て
は
、
始
め
菩
提
会
の
事
業
と
し

て
計
画
し
た
る
覚
王
殿
建
築
、
及
び
仏
教
大
学
慈
善
病
院
設
立
の
三
項
中
、

後
者
二
項
を
削
除
す
る
事
よ
り
、
先
づ
破
裂
を
来
し
、
其
後
京
都
派
に
属
す

る
臨
済
宗
各
派
、
及
び
日
蓮
宗
の
河
合
日
辰
、
豊
田
心
静
師
等
よ
り
差
出
せ

る
欠
席
届
を
議
長
の
手
許
に
握
り
潰
し
、
尚
津
田
師
外
数
名
退
席
し
た
る

等
、
円
満
を
欠
け
る
議
場
に
て
、
一
瀉
千
里
の
勢
を
以
て
覚
王
殿
問
題
を
決

定
し
、
名
古
屋
に
決
し
た
る
も
、
欠
席
又
は
退
席
せ
る
各
宗
に
て
は
、
此
決

議
に
服
従
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
畢
竟
菩
提
会
の
三
事
業
の
潰
た
る
と
共
に
、

菩
提
会
其
者
も
潰
れ
た
る
と
同
様
に
て
、
折
角
仏
教
統
一
の
好
旗
幟
の
下
に

掲
げ
ら
れ
た
る
同
会
は
、
却
つ
て
乖
離
せ
し
む
る
結
果
を
生
じ
た
り
と
な

し
、
京
都
派
は
飽
迄
も
該
決
議
を
否
認
し
、
名
古
屋
派
に
対
戦
せ
ん
と
意
気

込
み
居
れ
ば
、
覚
王
殿
問
題
は
茲
に
再
燃
の
有
様
と
な
れ
り
。
▲
京
都
派
の

否
認
理
由　

京
都
派
が
覚
王
殿
問
題
決
定
を
否
認
す
る
理
由
は
、
元
来
各
宗

派
会
は
、
出
席
議
員
八
十
四
名
（
昨
紙
二
百
八
十
三
名
と
せ
し
は
誤
植
）
に

て
成
立
す
る
も
の
に
、
過
日
の
決
議
は
三
十
八
名
を
以
て
過
半
数
と
な
し
、

而
も
名
古
屋
派
は
開
会
以
前
に
欠
席
届
を
出
し
た
る
十
三
名
を
、
議
員
総
数

外
と
な
せ
し
は
明
白
の
事
実
に
し
て
、
且
つ
當
日
議
長
よ
り
議
員
中
に
資
格

消
滅
者
あ
り
し
と
宣
告
せ
し
を
聞
か
ず
、
仮
令
宣
告
あ
り
た
り
と
す
る
も
、

同
会
議
は
同
盟
宗
派
を
待
つ
て
成
立
す
る
者
な
れ
ば
、
単
に
出
席
頭
数
の
多

寡
に
依
り
、
列
席
宗
派
の
多
少
を
問
は
ざ
る
は
正
し
く
、
同
盟
宗
派
の
円
満

を
無
視
す
る
野
心
的
行
動
た
る
や
知
る
可
き
な
り
。
加
之
な
ら
ず
妄
り
に
管

長
の
行
動
に
傚
ひ
、
自
己
の
代
理
を
設
け
て
他
人
を
出
席
せ
し
め
、
前
後
の
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67

106

言
責
を
曖
昧
に
し
、
党
派
頭
数
の
多
き
を
求
め
、
議
事
規
則
の
不
完
全
に
乗

じ
、
有
ゆ
る
手
段
を
以
て
宗
派
の
円
満
を
破
壊
し
、
京
都
派
の
欠
席
退
席
を

待
て
、
一
味
の
連
中
の
み
に
て
不
穏
當
の
決
議
を
な
し
、
尚
議
長
は
開
会
後

差
出
し
た
る
欠
席
届
を
握
り
潰
す
等
、
悉
く
不
當
の
処
置
な
り
、
と
い
ふ
に

あ
り
と
か
。
▲
決
議
無
効
説
と
名
古
屋
派
の
主
張　

京
都
側
が
頻
り
に
決
議

無
効
を
主
張
す
る
に
対
し
、
名
古
屋
側
は
如
何
な
る
意
向
を
有
す
る
か
と
聞

く
に
、
同
派
の
主
領
弘
津
説
三
師
は
曰
く
、
元
来
京
都
側
の
無
効
説
を
唱
ふ

る
唯
一
の
理
由
は
、
決
議
當
日
の
出
席
議
員
数
が
総
数
八
十
四
名
に
対
し

て
、
過
半
数
に
満
た
ず
と
云
ふ
に
在
る
も
、
其
は
間
違
ひ
な
り
。
何
と
な
れ

ば
今
回
の
宗
派
会
に
附
て
、
最
初
よ
り
公
然
欠
席
を
届
出
た
る
も
の
、
及
び

無
届
欠
席
の
も
の
、
本
派
本
願
寺
を
初
め
天
台
寺
門
派
、
臨
済
永
源
寺
派
、

真
宗
出
雲
寺
派
、
其
他
木
辺
、
仏
光
寺
の
両
派
が
僅
に
一
名
づ
ゝ
出
席
し

て
、
他
は
欠
席
し
た
る
等
を
合
し
て
、
都
合
十
三
名
の
議
員
は
當
初
よ
り
の

欠
席
者
に
し
て
、
是
は 

當
然
総
数
八
十
四
名
中
よ
り
控
除
す
べ
き
を
以
て
、

残
り
七
十
一
の
正
半
数
は
三
十
五
人
強
と
な
る
。
然
る
時
は
決
議
當
日
一
名

に
対
す
る
三
十
七
名
は
無
論
過
半
数
に
し
て
、
即
ち
議
事
規
定
の
第
四
条

『
会
議
は
議
員
過
半
数
出
席
す
る
に
非
ざ
れ
ば
開
会
す
る
事
を
得
ず
』
又
同

第
十
二
条
『
議
案
の
決
議
は
出
席
議
員
過
半
数
に
依
る
』
と
あ
る
に
準
じ
た

る
も
の
に
し
て
、
此
間
毫
も
間
然
す
べ
き
余
地
を
存
せ
ず
。
而
し
て
右
議
事

規
則
は
、
既
往
十
年
来
各
宗
会
議
の
度
毎
に
依
用
し
た
る
も
の
に
て
、
大
菩

提
会
々
議
も
之
れ
に
依
り
た
る
も
の
な
れ
ば
、
此
の
規
則
に
適
応
し
た
る
決

議
の
有
効
な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
し
。
殊
に
決
議
前
に
新
た
に
九
名
の
委
員

を
選
び
、
調
査
委
員
と
合
し
て
十
八
名
と
な
し
、
五
日
間
休
会
し
て
各
自
意

志
の
疏
通
を
計
り
た
る
結
果
、
六
ケ
条
の
報
告
を
造
り
、
且
又
菩
提
会
の
会

則
を
も
修
正
し
、
十
分
妥
協
し
た
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
當
日
其
場
に
臨
み
て

退
席
し
た
る
抔
は
、
徳
義
上
穏
當
と
云
ひ
難
し
。
若
し
今
日
の
如
く
相
争
ふ

て
は
到
底
際
限
な
く
、
遂
に
は
再
び
外
務
省
の
注
意
を
受
け
、
他
人
の
仲
裁

等
を
待
て
折
合
ふ
に
至
ら
ば
、
仏
教
各
宗
の
面
目
は
全
然
潰
れ
た
る
も
の
と

な
る
べ
く
、
釈
尊
在
天
の
霊
は
果
し
て
如
何
ん
。
我
々
は
飽
迄
決
議
の
遂
行

を
期
す
る
と
同
時
に
、
成
る
べ
く
穏
和
の
手
段
に
よ
り
て
妥
協
す
べ
く
目

下
、
こ
れ
が
為
め
京
都
側
と
交
渉
中
な
り
事
を
法
庭
に
訴
へ
ん
な
ど
は
以
て

の
外
に
し
て
、
我
々
は
斯
く
迄
堕
落
せ
る
事
実
を
世
間
に
発
表
す
る
を
好
ま

ざ
る
な
り
。

位
置
決

定
後
の

覚
王
殿
問
題
〔
明
治
35
年
10
月
20
日　

第
四
九
四
四
号
〕

▲
決
議
無
効
説
と
菩
提
会　

京
都
派
の
主
領
前
田
誠
節
師
に
依
つ
て
、
殆
ど

其
全
権
を
左
右
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
大
菩
提
会
に
て
は
、
今
回
の
宗
派
会
の
決

議
は
無
効
と
見
做
し
、
右
決
議
に
関
せ
ず
、
従
来
に
引
続
き
事
務
の
執
行
を

為
す
こ
と
に
決
し
た
り
と
い
ふ
。
▲
残
務
委
員
と
京
名
両
派　

宗
派
会
閉
会

に
際
し
、
九
名
の
比
較
調
査
委
員
に
残
務
取
扱
を
托
し
た
る
が
、
其
中
妙
心

寺
派
の
青
山
宗
完
、
興
正
寺
派
の
三
原
俊
栄
、
日
蓮
宗
の
豊
田
心
静
（
以
上

三
名
菩
提
会
本
部
理
事
）
相
国
寺
派
の
上
島
恵
材
の
四
委
員
は
、
京
都
派
な

る
を
以
て
出
席
せ
ざ
る
よ
り
、
他
の
五
委
員
よ
り
出
席
を
交
渉
せ
し
に
、
四

委
員
は
自
分
の
一
存
に
て
は
回
答
に
及
び
難
け
れ
ば
、
各
自
宗
派
に
て
協
議

の
上
、
宗
派
よ
り
何
分
の
回
答
に
及
ぶ
べ
し
と
答
へ
た
る
由
。
▲
天
台
宗
と

名
古
屋
説　

今
回
天
台
宗
が
挙
つ
て
名
古
屋
説
に
投
票
し
た
る
に
就
き
、
同
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宗
中
に
紛
擾
を
生
ぜ
ん
有
様
な
る
よ
り
、
同
宗
委
員
伊
達
亮
真
師
は
、
弁
疏

の
為
め
頃
日
村
田
会
長
を
訪
ひ
し
も
不
在
な
り
し
を
以
て
、
三
原
俊
栄
師
に

面
談
し
た
る
に
、
同
師
も
打
解
け
難
き
模
様
な
り
し
と
い
ふ
。
▲
本
派
と
名

古
屋
説　

覚
王
殿
建
設
地
に
附
て
は
、
本
派
本
願
寺
は
何
れ
の
地
に
定
ま
る

も
異
議
な
し
と
て
、
議
員
を
出
さ
ざ
り
し
も
、
本
派
新
門
主
の
実
弟
た
る
木

辺
派
管
長
、
木
辺
孝
慈
師
の
代
理
者
、
足
利
義
蔵
師
（
本
派
本
山
教
学
局
注

記
）
名
古
屋
派
に
投
票
せ
し
よ
り
、
同
派
に
て
は
本
派
の
好
意
を
喜
び
居
る

由
。
▲
名
古
屋
派
有
志　

各
宗
派
間
調
訂
交
渉
の
為
め
、
過
般
来
入
洛
中
の

名
古
屋
派
有
志
、
服
部
代
議
士
、
吉
田
禄
在
、
小
栗
富
次
郎
氏
代
理
、
鈴
置

代
議
士
等
は
、
談
判
不
調
の
為
め
止
む
を
得
ず
一
度
帰
名
せ
し
由
な
る
が
、

一
昨
日
更
に
同
問
題
の
為
め
京
都
に
趣
け
る
由
。
▲
大
菩
提
会
の
改
正
会
則

施
行
難　

各
宗
派
会
に
て
決
議
し
た
る
改
正
会
則
は
、
来
る
十
一
月
一
日
よ

り
施
行
す
る
事
な
る
が
、
右
の
改
正
は
会
監
会
の
承
認
を
経
ざ
れ
ば
之
を
施

行
す
る
能
は
ざ
れ
ば
、
名
古
屋
派
に
て
は
急
に
開
会
を
望
み
居
る
も
、
目
下

の
情
勢
は
到
底
其
運
び
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
同
改
正
規
則
は
右
期
日
よ
り
施
行

す
る
は
困
難
な
り
と
い
ふ
。
▲
名
古
屋
派
某
有
力
者
の
談　

名
古
屋
の
有
力

者
某
語
る
ら
く
、
我
々
の
眼
中
に
は
京
名
両
派
な
る
者
を
認
め
ず
。
一
意
釈

尊
の
御
遺
形
を
奉
安
す
べ
き
覚
王
殿
の
速
成
を
期
し
居
る
の
み
に
て
、
今
回

両
派
の
議
員
よ
り
推
選
し
た
る
神
聖
な
る
各
宗
派
会
議
長
よ
り
、
名
古
屋
に

決
定
せ
り
と
の
公
報
に
接
し
た
れ
ば
、
我
愛
知
県
下
に
於
て
報
告
演
説
会
を

開
き
、
浄
財
を
募
り
、
覚
王
殿
を
速
に
建
築
す
る
の
意
志
な
り
。
勿
論
各
宗

派
間
の
折
合
悪
し
き
場
合
に
は
、
双
方
へ
交
渉
し
て
円
滑
に
事
を
謀
る
は
、

敢
て
異
議
な
け
れ
ど
も
、
各
宗
派
の
軋
轢
如
何
等
は
、
我
々
の
預
り
知
る
処

に
非
ず
。
議
長
の
通
知
を
確
実
と
し
て
、
同
殿
の
速
成
を
期
す
る
迄
な
り
。

万
一
各
宗
派
交
渉
の
結
果
、
決
議
の
変
更
を
見
る
が
如
き
事
あ
ら
ば
、
飽
迄

強
硬
の
態
度
を
持
し
て
、
各
宗
派
会
に
當
る
決
心
な
り
。

設
置
決

定
後
の

覚
王
殿
問
題
〔
明
治
35
年
10
月
21
日　

第
四
九
四
五
号
〕

▲
名
古
屋
派
と
大
菩
提
会
と
の
交
渉　

各
宗
派
会
副
議
長
、
日
置
黙
仙
師
及

び
各
宗
派
交
渉
委
員
、
伊
達
亮
真
師
は
、
名
古
屋
期
成
同
盟
会
、
服
部
小
十

郎
、
吉
田
禄
在
の
二
氏
と
共
に
、
去
十
六
日
午
後
、
大
菩
提
会
長
、
村
田
寂

順
師
を
同
会
本
部
に
訪
ひ
、
覚
王
殿
建
設
地
も
既
に
各
宗
派
会
に
於
て
名
古

屋
と
決
定
し
た
る
に
就
て
は
、
大
菩
提
会
長
及
び
釈
尊
御
遺
形
奉
安
事
務
経

理
た
る
座
下
に
於
て
も
、
此
旨
御
了
承
あ
り
度
く
、
殊
に
仮
令
名
古
屋
に
大

菩
提
会
本
部
を
移
す
事
に
な
る
と
も
、
会
長
は
矢
張
り
座
下
に
御
継
続
を
願

度
云
々
、
と
の
事
を
申
込
み
し
も
、
村
田
会
長
は
各
宗
派
会
に
、
覚
王
殿
建

設
地
を
名
古
屋
と
御
決
定
と
は
承
り
居
れ
ど
も
、
其
は
正
実
な
る
議
会
に
あ

ら
ず
し
て
、
不
法
不
當
の
御
決
定
と
信
ず
る
を
以
て
、
余
り
確
定
の
も
の
と

思
は
ず
。
故
に
只
今
の
御
交
渉
に
は
、
何
等
御
答
申
上
る
事
も
能
は
ず
と
述

べ
、
相
互
の
間
に
種
々
の
問
答
あ
り
し
が
、
遂
に
何
等
要
領
を
得
ず
し
て
、

日
置
師
の
み
居
残
り
、
他
の
三
氏
は
退
出
せ
り
。
▲
慰
労
金
三
万
円　

後
に

居
残
り
た
る
日
置
師
は
村
田
師
に
向
ひ
、
先
般
来
大
菩
提
会
役
員
側
の
方
面

よ
り
、
名
古
屋
派
に
向
つ
て
、
覚
王
殿
建
設
地
に
関
し
て
、
名
古
屋
が
強
て

希
望
す
る
事
な
ら
ば
、
一
歩
譲
ら
ざ
る
に
も
限
ら
ず
、
其
代
り
正
副
会
長
の

慰
労
金
と
し
て
金
三
万
円
支
出
せ
よ
、
と
の
話
し
あ
り
。
目
下
半
額
位
に
減

少
の
事
を
交
渉
中
な
る
が
、
此
際
二
万
五
千
円
を
支
出
す
る
に
就
き
、
過
日
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の
各
宗
派
会
決
議
を
正
確
な
る
も
の
と
認
め
、
名
古
屋
に
建
設
す
る
事
に
御

同
意
あ
り
た
し
と
述
べ
た
る
に
、
村
田
師
は
、
余
は
左
様
な
る
事
は
一
切
知

ら
ず
、
余
は
決
し
て
左
様
な
金
銭
を
得
ん
と
て
京
都
説
を
主
張
し
居
る
も
の

に
あ
ら
ず
、
左
様
な
汚
ら
は
し
き
談
し
は
聞
く
耳
な
し
と
、
憤
然
其
場
を
立

ち
て
別
室
に
入
り
し
が
、
村
田
師
は
後
前
田
副
会
長
を
招
き
て
右
の
事
実
を

問
ふ
所
あ
り
し
に
、
前
田
師
は
此
等
の
風
説
の
過
日
来
伝
聞
す
る
事
あ
り
。

夫
が
た
め
全
国
交
渉
事
務
所
員
、
及
び
平
安
同
志
会
員
よ
り
問
合
せ
来
り
し

事
あ
る
も
、
全
く
大
菩
提
会
役
員
は
一
切
知
ら
ざ
る
の
み
か
、
素
よ
り
斯
る

事
柄
の
あ
る
べ
き
筈
な
き
を
以
て
、
敢
て
懸
念
せ
ず
と
の
答
へ
な
り
し
が
、

村
田
師
は
仮
令
風
説
に
も
せ
よ
、
今
日
の
場
合
斯
の
如
き
風
説
の
出
る
に
は

大
に
起
因
あ
る
事
な
ら
ん
と
、
昨
今
特
に
従
者
に
命
じ
て
其
真
相
を
取
調
中

な
り
と
い
ふ
。
▲
大
菩
提
会
の
通
牒　

同
会
本
部
に
て
は
、
両
三
日
前
下
の

如
き
通
牒
を
各
支
部
に
配
布
し
た
り
。
曰
く
『
今
回
奉
安
地
決
定
の
件
に
関

し
各
宗
派
会
開
設
相
成
候
処
、
遂
に
円
満
な
る
決
議
を
見
ざ
る
は
遺
憾
此
事

と
存
候
。
就
て
は
此
際
、
浮
説
流
言
百
出
候
と
も
、
敢
て
信
用
無
之
様
被
致

度
、
本
部
よ
り
何
分
の
宣
言
発
示
候
迄
は
、
従
来
通
専
心
一
意
、
会
務
の
拡

張
に
御
尽
瘁
有
之
度
、
此
段
及
御
通
知
候
也
。

決
議
無
効
説
と
京
名
両
派
〔
明
治
35
年
10
月
23
日　

第
四
九
四
七
号
〕

彼
の
各
宗
派
会
に
於
て
、
名
古
屋
を
以
て
覚
王
殿
建
設
地
と
決
定
し
た
る

は
、
議
員
過
半
数
の
出
席
な
き
者
故
、
其
決
議
は
無
効
な
り
と
の
京
都
派
主

張
に
対
し
、
名
古
屋
派
は
弁
じ
て
曰
く
、
各
宗
派
会
議
員
総
数
八
十
四
名
の

内
、
出
雲
寺
派
と
寺
門
派
は
議
員
四
名
あ
る
も
、
最
初
よ
り
其
出
席
に
関
し

何
等
の
申
出
な
く
、
又
本
派
本
願
寺
は
議
員
五
名
と
も
覚
王
殿
建
設
地
の
京

都
、
名
古
屋
何
れ
に
決
す
る
を
問
は
ず
、
本
山
に
は
何
等
の
関
係
な
し
と
申

出
あ
り
。
仏
光
寺
、
木
辺
、
高
田
の
三
派
は
、
二
名
宛
の
議
員
を
出
ず
べ
き

筈
な
る
も
、
初
め
よ
り
一
名
宛
の
ほ
か
出
さ
ず
、
以
上
十
二
名
の
議
員
は
全

く
議
権
を
放
棄
、
又
は
喪
失
し
た
る
も
の
に
し
て
、
議
員
の
資
格
を
有
せ
ざ

る
も
の
と
信
ず
。
故
に
初
め
よ
り
出
席
し
た
る
七
十
二
名
を
以
て
正
當
の
議

員
と
し
て
、
此
七
十
二
名
の
内
三
十
八
名
の
出
席
は
、
即
ち
議
員
過
半
数
の

出
席
に
相
違
な
し
。
然
ら
ば
曩
日
の
決
議
は
正
當
な
る
も
の
と
見
て
過
ち
な

し
。
且
つ
仮
に
反
対
派
の
云
ふ
如
く
、
総
議
員
数
八
十
四
名
に
し
て
出
席
議

員
三
十
八
名
は
過
半
数
に
あ
ら
ず
と
す
る
も
、
現
に
昨
年
二
月
十
九
日
妙
法

院
に
開
会
し
た
る
各
宗
派
会
に
於
て
、
大
菩
提
会
則
改
正
案
を
議
決
し
た
る

際
に
は
、
出
席
議
員
二
十
三
名
に
て
議
決
し
た
る
先
例
も
あ
り
、
今
更
出
席

議
員
の
多
少
を
論
ず
る
が
如
き
は
、
持
説
の
敗
北
に
就
て
愚
痴
を
コ
ボ
ス
に

過
ぎ
ず
と
。
之
に
対
し
て
京
都
派
は
曰
く
、
議
事
規
則
第
四
条
に
「
会
議
は

議
員
過
半
数
出
席
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
開
会
す
る
事
を
得
ず
」
と
あ
る
以
上

は
、
是
非
其
規
則
を
守
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
議
員
の
資
格
権
利
を
放
棄
し
た

る
も
の
あ
り
抔
と
は
、
手
前
勝
手
の
理
窟
に
し
て
、
矢
張
り
議
員
の
定
数
即

ち
八
十
四
名
を
以
て
、
現
在
の
議
員
総
数
と
見
る
を
正
當
と
す
。
仮
令
前
回

に
少
数
議
員
を
以
て
決
議
し
た
る
例
あ
り
と
も
、
是
は
各
宗
派
が
其
非
を
咎

ず
し
て
其
決
議
を
承
認
し
た
る
が
故
に
差
支
へ
な
き
も
、
今
回
の
如
く
既
に

其
違
法
を
咎
む
る
以
上
は
、
違
法
は
飽
く
ま
で
違
法
な
り
。
夫
の
各
宗
派
会

の
決
議
は
効
力
な
き
も
の
と
し
て
、
更
に
正
當
な
る
即
ち
規
則
通
り
の
議
会

を
開
く
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
飽
迄
無
効
説
を
主
張
し
て
止
ま
ざ
る
な
り
、
云
々
。
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名
古
屋
派
の
準
備
〔
明
治
35
年
10
月
23
日　

第
四
九
四
七
号
〕

覚
王
殿
を
名
古
屋
に
建
設
す
る
の
決
議
は
、
反
対
の
各
宗
派
に
於
て
無
効
説

を
主
張
す
る
に
拘
は
ら
ず
、
一
方
に
於
て
各
宗
派
会
の
正
副
議
長
、
日
置
の

二
師
よ
り
は
、
名
古
屋
期
成
同
盟
会
に
向
け
、
釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
を
名
古

屋
市
の
附
近
に
議
定
し
た
る
旨
を
公
然
通
牒
し
た
る
を
以
て
、
同
会
員
は
其

通
牒
に
重
き
を
置
き
、
着
々
諸
般
の
準
備
に
着
手
し
、
尚
契
約
に
基
き
居
る

遺
形
を
名
古
屋
に
奉
還
す
る
事
、
及
び
大
菩
提
会
本
部
を
名
古
屋
に
移
転
す

る
事
、
並
に
反
対
派
に
し
て
若
し
こ
の
要
求
に
応
ぜ
ざ
る
時
は
、
止
む
を
得

ず
勝
敗
を
法
庭
に
争
ふ
事
等
を
決
議
し
、
着
々
こ
れ
が
準
備
に
取
掛
り
居
れ

り
。

京
名
両
派
衝
突
の
真
相
〔
明
治
35
年
10
月
24
日　

第
四
九
四
八
号
〕

覚
王
殿
を
名
古
屋
に
建
設
す
べ
く
、
過
日
の
各
宗
派
会
に
於
て
議
決
し
た
る

に
も
拘
は
ら
ず
、
京
都
派
が
不
同
意
を
唱
へ
、
今
以
て
宗
派
間
に
円
満
な
る

局
を
結
ば
ず
、
紛
擾
に
紛
擾
を
重
ね
居
る
該
問
題
の
真
相
な
り
と
い
ふ
を
聞

く
に
、
最
初
京
都
派
の
津
田
日
厚
、
豊
田
心
静
の
二
師
は
、
名
古
屋
派
に
向

ひ
、
大
菩
提
会
の
負
債
額
十
三
万
六
千
余
円
の
外
に
、
慰
労
金
と
し
て
五
万

円
の
金
を
渡
し
呉
る
れ
ば
、
覚
王
殿
問
題
は
議
会
に
於
て
満
場
一
致
、
名
古

屋
派
に
決
す
べ
し
と
の
事
を
申
込
み
た
る
も
、
名
古
屋
派
は
余
り
事
の
馬
鹿

〳
〵
し
さ
に
断
然
こ
れ
を
拒
絶
し
た
る
に
、
其
後
議
会
開
会
の
間
際
に
も
五

日
間
の
休
会
中
に
も
同
様
の
交
渉
あ
り
し
が
、
一
切
之
を
聞
入
れ
ず
。
其
代

り
大
菩
提
会
の
負
債
十
三
万
六
千
余
円
は
、
余
り
多
額
な
る
も
、
強
て
之
を

咎
め
る
事
は
せ
ず
、
暗
黙
に
認
む
る
事
に
せ
ん
と
の
事
に
て
、
右
の
負
債
は

何
等
の
異
議
な
く
通
過
し
、
覚
王
殿
問
題
に
就
て
は
名
古
屋
説
に
決
し
た
る

に
、
又
々
津
々
師
及
び
大
谷
派
の
木
曽
琢
磨
師
よ
り
、
三
万
円
さ
へ
出
せ

ば
、
覚
王
殿
問
題
の
決
議
に
対
し
て
不
同
意
を
唱
へ
ず
、
と
の
事
を
申
し
込

み
た
る
よ
り
、
弘
津
説
三
、
日
置
黙
仙
師
等
は
、
僧
侶
間
に
何
時
迄
も
彼
是

軋
轢
し
て
居
つ
て
は
外
聞
も
悪
し
く
、
且
つ
御
遺
形
奉
安
殿
を
早
く
建
設
す

る
上
に
も
差
支
ふ
る
を
以
て
、
旁
々
此
申
込
を
聞
入
る
ゝ
事
に
。
名
古
屋
期

成
同
盟
会
に
謀
ら
ん
と
、
其
由
同
会
代
表
者
た
る
吉
田
禄
在
、
服
部
小
十
郎

の
二
氏
に
談
じ
た
る
処
、
両
氏
共
非
常
に
憤
激
し
、
吾
々
は
覚
王
殿
を
建
設

す
る
が
上
に
十
三
万
六
千
円
と
云
ふ
莫
大
な
る
、
而
か
も
費
途
判
明
せ
ざ
る

負
債
を
も
弁
償
す
る
と
迄
申
出
で
居
る
に
、
更
に
斯
る
不
道
理
の
金
を
請
求

す
る
と
は
何
事
ぞ
や
と
て
、
聞
き
入
る
模
様
な
き
に
ぞ
。
一
方
京
都
派
の
豊

田
師
等
に
交
渉
不
調
の
返
答
を
為
す
に
至
り
た
る
よ
り
、
今
尚
ほ
曩
日
の
決

議
に
就
て
、
表
面
無
効
説
を
主
張
す
る
に
外
な
ら
ず
と
い
ふ
。
因
に
大
菩
提

会
々
長
村
田
寂
順
師
は
、
こ
れ
等
の
不
正
怪
聞
を
聞
く
に
堪
え
ず
と
為
し
、

任
を
副
会
長
に
し
て
京
都
派
の
主
領
な
る
前
田
誠
節
師
に
譲
り
、
病
気
保
養

の
名
を
以
て
、
去
る
二
十
日
播
州
須
磨
に
赴
き
た
り
。

覚
王
殿
建
設
協
賛
会
〔
明
治
35
年
10
月
25
日　

第
四
九
四
九
号
〕

決
議
無
効
云
々
の
取
沙
汰
あ
る
に
拘
ら
ず
、
名
古
屋
派
に
て
は
京
都
に
於
け

る
各
宗
派
会
の
正
副
議
長
よ
り
、
覚
王
殿
建
設
地
は
名
古
屋
に
決
定
し
た
り

と
の
通
告
を
受
け
た
る
の
み
な
ら
ず
、
飽
く
迄
も
こ
れ
が
遂
行
を
期
す
る
に

決
し
、
去
る
二
十
二
日
午
後
二
時
よ
り
、
名
古
屋
市
商
業
会
議
所
に
於
て
、

同
報
告
会
に
兼
ね
其
協
議
会
を
開
け
り
。
会
す
る
も
の
青
山
市
長
、
吉
田
禄
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在
、
服
部
小
十
郎
諸
氏
、
其
他
期
成
同
盟
会
員
、
建
設
請
願
人
及
び
各
宗
取

締
等
四
十
余
名
、
席
定
ま
る
や
吉
田
禄
在
氏
は
自
ら
起
つ
て
、
各
宗
派
会
正

副
議
長
よ
り
の
通
告
書
を
朗
読
し
、
続
い
て
覚
王
殿
を
名
古
屋
に
選
定
せ
ら

る
ゝ
に
至
り
た
る
迄
の
顛
末
を
詳
細
に
報
告
し
、
更
に
今
後
の
方
針
に
附
き

自
己
の
意
見
を
述
べ
、
覚
王
殿
に
し
て
既
に
名
古
屋
に
建
設
せ
ら
る
ゝ
に
決

し
た
る
以
上
は
、
期
成
同
盟
会
の
目
的
を
達
し
了
り
た
る
も
の
な
れ
ば
茲
に

散
会
す
べ
く
、
そ
れ
と
同
時
に
改
め
て
愛
知
協
賛
会
を
組
織
す
る
の
必
要
あ

り
と
論
じ
、
加
藤
尽
三
郎
、
白
石
半
助
其
他
の
数
氏
の
賛
成
演
説
あ
り
。
結

局
加
藤
、
白
石
両
氏
の
発
議
に
て
、
協
賛
会
設
立
の
件
、
並
に
会
則
起
草
委

員
七
名
選
定
の
件
、
其
他
数
項
を
議
決
し
、
午
後
四
時
頃
散
会
せ
し
由
な
る

が
、
其
翌
二
十
三
日
は
各
町
総
代
集
会
を
催
し
、
右
の
結
果
を
報
告
し
て
、

各
町
総
代
の
同
意
を
求
め
た
り
と
い
ふ
。
因
に
同
地
に
於
け
る
仮
奉
安
殿

は
、
前
津
町
大
谷
派
別
院
と
内
定
せ
ら
れ
た
。

大
菩
提
会
々
則
改
正
〔
明
治
35
年
10
月
31
日　

第
四
九
五
五
号
〕

大
菩
提
会
々
則
改
正
、
及
び
同
会
を
名
古
屋
に
移
す
の
件
は
、
宗
派
会
議
の

決
議
に
よ
り
、
菩
提
会
名
誉
会
盟
会
を
開
く
筈
な
る
が
、
臨
済
宗
一
派
の
宗

派
会
に
欠
席
せ
し
以
来
、
意
思
の
疏
通
を
計
る
能
は
ざ
る
為
め
、
日
蓮
宗
の

津
田
日
厚
、
大
谷
派
の
木
曽
琢
磨
、
天
台
宗
の
伊
達
亮
真
の
三
師
交
々
処
分

交
渉
中
な
り
し
が
、
終
に
去
る
廿
六
日
、
三
師
は
村
田
菩
提
会
長
に
会
盟
会

を
開
か
れ
た
き
事
を
申
込
み
し
に
、
此
と
同
時
に
真
言
宗
の
土
宜
法
竜
師

も
、
同
様
の
申
出
を
為
る
を
以
て
、
村
田
師
も
略
ぼ
諒
諾
し
た
る
由
に
て
、

遠
か
ら
ず
会
盟
会
を
開
く
事
と
成
る
べ
け
れ
ば
、
必
ず
円
満
な
る
終
局
を
見

る
に
至
る
べ
し
。

大
菩
提
会
役
員
会
〔
明
治
35
年
11
月
１
日　

第
四
九
五
六
号
〕

同
会
に
て
は
会
監
会
開
催
の
件
に
附
、
大
仏
妙
法
院
内
同
会
本
部
に
於
て
、

過
日
来
委
員
等
集
会
交
渉
を
遂
げ
し
結
果
、
一
昨
日
役
員
会
を
開
き
、
会
監

会
開
催
期
日
、
其
他
の
件
々
を
協
議
す
る
筈
な
る
が
、
多
分
来
月
六
、
七
日

頃
を
以
て
、
会
監
会
を
開
く
に
至
る
べ
し
。

菩
提
会
の
負
債
と
収
入
〔
明
治
35
年
11
月
３
日　

第
四
九
五
八
号
〕

例
の
仏
骨
問
題
は
、
兎
も
角
も
投
票
の
結
果
名
古
屋
と
決
定
せ
し
も
、
之
に

対
し
京
都
派
の
決
議
無
効
の
苦
情
あ
る
為
め
、
名
古
屋
派
も
流
石
に
決
議
実

行
の
運
び
に
至
ら
ず
。
目
下
両
派
睨
み
合
の
姿
な
る
が
、
其
れ
も
可
な
り
と

し
て
、
唯
一
つ
困
難
な
る
は
同
会
の
負
債
一
条
な
り
。
同
会
の
負
債
は
概
約

十
三
万
六
千
零
三
十
九
円
八
十
二
銭
と
称
す
る
も
、
其
は
延
滞
利
子
を
含
ま

れ
居
る
も
の
に
て
、
実
際
は
十
二
万
九
千
五
百
円
な
る
が
、
今
最
も
確
実
な

る
内
訳
を
挙
ぐ
れ
ば
、

　
　
　
　

大
菩
提
会
負
債
金
額
及
人
名
表

　

金
高 

利
子 

債
権
者 

借
入
年
月

　

二　

百　

円 

　

一 

有　

沢　

香　

庵 

卅
三
年
十
二
月

　

六　

千　

円 

　

一 

前　

田　

玄　

七 

卅
四
年
八
月

　

千　
　
　

円 

　

一 

河　

野　

良　

心 

同
十
月

　

三　

万　

円 

　

一 

森　

田　

武
兵
衛 

同
十
一
月

　

三　

百　

円 
　

一 

禅　

林　

寺 

同
十
二
月
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紀
要　

第
66
巻
第
１
号
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二
千
四
百
円 

一
二 

伊
藤
京
右
衛

水
谷
得
応

丹　

羽　

円 

卅
五
年
二
月

　

一
万
四
千
円 

　

一 

森　

田　

武
兵
衛 

同

　

六　

百　

円 

一
二 

丹　

羽　
　
　

円 

同
四
月

　

一
万
五
千
円 

　

一 

森　

田　

武
兵
衛 

同

　

五　

百　

円 
一
五 

原　
　
　

治　

助 

同

　

五　

千　

円 
　

一 

亀　

井　

吉
之
助 

同
五
月

　

一　

万　

円 

　

一 

大　

橋　

与　

市 

同

　

五　

千　

円 

　

一 
安　

田　

亀　

吉 

同
六
月

　

四　

百　

円 

　

一 
原　
　
　

治　

助 

同

　

千 

五 

百 

円 

　

一 

田　

中　

久
三
郎 

同

　

七　

百　

円 

一
二 

丹　

羽　
　
　

円 

同

　

五　

千　

円 

　

一 

広　

田　

常　

吉 

同
七
月

　

千 

八 

百 

円 

一
二 

丹　

羽　
　
　

円 

同

　

千　
　
　

円 

　

一 

□　
　
　

松
之
助 

同

　

千 

六 

百 

円 

一
二 

釈　
　
　

等　

顧 
同
八
月

　

五　

百　

円 

一
二 

伊　

東　

日
清
扱 
同

　

一　

万　

円 

　

同 

大　

橋　

与　

市 

同
九
月

　

一　

万　

円 

日
歩
五
銭 

藤　

井　

嘉　

蔵 

同

　

六　

千　

円 

　

一 

宇　

野　

為　

吉 

同

　
　

合　

計　

十
二
万
八
千
五
百
円

外
に
三
十
三
年
、
伊
東
長
十
郎
よ
り
の
保
定
金
と
し
て
、
預
り
分
金
一
千

円
、
合
計
金
十
二
万
九
千
五
百
円
也
。
而
し
て
同
会
に
於
け
る
昨
三
十
四
年

四
月
よ
り
、
本
年
九
月
迄
の
収
入
を
挙
ぐ
れ
ば
左
の
如
し
。

一
金
六
千
八
百
十
五
円
六
十
七
銭
五
厘 

収　

入　

総　

額

　
　
　
　

内　
　
　

訳

　

金
五
千
三
百
三
十
六
円
〇
六
銭 

入　
　

会　
　

金

　

金
一
千
三
十
四
円
八
十
八
銭
九
厘 

志
納
所
収
入

　

金
三
百
四
十
三
円
七
十
八
銭
一
厘 

雑　
　

収　
　

入

　

金
二
十
三
円
七
十
四
銭 

預　

金　

利　

子

　

金
七
十
七
円
二
十
銭
五
厘 

引
継
の
際
現
在
金

●
仏
骨
に
関
す
る
暹
羅
皇
室
の
意
向

本
邦
に
於
て
仏
骨
問
題
が
紛
擾
を
極
め
、
覚
王
殿
の
建
設
さ
へ
未
だ
着
手
せ

ら
れ
ざ
る
此
際
、
暹
羅
皇
室
并
に
政
府
及
び
国
民
の
意
向
と
て
、
曩
に
同
国

に
渡
航
し
た
る
法
学
士
吉
田
佐
吉
氏
の
語
る
所
に
よ
れ
ば
、
仏
骨
問
題
の
消

息
は
、
一
々
本
邦
新
聞
の
翻
訳
を
以
て
同
国
の
上
下
に
伝
は
り
、
同
皇
室
に

て
も
余
程
憂
慮
せ
ら
る
ゝ
由
、
万
一
紛
擾
已
ま
ざ
る
に
於
て
は
、
致
方
な
し

之
を
京
都
と
名
古
屋
と
に
分
置
す
る
よ
り
外
な
か
る
べ
し
。
現
に
分
骨
は
緬

甸
、
錫
蘭
に
も
其
例
あ
り
。
同
皇
室
に
於
て
も
、
覚
王
殿
の
建
築
用
材
を
も

各
地
に
分
与
し
て
も
、
差
支
な
き
意
向
あ
る
や
に
聞
け
り
と
な
り
。

大
菩
提
会
々
監
督
〔
明
治
35
年
11
月
８
日　

第
四
九
六
二
号
〕

大
菩
提
会
々
監
督
は
、
予
報
の
如
く
再
昨
五
日
午
後
一
時
四
十
分
よ
り
、
各

宗
派
会
議
と
併
せ
て
京
都
妙
法
院
に
於
て
開
会
し
、
先
づ
正
副
議
長
の
選
挙

を
行
ひ
た
る
に
、
議
長
に
は
聖
興
寺
門
跡
、
華
園
沢
称
師
、
副
議
長
に
は
真

言
宗
、
土
岐
法
竜
師
當
選
し
た
り
。
依
つ
て
一
応
休
憩
し
て
三
時
ご
ろ
よ
り
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議
事
に
入
り
、
華
園
議
長
は
書
記
を
し
て
、
左
の
議
案
を
朗
読
せ
し
め
た

り
。

　

第
一
、
本
年
十
月
各
宗
派
会
議
に
於
て
決
定
し
た
る
大
菩
提
会
の
改
正
会

則
を
承
認
す
る
の
件
（
一
号
）

　

第
二
、
正
副
会
長
の
辞
任
を
認
容
し
、
更
に
改
選
の
上
、
三
日
間
内
に
新

旧
事
務
の
引
継
を
為
す
の
件

　

第
三
、
釈
尊
御
遺
形
は
、
十
一
月
十
五
日
名
古
屋
市
に
奉
遷
す
る
件

　

第
四
、
御
遺
形
奉
遷
に
関
す
る
諸
般
の
事
務
は
、
大
菩
提
会
新
役
員
に
於

て
担
任
す
る
の
件

　

第
五
、
大
菩
提
会
本
部
は
諸
般
の
事
務
を
整
頓
し
、
御
遺
形
奉
遷
と
共
に

名
古
屋
市
に
移
転
す
る
の
件

　

第
六
、
一
各
宗
派
に
於
て
門
末
一
般
に
、
本
年
十
一
月
十
五
日
を
以
て
、

大
菩
提
会
の
事
業
に
翼
賛
す
べ
き
旨
、
諭
達
を
発
す
る
の
件

　

第
七
、
御
遺
形
奉
送
迎
は
、
各
宗
管
長
以
下
各
宗
派
當
路
者
等
も
之
に
従

事
す
る
の
件

斯
て
第
一
、
第
二
の
両
案
は
一
、
二
の
質
問
な
り
し
の
み
に
て
直
に
之
を
可

決
し
、
更
に
第
三
議
案
、
即
ち
十
一
月
十
五
日
を
以
て
釈
尊
の
御
遺
骨
を
名

古
屋
市
に
奉
遷
す
る
の
件
は
、
過
般
来
種
々
の
確
執
あ
り
た
る
こ
と
と
て
、

或
は
又
々
議
論
の
沸
騰
を
来
す
こ
と
な
き
や
と
憂
慮
す
る
向
き
あ
り
し
に
、

今
と
な
り
て
は
京
都
派
も
最
早
詮
方
な
き
も
の
と
諦
め
た
り
と
見
え
、
唯
々

『
御
遺
骨
は
本
部
と
共
に
名
古
屋
に
移
さ
れ
、
跡
に
負
債
の
み
残
さ
る
ゝ
様

の
こ
と
あ
り
て
は
迷
惑
な
り
』
と
の
質
問
に
対
し
て
、
番
外
よ
り
『
決
し
て

左
る
事
な
し
。
負
債
は
勿
論
、
一
切
事
務
は
御
遺
骨
奉
遷
の
前
日
、
即
ち
十

四
日
ま
で
に
総
て
整
頓
す
る
都
合
な
り
』
の
答
弁
を
得
て
満
足
し
、
転
瞬
の

裡
に
同
案
を
可
決
し
た
れ
ば
、
茲
に
愈
々
釈
尊
の
御
遺
骨
は
、
来
る
十
五
日

を
以
て
名
古
屋
市
に
奉
遷
す
る
こ
と
と
な
り
た
り
。
左
れ
ば
之
に
関
聨
す
る

第
四
、
第
五
、
第
六
、
第
七
の
各
案
に
対
し
て
は
、
固
よ
り
異
議
の
あ
る
べ

き
筈
な
く
、
一
瀉
千
里
の
勢
ひ
を
以
て
之
を
可
決
し
去
り
、
再
応
休
憩
の

上
、
更
に
正
副
会
長
の
選
挙
を
な
す
都
合
な
り
し
も
、
夜
に
入
り
た
る
為

め
、
此
稿
を
草
す
る
ま
で
は
、
未
だ
其
報
告
に
接
せ
ざ
り
き
。
左
れ
ば
予
て

打
合
せ
あ
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
多
分
会
長
に
は
大
谷
光
演
師
、
副
会
長
に

は
日
置
黙
仙
師
當
選
し
た
る
こ
と
な
ら
ん
。

大
菩
提
会
々
監
督
〔
明
治
35
年
11
月
９
日　

第
四
九
六
三
号
〕

既
報
の
如
く
、
愈
々
名
古
屋
市
に
覚
王
殿
を
建
設
す
る
こ
と
に
確
定
し
た
る

に
就
き
、
来
る
十
四
日
迄
に
、
同
地
の
服
部
小
十
郎
外
二
氏
の
責
任
た
る
十

三
万
六
千
余
円
の
会
債
は
、
悉
く
現
金
を
支
払
ひ
又
改
正
会
則
に
拠
り
、
部

長
の
曹
洞
、
日
蓮
、
真
言
、
天
台
宗
及
び
大
谷
派
、
妙
心
寺
派
よ
り
各
一
名

選
出
す
る
事
と
な
り
、
評
議
員
九
名
は
右
六
宗
派
よ
り
各
一
名
の
外
、
融
通

念
仏
、
浄
土
（
西
山
派
）、
真
言
、
律
、
法
相
、
華
厳
、
時
宗
の
各
宗
派
よ

り
一
名
、
臨
済
（
妙
心
寺
を
除
く
）
及
び
黄
檗
宗
よ
り
一
名
、
真
宗
（
大
谷

派
を
除
く
）
よ
り
一
名
を
選
出
し
、
理
事
は
以
上
部
長
及
び
評
議
員
の
選
出

な
き
他
の
宗
派
よ
り
三
名
、
俗
人
よ
り
三
名
を
出
し
、
会
長
、
副
会
長
選
挙

に
就
い
て
は
、
我
社
予
想
の
如
く
、
迎
齎
使
た
る
大
谷
光
演
師
を
会
長
に
、

曹
洞
宗
日
置
黙
仙
師
を
副
会
長
に
選
挙
し
、
日
置
師
は
直
に
承
諾
し
た
る

も
、
大
谷
師
は
目
下
東
上
中
の
事
な
れ
ば
、
華
園
沢
称
、
土
宜
法
竜
の
両
師
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よ
り
通
知
す
る
事
と
し
、
仏
骨
は
當
分
名
古
屋
大
谷
派
別
院
内
へ
安
置
し
、

大
菩
提
会
本
部
を
も
同
所
に
設
く
る
事
に
決
し
た
り
。
尚
仏
骨
送
迎
の
日
取

は
来
る
十
五
日
と
定
め
あ
れ
ど
も
、
九
州
行
幸
の　

陛
下
御
還
幸
の
都
合
に

よ
り
、
二
、
三
日
延
期
す
る
に
至
る
や
も
知
れ
ず
と
云
ふ
。

暹
羅
国
布
教
の
建
議
〔
明
治
35
年
11
月
10
日　

第
四
九
六
四
号
〕

去
る
六
日
、
洛
東
妙
法
院
に
於
て
開
会
せ
し
大
菩
提
会
監
令
各
宗
派
会
へ
、

村
田
寂
順
師
よ
り
こ
れ
を
提
出
せ
し
由
な
る
が
、
該
建
議
書
の
全
文
は
左
の

如
し
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　

建　
　
　
　
　

議

　

明
治
三
十
三
年
六
月
世
界
唯
一
独
立
仏
教
国

　

大
暹
羅
王
陛
下
至
仁
博
愛
の
聖
旨
に
依
り
、
億
載
□
□
な
る
釈
迦
大
覚
王

尊
の
御
遺
形
を
我
邦
仏
教
徒
一
般
に
頒
貽
し
給
ひ
て
、
南
北
仏
教
の
一
致

を
図
り
、
二
十
世
紀
文
化
上
に
一
大
光
明
を
発
揮
す
べ
き
、
有
形
無
形
に

広
大
円
満
の
仁
恵
を
蒙
れ
り
。
斯
る
宏
洪
な
る
恩
波
に
浴
し
た
る
大
日
本

国
四
千
万
の
緇
素
、
何
等
の
事
を
以
て
海
嶽
の
優
恩
に
報
い
奉
る
可
き
か

を
慮
り
、
賜
夜
に
安
ん
ず
る
能
は
ざ
る
所
な
り
。
右
に
附
て
は
御
遺
形
奉

迎
の
後
、
再
び
各
宗
派
を
代
表
し
て
使
節
を
派
遣
し
、
暹
王
陛
下
并
に
皇

后
陛
下
の
恩
夙
に
対
し
、
土
物
を
貢
し
謝
敬
を
陳
べ
奉
る
可
き
を
も
之
を

延
緩
し
、
幸
に
仏
教
図
書
館
御
建
設
に
附
、
稲
垣
公
使
の
勧
奨
に
由
り
、

各
宗
派
所
依
の
経
論
書
籍
を
貢
献
せ
し
宗
派
の
多
に
至
り
し
も
、
之
を
以

て
未
だ
報
効
の
誼
に
當
つ
る
に
足
ら
ざ
る
は
、
慙
愧
の
至
に
堪
へ
ざ
る
な

り
。
熟
ら
惟
る
に
暹
羅
国
は
王
公
貴
族
を
始
め
信
徒
の
純
厚
な
る
、
必
ず

先
づ
授
戒
伝
道
す
る
の
後
ち
始
て
、
王
位
又
は
大
臣
の
位
に
就
か
せ
ら

る
ゝ
の
制
規
に
し
て
、
崇
道
信
教
に
至
誠
な
る
は
、
印
度
、
支
那
、
日
本

現
今
宗
教
界
の
比
に
非
ざ
る
は
、
□
□
も
啻
な
ら
ず
と
雖
も
、
憾
ら
く
は

所
弘
の
教
典
純
ら
小
乗
教
に
し
て
、
未
だ
大
乗
教
の
芽
苗
無
き
は
、
抱
憾

に
堪
へ
ざ
る
所
な
り
。
是
則
同
一
仏
教
者
と
し
て
之
を
□
外
に
し
顧
み
ざ

る
に
忍
び
ざ
る
や
。
尚
し
今
や
□
充
ち
報
□
す
る
に
當
り
、
我
国
各
宗
派

中
よ
り
学
識
に
富
る
英
語
を
能
く
す
る
者
二
、
三
名
を
選
抜
、
渡
暹
せ
し

め
、
新
た
に
大
乗
仏
教
の
種
因
を
植
蒔
し
、
仏
出
世
の
本
懐
を
三
千
載
の

今
に
暹
羅
国
に
扶
宣
し
、
一
乗
の
法
雨
を
以
て
普
く
三
草
二
木
に
潤
沢
せ

し
む
る
を
得
ば
、
事
簡
に
し
て
功
績
の
理
外
に
多
か
ら
ん
こ
と
は
、
識
者

の
議
を
待
ざ
る
べ
し
。
幸
に
不
日
暹
羅
国

　

皇
太
子
殿
下
、
我
国
観
光
の
為
め
来
啓
せ
ら
る
ゝ
を
聞
く
。
冀
く
は
各
宗

派
を
代
表
し
、
謁
を
乞
て
丹
衷
を
上
禀
し
、
親
し
く
令
旨
を
捧
げ
、
従
前

暹
延
に
属
せ
る
大
日
本
国
仏
教
者
全
体
の
□
□
□
□
を
表
彰
す
る
の
端
緒

を
発
か
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
歎
ず
。
□
で
各
宗
派
管
長
御
座
下
に
涜
告

し
、
大
□
の
明
□
を
乞
ふ
。

菩
提
会
協
賛
会
役
員
の
西
行
〔
明
治
35
年
11
月
11
日　

第
四
九
六
五
号
〕

過
日
の
大
菩
提
会
々
監
会
に
於
て
、
御
遺
形
奉
迎
大
菩
提
会
移
転
期
を
、
来

十
五
日
と
決
定
し
た
る
を
以
て
、
奉
遷
準
備
打
合
せ
及
び
大
菩
提
会
事
務
引

継
を
受
く
る
た
め
、
大
菩
提
会
愛
知
協
賛
会
の
服
部
小
十
郎
、
加
藤
重
三

郎
、
長
谷
川
百
太
郎
の
三
人
は
、
大
菩
提
会
愛
知
県
支
部
幹
事
、
丹
羽
円
氏

と
共
に
、
去
る
八
日
夜
行
汽
車
に
て
京
都
に
赴
け
る
由
。
因
に
協
賛
会
幹
事
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長
以
下
の
役
員
は
目
下
人
選
中
。

大
菩
提
会
協
賛
会
の
役
員
嘱
托
〔
明
治
35
年
11
月
12
日　

第
四
九
六
六
号
〕

大
菩
提
会
愛
知
協
賛
会
に
て
は
去
る
八
日
、
幹
事
長
を
服
部
小
十
郎
氏
に
、

幹
事
を
海
部
晃
蔵
、
加
藤
重
三
郎
、
鈴
置
倉
次
郎
、
野
村
朗
、
長
谷
川
百
太

郎
、
岡
部
善
之
助
の
諸
氏
に
嘱
托
し
、
其
他
賛
助
員
、
顧
問
等
を
も
夫
々
嘱

托
し
た
り
と
い
ふ
。

釈
尊
御
遺
形
奉
送
迎
準
備
〔
明
治
35
年
11
月
13
日　

第
四
九
六
七
号
〕

覚
王
殿
問
題
は
、
愈
々
京
都
、
名
古
屋
両
派
の
感
情
疏
通
し
、
円
満
の
終
結

を
告
ぐ
る
に
至
り
、
こ
れ
と
同
時
に
三
日
内
に
大
菩
提
会
の
負
債
十
三
万
六

千
円
余
を
悉
く
償
却
し
て
、
新
旧
役
員
の
引
継
を
了
し
、
来
る
十
五
日
御
遺

形
を
名
古
屋
に
奉
遷
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
時
日
も
大
に
切
迫
し
居
る
を
以

て
、
各
宗
管
長
以
下
重
役
諸
師
は
、
挙
て
之
が
準
備
に
着
手
し
居
れ
る
が
、

今
回
奉
送
迎
の
費
用
は
、
悉
く
名
古
屋
に
て
負
担
し
、
嘗
て
暹
羅
よ
り
奉
迎

せ
し
當
時
に
劣
ら
ざ
る
盛
典
を
挙
行
す
る
筈
に
て
、
汽
車
の
如
き
は
逓
信
省

と
交
渉
し
、
臨
時
汽
車
を
借
切
り
、
奏
楽
其
他
壮
厳
な
る
式
を
行
ふ
筈
な

り
。
又
仮
奉
安
殿
は
、
既
報
の
如
く
大
谷
派
名
古
屋
別
院
を
充
る
由
な
り
。

仏
骨
の
訴
訟
騒
ぎ
〔
明
治
35
年
11
月
15
日　

第
四
九
六
九
号
〕

別
項
記
載
の
如
く
奉
遷
の
実
行
に
就
き
忙
し
き
折
柄
、
京
都
平
安
同
志
会
、

服
部
賢
成
外
一
名
よ
り
、
大
谷
光
瑩
外
三
十
七
名
を
被
告
と
し
て
、
覚
王
殿

を
名
古
屋
に
建
設
す
る
決
議
無
効
、
及
び
仏
骨
に
対
す
る
共
有
教
確
認
訴
訟

を
京
都
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
、
尚
仏
骨
に
対
し
仮
処
分
の
申
請
を
な
し
た

る
が
、
右
の
内
仏
骨
に
対
す
る
仮
処
分
申
請
に
就
て
は
、
供
託
金
二
万
円
を

提
供
す
る
に
於
て
は
許
す
べ
し
と
の
決
定
を
与
へ
ら
れ
た
り
と
い
ふ
。

仏
骨
奉
送
迎
彙
聞
〔
明
治
35
年
11
月
15
日　

第
四
九
六
九
号
〕

各
宗
派
会
の
決
議
に
基
き
、
仏
骨
は
愈
々
本
日
午
前
八
時
四
十
分
、
七
条
発

別
仕
立
汽
車
を
以
て
名
古
屋
に
奉
送
す
る
事
と
な
り
、
過
日
よ
り
妙
法
院
内

大
菩
提
会
本
部
に
て
は
、
津
田
日
厚
師
奉
送
委
員
長
と
し
て
、
之
が
準
備
に

奔
走
し
つ
ゝ
あ
り
し
が
、
奉
遷
當
日
は
行
列
に
楽
人
を
加
へ
、
煙
火
を
打
揚

ぐ
る
事
に
決
し
、
知
事
、
市
長
、
名
誉
職
等
へ
は
案
内
状
を
発
し
た
り
。
▲

名
古
屋
に
於
て
は
、
奉
迎
事
務
所
を
市
役
所
内
に
設
け
、
中
村
勝
契
、
土
宜

法
竜
の
両
師
、
諸
般
の
事
務
を
処
理
し
つ
ゝ
あ
り
。
午
後
二
時
仏
骨
の
御
着

車
あ
る
や
、
先
づ
停
車
場
内
に
建
設
せ
る
仮
小
屋
に
御
休
憩
、
同
三
時
発
輿

し
、
仮
奉
安
殿
た
る
裏
門
前
町
、
曹
洞
宗
万
松
寺
へ
入
輿
。
同
五
時
よ
り
僧

侶
焼
香
参
拝
あ
り
。
翌
日
よ
り
法
要
を
営
む
由
。
▲
大
谷
派
新
法
主
は
、

愈
々
大
菩
提
会
々
長
た
る
事
を
承
諾
し
、
仏
骨
に
供
奉
し
、
又
暹
羅
国
公
使

も
奉
迎
す
る
由
。
愛
知
協
会
に
て
は
各
町
総
代
を
招
集
し
、
奉
迎
に
関
す
る

協
議
を
為
し
、
當
日
は
盛
ん
な
る
奉
迎
を
為
さ
ん
が
為
め
、
諸
種
の
賑
を
催

ぶ
す
事
に
決
せ
り
。
▲
尚
土
地
に
於
け
る
覚
王
殿
建
築
事
業
は
、
総
て
曹
洞

宗
に
於
て
担
當
す
る
に
決
し
た
り
。

仏
骨
訴
訟
騒
ぎ
の
後
聞
〔
明
治
35
年
11
月
16
日　

第
四
九
七
〇
号
〕

京
都
派
運
動
者
服
部
賢
成
等
が
、
大
谷
光
瑩
伯
外
卅
七
名
の
各
宗
管
長
を
相
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手
取
り
、
訴
訟
を
提
起
せ
し
事
は
、
逸
早
く
報
導
せ
し
処
な
る
が
、
其
一
定

の
申
立
及
び
請
求
の
原
因
は
、
実
に
左
の
如
し
。

　
　
　
　
　

一
定
の
申
立

　

明
治
三
十
三
年
六
月
十
四
日
、
暹
羅
国
王
陛
下
よ
り
下
賜
さ
れ
た
る
釈
尊

遺
骨
は
、
日
本
帝
国
仏
教
徒
の
内
な
る
原
告
も
、
其
共
有
物
の
一
人
た
る

事
、
及
明
治
三
十
五
年
十
月
十
二
日
の
各
宗
派
会
議
は
無
効
た
る
を
確
認

す
べ
し
。
訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
た
る
可
し
と
の
御
判
決
を
求
む
。

　
　
　
　
　

請
求
の
原
因

　
（
一
）
係
争
の
釈
尊
遺
骨
は
、
明
治
三
十
三
年
六
月
十
四
日
暹
羅
国
王
陛

下
よ
り
我
日
本
仏
教
徒
、
即
ち
信
徒
全
体
に
下
賜
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し

て
、
各
宗
派
の
僧
侶
に
限
定
せ
ら
れ
た
る
者
に
あ
ら
ず
。（
二
）
被
告
等

は
之
を
誤
解
し
て
、
各
宗
派
の
僧
侶
が
下
賜
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
断
定

し
、
信
徒
の
一
人
た
る
原
告
等
を
措
き
、
不
法
に
も
宗
派
会
議
な
る
者
を

以
て
、
明
治
三
十
五
年
十
月
十
二
日
、
之
を
名
古
屋
に
移
転
す
る
を
決
議

し
、
原
告
の
共
有
権
を
侵
害
し
た
り
。
是
れ
明
に
民
法
二
百
五
十
一
条
に

違
反
し
た
る
も
の
と
す
。（
三
）
且
彼
等
が
為
し
た
る
決
議
自
体
に
於
て

も
、
有
効
た
る
事
を
得
ず
。
即
ち
議
員
八
十
三
名
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
た

る
会
議
な
る
に
、
十
月
十
二
日
の
決
議
は
、
三
十
八
名
の
出
席
議
員
に
於

て
決
議
せ
ら
れ
、
該
会
則
第
四
条
に
違
犯
し
た
り
。（
四
）
原
告
服
部

は
、
真
言
宗
の
僧
侶
、
原
告
人
見
義
孝
は
日
蓮
宗
信
徒
に
し
て
、
僧
侶
の

区
別
あ
る
も
、
何
れ
も
仏
教
徒
に
し
て
即
ち
信
徒
な
り
と
す
。

奉
遷
準
備
の
全
く
成
り
た
る
今
日
、
何
故
に
突
然
仏
骨
に
対
し
て
、
忌
は
し

き
訴
訟
沙
汰
を
惹
起
す
る
に
至
り
た
る
か
と
云
ふ
に
、
訴
訟
提
起
者
は
、
覚

王
殿
問
題
に
就
き
、
何
か
一
儲
け
せ
ん
も
の
と
、
予
て
よ
り
目
録
見
居
り
し

に
、
事
計
画
と
齟
齬
し
て
、
思
は
し
き
事
も
な
か
り
し
よ
り
、
今
回
の
如
き

挙
に
出
で
た
る
も
の
ゝ
由
な
れ
ば
、
元
よ
り
訴
訟
其
物
は
彼
等
の
目
的
と
す

る
所
に
あ
ら
ず
し
て
、
自
己
の
利
慾
を
充
さ
ん
と
の
狂
言
に
過
ぎ
ざ
る
べ
し

と
い
ふ
。

仏
骨
名
古
屋
に
奉
遷
せ
ら
る
〔
明
治
35
年
11
月
17
日　

第
四
九
七
一
号
〕

京
都
派
の
運
動
者
服
部
賢
成
等
は
、
既
報
の
如
く
仏
骨
差
押
の
仮
処
分
を
申

請
し
た
る
も
、
二
万
円
の
供
托
金
を
調
達
す
る
能
は
ざ
り
し
為
め
、
折
角
の

計
画
も
水
泡
に
帰
し
、
仏
骨
は
予
定
の
通
り
一
昨
日
午
前
六
時
卅
分
、
京
都

妙
法
院
な
る
仮
奉
安
殿
を
出
で
、
八
時
四
十
分
七
条
発
別
仕
立
の
汽
車
に

て
、
各
宗
の
管
長
代
理
以
下
多
数
僧
侶
供
奉
し
て
、
名
古
屋
に
向
ふ
こ
と
と

な
り
。
左
れ
ば
奉
送
の
為
め
花
火
を
打
揚
ぐ
る
な
ど
、
其
混
雑
一
方
な
ら
ざ

り
し
が
、
斯
く
一
路
滞
り
な
く
、
午
後
一
時
卅
分
名
古
屋
な
る
笹
島
停
車
場

に
到
着
す
る
や
、
仏
骨
は
一
応
構
内
に
設
け
あ
り
た
る
仮
殿
に
奉
安
し
、
暫

時
休
憩
の
上
、
暹
羅
公
使
は
輦
輿
の
前
に
、
又
大
谷
光
演
師
は
其
後
に
供
奉

し
、
多
数
の
僧
俗
更
に
其
前
後
を
囲
繞
し
て
、
順
路
門
前
町
な
る
万
松
寺
の

仮
殿
に
入
り
た
り
。
左
れ
ば
名
古
屋
派
の
欣
び
一
方
な
ら
ず
。
市
中
は
非
常

の
賑
ひ
を
極
め
た
り
と
い
ふ
。

仏
骨
奉
還
余
聞
〔
明
治
35
年
11
月
18
日　

第
四
九
七
二
号
〕

再
昨
十
五
日
、
京
都
妙
法
院
内
な
る
仮
殿
よ
り
名
古
屋
に
奉
遷
し
た
る
仏
骨

は
、
辛
櫃
に
納
め
錦
の
覆
ひ
を
掛
け
あ
り
。
京
都
に
て
は
流
石
好
い
心
地
も
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せ
ざ
り
し
と
見
え
、
奉
送
方
稍
々
冷
澹
の
様
見
受
け
ら
れ
し
が
、
之
に
反
し

て
名
古
屋
に
於
る
奉
迎
の
光
景
は
中
々
熾
な
も
の
に
て
、
笹
島
停
車
場
よ
り

万
松
寺
仮
奉
安
殿
ま
で
の
沿
道
は
、
殆
ん
ど
善
男
善
女
を
以
て
充
さ
れ
、
中

に
は
莚
を
敷
て
地
上
に
跪
坐
し
、
遺
骨
又
は
大
谷
新
法
主
を
拝
し
て
、
流
涕

す
る
も
の
さ
へ
あ
り
た
り
。
斯
て
万
松
寺
の
仮
殿
に
着
す
る
や
、
正
面
に
舁

据
え
、
暹
羅
公
使
、
新
法
主
、
村
田
前
会
長
、
日
置
師
以
下
順
序
参
拝
焼
香

し
て
、
午
後
五
時
ご
ろ
孰
も
退
散
し
た
り
。

仏
骨
訴
訟
の
開
廷
期
〔
明
治
35
年
11
月
19
日　

第
四
九
七
三
号
〕

既
報
の
如
く
、
京
都
府
葛
野
郡
松
尾
村
、
真
言
宗
法
輪
寺
住
職
、
服
部
賢

成
、
京
都
市
上
京
区
疏
水
二
条
下
る
岡
崎
町
、
日
蓮
宗
信
徒
、
人
見
義
孝
の

二
人
よ
り
、
各
宗
派
管
長
委
員
卅
八
名
を
相
手
取
り
て
、
京
都
地
方
裁
判
所

に
提
起
し
た
る
、
釈
尊
遺
骨
有
権
及
び
決
議
無
効
確
認
の
訴
訟
の
口
頭
弁
論

は
、
十
二
月
中
旬
を
以
て
開
廷
さ
る
ゝ
模
様
な
る
が
、
此
連
中
は
右
の
訴
訟

如
何
に
拘
ら
ず
、
大
菩
提
会
の
負
債
十
三
万
六
千
円
中
、
第
一
回
の
払
込
金

五
万
円
に
し
て
、
来
る
廿
四
日
ま
で
に
調
達
出
来
す
れ
ば
、
仏
骨
は
再
び
京

都
に
入
る
こ
と
ゝ
な
る
べ
し
な
ど
、
荐
に
力
み
居
る
由
な
り
。

仏
骨
奉
安
彙
報
〔
明
治
35
年
11
月
20
日　

第
四
九
七
四
号
〕

仏
骨
を
奉
安
し
た
る
裏
門
前
町
万
松
寺
は
、
其
後
続
々
参
拝
者
あ
り
て
、

日
々
二
万
人
に
下
ら
ざ
る
が
、
再
昨
十
六
日
は
、
妙
法
院
門
跡
村
田
寂
順
師

大
導
師
と
な
り
、
天
台
宗
の
僧
侶
二
十
余
名
参
拝
し
て
法
要
を
営
み
た
り
。

▲
一
昨
十
七
日
は
早
川
見
竜
師
の
法
話
あ
り
。
又
た
午
後
二
時
よ
り
曹
洞
宗

寺
院
住
職
二
百
名
、
同
宗
学
生
、
雲
衲
八
十
余
名
参
拝
し
、
豊
川
閣
妙
厳
寺

住
職
福
山
黙
童
師
、
管
長
代
理
と
し
て
大
導
師
と
な
り
、
遺
教
経
を
誦
し
大

法
要
を
営
み
、
夫
よ
り
近
藤
疎
賢
師
の
法
話
あ
り
た
る
が
、
當
日
は
別
に
同

宗
の
吉
祥
講
員
二
千
余
名
参
拝
し
て
、
堂
内
立
錐
の
余
地
な
か
り
し
。
尚
ほ

法
要
の
前
後
に
参
聴
社
よ
り
の
奏
楽
あ
り
た
り
。
▲
昨
日
は
日
蓮
宗
、
本
日

は
真
宗
、
二
十
日
は
浄
土
宗
西
山
派
、
二
十
一
日
は
臨
済
宗
、
黄
檗
宗
、
二

十
二
日
は
真
言
宗
各
派
の
日
割
り
に
て
、
孰
れ
も
午
後
よ
り
各
法
要
を
営
む

由
。
▲
十
六
、
十
七
両
日
の
賽
銭
は
百
円
近
く
に
上
り
た
る
が
、
同
時
据
附

の
賽
銭
箱
に
て
は
狭
小
に
就
き
、
南
伊
勢
町
美
濃
兼
よ
り
、
長
九
尺
幅
四
尺

総
欅
造
り
に
て
、
正
面
に
大
菩
提
会
の
定
紋
三
葉
蓮
あ
る
大
賽
銭
箱
を
寄
附

す
る
よ
し
な
り
。

覚
王
殿
敷
地
怪
聞
〔
明
治
35
年
11
月
23
日　

第
四
九
七
七
号
〕

名
古
屋
に
於
け
る
覚
王
殿
敷
地
に
関
し
、
早
く
も
二
、
三
の
醜
聞
は
伝
へ
ら

る
ゝ
に
至
れ
り
。
曰
く
覚
王
殿
建
設
地
は
た
ゞ
名
古
屋
市
附
近
と
の
み
に

て
、
未
だ
何
所
と
も
定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
市
民
は
斉
し
く
予
て
候
補
地
と
し
て

聞
え
た
る
八
事
、
田
代
、
千
種
、
広
路
等
の
中
に
就
て
、
其
一
を
選
定
す
る

な
ら
ん
と
予
想
せ
る
折
柄
、
某
々
二
、
三
の
徒
は
最
初
よ
り
業
に
既
に
将
来

の
私
利
に
着
眼
し
、
今
回
新
に
八
事
、
天
道
山
以
南
、
愛
知
郡
笠
寺
、
鳴
海

間
の
以
北
に
あ
る
山
林
三
十
六
町
歩
の
払
下
げ
を
請
ひ
、
此
の
中
よ
り
覚
王

殿
の
建
設
に
要
す
る
地
所
を
引
去
り
、
其
残
余
を
以
て
各
自
の
私
利
に
供
せ

ん
と
図
る
所
あ
り
。
此
事
に
就
て
は
早
く
も
夫
々
の
向
に
対
し
て
手
を
尽

し
、
尚
ほ
専
ら
運
動
に
怠
り
な
ゝ
云
々
。
又
曰
く
同
地
協
賛
会
の
吉
田
禄
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号
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在
、
服
部
小
十
郎
、
二
、
三
の
輩
は
来
月
暹
羅
皇
太
子
の
来
遊
さ
る
ゝ
迄

に
、
是
非
共
こ
れ
が
地
鎮
式
を
挙
行
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
唱
へ
、
其
建
設
地

を
前
掲
敷
地
以
外
、
愛
智
郡
御
器
所
村
字
八
幡
山
附
近
を
之
に
充
て
ん
と
熱

心
奔
走
し
つ
ゝ
あ
る
由
な
る
が
、
該
地
所
は
曽
て
、
名
古
屋
遊
廓
移
転
論
の

起
り
、
當
時
雨
宮
敬
二
郎
等
一
派
が
之
を
遊
廓
地
と
し
て
、
一
攫
万
金
の
暴

利
を
占
め
ん
と
て
買
占
め
、
移
転
論
立
消
の
た
め
今
ま
で
持
腐
れ
と
な
り
し

場
所
に
て
、
今
は
横
浜
蚕
糸
銀
行
へ
抵
當
に
差
入
れ
あ
り
。
吉
田
等
は
茲
に

覚
王
殿
を
建
立
せ
ば
、
雨
宮
よ
り
二
万
円
の
報
酬
を
得
る
条
約
あ
る
た
め
、

斯
く
は
頻
り
に
運
動
せ
る
な
り
、
云
々
。

菩
提
会
旧
理
事
の
苦
心
〔
明
治
35
年
11
月
23
日　

第
四
九
七
七
号
〕

大
菩
提
会
本
部
は
既
に
名
古
屋
に
移
り
た
る
も
、
彼
の
十
三
万
六
千
円
の
負

債
中
、
五
万
円
は
来
る
廿
四
日
迄
に
支
弁
す
べ
き
約
束
な
る
に
拘
ら
ず
、
名

古
屋
に
於
て
は
昨
今
の
所
、
到
底
支
弁
の
程
覚
束
な
く
、
旧
役
員
等
は
再
び

裁
判
沙
汰
と
な
り
て
、
差
押
の
醜
名
を
蒙
る
に
至
る
や
も
知
れ
ず
と
て
、
前

田
前
副
会
長
以
下
は
、
一
昨
日
来
切
に
密
議
を
凝
し
、
善
後
策
を
講
じ
居
る

模
様
な
り
。

暹
羅
皇
太
子
御
来
遊
に
就
て
〔
明
治
35
年
11
月
25
日　

第
四
九
七
八
号
〕

稲
垣
駐
暹
公
使
よ
り
、
頃
日
某
所
に
達
し
た
る
書
翰
に
よ
れ
ば
、
暹
羅
国
皇

太
子
殿
下
に
は
、
愈
々
来
る
十
二
月
第
二
週
日
を
以
て
、
我
国
御
到
着
の
御

予
定
に
て
、
我
皇
室
を
始
め
奉
り
政
府
に
於
て
も
、
懇
篤
に
御
待
遇
あ
る
べ

き
は
勿
論
な
る
も
、
殿
下
に
は
御
幼
少
よ
り
専
ら
英
国
の
教
育
を
受
け
さ
せ

ら
れ
た
る
こ
と
ゝ
て
、
其
御
気
質
全
く
英
国
貴
紳
の
美
風
を
備
へ
さ
せ
ら

れ
、
随
ひ
て
我
国
民
の
歓
迎
等
に
対
し
て
は
、
一
層
御
感
得
あ
ら
せ
ら
る
ゝ

事
に
附
、
我
国
民
一
般
に
於
て
も
充
分
歓
迎
の
意
を
表
せ
ら
れ
ん
こ
と
希
望

に
堪
へ
ず
。
殊
に
刻
下
暹
羅
国
に
於
て
は
、
親
厚
な
る
盟
兄
国
と
し
て
、
本

邦
に
信
頼
す
る
の
傾
向
を
呈
し
つ
ゝ
あ
り
。
此
際
我
国
民
の
殿
下
に
対
し
奉

る
歓
迎
振
如
何
は
、
暹
国
有
司
の
最
も
注
意
を
怠
ら
ざ
る
所
な
る
べ
く
、
延

て
は
此
国
賓
歓
迎
の
一
事
が
、
日
暹
両
国
間
将
来
の
関
係
に
著
し
き
効
果
あ

る
べ
き
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
所
に
附
き
、
此
点
に
留
意
し
て
「
一
般
歓
迎
方

遺
憾
な
き
様
取
計
ら
は
れ
た
し
と
い
ふ
に
在
り
て
、
尚
暹
羅
国
皇
帝
陛
下
の

御
名
代
と
し
て
、
皇
族
御
一
名
は
殿
下
奉
迎
の
為
、
巡
洋
艦
マ
ハ
チ
ヤ
ク
リ

号
に
て
、
本
邦
迄
御
渡
般
の
儀
決
定
し
居
り
と
い
ふ
。

覚
王
殿
敷
地
選
定
の
競
争
〔
明
治
35
年
11
月
28
日　

第
四
九
八
一
号
〕

覚
王
殿
設
立
地
は
京
都
、
名
古
屋
の
両
地
競
争
の
結
果
、
漸
く
名
古
屋
派
の

勝
利
に
帰
し
た
る
も
、
同
派
中
又
南
部
、
東
部
の
両
派
あ
り
。
南
部
派
は
予

て
よ
り
覚
王
殿
敷
地
期
成
同
盟
会
な
る
も
の
を
設
け
、
必
至
の
運
動
を
な
し

居
れ
ば
、
東
部
派
も
又
如
何
に
も
し
て
愛
知
郡
田
代
村
月
見
坂
西
北
の
地
を

以
て
、
右
の
敷
地
に
充
て
ん
も
の
と
、
去
月
中
田
代
、
鍋
屋
、
上
野
、
千
種

等
の
各
村
長
始
め
、
二
千
余
名
連
署
の
請
願
書
を
呈
出
し
た
る
が
、
去
る
廿

四
日
、
更
に
鍋
屋
町
大
光
寺
に
発
起
人
四
十
余
名
集
会
協
議
の
結
果
、
昨
廿

七
日
其
大
会
を
開
き
、
席
上
覚
王
殿
敷
地
期
成
信
徒
同
盟
会
な
る
も
の
を
組

織
し
、
会
長
に
は
萱
屋
町
中
村
与
右
衛
門
、
副
会
長
に
は
古
出
来
町
柴
田
善

右
衛
門
を
選
定
し
た
り
。
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名
古
屋
に
於
け
る
仏
骨
問
題
〔
明
治
35
年
11
月
30
日　

第
四
九
八
三
号
〕

仏
骨
の
名
古
屋
遷
移
に
就
て
は
、
予
て
大
菩
提
会
の
負
債
に
属
す
る
十
三
万

六
千
円
を
、
名
古
屋
派
に
て
皆
済
す
る
こ
と
ゝ
な
し
、
其
償
却
期
を
五
期
に

分
ち
、
第
一
期
五
万
円
は
本
月
廿
五
日
仕
払
ひ
と
な
し
、
其
他
は
四
回
に
分

ち
、
都
合
本
年
中
に
全
額
の
仕
払
ひ
を
為
す
事
と
な
り
居
た
る
に
、
其
一
期

五
万
円
の
中
二
万
円
は
退
引
な
ら
ぬ
事
情
あ
り
て
、
本
月
二
十
日
仕
払
ひ
た

る
も
、
残
額
三
万
円
の
調
金
は
、
終
に
出
来
ざ
る
為
め
、
右
金
額
受
取
の
為

め
、
京
都
よ
り
派
出
せ
し
元
菩
提
会
会
計
部
長
豊
田
師
は
、
大
い
に
其
の
前

約
違
背
の
処
置
に
憤
慨
し
、
廿
七
日
は
菩
提
会
本
部
に
出
頭
し
て
、
日
置
副

会
長
に
談
ず
る
処
あ
り
し
も
、
是
れ
亦
要
領
を
得
る
能
は
ざ
り
し
か
ば
、
此

上
は
京
都
に
帰
り
て
、
名
古
屋
派
の
食
言
を
各
宗
管
長
に
報
告
し
、
善
後
策

を
議
す
る
よ
り
外
な
し
と
決
心
し
、
廿
八
日
帰
洛
の
途
に
就
け
り
と
い
ふ
。

名
古
屋
市
と
覚
王
殿
〔
明
治
35
年
12
月
１
日　

第
四
九
八
四
号
〕

名
古
屋
市
有
志
者
は
、
予
て
覚
王
殿
愛
知
協
賛
会
の
釐
革
を
目
論
見
つ
ゝ
あ

り
た
る
折
柄
、
端
な
く
も
菩
提
会
不
始
末
事
件
曝
露
さ
れ
、
負
債
銷
却
問
題

の
解
決
如
何
に
よ
り
て
は
宗
派
会
の
再
議
と
な
り
、
折
角
得
た
る
覚
王
殿

も
、
為
に
或
は
名
古
屋
以
外
の
処
に
遷
さ
れ
ん
も
計
り
難
く
、
斯
く
て
は

区
々
た
る
協
賛
会
の
内
議
を
云
々
す
る
時
に
あ
ら
ず
。
実
に
名
古
屋
市
の
面

目
に
関
す
る
大
問
題
な
れ
ば
、
進
ん
で
其
大
目
的
た
る
覚
王
殿
建
設
の
事
に

力
を
尽
さ
ゞ
る
可
か
ら
ず
と
て
、
県
市
会
議
員
諸
氏
は
、
青
山
市
長
に
も
協

議
す
る
所
あ
り
。
去
る
廿
八
日
御
園
町
宮
房
楼
に
有
志
会
を
開
き
、
之
が
善

後
策
に
就
て
協
議
す
る
所
あ
り
し
由
。

覚
王
殿
敷
地
運
動
〔
明
治
35
年
12
月
１
日　

第
四
九
八
四
号
〕

愛
知
県
下
、
愛
知
郡
田
代
村
月
見
坂
西
北
の
地
に
、
設
置
の
意
見
を
有
す
る

名
古
屋
市
東
部
の
有
志
は
、
去
月
廿
八
日
鍋
屋
町
大
光
寺
に
大
会
を
開
き
、

出
席
者
二
百
余
名
に
て
御
遺
形
奉
安
地
期
成
会
な
る
も
の
を
組
織
す
る
に
決

し
、
規
則
書
制
定
の
後
、
会
長
に
中
村
与
右
衛
門
、
副
会
長
に
柴
田
判
左
衛

門
を
選
み
、
尚
ほ
幹
事
十
五
名
、
評
議
員
廿
名
を
挙
げ
て
散
会
せ
り
。

大
菩
提
会
の
昨
今
〔
明
治
35
年
12
月
３
日　

第
四
九
八
六
号
〕

覚
王
殿
敷
地
選
定
に
就
て
は
、
種
々
の
怪
説
伝
へ
ら
る
ゝ
に
よ
り
、
成
る
べ

く
速
か
に
決
定
せ
ん
と
て
、
大
菩
提
会
に
て
は
、
土
地
寄
附
希
望
者
は
去
月

二
十
八
日
を
限
り
、
申
出
べ
き
旨
広
告
し
た
る
が
、
本
部
役
員
又
は
協
賛
会

員
中
に
は
、
右
は
余
り
短
期
日
に
過
ぐ
る
を
以
て
、
他
日
、
役
員
中
に
野
心

家
あ
り
て
、
急
劇
に
敷
地
を
選
定
し
た
り
な
ど
、
謗
を
受
る
こ
と
あ
る
や
も

憚
ら
れ
ず
、
と
の
杞
憂
を
懐
く
も
の
あ
り
。
終
に
寄
附
申
込
期
日
を
、
本
月

十
日
限
り
と
改
正
し
た
り
。
▲
他
府
県
に
於
け
る
会
員
募
集
は
、
協
賛
会
の

事
業
進
捗
し
て
負
債
の
償
還
を
了
へ
、
敷
地
の
地
均
等
に
着
手
し
た
る
後
之

を
為
す
筈
に
て
、
既
設
の
各
支
部
は
夫
々
事
務
の
整
理
を
な
さ
し
め
、
未
設

の
分
は
会
員
募
集
に
着
手
す
る
ま
で
、
設
置
を
見
合
す
こ
と
と
な
り
居
れ
り

と
。
▲
愛
知
協
賛
会
に
て
は
、
漸
く
名
古
屋
市
内
の
勧
募
に
着
手
し
た
る
の

み
に
て
、
郡
部
に
向
つ
て
は
未
だ
勧
募
の
方
法
す
ら
決
定
し
居
ら
ざ
る
由
な

れ
ど
も
、
夫
の
五
十
万
円
の
責
任
寄
附
金
中
、
其
大
部
分
は
名
古
屋
市
内
に

於
て
募
集
す
る
の
覚
悟
な
れ
ば
、
同
市
内
全
般
の
勧
募
其
緒
に
就
き
た
る

上
、
郡
部
に
切
り
入
る
筈
に
て
、
其
方
法
も
一
、
二
郡
宛
着
手
す
る
か
、
ま
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た
或
は
一
時
に
全
県
下
に
向
つ
て
勧
募
を
始
む
べ
き
や
の
二
途
に
就
て
は
、

目
下
考
案
中
な
る
が
如
し
。

大
菩
提
会
近
事
〔
明
治
35
年
12
月
４
日　

第
四
九
八
七
号
〕

其
本
部
を
名
古
屋
に
移
転
せ
し
よ
り
以
来
、
会
務
整
理
の
為
め
事
務
分
担
を

協
定
し
、
同
時
に
役
員
の
任
命
を
行
へ
る
由
な
る
が
、
今
其
人
名
を
聞
く
に

会
長
大
谷
光
演
、
副
会
長
日
置
黙
仙
、
会
計
部
長
中
村
勝
契
、
建
築
部
長
福

山
黙
堂
、
庶
務
部
長
津
田
日
厚
、
会
計
監
査
部
長
土
宜
法
就
の
諸
師
に
て
、

奉
仕
部
長
並
に
奨
励
部
長
の
二
名
の
み
は
未
定
な
り
と
い
ふ
。
▲
昨
紙
所
報

の
如
く
、
同
会
に
て
は
覚
王
殿
敷
地
選
定
に
就
き
公
平
を
保
た
ん
が
為
め
、

来
る
十
日
迄
敷
地
寄
附
申
出
期
限
を
延
期
し
た
る
が
、
現
在
申
込
二
十
一
個

所
の
中
、
本
部
の
定
め
た
る
資
格
を
有
す
る
も
の
は
、
愛
知
郡
広
路
村
妙
見

山
、
及
び
東
春
日
井
郡
小
幡
村
字
小
幡
ケ
原
の
二
ケ
所
な
り
。
▲
御
遺
形
奉

迎
に
関
し
尽
力
し
た
る
、
本
邦
駐
剳
暹
羅
公
使
ビ
ヤ
、
ラ
ハ
ヤ
、
ヌ
プ
ラ
バ

ン
ダ
氏
の
功
労
を
表
彰
す
る
為
め
、
同
本
部
よ
り
同
会
名
誉
会
監
の
推
薦
状

を
送
附
し
た
り
。

大
菩
提
会
の
負
債
償
却
に
就
て
〔
明
治
35
年
12
月
６
日　

第
四
九
八
九
号
〕

名
古
屋
の
菩
提
会
協
賛
会
と
旧
菩
提
会
役
員
と
の
間
に
契
約
し
た
る
、
第
一

回
払
込
金
五
万
円
中
二
万
円
だ
け
は
、
既
に
履
行
済
み
と
な
り
た
る
も
、
残

額
三
万
円
は
未
だ
支
払
な
き
為
め
、
旧
役
員
に
て
は
去
月
々
末
の
支
払
金
に

差
閊
を
生
じ
、
大
に
困
難
を
惑
せ
し
か
ば
、
菩
提
会
前
会
計
理
事
豊
田
心
静

師
は
、
去
一
日
名
古
屋
に
到
り
、
該
契
約
の
履
行
を
迫
り
居
た
る
も
、
何
等

要
領
を
得
ず
。
而
し
て
今
名
古
屋
協
賛
会
が
、
何
故
に
契
約
を
履
行
せ
ざ
る

や
と
云
ふ
に
、
最
初
菩
提
会
の
負
債
は
何
程
な
る
や
と
問
ひ
し
に
、
九
万
円

に
は
過
ぎ
ざ
る
べ
し
と
の
こ
と
な
り
し
に
、
僅
か
二
ケ
月
程
の
間
に
十
三
万

六
千
円
と
な
り
た
る
に
就
て
は
、
少
し
く
疑
ふ
所
あ
り
。
依
て
菩
提
会
移
転

以
来
、
名
古
屋
協
賛
会
に
於
て
会
計
諸
帳
簿
を
詳
細
に
調
査
し
た
る
に
、
支

徒
明
瞭
な
ら
ざ
る
廉
あ
る
に
ぞ
。
該
契
約
を
実
行
す
る
に
は
、
充
分
の
調
査

を
遂
げ
た
る
上
な
ら
で
は
、
現
金
を
支
出
し
難
し
と
云
ふ
に
あ
り
。
然
れ
ど

も
既
に
十
三
万
六
千
円
の
負
債
あ
る
こ
と
を
認
め
、
之
が
支
払
を
承
諾
し
た

る
以
上
は
、
今
更
些
々
た
る
こ
と
を
楯
と
し
て
、
契
約
を
履
行
せ
ざ
る
如
き

は
、
名
古
屋
協
賛
会
の
為
め
、
大
に
執
ら
ざ
る
所
な
り
と
て
、
京
都
派
は
大

に
激
昂
せ
る
趣
き
な
る
が
、
尚
聞
く
処
に
よ
れ
ば
、
名
古
屋
よ
り
は
京
都
に

於
け
る
旧
役
員
の
醜
事
を
暴
露
せ
ん
と
て
既
に
入
洛
し
、
頻
り
に
秘
密
探
偵

に
従
事
し
居
れ
り
と
云
ふ
。

暹
羅
皇
太
子
の
御
来
遊
に
就
て
〔
明
治
35
年
12
月
７
日　

第
四
九
九
〇
号
〕

暹
羅
皇
太
子
を
載
せ
た
る
イ
ン
プ
レ
ス
、
オ
フ
、
チ
ヤ
イ
ナ
号
は
、
不
日
本

邦
に
来
着
の
筈
な
る
が
、
仏
教
各
宗
派
は
こ
れ
に
対
し
て
如
何
な
る
大
歓
迎

会
を
催
す
べ
き
や
、
周
到
の
注
意
こ
そ
望
ま
ほ
し
け
れ
。

覚
王
殿
問
題
協
議
会
〔
明
治
35
年
12
月
８
日　

第
四
九
九
一
号
〕

仮
覚
王
殿
な
る
名
古
屋
市
万
松
寺
内
の
愛
知
協
賛
会
は
、
去
る
三
日
の
夜
幹

事
会
を
開
き
、
出
席
員
十
三
名
に
て
、
日
置
黙
仙
、
土
岐
法
竜
両
師
よ
り
寄

附
金
勧
募
に
就
き
依
頼
す
る
所
あ
り
。
副
会
長
吉
田
禄
在
氏
よ
り
、
仏
骨
安
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置
の
顛
末
、
及
び
新
聞
紙
上
に
伝
へ
ら
れ
た
る
怪
聞
に
由
り
て
、
世
の
疑
惧

を
惹
き
起
し
た
る
こ
と
、
及
び
之
が
為
め
名
古
屋
市
の
紛
議
を
来
し
、
歩
調

の
整
は
ざ
る
こ
と
を
憤
り
、
懇
談
す
る
所
あ
り
。
又
予
て
名
古
屋
市
会
議
員

に
由
り
て
組
織
さ
れ
た
る
九
日
会
の
一
団
は
、
其
翌
四
日
午
後
六
時
、
忘
年

会
を
兼
て
覚
王
殿
問
題
に
就
き
得
月
楼
に
会
合
せ
り
。
出
席
十
七
名
に
て

種
々
協
議
せ
る
所
あ
り
し
が
、
柳
原
英
三
氏
一
人
を
除
き
、
他
の
諸
氏
は
覚

王
殿
建
設
の
如
き
は
、
一
部
人
士
の
愛
知
協
賛
会
に
委
ぬ
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ

ば
、
宜
し
く
歩
調
を
一
に
し
て
、
協
賛
会
の
革
新
を
期
す
べ
し
と
の
内
議
を

決
し
た
る
よ
し
。
又
同
日
午
前
十
時
、
名
古
屋
南
部
選
出
市
会
議
員
九
名

は
、
土
井
勝
清
氏
の
宅
に
会
し
て
、
協
賛
会
を
解
散
し
更
に
全
市
挙
て
別
に

施
設
す
べ
し
と
の
決
議
を
為
し
、
此
議
を
協
賛
会
に
申
込
ま
ん
と
の
協
議
を

為
せ
し
由
。

暹
羅
皇
太
子
歓
迎
準
備
〔
明
治
35
年
12
月
８
日　

第
四
九
九
一
号
〕

名
古
屋
大
菩
提
会
に
て
は
、
不
日
渡
来
あ
ら
せ
ら
る
ゝ
暹
羅
皇
太
子
歓
迎
の

為
め
、
去
る
五
日
同
本
部
な
る
同
地
の
万
松
寺
に
こ
れ
が
協
議
会
を
開
き
、

副
会
長
日
置
師
以
下
出
席
諸
般
の
打
合
せ
を
為
し
た
る
由
。
又
京
都
両
本
願

寺
及
妙
法
院
に
て
は
、
同
様
御
招
待
の
準
備
中
。

●
本
派
本
願
寺
法
主
の
東
上　

本
派
本
願
寺
法
主
大
谷
光
尊
伯
は
、
一
昨
夜

静
岡
に
一
泊
し
、
昨
日
午
後
三
時
三
十
分
、
新
橋
着
に
て
東
上
し
た
り
。
用

向
は
何
か
親
戚
向
き
の
事
に
関
し
、
一
個
人
の
資
格
に
於
て
東
上
し
た
る
な

り
と
い
ふ
。

大
菩
提
会
の
法
要
月
番
〔
明
治
35
年
12
月
８
日　

第
四
九
九
一
号
〕

大
菩
提
会
に
て
は
、
法
要
月
番
を
一
月
天
台
宗
、
二
月
真
宗
各
派
、
三
月
真

言
宗
、
四
月
浄
土
宗
、
五
月
日
蓮
宗
、
六
月
臨
済
宗
、
七
月
曹
洞
宗
と
定
め

た
り
。

仏
骨
所
有
権
確
認
訴
訟
〔
明
治
35
年
12
月
９
日　

第
四
九
九
二
号
〕

仏
骨
所
有
権
問
題
に
関
し
、
曩
に
真
言
宗
僧
侶
に
し
て
、
失
敗
派
の
一
人
な

る
服
部
賢
成
氏
外
一
名
よ
り
、
各
宗
管
長
並
に
同
委
員
を
被
告
取
り
、
仏
骨

は
元
来
暹
羅
皇
帝
よ
り
我
邦
仏
教
徒
全
体
に
対
し
て
分
与
さ
れ
た
る
も
の
な

れ
ば
、
各
宗
派
管
長
及
同
委
員
等
の
み
の
専
断
を
以
て
こ
れ
を
議
決
し
、
こ

れ
を
左
右
す
べ
き
性
質
の
も
の
に
あ
ら
ず
と
の
旨
趣
に
依
り
、
同
所
有
権
確

認
の
訴
訟
を
京
都
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
る
由
は
予
て
聞
く
所
な
る
が
、

右
に
就
き
本
日
午
後
一
時
、
同
地
方
裁
判
所
に
於
て
口
頭
弁
論
を
開
始
す
る

筈
な
り
。
因
に
各
宗
派
管
長
側
の
弁
護
士
は
、
名
古
屋
の
加
藤
重
三
郎
氏
其

他
な
り
と
い
ふ
。

暹
羅
皇
太
子
殿
下
歓
迎
準
備
〔
明
治
35
年
12
月
14
日　

第
四
九
九
七
号
〕

同
殿
下
御
来
遊
に
就
き
、
仏
教
各
宗
派
に
て
は
、
こ
れ
が
盛
ん
な
る
歓
迎
会

を
催
さ
ん
と
て
、
一
昨
十
三
日
午
後
、
芝
公
園
浄
土
宗
宗
務
所
内
に
其
準
備

会
を
開
き
、
席
上
曹
洞
宗
よ
り
は
嶽
尾
来
尚
、
芳
川
雄
悟
の
両
氏
、
日
蓮
宗

よ
り
は
増
田
海
円
、
浄
土
宗
よ
り
は
竹
石
□
善
、
千
葉
秀
胤
の
両
氏
を
委
員

に
選
定
し
、
門
末
檀
信
徒
に
向
つ
て
夫
々
勧
誘
す
る
に
決
し
て
、
同
四
時
解

散
せ
り
。
な
ほ
名
古
屋
の
大
菩
提
会
に
て
は
、
釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
へ
、
是
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非
共
同
殿
下
の
御
立
寄
を
仰
が
ん
計
画
に
て
、
目
下
同
国
公
使
と
打
合
せ
中

の
由
な
る
が
、
弥
々
御
立
寄
と
事
定
り
た
る
以
上
は
、
こ
れ
亦
盛
大
な
る
歓

迎
会
を
催
す
べ
し
と
い
ふ
。

仏
骨
訴
訟
の
延
期
〔
明
治
35
年
12
月
14
日　

第
四
九
九
七
号
〕

京
都
洛
西
嵯
峨
法
輪
寺
の
住
職
服
部
賢
成
師
よ
り
、
大
谷
光
瑩
師
外
三
十
七

人
を
被
告
と
し
て
提
起
し
た
る
、
仏
骨
共
有
権
確
認
及
び
決
議
取
消
の
訴
訟

は
、
去
る
九
日
口
頭
弁
論
開
廷
の
筈
な
り
し
が
、
原
被
の
都
合
に
由
り
延
期

と
な
り
、
弥
々
来
年
一
月
二
十
二
日
開
廷
の
旨
、
去
る
十
一
日
京
都
地
方
裁

判
所
よ
り
原
被
両
造
に
通
知
せ
り
。
而
し
て
右
被
告
の
代
理
は
、
依
然
名
古

屋
の
弁
護
士
加
藤
重
三
郎
氏
な
り
。

大
菩
提
会
愛
知
協
賛
会
〔
明
治
35
年
12
月
15
日　

第
四
九
九
八
号
〕

仏
骨
の
移
転
と
同
時
に
、
大
菩
提
会
本
部
を
も
こ
れ
を
名
古
屋
に
移
し
、
従

来
の
覚
王
殿
敷
地
問
題
期
成
同
志
会
は
、
其
会
名
を
変
じ
て
、
大
菩
提
会
愛

知
協
賛
会
と
名
く
る
に
至
れ
る
由
は
、
既
に
こ
れ
を
報
じ
置
き
た
る
が
、
右

協
賛
会
に
て
は
、
こ
の
頃
漸
く
七
名
の
起
草
委
員
の
手
に
て
其
規
則
書
を
脱

稿
し
、
一
両
日
前
こ
れ
を
幹
事
総
会
の
議
に
附
し
、
異
議
な
く
可
決
し
た

り
。
因
に
同
会
の
会
長
に
は
、
徳
川
義
礼
公
を
戴
く
筈
に
て
、
既
に
其
内
諾

を
経
た
り
と
い
ふ
。

暹
羅
皇
太
子

殿
下
御
着
と

各
宗
管
長
の
奉
迎
〔
明
治
35
年
12
月
16
日　

第
四
九
九
九
号
〕

暹
羅
国
皇
太
子
殿
下
マ
ハ
、
ヴ
マ
ヤ
リ
ウ
ー
ド
親
王
は
、
去
る
一
日
エ
ン
プ

レ
ス
、
オ
フ
、
チ
ヤ
イ
ナ
号
に
搭
じ
て
、
晩
香
坡
を
発
し
、
海
路
無
事
本
日

午
前
八
時
、
弥
々
横
浜
に
御
着
あ
り
。
皇
宮
附
属
邸
に
て
暫
時
御
休
憩
、
同

九
時
横
浜
発
列
車
に
て
午
前
十
時
新
橋
御
着
。
そ
れ
よ
り
芝
離
宮
に
入
ら
せ

ら
る
ゝ
都
合
な
る
が
、
右
に
就
き
曩
に
芝
公
園
浄
土
宗
々
務
所
内
に
歓
迎
事

務
所
を
設
け
た
る
仏
教
各
宗
派
よ
り
は
、
在
京
各
宗
務
管
長
、
並
に
各
宗
派

執
事
等
三
十
有
余
名
は
、
新
橋
停
車
場
構
内
プ
ラ
ツ
ト
ホ
ー
ム
に
、
其
他
の

各
役
員
、
府
下
仏
教
各
宗
有
志
僧
侶
、
各
宗
教
学
校
生
徒
及
び
檀
信
徒
総
代

等
二
万
有
余
名
は
、
停
車
場
よ
り
離
宮
ま
で
の
沿
道
に
整
列
す
べ
く
、
又
日

蓮
宗
中
池
上
本
門
寺
貫
主
を
始
め
同
末
寺
、
並
に
日
蓮
宗
第
一
中
学
区
中
檀

林
生
徒
等
数
百
名
、
及
び
同
宗
徒
数
百
名
は
、
大
森
停
車
場
に
て
奉
迎
し
、

横
浜
市
の
仏
教
各
宗
派
寺
院
、
並
に
同
仏
教
講
話
会
々
員
等
は
、
同
地
に
於

て
各
々
団
体
を
組
織
し
、
こ
れ
が
奉
迎
を
為
す
べ
し
と
い
ふ
。
因
に
新
橋
停

車
場
に
於
け
る
仏
教
各
宗
派
の
奉
迎
事
務
所
は
、
停
車
場
前
の
鶴
屋
な
り
。

暹
羅
皇
太
子
殿
下
捧
呈
の
念
珠
〔
明
治
35
年
12
月
17
日　

第
五
〇
〇
〇
号
〕

過
日
来
暹
羅
公
使
館
と
交
渉
中
な
り
し
、
同
国
皇
太
子
殿
下
名
古
屋
御
立
寄

の
件
は
、
弥
々
大
菩
提
会
々
員
の
所
願
通
り
に
運
ぶ
こ
と
ゝ
な
り
、
同
殿
下

は
帰
京
一
週
間
の
後
、
釈
尊
御
遺
形
御
参
拝
と
し
て
名
古
屋
に
出
発
あ
ら
せ

ら
る
ゝ
都
合
な
る
が
、
其
際
大
菩
提
会
よ
り
は
念
珠
一
聨
を
殿
下
に
捧
呈
す

る
に
決
し
、
既
に
其
調
製
方
を
京
都
の
某
商
店
に
命
じ
た
る
由
。
因
に
該
念

珠
は
水
晶
の
玉
に
金
色
の
総
を
着
け
た
る
、
頗
る
見
事
な
る
も
の
な
り
と
い

ふ
。
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暹
羅
皇
太
子
殿
下
と
名
古
屋
市
民
〔
明
治
35
年
12
月
18
日　

第
五
〇
〇
一
号
〕

暹
羅
皇
太
子
殿
下
に
は
、
釈
尊
御
遺
形
参
拝
の
為
め
、
近
日
名
古
屋
へ
出
発

せ
ら
る
ゝ
に
就
き
、
同
市
民
は
こ
れ
か
盛
ん
な
る
歓
迎
を
為
さ
ん
と
し
、
目

下
其
準
備
中
に
て
、
同
市
門
前
町
よ
り
仮
御
遺
形
奉
安
殿
な
る
万
松
寺
へ
達

す
る
道
路
の
如
き
、
数
日
前
よ
り
こ
れ
が
修
覆
中
に
取
掛
り
た
り
と
い
ふ
。

仏
骨
問
題
再
紛
擾
〔
明
治
35
年
12
月
24
日　

第
五
〇
〇
七
号
〕

愛
知
協
賛
会
よ
り
支
払
ふ
べ
き
負
債
額
十
三
万
有
余
円
に
対
し
、
第
一
期
支

払
額
五
万
円
の
中
、
曩
に
三
万
円
を
調
達
し
、
残
り
二
万
円
は
副
会
長
日
置

黙
仙
師
（
内
実
は
長
谷
川
百
太
郎
、
服
部
代
議
士
両
氏
の
責
任
を
以
て
）
名

義
の
手
形
二
通
を
振
出
し
、
其
支
払
期
日
を
去
る
十
五
日
と
限
定
せ
し
処
、

右
期
日
に
至
る
も
調
金
な
ら
ず
。
止
む
を
得
ず
京
都
派
は
、
日
置
師
の
住
職

地
遠
州
可
睡
斎
に
出
張
し
、
執
達
吏
を
し
て
債
権
保
全
の
差
押
を
為
さ
し
め

ん
と
し
た
る
が
、
時
恰
も
同
寺
の
祭
典
な
り
し
を
以
て
、
其
日
は
示
談
を
遂

け
、
一
方
長
谷
川
氏
は
急
遽
上
京
し
て
、
服
部
代
議
士
を
訪
ひ
、
目
下
其
善

後
策
に
就
き
凝
議
中
な
り
と
い
ふ
が
、
若
し
愈
々
調
金
出
来
ざ
る
に
於
て

は
、
京
都
派
は
仏
骨
を
取
戻
さ
ん
と
意
気
込
み
居
る
由
。

大
菩
提
会
負
債
問
題
〔
明
治
35
年
12
月
27
日　

第
五
〇
一
〇
号
〕

日
置
黙
仙
師
名
義
に
て
振
出
し
た
る
手
形
に
対
し
、
京
都
派
の
督
促
劇
し

く
、
苦
心
惨
憺
の
結
果
、
漸
く
去
る
二
十
一
日
、
二
万
円
の
内
金
五
千
円
だ

け
を
渡
し
て
一
時
示
談
を
整
へ
た
り
。
因
に
曹
洞
宗
信
徒
等
は
、
日
置
師
が

名
古
屋
派
の
為
め
に
欺
か
れ
て
、
目
下
の
苦
境
に
陥
れ
る
を
気
の
毒
な
り
と

し
、
此
際
断
然
其
関
係
を
絶
つ
べ
し
と
勧
告
し
居
る
由
。

大
菩
提
会
の
奉
迎
準
備
〔
明
治
35
年
12
月
28
日　

第
五
〇
一
一
号
〕

暹
羅
皇
太
子
殿
下
に
は
、
明
廿
九
日
午
後
四
時
二
十
六
分
着
列
車
に
て
、
名

古
屋
に
御
着
の
御
予
定
に
つ
き
、
大
菩
提
会
本
部
に
て
は
、
奉
迎
送
の
次
第

を
左
の
如
く
定
め
た
り
。

　

名
古
屋
停
車
場
御
着
の
際
は
、
各
宗
派
管
長
、
日
本
大
菩
提
会
正
副
会

長
、
同
会
重
役
、
各
宗
派
取
締
、
日
本
大
菩
提
会
愛
知
協
賛
会
正
副
会
長

構
内
プ
ラ
ツ
ト
ホ
ー
ム
に
て
奉
迎
し
、
御
旅
館
名
古
屋
ホ
テ
ル
迄
随
従
す

る
事
。
▲
各
宗
僧
侶
、
日
本
大
菩
提
会
奉
迎
員
及
会
長
、
并
に
信
徒
等

は
、
停
車
場
附
近
に
て
奉
迎
す
る
事
。
▲
殿
下
に
は
三
十
日
午
前
九
時
、

御
旅
館
御
出
門
新
柳
町
通
を
本
町
通
に
出
で
、
門
前
町
を
東
へ
、
釈
尊
御

遺
形
仮
奉
安
殿
へ
成
ら
せ
ら
る
ゝ
に
附
、
各
宗
僧
侶
及
奉
迎
員
、
并
に
信

徒
等
は
、
御
道
筋
両
側
に
参
列
し
て
、
敬
意
を
表
す
る
事
。
▲
仮
奉
安
殿

御
着
の
節
は
、
菩
提
会
々
長
御
先
導
申
上
げ
、
御
休
憩
の
上
御
参
拝
式
を

挙
行
す
。
式
の
次
第
は
奏
楽
、
次
は
御
昇
殿
御
着
床
、
次
に
僧
侶
読
経
、

次
に
殿
下
御
参
拝
御
焼
香
、
次
に
奏
楽
、
御
退
殿
に
て
引
続
き
御
紀
念
式

を
執
行
す
。
其
次
第
は
奏
楽
、
次
に
御
昇
殿
御
着
床
、
次
に
大
菩
提
会
長

式
辞
、
次
に
殿
下
植
樹
の
式
を
行
は
せ
ら
れ
、
次
に
各
宗
管
長
総
代
の
祝

詞
、
信
徒
総
代
の
祝
詞
、
次
に
大
菩
提
会
長
の
発
声
に
て
殿
下
の
万
歳
を

三
唱
し
、
次
に
奏
楽
、
御
退
殿
、
御
帰
館
、
奉
送
は
奉
迎
と
同
様
の
事
。

▲
翌
三
十
一
日
午
前
名
古
屋
御
出
発
。
奉
送
は
奉
迎
と
同
様
の
事
。
尤
も

奉
迎
送
に
は
僧
俗
と
も
正
服
着
用
の
事
。
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暹
羅
皇
太

子
殿
下
の

京
都
各
山
御
成
〔
明
治
36
年
１
月
６
日　

第
五
〇
一
六
号
〕

目
下
京
都
御
滞
在
中
の
同
殿
下
に
は
、
去
る
三
日
午
前
十
時
、
御
旅
館
京
都

ホ
テ
ル
御
出
門
。
御
予
定
の
御
道
筋
を
洛
東
妙
法
院
に
成
ら
せ
ら
れ
た
り
。

こ
れ
よ
り
先
き
同
門
跡
村
田
寂
順
大
僧
正
、
並
に
各
宗
派
管
長
等
は
、
山
門

ま
で
御
出
迎
ひ
申
上
げ
、
村
田
門
跡
の
御
先
導
に
て
奉
安
殿
に
入
ら
せ
ら

れ
、
一
同
に
拝
謁
を
賜
ひ
、
同
十
一
時
過
ぎ
一
先
づ
御
帰
館
御
中
餐
後
、
午

後
一
時
二
十
分
再
び
御
出
門
。
西
六
条
の
本
派
本
願
寺
に
赴
か
せ
ら
れ
た
る

が
、
同
寺
に
て
は
白
書
院
を
以
て
御
休
息
所
に
充
て
、
両
堂
御
参
拝
の
後
飛

雲
閣
、
宝
物
、
大
学
林
等
を
御
巡
覧
遊
ば
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
東
六
条
の
大
谷

派
本
願
寺
に
入
ら
せ
ら
れ
た
り
。
同
寺
に
て
は
大
寝
殿
を
以
て
御
休
憩
所
と

為
し
、
中
央
上
段
の
床
に
は
、
暹
羅
国
皇
帝
陛
下
よ
り
仏
骨
奉
迎
の
時
、
奉

迎
正
使
た
る
同
派
新
法
主
に
賜
り
た
る
金
像
釈
迦
仏
を
安
置
し
、
殿
下
こ
れ

等
参
拝
、
並
に
両
堂
参
拝
終
る
や
、
宮
御
殿
に
於
て
茶
菓
の
饗
応
あ
り
。
頻

り
に
御
満
足
の
体
に
て
、
薄
暮
御
旅
館
に
帰
ら
せ
ら
れ
た
り
。

京
都
各
寺
院
と
暹
羅
皇
太
子
〔
明
治
36
年
１
月
７
日　

第
五
〇
一
七
号
〕

去
二
日
を
以
て
京
都
に
入
ら
せ
ら
れ
た
る
暹
羅
皇
太
子
殿
下
に
は
、
翌
三
日

午
前
九
時
、
旅
館
京
都
ホ
テ
ル
を
出
で
、
先
づ
妙
法
院
に
成
ら
せ
ら
れ
、
村

田
寂
順
師
よ
り
尭
恕
親
王
の
筆
に
成
る
、
普
賢
延
命
尊
者
画
像
の
進
献
を
受

け
、
空
也
堂
に
て
念
仏
踊
の
御
覧
あ
り
て
、
一
旦
御
帰
館
。
午
後
二
時
十

分
、
再
び
西
本
願
寺
に
成
ら
せ
ら
れ
、
大
谷
光
尊
師
以
下
の
案
内
に
て
、
白

書
院
上
段
の
間
に
て
休
憩
の
上
、
阿
弥
陀
堂
に
於
る
修
正
導
師
作
法
と
云
ふ

法
要
に
臨
み
、
夫
よ
り
大
師
堂
に
参
拝
し
た
る
後
、
白
書
院
に
て
精
進
料
理

の
饗
応
あ
り
。
経
典
及
び
六
枚
折
屏
風
の
進
献
を
受
け
（
随
員
一
同
は
天
鵞

絨
及
び
友
禅
織
額
面
一
箇
宛
）
さ
せ
ら
れ
て
、
午
後
四
時
退
出
。
更
に
東
本

願
寺
に
抵
ら
せ
ら
れ
、
大
谷
光
瑩
、
光
演
両
法
主
の
案
内
に
て
宮
御
殿
に
入

ら
せ
ら
れ
た
る
に
、
上
段
の
床
に
は
、
暹
羅
国
皇
帝
陛
下
よ
り
、
仏
骨
奉
迎

正
使
と
し
て
渡
航
せ
し
光
演
師
に
賜
は
り
し
釈
迦
仏
を
安
置
し
あ
り
、
極
め

て
満
足
の
体
な
り
し
が
、
斯
く
て
茶
菓
の
饗
応
あ
り
た
る
後
、
同
く
阿
弥
陀

堂
、
大
師
堂
を
巡
拝
し
、
経
典
数
種
、
陶
器
製
の
香
炉
等
の
進
献
を
受
け
て

退
出
さ
れ
た
り
。

奈
良
に

於
け
る

暹
羅
皇
太
子
殿
下
〔
明
治
36
年
１
月
８
日　

第
五
〇
一
八
号
〕

京
都
に
御
滞
在
の
同
殿
下
に
は
去
る
五
日
、
早
朝
随
員
並
に
接
伴
官
を
随
へ

さ
せ
ら
れ
、
奈
良
観
光
の
為
め
御
出
発
あ
ら
せ
ら
れ
た
り
。
當
日
奈
良
駅
の

プ
ラ
ツ
ト
ホ
ー
ム
に
は
、
日
暹
両
国
の
大
国
旗
を
交
叉
し
、
同
駅
前
及
び
滑

り
坂
（
以
上
二
箇
所
と
も
緑
門
）
菊
水
楼
前
の
四
箇
所
に
て
も
両
大
国
旗
を

朝
風
に
翻
へ
し
、
市
内
は
戸
々
国
旗
を
掲
出
し
、
御
通
路
及
び
公
園
の
各
所

は
、
前
日
来
清
潔
に
掃
除
せ
ら
れ
、
御
通
路
其
他
要
所
に
は
、
平
服
官
服
の

巡
査
を
配
置
し
て
、
警
戒
残
る
隈
も
な
く
、
又
県
庁
よ
り
殿
下
御
一
行
の
た

め
に
準
備
の
馬
車
二
台
を
同
駅
に
差
廻
し
あ
り
た
る
も
、
殿
下
に
は
却
つ
て

人
力
車
の
方
を
好
ま
せ
た
ま
ひ
、
直
に
是
れ
に
召
さ
れ
、
拝
観
者
堵
列
の
間

に
、
三
条
通
り
を
春
日
神
社
へ
御
参
向
あ
り
し
が
、
殿
下
に
は
途
上
群
れ
来

る
神
鹿
を
珍
ら
し
く
御
覧
ぜ
ら
れ
、
自
ら
餌
を
投
じ
た
ま
ひ
、
春
日
本
宮
に

御
参
詣
の
後
、
同
社
直
会
殿
に
入
ら
せ
ら
れ
、
神
楽
所
に
て
巫
女
の
大
和
舞

を
御
覧
ぜ
ら
れ
、
次
で
御
徒
歩
に
て
、
武
蔵
野
を
経
て
手
向
山
八
幡
宮
へ
御
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参
拝
の
上
、
再
び
人
力
車
に
て
大
仏
殿
に
赴
か
せ
ら
れ
、
佐
保
山
東
大
寺
住

職
の
御
案
内
に
て
、
同
殿
中
門
よ
り
殿
内
に
入
り
、
大
仏
像
に
向
ひ
丁
寧
に

御
拝
礼
あ
り
て
上
壇
に
登
り
、
大
仏
像
を
周
廻
し
て
嘆
称
の
辞
を
洩
ら
し
た

ま
ひ
、
夫
よ
り
菊
水
楼
の
三
階
大
広
間
に
於
て
御
昼
餐
の
後
、
寺
原
奈
良
県

知
事
以
下
に
拝
謁
が
許
さ
れ
、
御
挨
拶
の
御
言
葉
あ
り
。
午
後
二
時
半
、
同

楼
御
出
門
。
奈
良
帝
室
博
物
館
御
観
覧
了
り
て
、
同
地
餅
飯
殿
通
り
を
奈
良

三
条
駅
に
出
で
さ
せ
ら
れ
、
午
後
三
時
十
三
分
同
駅
発
。
奈
良
鉄
道
列
車
に

て
京
都
へ
向
け
御
発
車
あ
ら
せ
ら
れ
た
り
。
當
日
殿
下
に
は
、
奈
良
市
に
対

し
慈
善
事
業
の
為
金
百
円
を
下
賜
せ
ら
れ
、
又
春
日
神
社
及
び
東
大
寺
（
大

仏
殿
）
へ
各
金
二
十
五
円
、
手
向
山
神
社
へ
金
五
円
を
寄
せ
ら
れ
た
り
。

大
菩
提
会
近
事
〔
明
治
36
年
１
月
９
日　

第
五
〇
一
九
号
〕

暹
羅
国
皇
太
子
殿
下
御
機
嫌
伺
と
し
て
、
去
一
日
夜
神
戸
に
向
け
出
発
し
た

る
日
置
大
菩
提
会
副
会
長
、
丹
羽
同
理
事
は
、
翌
二
日
殿
下
に
御
随
従
申
上

げ
て
京
都
に
引
返
し
、
三
日
大
仏
妙
法
院
に
於
て
拝
謁
を
仰
せ
附
け
ら
れ
、

翌
四
日
午
前
十
時
大
谷
大
菩
提
会
々
長
を
訪
問
。
東
本
願
寺
奥
御
殿
（
黒
書

院
）
に
て
菩
提
会
改
正
会
則
草
案
、
及
び
覚
王
殿
敷
地
の
寄
附
願
書
図
面
等

を
差
出
し
、
詳
細
に
具
申
す
る
処
あ
り
た
り
。
▲
会
長
大
谷
光
演
、
副
会
長

日
置
黙
仙
両
師
は
、
大
菩
提
会
の
過
去
、
現
在
、
将
来
の
事
歴
と
希
望
と
を

詳
細
に
認
め
た
る
上
、
奏
文
（
会
長
の
手
許
に
て
成
り
た
る
英
訳
文
）
及
両

会
長
の
合
意
に
成
り
た
る
大
菩
提
会
主
旨
書
の
訂
正
文
（
英
文
に
訳
さ
れ
た

る
も
の
）、
式
辞
、
祝
詞
等
を
持
し
、
一
昨
七
日
京
都
に
暹
国
皇
太
子
殿
下

御
旅
館
京
都
ホ
テ
ル
に
伺
候
し
、
暹
国
両
陛
下
に
奉
り
度
旨
申
出
て
た
り
。

▲
日
置
副
会
長
は
去
三
日
、
暹
国
皇
太
子
殿
下
の
妙
法
院
よ
り
出
御
遊
ば
さ

れ
し
後
、
出
迎
員
一
同
列
席
の
午
餐
席
上
に
於
て
、
名
古
屋
に
於
け
る
大
菩

提
会
の
現
況
、
経
歴
及
び
将
来
の
方
針
に
つ
き
、
長
時
間
痛
快
な
る
演
説
を

な
し
た
る
が
、
各
宗
管
長
以
下
満
堂
の
人
々
は
、
何
れ
も
満
足
の
意
を
表
し

た
り
と
云
ふ
。
▲
丹
羽
菩
提
会
理
事
は
、
去
五
日
午
後
京
都
を
発
し
、
加
賀

富
山
の
菩
提
会
支
部
巡
視
の
途
に
上
れ
り
。
▲
中
村
菩
提
会
々
計
部
長
は
、

過
日
来
自
坊
密
蔵
院
に
在
り
た
る
が
、
去
五
日
帰
部
し
た
る
由
。

暹
国
公
使
の
吊
詞
〔
明
治
36
年
２
月
１
日　

第
五
〇
四
一
号
〕

本
邦
駐
剳
暹
羅
国
公
使
ビ
ヤ
、
ラ
ジ
ヤ
、
ヌ
プ
ラ
バ
ン
タ
氏
よ
り
、
法
主
遷

化
に
つ
き
、
左
の
吊
詞
を
新
法
主
大
谷
光
瑞
師
に
宛
て
送
ら
れ
た
り
。

　

厳
君
大
谷
光
尊
師
の
訃
音
に
接
し
、
悲
嘆
の
情
に
堪
へ
ず
。
上
吾
国
王
陛

下
よ
り
皇
太
子
殿
下
を
初
め
奉
り
、
下
吾
国
人
の
禅
師
と
面
識
あ
る
者

の
、
等
し
く
哀
悼
す
る
処
な
り
と
確
信
仕
候
。
右
は
弔
詞
申
上
度
、
如
斯

御
座
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

暹
羅
国
特
命
全
権
公
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ビ
ヤ
、
ラ
ジ
ヤ
、
ヌ
プ
ラ
バ
ン
タ

　
　

一
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　

大
谷
光
瑞
師
猊
下

覚
王
殿
建
設
地
の
調
査
〔
明
治
36
年
２
月
14
日　

第
五
〇
五
三
号
〕

覚
王
殿
建
設
地
の
調
査
に
就
き
て
は
、
大
菩
提
会
に
て
出
来
る
丈
け
慎
重
の

態
度
を
採
る
由
に
て
、
此
程
愛
知
協
賛
会
に
対
し
、
左
の
如
き
通
牒
あ
り
た
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る
由
な
れ
ば
、
不
日
確
定
発
表
に
至
る
べ
し
。

　

拝
啓
釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
は
、
本
部
に
於
て
至
急
選
定
致
度
に
附
き
、
左

の
目
的
に
依
り
、
本
年
二
月
十
四
日
限
り
御
調
査
相
成
度
、
此
段
土
地
請

願
書
を
相
添
へ
及
御
依
頼
候
也
。

　
　

追
て
名
古
屋
市
附
近
の
奉
安
地
は
、
予
て
土
地
選
定
比
較
調
査
委
員
の

決
議
に
基
き
、
奉
安
地
と
名
古
屋
市
と
の
距
離
一
里
以
内
の
寄
附
地
に

限
り
居
り
候
間
、
其
寄
附
地
の
み
を
御
調
査
被
成
下
度
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
副
会
長　

日
置
黙
仙
印

　
　

日
本
大
菩
提
会
愛
知
協
賛
会
副
会
長　

吉
田
禄
在
殿

　
　
　
　
　
　

調　
　

査　
　

事　
　

項

　

第
一
、
奉
安
地
請
願
の
書
類
完
全
な
る
や
否
や

　

第
二
、
請
願
地
と
名
古
屋
市
境
界
と
の
距
離

　

第
三
、
愛
知
県
庁
所
在
地
と
請
願
地
と
の
距
離

　

第
四
、
諸
官
衛
及
隣
地
関
係
者
異
議
の
有
無

　

第
五
、
土
地
雅
俗

　

第
六
、
建
設
地
寄
附
者
姓
名
及
び
別
字
等
関
係
役
場
の
證
明
を
取
ら
し
む

る
事

　

第
七
、
寄
附
地
に
対
し
寄
附
者
よ
り
直
ち
に
登
記
の
手
続
き
が
為
さ
し
む

る
事

　

第
八
、
飲
用
水
其
他
水
利
の
如
何

　

第
九
、
奉
安
地
迄
の
荷
物
運
搬
百
貫
目
に
対
す
る
費
用
の
額

　

第
十
、
荷
物
運
搬
の
便
不
便

　

第
十
一
、
道
路
の
便
不
便

　

第
十
二
、
全
国
信
徒
参
詣
の
便
不
便

　

第
十
三
、
名
古
屋
将
来
膨
脹
の
関
係

御
遺
形

奉
安
地

選
定
事
項
の
追
加
〔
明
治
36
年
２
月
20
日　

第
五
〇
五
九
号
〕

大
日
本
菩
提
会
に
て
は
、
御
遺
形
奉
安
地
選
定
準
備
と
し
て
、
曩
に
日
置
菩

提
会
副
会
長
よ
り
、
吉
田
愛
知
協
賛
会
に
対
し
、
寄
附
請
願
地
調
査
事
項
を

具
し
て
照
会
す
る
所
あ
り
。
更
に
去
る
十
二
日
、
左
の
如
き
調
査
事
項
を
追

加
し
た
り
。

　

釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
調
査
の
件
、
去
る
五
日
附
を
以
て
、
本
月
十
四
日
迄

に
結
了
の
儀
、
御
依
頼
に
及
び
置
き
候
処
、
左
記
の
各
項
に
対
し
て
は
、

相
當
の
日
数
を
要
し
候
儀
と
存
候
条
、
更
に
来
廿
八
日
迄
に
、
詳
細
御
調

査
相
成
度
候
也
。

　
　

明
治
三
十
六
年
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
副
会
長
日
置
黙
仙

　

日
本
大
菩
提
会
愛
知
協
賛
会
副
会
長
吉
田
禄
在
殿

　

請
願
地
と
名
古
屋
市
境
界
と
の
距
離
の
測
量

　

請
願
地
の
測
量
及
製
図

　

隣
地
其
他
多
数
関
係
者
の
異
議
の
有
無

　

寄
附
地
約
二
千
坪
に
対
す
る
関
係
役
場
の
證
明
を
取
ら
し
む
る
□
地
上
権

に
関
す
る
調
査

覚
王
殿
建
設
地
の
内
定
〔
明
治
36
年
２
月
22
日　

第
五
〇
六
一
号
〕

大
日
本
菩
提
会
に
て
は
、
釈
尊
御
遺
形
奉
安
地
の
選
定
に
つ
き
、
去
月
来
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種
々
調
査
中
の
由
は
予
て
記
載
し
置
き
た
る
が
、
今
聞
く
処
に
よ
れ
ば
、
該

奉
安
地
は
愛
知
県
愛
知
郡
田
代
村
字
月
見
坂
に
於
け
る
献
納
地
十
万
坪
、
即

ち
名
古
屋
市
の
東
部
千
種
町
停
車
場
よ
り
、
十
二
町
を
距
り
た
る
高
燥
な
る

土
地
に
略
々
決
定
せ
り
。

釈
尊
金
像
巡
瞻
会
〔
明
治
36
年
２
月
23
日　

第
五
〇
六
二
号
〕

大
日
本
菩
提
会
に
属
す
る
加
越
能
三
国
に
於
る
同
会
員
の
希
望
に
よ
り
、
暹

羅
国
王
殿
下
御
寄
贈
の
釈
尊
金
像
巡
瞻
会
は
、
昨
年
十
一
月
執
行
す
べ
き
筈

な
り
し
も
、
本
部
移
転
等
の
為
め
遷
引
し
居
た
る
が
、
愈
々
来
月
十
五
日
よ

り
四
月
五
日
ま
で
、
石
川
県
下
各
地
巡
瞻
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
り
。

覚
王
殿
の
奉
弔
大
法
会
〔
明
治
36
年
２
月
24
日　

第
五
〇
六
三
号
〕

名
古
屋
の
日
本
大
菩
提
会
本
部
に
て
は
、
今
廿
六
日
小
松
宮
殿
下
御
葬
送
の

當
日
、
仮
覚
王
殿
に
於
て
、
小
松
宮
奉
弔
大
法
会
を
執
行
す
る
由
な
り
。

菩
提
会
の
動
物
救
護
〔
明
治
36
年
３
月
12
日　

第
五
〇
七
九
号
〕

名
古
屋
な
る
菩
提
会
に
て
は
、
去
八
日
名
古
屋
市
の
各
要
所
五
ケ
所
に
施
餅

所
を
設
け
、
労
苦
に
無
音
の
痛
苦
を
偲
べ
る
牛
馬
を
救
護
し
た
り
と
云
ふ
。

覚
王
殿
の
敷
地
の
決
定
〔
明
治
36
年
４
月
21
日　

第
五
一
一
七
号
〕

釈
尊
の
御
遺
形
を
奉
安
す
る
覚
王
殿
の
建
設
地
は
、
い
よ
〳
〵
愛
知
県
愛
知

郡
田
代
村
字
月
見
坂
と
決
定
し
た
れ
ば
、
去
る
十
七
日
に
至
り
日
置
菩
提
会

副
会
長
よ
り
、
同
村
敷
地
寄
附
出
願
者
惣
代
加
藤
慶
二
氏
へ
あ
て
左
の
書
面

を
発
し
た
り
。

　
　
　
　

愛
知
郡
田
代
村
敷
地
期
成
会
長　

加
藤
慶
二
殿

　

明
治
三
十
五
年
十
二
月
十
日
出
願
に
係
る
覚
王
殿
建
設
地
寄
附
願
の
件
採

納
す
。

　
　

明
治
卅
六
年
四
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
菩
提
会
副
会
長　

日
置　

黙
仙

猶
其
他
の
敷
地
寄
附
出
願
者
に
も
、
書
面
を
以
て
其
旨
を
通
じ
、
翌
十
八
日

に
は
各
宗
派
管
長
及
び
各
支
部
各
事
務
長
へ
も
夫
々
通
牒
を
発
し
た
る
が
、

同
菩
提
会
に
て
は
、
不
日
会
員
の
大
募
集
と
通
路
地
均
、
及
び
地
鎮
式
準
備

に
着
手
す
る
筈
に
て
、
五
月
中
旬
を
期
し
各
宗
派
管
長
会
議
を
名
古
屋
に
開

き
、
右
等
に
関
し
て
協
議
を
こ
ら
す
事
と
な
り
た
り
。

覚
王
殿
敷
地
後
問
〔
明
治
36
年
４
月
28
日　

第
五
一
二
四
号
〕

愛
知
県
愛
知
郡
田
代
村
字
月
見
坂
に
覚
王
殿
を
建
設
す
る
事
と
な
り
た
る
こ

と
は
、
既
に
記
載
せ
し
処
な
る
が
、
其
敷
地
寄
附
者
総
代
加
藤
慶
二
以
下
地

主
一
同
は
、
同
地
真
宗
事
務
所
に
於
て
敷
地
に
関
す
る
諸
般
の
事
務
取
扱
を

開
始
し
、
昨
今
に
て
は
敷
地
以
外
の
寄
附
地
分
割
の
手
続
等
に
鞅
掌
し
居
れ

り
。
而
し
て
近
日
の
内
に
敷
地
の
周
囲
四
十
間
毎
に
小
杭
を
樹
て
ゝ
境
界
を

明
示
し
、
区
画
を
定
む
る
筈
な
れ
ど
も
、
右
敷
地
確
定
前
後
の
消
息
に
つ

き
、
頗
る
曖
昧
な
る
点
あ
り
と
の
風
説
に
て
、
或
は
法
廷
に
事
を
争
ふ
の
結

果
を
生
ず
る
や
も
知
れ
ず
と
い
ふ
。

●
白
尾
義
夫
師
の
帰
山　

此
程
よ
り
東
上
中
な
り
し
同
師
は
、
去
二
十
二
日

午
前
九
時
、
七
条
着
の
列
車
に
て
帰
山
し
、
直
ち
に
法
主
に
面
謁
を
遂
げ
、
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内
務
省
に
交
渉
の
宗
制
寺
法
補
則
の
件
に
就
て
報
告
を
為
し
、
退
い
て
事
務

所
に
出
頭
し
、
上
局
渥
美
以
下
各
録
事
等
に
同
く
其
の
顛
末
を
報
告
し
、
終

つ
て
午
後
一
時
二
十
分
、
七
条
発
の
奈
良
鉄
に
て
奈
良
に
赴
か
れ
た
り
。
右

は
井
上
伯
に
右
の
交
渉
顛
末
報
告
の
た
め
な
り
。

●
妙
法
院
門
跡
の
寄
附　

同
門
跡
村
田
寂
順
師
は
、
慈
善
財
団
へ
金
百
円
を

寄
附
せ
ら
る
。

覚
王
殿
敷
地
建
標
式
〔
明
治
36
年
５
月
２
日　

第
五
一
二
八
号
〕

此
程
決
定
し
た
る
名
古
屋
市
の
覚
王
殿
敷
地
は
、
去
月
廿
七
日
い
よ
〳
〵
そ

の
建
標
式
を
挙
行
し
た
る
が
、
當
日
建
標
前
に
は
五
色
の
御
幣
を
樹
て
、
御

鏡
餅
、
洗
米
、
神
酒
等
を
供
へ
、
其
準
備
全
く
備
ふ
や
、
中
村
部
長
は
祭
文

を
朗
読
し
、
続
て
各
宗
僧
侶
の
読
経
あ
り
。
余
興
に
は
煙
火
の
打
ち
揚
げ
な

ど
あ
り
。
頗
る
盛
況
を
極
め
た
り
。

覚
王
殿
敷
地
の
紛
紜
〔
明
治
36
年
６
月
６
日　

第
五
一
六
三
号
〕

一
度
名
古
屋
に
確
定
し
た
る
釈
尊
遺
形
を
奉
安
す
べ
き
覚
王
殿
の
敷
地
に
就

て
、
其
後
十
一
ケ
所
候
補
地
の
競
争
甚
だ
し
く
、
中
に
も
八
事
山
（
十
万

坪
）
月
見
坂
（
十
三
万
坪
）
の
如
き
は
飽
ま
で
抗
争
し
、
一
時
は
月
見
坂
に

議
決
し
た
れ
ど
も
、
八
事
山
派
は
之
に
服
せ
ず
、
更
に
各
宗
派
会
を
開
く
べ

し
と
主
張
し
、
去
月
末
委
員
二
名
を
京
都
に
出
張
せ
し
め
て
運
動
を
開
始
し

た
る
が
、
京
都
各
本
山
の
意
嚮
は
到
底
こ
れ
に
応
ず
べ
き
模
様
な
し
と
い

ふ
。

菩
提
会
の
疑
獄
〔
明
治
36
年
６
月
24
日　

第
五
一
八
一
号
〕

名
古
屋
市
小
川
要
吉
外
二
名
は
菩
提
会
に
関
係
し
、
覚
王
殿
敷
地
の
件
よ
り

反
対
の
位
置
に
立
ち
、
去
二
十
日
を
以
て
明
鏡
新
聞
を
発
行
し
、
更
に
中
島

郡
に
於
て
商
工
銀
行
と
い
ふ
を
設
立
し
、
菩
提
会
の
機
関
銀
行
た
ら
ん
と
運

動
中
、
十
九
日
私
印
私
書
偽
造
、
詐
欺
取
財
の
廉
を
以
て
拘
引
せ
ら
れ
、
直

に
名
古
屋
監
獄
に
収
檻
さ
れ
た
り
。
右
に
就
き
小
川
一
派
に
関
係
あ
る
菩
提

会
の
僧
侶
等
の
、
或
は
拘
引
せ
ら
る
ゝ
も
の
あ
ら
ん
も
知
れ
ず
、
為
に
菩
提

会
に
一
疑
獄
起
ら
ん
と
す
る
有
様
な
り
と
い
ふ
。

仏
骨
奉
安
地
と
稲
垣
公
使
〔
明
治
36
年
７
月
29
日　

第
五
二
一
六
号
〕

仏
骨
奉
安
覚
王
殿
名
古
屋
建
設
の
議
決
し
て
よ
り
既
に
二
百
余
日
、
大
菩
提

会
の
失
態
は
徒
ら
に
朝
野
有
志
の
不
信
用
を
買
ひ
し
の
み
に
し
て
、
覚
王
殿

建
設
の
功
何
れ
の
日
に
竣
ふ
べ
き
や
、
未
だ
計
る
べ
か
ら
ず
。
稲
垣
駐
暹
公

使
、
嘗
て
任
地
に
在
て
皇
室
よ
り
の
御
下
問
に
対
し
、
恐
懼
措
く
能
は
ず
。

竟
に
は
外
交
上
の
威
信
に
も
関
す
と
為
し
、
今
回
の
帰
朝
を
利
し
て
事
業
の

緒
を
開
か
ん
と
期
し
、
過
般
滞
京
中
そ
れ
〳
〵
尽
力
す
る
と
こ
ろ
あ
り
し

が
、
去
る
廿
一
日
名
古
屋
に
赴
か
れ
、
日
置
菩
提
会
副
会
長
と
共
に
徳
川
侯

爵
を
訪
問
し
て
そ
の
尽
力
を
求
め
、
翌
日
又
深
山
知
事
、
青
山
市
長
そ
の
他

二
、
三
の
有
力
者
を
訪
問
し
、
更
に
同
日
同
地
の
信
徒
百
余
名
と
前
津
小
林

東
陽
館
に
会
見
し
て
、
談
合
す
る
と
こ
ろ
あ
り
た
り
と
。
尚
ほ
公
使
は
近

日
、
清
韓
漫
遊
の
途
に
上
り
、
帰
朝
後
名
古
屋
に
於
て
各
宗
管
長
会
議
の
開

会
を
謂
ひ
、
該
殿
建
築
の
基
礎
を
確
定
す
べ
き
筈
な
り
と
い
ふ
。
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西
派
法
主
と
覚
王
殿
〔
明
治
36
年
８
月
６
日　

第
五
二
二
四
号
〕

各
宗
派
が
従
来
殆
ん
ど
持
ち
余
し
た
る
覚
王
殿
建
築
問
題
は
、
其
後
名
古
屋

に
て
熱
心
の
運
動
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
内
部
に
於
て
種
々
故
障
あ
り
て
、
人

気
一
向
に
引
き
立
た
ざ
れ
ば
、
稲
垣
公
使
並
に
一
派
の
策
僧
日
置
黙
仙
師
等

の
尽
力
に
依
り
、
西
派
法
主
を
頭
に
頂
き
各
宗
派
を
統
御
し
、
四
本
願
寺
の

声
望
を
利
用
し
て
此
の
事
業
の
完
結
を
謀
ら
ん
と
、
覚
王
殿
の
委
員
と
西
派

と
の
間
に
交
渉
談
判
中
な
り
と
云
ふ
が
、
又
一
方
法
主
に
忠
実
な
る
人
々

は
、
斯
く
も
コ
ジ
ク
レ
果
て
た
る
上
に
、
有
ら
ん
限
り
の
醜
聞
中
に
、
野
師

連
中
の
翫
弄
に
持
て
ア
グ
ま
れ
た
る
同
問
題
の
如
き
、
今
更
何
等
の
口
実
を

以
て
相
談
を
仕
向
け
ら
る
ゝ
と
て
も
、
西
本
願
寺
に
於
て
は
最
初
よ
り
確
定

動
か
ざ
る
方
針
の
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
今
日
之
を
変
じ
て
態
度
を
破
る
が
如

き
愚
挙
あ
る
べ
か
ら
ず
。
中
天
隆
々
の
声
望
あ
る
法
主
を
し
て
、
再
び
妖
□

の
中
に
葬
ら
し
む
る
に
忍
ぶ
び
ず
と
て
、
熱
心
に
反
対
せ
る
も
の
あ
り
と
云

ふ
。

仏
骨
の
成
行
〔
明
治
36
年
８
月
10
日　

第
五
二
二
八
号
〕

京
都
と
争
ひ
て
名
古
屋
に
迎
へ
た
り
し
仏
骨
は
、
之
を
納
む
べ
き
覚
王
殿
の

成
ら
ざ
る
為
め
、
万
松
寺
内
な
る
一
院
に
仮
に
安
置
し
あ
る
が
、
夫
の
十
三

万
六
千
円
の
出
金
問
題
尚
解
決
せ
ず
。
帰
朝
以
来
此
事
に
奔
走
し
居
た
る
稲

垣
暹
羅
公
使
、
再
び
名
古
屋
に
抵
り
て
右
の
処
分
を
協
議
せ
ん
筈
な
り
し

に
、
前
田
誠
節
師
差
支
あ
り
て
来
ら
ざ
り
し
為
め
、
公
使
は
日
置
黙
仙
師
及

び
加
藤
重
三
郎
氏
（
支
会
議
長
）
と
共
に
京
都
に
入
り
、
村
田
寂
順
師
等
と

会
見
し
、
負
債
始
末
の
処
分
（
稲
垣
公
使
は
為
に
刑
事
被
告
人
を
出
す
も
已

む
を
得
ず
と
の
説
を
持
せ
り
と
）
を
協
議
せ
し
由
な
る
が
、
何
分
先
立
つ
金

の
無
き
相
談
な
れ
ば
、
結
局
纏
ま
ら
ざ
り
し
よ
し
に
て
、
稲
垣
公
使
は
数
日

前
神
戸
出
帆
の
芝
罘
丸
に
て
清
国
漫
遊
の
途
に
就
き
、
日
置
、
加
藤
氏
は
名

古
屋
に
帰
れ
り
。
尤
も
覚
王
殿
新
設
に
熱
心
な
る
吉
田
禄
在
氏
は
、
四
面
楚

歌
の
声
に
屈
し
た
れ
ば
、
加
藤
市
会
議
長
之
に
代
る
べ
く
、
一
説
に
は
京
都

に
対
す
る
問
題
解
決
し
、
名
古
屋
市
民
の
一
致
す
る
上
は
、
東
京
某
銀
行
に

於
て
仏
骨
を
担
保
に
貸
金
を
な
す
べ
し
と
の
内
議
あ
り
。

暹
羅
皇
帝
在
位
紀
念
碑
〔
明
治
36
年
８
月
15
日　

第
五
二
三
三
号
〕

暹
羅
皇
帝
陛
下
に
は
、
今
年
五
十
歳
の
高
齢
に
し
て
、
在
位
三
十
五
年
の
久

し
き
に
渉
ら
せ
ら
る
ゝ
が
、
陛
下
は
現
朝
の
第
五
代
に
當
り
、
先
代
は
孰
れ

も
在
位
短
く
、
最
も
長
き
も
の
に
て
廿
七
年
を
出
ざ
る
を
以
て
、
陛
下
の
如

く
長
く
在
位
せ
ら
れ
し
も
の
無
し
。
之
が
為
陛
下
に
は
此
程
此
紀
念
と
し

て
、
巴
里
造
幣
廠
に
メ
タ
ル
の
注
文
を
命
ぜ
ら
れ
し
が
、
そ
は
ダ
ブ
ル
メ
タ

ル
に
し
て
、
二
個
の
小
な
る
卵
形
の
賞
牌
よ
り
成
り
、
三
角
形
に
接
続
さ
れ

た
る
三
個
の
環
を
以
て
繋
ぎ
、
頭
部
に
暹
羅
産
の
三
頭
象
と
暹
羅
字
を
刻

し
、
裏
面
に
は
暹
羅
の
武
器
を
交
叉
し
た
る
、
二
個
の
笏
の
上
に
置
き
た
る

模
様
を
示
し
、
周
囲
は
皇
帝
の
顎
環
を
以
て
飾
り
た
る
も
の
な
り
と
。

日
暹
寺
と
宗
務
局
長
〔
明
治
36
年
９
月
５
日　

第
五
二
五
四
号
〕

彼
の
覚
王
山
日
暹
寺
創
建
に
就
き
、
斯
派
宗
務
局
長
語
て
曰
く
、
主
務
省
の

内
規
と
し
て
寺
院
の
新
設
は
、
特
別
の
事
情
若
く
は
由
緒
あ
る
も
の
ゝ
外
、

一
切
認
可
せ
ざ
る
方
針
に
て
、
例
へ
ば
移
民
地
開
墾
地
等
の
如
き
場
所
に
は
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新
建
を
認
可
す
る
も
、
其
他
は
廃
寺
の
再
興
又
は
移
転
等
に
非
ざ
れ
ば
認
可

せ
ざ
る
方
針
な
る
も
、
若
し
彼
の
釈
尊
遺
形
奉
安
殿
が
寺
院
と
し
て
認
可
を

出
願
す
る
が
如
き
こ
と
あ
れ
ば
、
多
分
認
可
す
る
事
と
な
る
べ
し
。
而
し
て

其
出
願
の
手
続
を
推
測
す
る
に
、
別
に
一
宗
一
派
を
開
く
訳
な
ら
ざ
る
を
以

て
、
関
係
あ
る
宗
派
の
管
長
個
人
よ
り
、
該
特
別
寺
院
建
立
認
可
の
出
願
を

為
す
べ
く
、
其
他
の
関
係
諸
宗
派
は
、
協
定
に
依
り
之
れ
を
承
認
し
、
財
産

信
徒
其
他
必
要
の
条
項
を
具
備
し
て
出
願
す
る
こ
と
な
ら
ん
。
さ
て
建
立
の

暁
に
於
て
該
寺
院
の
位
地
は
如
何
と
云
ふ
に
、
現
在
の
各
宗
派
以
後
に
特
立

す
る
こ
と
を
許
さ
ゞ
れ
ば
、
必
ら
ず
何
宗
派
に
か
属
す
べ
き
必
要
あ
り
。
即

ち
出
願
の
署
名
及
び
連
署
賛
成
せ
る
各
宗
派
に
共
属
す
べ
き
も
の
に
て
、
彼

の
善
光
寺
が
天
台
、
浄
土
両
宗
に
共
属
す
る
が
如
し
。
若
し
天
台
、
真
言
、

曹
洞
、
臨
済
、
真
宗
、
日
蓮
諸
宗
が
出
願
及
び
承
諾
せ
ば
、
即
ち
此
各
宗
に

共
属
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
一
個
の
寺
院
と
し
て
他
の
寺
院
と
異
な
る
待

遇
を
受
く
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
斯
の
如
く
な
れ
ば
、
日
本
仏
教
各
宗
共
属
の

寺
院
と
し
て
特
色
を
保
す
こ
と
を
得
べ
し
、
云
々
。

勅
額
下
賜
請
願
〔
明
治
36
年
９
月
５
日　

第
五
二
五
四
号
〕

覚
王
山
日
暹
寺
創
建
に
附
て
は
、
今
月
下
旬
又
は
十
月
上
旬
京
都
に
於
て
各

宗
派
会
を
開
き
、
同
寺
建
立
発
企
請
願
を
其
筋
に
差
出
す
筈
な
る
が
、
猶
ほ

同
寺
に
対
し
、
覚
王
山
日
暹
寺
の
勅
額
御
下
賜
を
宮
内
大
臣
へ
請
願
せ
ん
と

す
る
筈
な
り
と
い
ふ
。

大
菩
提
会
存
廃
問
題
〔
明
治
36
年
９
月
６
日　

第
五
二
五
五
号
〕

紛
争
に
次
ぐ
に
紛
争
を
以
て
し
、
醜
声
に
代
ゆ
る
に
醜
声
を
以
て
し
た
る
彼

の
大
菩
提
会
の
前
途
愈
々
危
く
、
今
や
そ
の
存
廃
を
議
す
る
も
の
あ
る
に
至

る
は
、
仏
教
界
の
一
大
不
名
誉
た
る
と
共
に
、
又
今
日
各
宗
の
所
謂
高
僧
な

る
も
の
ゝ
心
操
、
如
何
を
疑
は
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
抑
々
仏
骨
分
受
の
議
起
り

し
は
、
去
る
卅
三
年
二
月
暹
羅
国
駐
剳
稲
垣
公
使
の
我
国
各
宗
管
長
に
寄
せ

た
る
一
書
に
基
き
、
同
年
五
月
大
谷
派
新
法
主
大
谷
光
演
師
を
正
使
に
、
前

田
誠
節
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）、
藤
島
了
穏
（
本
願
寺
派
）、
日
置
嘿
仙
（
曹

洞
宗
）
の
三
師
を
副
使
に
選
び
、
同
国
に
渡
り
て
之
を
奉
迎
し
、
爾
後
京
都

妙
法
院
内
に
安
置
し
、
建
仁
寺
会
議
、
妙
心
寺
会
議
、
妙
法
院
会
議
等
を
経

て
、
遂
に
昨
秋
建
仁
寺
に
開
会
せ
る
各
宗
派
会
に
於
て
、
名
古
屋
に
覚
王
殿

を
建
設
す
る
に
定
ま
り
た
る
が
、
此
の
会
議
の
前
後
に
於
て
は
、
京
都
派
、

名
古
屋
派
両
々
対
立
し
て
、
宗
教
界
に
あ
る
ま
じ
き
収
賄
沙
汰
を
見
る
に
至

り
、
役
員
等
の
濫
費
蕩
散
に
よ
り
出
で
し
十
三
万
円
の
大
菩
提
会
の
負
債

と
、
神
聖
な
る
仏
骨
と
を
交
換
す
る
こ
と
ゝ
な
り
、
は
る
〴
〵
暹
羅
よ
り
渡

ら
れ
た
る
仏
骨
は
、
ア
ワ
レ
に
も
名
古
屋
の
辺
隅
な
る
万
松
寺
と
い
ふ
小
寺

に
移
さ
れ
た
る
は
、
浅
間
し
き
限
り
な
る
が
、
元
々
名
古
屋
派
の
熱
心
に
仏

骨
を
同
地
に
迎
へ
ん
と
せ
る
は
、
山
師
の
僧
俗
相
集
て
一
儲
け
せ
ん
と
す
る

魂
胆
に
外
な
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
後
快
く
同
会
負
債
の
償
却
を
為
さ
ず
、
覚
王

殿
建
設
の
運
び
も
又
々
そ
の
ま
ゝ
に
な
り
居
れ
り
。
然
る
に
稲
垣
公
使
過
般

帰
朝
し
て
大
に
之
を
憂
へ
、
頻
り
に
運
動
し
た
る
も
そ
の
効
な
く
、
遂
に
大

菩
提
会
を
し
て
、
何
等
か
の
名
議
の
下
に
解
散
せ
し
め
、
か
ゝ
る
醜
劣
な
る

歴
史
を
伴
は
ざ
る
、
新
ら
し
き
計
画
の
下
に
此
事
を
成
就
せ
ん
と
し
、
而
し
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て
十
三
万
の
負
債
は
、
更
に
之
を
審
査
し
て
、
果
し
て
名
古
屋
派
が
引
受
く

可
き
も
の
な
る
や
否
や
を
定
め
ん
と
せ
し
が
、
大
菩
提
会
々
長
村
田
寂
順
師

大
に
怒
り
、
そ
の
事
の
不
當
を
鳴
ら
せ
し
よ
り
、
稲
垣
氏
は
更
に
斯
波
宗
教

局
長
に
計
り
て
一
策
を
案
じ
、
日
暹
両
国
親
和
の
意
を
表
せ
ん
為
め
、
覚
王

山
日
暹
寺
を
創
立
し
、
そ
の
創
立
費
を
五
十
万
円
と
し
、
内
廿
五
万
円
を
名

古
屋
に
引
受
け
し
め
、
残
り
二
十
五
万
円
は
全
国
よ
り
勧
財
す
る
こ
と
ゝ
せ

ば
、
人
気
立
ち
て
功
を
遂
ぐ
る
こ
と
易
か
る
べ
し
。
従
て
菩
提
会
の
負
債
も

償
ふ
を
得
べ
し
と
し
、
日
置
副
会
長
の
如
き
は
目
下
専
心
諸
方
運
動
中
な
る

が
、
臨
済
各
派
の
如
き
は
、
却
て
之
を
喜
ば
ざ
る
色
あ
り
と
い
ふ
。
と
も
か

く
も
本
月
下
旬
、
若
く
ば
来
月
上
旬
頃
、
京
都
に
各
宗
派
会
を
開
き
て
此
の

大
問
題
を
決
す
べ
し
と
い
へ
ば
、
大
菩
提
会
に
取
て
は
、
此
の
会
議
こ
そ
其

の
運
命
の
定
ま
る
べ
き
時
な
ら
ん
。

本
派
本
願
寺
と
日
暹
寺
建
立
問
題
〔
明
治
36
年
９
月
12
日　

第
五
二
六
一
号
〕

大
菩
提
会
副
会
長
、
日
置
黙
仙
師
等
は
、
本
派
法
主
光
瑞
師
が
壮
年
気
鋭
と

云
ふ
を
利
用
し
、
巧
み
に
担
ぎ
あ
げ
、
場
合
に
依
り
て
は
会
長
に
推
挙
せ
ん

な
ど
画
策
し
、
同
法
主
及
び
小
田
執
行
長
、
藤
井
執
行
に
対
し
、
日
暹
寺
建

設
の
件
に
付
、
同
意
調
印
を
請
求
し
来
り
し
が
、
同
派
に
て
は
最
初
の
趣
旨

終
始
一
貫
し
て
変
ず
る
事
な
く
、
如
何
程
同
盟
各
宗
派
建
設
委
員
等
が
賛
成

を
乞
ふ
も
、
之
に
賛
同
せ
ざ
る
は
勿
論
の
事
な
る
に
拘
は
ら
ず
、
日
置
師
一

派
は
、
臨
済
宗
其
他
の
管
長
等
を
篭
絡
せ
ん
為
に
、
本
派
本
山
の
小
田
執
行

長
、
藤
井
執
行
等
の
重
役
は
、
日
暹
寺
建
設
に
不
賛
同
を
称
へ
居
る
由
な
れ

ど
、
既
に
稲
垣
公
使
は
本
派
法
主
と
須
磨
別
邸
に
面
接
し
た
る
上
、
法
主
は

覚
王
山
日
暹
寺
建
設
に
賛
成
し
、
之
が
調
印
を
承
諾
さ
れ
し
の
み
な
ら
ず
、

本
年
冬
期
に
至
れ
ば
暹
国
皇
帝
陛
下
へ
御
礼
の
為
め
渡
暹
の
事
ま
で
決
定
せ

し
な
ど
ゝ
、
誠
し
や
か
に
吹
聴
せ
し
よ
り
、
智
恩
院
其
他
二
、
三
の
宗
派

は
、
之
を
信
実
と
し
て
終
に
調
印
済
と
な
り
し
向
も
あ
る
由
な
る
が
、
本
派

本
願
寺
に
て
は
、
毫
も
日
暹
寺
建
立
に
関
係
な
く
、
殊
に
一
昨
日
を
以
て
、

同
建
設
委
員
日
置
黙
仙
師
に
対
し
、
小
田
執
行
長
、
藤
井
執
行
よ
り
、
同
意

調
印
の
請
求
に
応
じ
難
き
旨
を
回
答
し
、
尚
同
盟
各
宗
派
に
於
て
奉
安
殿
建

設
の
経
営
な
ら
ざ
る
時
は
、
本
派
に
於
て
引
受
け
、
奉
安
殿
を
建
設
し
、
崇

敬
誠
意
を
尽
す
べ
け
れ
ど
、
日
暹
寺
建
立
に
関
し
各
宗
合
同
は
、
断
然
謝
絶

す
る
旨
を
も
附
記
し
た
り
と
云
ふ
。

日
暹
寺
と
西
本
願
寺
〔
明
治
36
年
９
月
14
日　

第
五
二
六
三
号
〕

覚
王
山
日
暹
寺
建
設
に
付
、
其
建
設
委
員
た
る
日
置
黙
仙
師
よ
り
、
西
派
法

主
に
対
し
建
設
願
書
に
調
印
を
求
め
来
れ
る
も
、
同
派
は
之
に
不
同
意
に

て
、
同
盟
各
宗
派
と
提
携
す
る
能
は
ず
。
調
印
の
要
求
に
は
応
じ
難
し
と
云

ふ
。
然
れ
ど
も
若
し
同
盟
各
派
に
於
て
建
設
せ
ざ
る
に
於
て
は
、
西
派
に
引

受
け
奉
安
殿
を
建
設
と
、
崇
敬
の
実
を
尽
す
べ
き
も
、
日
暹
寺
建
設
に
は
毫

も
関
係
せ
ざ
る
旨
を
回
答
し
た
り
と
い
ふ
。

覚
王
山
日
暹
寺
〔
明
治
36
年
９
月
16
日　

第
五
二
六
五
号
〕

大
菩
提
会
が
覚
王
殿
検
察
に
就
て
、
名
古
屋
、
京
都
両
派
の
争
ひ
よ
り
、
遂

に
名
古
屋
に
仏
骨
を
奉
遷
し
た
る
こ
と
は
、
當
時
の
紙
上
に
記
載
せ
し
が
、

其
後
名
古
屋
に
於
て
も
種
々
の
障
碍
出
で
、
荏
苒
今
日
に
至
り
、
稲
垣
暹
羅
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

92

81

公
使
帰
朝
後
種
々
斡
旋
す
る
処
あ
り
。
遂
に
腐
敗
の
代
名
詞
と
見
做
さ
れ
た

る
菩
提
会
と
関
係
を
離
れ
て
、
単
に
有
志
の
義
捐
に
よ
り
、
覚
王
殿
の
み
を

建
設
す
る
こ
と
ゝ
し
、
其
名
称
を
も
覚
王
山
日
暹
寺
と
改
む
る
の
議
起
り
、

別
に
会
議
を
開
か
ず
し
て
、
日
置
黙
仙
師
等
専
ら
各
宗
派
の
間
を
奔
走
し

て
、
個
別
賛
成
を
求
め
つ
ゝ
あ
る
が
、
去
月
廿
八
日
迄
に
調
印
済
と
な
り
た

る
も
の
は
左
の
如
し
。

　

天
台
宗
、
同
真
盛
派
、
同
寺
門
派
、
真
宗
大
谷
派
、
同
高
田
派
、
同
仏
光

寺
派
、
同
興
正
寺
派
、
真
言
宗
、
浄
土
宗
西
山
派
、
融
通
念
仏
宗
、
華
厳

宗
、
法
相
宗
、
真
言
律
宗
、
越
前
四
派

●
曹
洞
、
日
蓮
、
真
宗
木
辺
派
等
は
無
論
賛
成
な
る
が
、
本
派
本
願
寺
は
如

何
と
い
ふ
に
、
過
日
稲
垣
公
使
が
須
磨
に
光
瑞
法
主
を
訪
う
て
対
談
の
際
、

元
来
本
派
は
菩
提
会
の
事
業
が
慈
善
、
教
学
等
を
含
み
て
頗
る
広
汎
に
過

ぎ
、
随
て
本
派
の
現
に
経
営
し
つ
ゝ
あ
る
事
業
と
衝
突
す
る
処
あ
る
よ
り
同

意
す
る
能
は
ざ
り
し
が
、
単
に
覚
王
殿
、
即
ち
仏
骨
を
奉
安
す
る
堂
宇
建
設

に
就
て
は
賛
成
な
れ
ば
、
今
回
の
組
織
に
就
て
は
異
議
あ
る
筈
な
し
と
快
諾

し
た
る
が
、
公
然
の
回
答
を
な
す
に
は
顧
問
会
に
諮
問
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

を
以
て
、
未
だ
決
議
確
答
の
運
び
に
至
ら
ず
と
い
ふ
。
然
る
に
京
都
臨
済
各

派
は
、
去
月
廿
八
日
建
仁
寺
に
於
て
賛
否
の
会
議
を
開
き
し
に
、
彼
仏
骨
を

名
古
屋
に
奉
遷
す
る
と
き
の
契
約
、
即
ち
菩
提
会
の
負
債
十
三
万
六
千
円
の

支
払
を
未
だ
な
さ
ゞ
る
よ
り
、
此
問
題
の
解
決
を
条
件
と
し
て
賛
成
せ
ざ
る

こ
と
に
決
し
た
る
が
、
鎌
倉
の
建
長
寺
、
円
覚
寺
の
二
派
は
、
無
論
賛
成
す

る
筈
な
り
と
。
又
浄
土
宗
智
恩
院
派
も
最
初
多
少
の
行
掛
り
よ
り
菩
提
会
に

入
会
せ
ざ
り
し
が
、
仏
骨
奉
安
に
は
異
議
な
き
よ
り
、
今
回
の
挙
に
は
同
意

す
る
意
嚮
な
り
と
い
ふ
。

本
派
本
願
寺
と
日
暹
寺
〔
明
治
36
年
９
月
18
日　

第
五
二
六
七
号
〕

去
月
下
旬
来
、
大
菩
提
会
副
会
長
日
置
黙
仙
師
よ
り
、
本
派
法
主
及
び
同
寺

執
行
に
面
接
、
又
は
書
面
を
以
て
、
日
暹
寺
建
設
の
賛
同
を
求
め
、
且
つ
願

書
に
同
意
調
印
を
請
ひ
た
る
往
復
の
書
面
は
左
の
如
し
。

　

謹
啓　

残
暑
尚
未
収
候
、
猊
下
益
御
健
勝
に
被
為
渡
候
条
、
奉
賀
候
。
陳

は
先
年
暹
国
皇
帝
陛
下
よ
り
、
釈
尊
御
遺
形
を
日
本
仏
教
徒
へ
御
頒
貽
相

成
候
節
は
、
貴
宗
派
よ
り
藤
島
了
穏
殿
御
差
遣
に
相
成
り
、
當
時
暹
国
皇

帝
陛
下
よ
り
は
、
荘
重
な
る
御
待
遇
も
被
為
在
候
御
事
も
有
之
候
。
の
み

な
ら
ず
教
主
世
尊
に
対
す
る
衷
情
よ
り
す
る
も
、
一
日
も
速
に
御
奉
安
其

処
を
得
せ
し
む
る
は
、
教
主
に
対
し
国
王
に
尽
す
べ
き
一
大
責
任
と
奉
存

候
。
特
に
暹
国
皇
太
子
殿
下
は
曩
に
猊
下
御
訪
問
相
成
候
事
も
有
之
、
又

稲
垣
公
使
よ
り
日
暹
両
国
の
将
来
の
厚
誼
に
も
影
響
す
る
処
尠
な
か
ら
ざ

る
趣
も
、
陳
情
被
致
居
候
事
も
、
伝
聞
致
居
候
。
且
猊
下
に
被
為
於
て
は

日
暹
両
国
国
際
の
如
何
と
彼
我
仏
教
の
連
鎖
に
至
り
て
は
、
夙
に
御
懸
念

の
御
事
と
奉
存
候
。
就
て
は
御
遺
形
奉
安
所
と
し
て
、
這
回
覚
王
山
日
暹

寺
創
建
の
事
に
決
し
、
各
宗
管
長
猊
下
の
御
調
印
を
請
ひ
候
に
付
、
過
日

貴
宗
派
執
行
藤
井
皆
立
殿
迄
詳
細
な
る
事
情
陳
述
致
置
候
へ
ば
、
同
人
よ

り
既
に
上
陳
の
事
と
奉
存
候
。
速
に
御
調
印
被
成
下
度
及
御
依
頼
候
。
敬

具

　
　
　
　

大
谷
光
瑞
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
置
黙
仙

尚
本
月
上
旬
日
置
師
は
小
田
執
行
長
、
藤
井
執
行
へ
左
の
書
面
を
送
り
た
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り
。

　

拝
展
、
兼
々
御
依
頼
申
上
置
候
。
覚
王
山
日
暹
寺
調
印
の
件
、
不
日
稲
垣

公
使
帰
国
仕
候
間
、
夫
れ
ま
で
に
取
纏
め
の
必
用
有
之
。
殊
に
過
日
申
上

候
通
、
本
件
最
終
の
義
に
候
へ
ば
、
是
非
貴
宗
本
山
に
て
円
満
相
願
申

候
。
水
流
て
海
に
帰
し
、
月
落
て
天
を
離
れ
ず
。
奉
迎
當
時
に
立
戻
り
発

議
の
通
り
に
運
候
事
に
候
得
ば
、
何
分
宜
し
く
願
上
候
右
得
貴
意
候
。

早
々
頓
首

さ
れ
ど
本
派
本
願
寺
に
て
は
、
既
記
の
如
く
断
然
調
印
を
謝
絶
す
と
て
、
両

執
行
よ
り
日
置
建
設
委
員
に
宛
て
、
左
の
回
答
を
な
し
た
る
な
り
と
い
ふ
。

　

拝
啓
、
日
暹
寺
創
建
願
書
に
対
し
、
弊
山
へ
同
意
調
印
可
致
旨
御
請
求
相

成
候
処
、
御
承
知
の
通
り
御
遺
形
奉
安
殿
建
設
の
件
に
就
て
は
、
予
て
よ

り
御
同
盟
各
宗
派
の
御
経
営
に
係
る
義
に
し
て
、
弊
山
は
従
来
関
係
不
致

義
に
候
得
者
、
過
日
も
申
述
候
通
り
。
御
請
求
に
難
応
候
条
此
段
及
御
回

答
候
也
。

　
　

但
、
到
底
御
同
盟
各
宗
派
に
於
て
、
御
共
同
御
経
営
難
相
成
事
情
も
有

之
候
得
ば
、
進
ん
で
弊
山
に
引
請
奉
安
所
を
建
設
し
、
御
崇
敬
の
誠
を

尽
べ
く
候
得
共
、
此
場
合
に
於
て
は
従
来
之
行
掛
上
、
他
宗
派
合
同
の

義
は
判
断
致
候
外
無
之
候
。
此
段
添
申
上
候
。

日
暹
寺
創
立
と
高
田
派
〔
明
治
36
年
９
月
27
日　

第
五
二
七
五
号
〕

覚
王
山
日
暹
寺
の
創
立
に
関
し
、
曩
に
菩
提
会
よ
り
高
田
派
ヘ
賛
同
の
調
印

を
求
め
た
り
し
が
、
元
来
同
派
本
山
に
は
、
各
宗
派
方
と
本
願
寺
派
方
と
あ

り
て
、
昨
年
死
去
せ
し
参
務
日
野
法
雷
氏
在
職
中
は
、
同
氏
が
各
宗
派
方
隊

長
た
る
丈
あ
り
て
、
尤
も
勢
力
を
有
せ
り
。
故
に
彼
宗
教
法
案
の
騒
ぎ
の
節

も
、
本
派
よ
り
如
何
程
手
を
尽
し
て
提
携
を
勧
誘
せ
し
も
、
断
乎
と
し
て
跳

付
け
た
る
を
以
て
、
時
の
赤
松
連
城
師
を
男
泣
に
泣
か
せ
た
と
云
ふ
程
の
勇

気
あ
り
し
が
、
同
参
務
は
昨
年
越
前
へ
新
法
主
に
随
行
し
、
終
に
彼
地
に
死

去
せ
し
よ
り
、
已
来
は
各
宗
派
方
も
大
に
衰
微
し
、
現
今
の
同
派
内
局
は
全

く
本
派
方
の
占
む
る
処
と
な
れ
り
。
故
に
今
回
交
渉
中
の
日
暹
寺
創
立
に
対

す
る
同
派
の
回
答
は
、
本
派
が
調
印
せ
ば
調
印
す
べ
し
。
若
し
本
派
に
し
て

調
印
せ
ざ
る
以
上
は
、
我
派
も
又
調
印
す
る
こ
と
能
は
ず
、
と
の
回
答
を
申

送
れ
り
と
ぞ
。

禅
二
宗
と
日
暹
寺
〔
明
治
36
年
９
月
30
日　

第
五
二
七
八
号
〕

日
暹
寺
創
立
に
同
盟
調
印
を
要
求
せ
ら
れ
た
る
黄
檗
、
臨
済
の
八
本
山
は
、

協
議
の
上
調
印
せ
ざ
る
旨
返
答
せ
し
に
附
き
、
去
二
十
五
日
、
日
置
黙
仙
師

入
洛
最
後
の
交
渉
を
為
せ
し
も
遂
に
纏
ま
ら
ず
、
内
務
省
へ
の
創
立
出
願
に

副
申
す
る
為
、
二
十
六
日
左
の
書
面
を
同
盟
各
派
管
長
に
提
出
し
、
全
く
日

暹
寺
と
絶
縁
し
た
れ
ば
、
同
盟
各
派
は
愈
両
三
日
中
に
内
務
省
へ
出
願
す
べ

し
と
也
。

　
　
　
　
　

日
暹
寺
創
立
出
願
に
付
承
認
書

　

一
今
般
日
暹
寺
創
立
出
願
の
件
は
、
同
盟
連
署
せ
ら
れ
た
る
各
宗
派
の
所

為
に
任
せ
、
異
議
な
き
は
勿
論
、
一
切
関
係
無
之
候
也
。

　
　

右　

明
治
三
十
六
年
九
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黄
檗
宗
管
長　

佐
伯　

蓮
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　

臨
済
宗
東
福
寺
派
管
長　

済
門　

敬
沖
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

94

79

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

建
仁
寺
派
管
長　

竹
田　

点
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

相
国
寺
派
管
長　

中
原　

東
岳

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

南
禅
寺
派
管
長　

豊
田　

毒
湛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

大
徳
寺
派
管
長　

菅　
　

広
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

永
源
寺
派
管
長　

久
松　

琢
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

天
竜
寺
派
管
長　

高
木　

竜
渕

　
　
　
　

同
盟
各
宗
派
管
長
猊
下
御
中

日
暹
寺
創
立
願
〔
明
治
36
年
10
月
６
日　

第
五
二
八
四
号
〕

日
暹
寺
創
立
請
願
は
、
三
十
三
宗
派
中
真
宗
本
願
寺
派
、
同
木
辺
派
、
臨
済

宗
東
福
、
南
禅
、
建
仁
、
相
国
、
天
竜
、
大
徳
、
源
永
の
七
派
、
黄
檗
宗
の

十
宗
派
を
除
き
、
二
十
三
宗
派
が
調
印
し
、
愛
知
県
知
事
を
経
て
内
務
省
へ

進
達
す
る
筈
な
る
が
、
目
下
右
願
書
に
信
徒
総
代
と
し
て
、
東
京
に
て
渋
沢

栄
一
、
大
倉
喜
八
郎
氏
外
三
名
、
名
古
屋
に
於
て
小
栗
富
次
郎
外
四
名
、
都

合
十
名
の
調
印
を
求
め
つ
つ
あ
り
と
云
ふ
。

日
暹
寺
創
立
認
可
〔
明
治
36
年
10
月
16
日　

第
五
二
九
四
号
〕

名
古
屋
市
に
建
立
す
る
覚
王
山
日
暹
寺
創
立
の
出
願
は
、
内
務
省
宗
教
局
に

て
願
書
調
査
の
結
果
、
十
四
日
認
可
せ
ら
れ
た
る
が
、
同
願
書
に
調
印
せ
る

宗
派
は
、
天
台
宗
、
同
寺
門
派
、
同
真
盛
派
、
真
言
宗
、
浄
土
宗
西
山
派
、

臨
済
宗
妙
心
寺
派
外
十
七
宗
に
し
て
、
日
暹
寺
は
右
廿
三
宗
派
に
共
属
す
る

も
の
な
り
。
同
寺
の
寺
法
と
し
て
制
則
十
六
個
条
を
定
め
、
住
職
は
任
期
を

一
ケ
年
と
し
、
前
記
天
台
宗
座
主
、
乃
至
真
言
律
宗
管
長
の
順
序
を
以
て
任

命
し
、
其
下
に
執
事
一
名
、
理
事
二
名
を
置
て
庶
務
を
処
理
せ
し
め
、
又
信

徒
互
選
に
依
り
信
徒
総
代
十
名
を
置
く
外
、
関
係
宗
派
一
千
ケ
寺
に
一
名
の

割
合
を
以
て
評
議
員
を
選
出
し
、
評
議
員
会
を
組
織
し
財
産
管
理
の
方
法
及

び
毎
年
度
の
収
支
予
算
を
協
定
せ
し
め
、
尚
ほ
同
会
に
顧
問
三
名
を
関
係
宗

派
管
長
の
中
よ
り
選
出
し
、
顧
問
は
寺
門
の
内
外
を
協
商
し
て
、
財
法
二
途

の
円
満
を
計
ら
し
む
る
に
在
り
。
該
制
規
は
宗
教
局
に
於
て
調
査
中
な
る

が
、
遠
か
ら
ず
認
可
せ
ら
る
べ
く
、
関
係
各
宗
派
は
近
日
名
古
屋
に
宗
派
会

を
開
き
て
創
立
事
務
協
議
の
由
。

覚
王
山
日
暹
寺
〔
明
治
36
年
10
月
30
日　

第
五
三
〇
七
号
〕

同
寺
創
建
の
件
、
及
び
二
十
二
ケ
寺
院
の
聨
合
制
規
並
に
寄
附
金
募
集
の
件

に
就
き
、
其
筋
の
認
可
を
得
た
る
由
は
、
別
項
こ
れ
を
記
載
せ
し
が
、
右
に

就
き
聨
合
各
宗
派
に
於
て
評
議
員
を
選
挙
し
、
来
月
中
に
評
議
員
会
を
開

き
、
日
暹
寺
に
関
す
る
諸
般
の
事
件
を
協
議
す
る
と
同
時
に
、
菩
提
会
関
係

の
各
宗
派
会
を
開
き
、
同
会
の
存
廃
問
題
を
決
す
る
筈
な
る
が
、
菩
提
会
は

結
局
其
負
債
十
三
万
六
千
円
を
日
暹
寺
の
寄
附
金
中
よ
り
支
払
ひ
、
解
散
す

る
こ
と
と
な
る
べ
し
。
而
し
て
日
暹
寺
は
、
去
三
十
三
年
中
暹
羅
国
王
よ
り

贈
ら
れ
た
る
釈
尊
遺
形
と
降
魔
形
釈
迦
牟
尼
仏
金
像
を
奉
安
す
る
た
め
、
愛

知
県
愛
知
郡
田
代
村
に
本
堂
（
百
八
十
坪
）
参
拝
堂
（
八
十
八
坪
）
霊
院

（
十
六
坪
）
庫
裡
（
百
廿
八
坪
）
客
殿
（
二
百
五
十
坪
）
菩
提
門
（
廿
八

坪
）
事
務
所
（
二
百
五
十
坪
）
廻
廊
（
六
十
坪
）
物
置
（
六
十
四
坪
）
唐
門

（
六
坪
）
等
、
合
計
千
七
十
坪
の
諸
建
物
を
建
立
し
、
賽
物
仏
供
米
、
法
要

回
向
料
、
永
代
祠
堂
料
、
信
徒
特
別
喜
捨
、
雑
収
入
等
一
年
の
経
常
収
入
、
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「
明
教
新
誌
」・「
日
出
国
新
聞
」
に
お
け
る
仏
骨
奉
迎
の
記
事
に
つ
い
て
（
下
）

95

78

予
算
二
万
四
千
八
百
余
円
を
以
て
維
持
す
る
見
込
な
り
と
い
ふ
。

覚
王
山
日
暹
寺
住
職
〔
明
治
36
年
11
月
１
日　

第
五
三
〇
九
号
〕

同
寺
住
職
は
、
最
初
に
天
台
座
主
兼
任
す
る
こ
と
に
内
定
し
居
れ
ど
も
、
現

座
主
三
津
玄
深
師
は
来
月
が
満
期
に
て
、
大
阪
四
天
王
寺
の
吉
田
源
応
師
、

其
後
を
襲
ふ
事
と
な
り
居
る
に
付
、
同
師
座
主
に
就
職
す
る
と
同
時
に
、
日

暹
寺
住
職
兼
任
の
許
可
を
内
務
省
へ
申
請
す
る
都
合
な
り
と
。

菩
提
会
の
醜
報
〔
明
治
36
年
11
月
29
日　

第
五
三
三
五
号
〕

俗
僧
共
が
寄
り
集
つ
て
、
ス
ワ
ブ
リ
上
げ
た
る
仏
骨
に
、
十
三
万
六
千
円
と

い
ふ
借
金
を
負
は
し
て
、
名
古
屋
連
中
に
売
り
渡
し
た
る
も
、
名
古
屋
方
と

て
い
づ
れ
劣
ら
ぬ
悪
鬼
羅
刹
、
容
易
に
其
金
を
出
さ
ゞ
る
の
み
な
ら
ず
、
何

と
か
し
て
京
都
方
の
裏
を
抓
か
ん
と
魂
胆
を
廻
ら
せ
し
折
も
折
と
て
、
曩
に

名
古
屋
連
中
に
代
償
さ
せ
し
古
證
文
の
名
宛
、
日
附
に
偽
書
あ
る
と
曝
露
し

た
り
け
れ
ば
、
十
三
万
六
千
円
は
夢
の
煙
に
吹
き
散
さ
ん
と
計
り
、
若
し
否

応
い
ふ
が
最
後
、
直
ち
に
刑
事
問
題
を
惹
き
起
さ
ん
ず
擬
勢
を
示
す
に
ぞ
、

流
石
に
馬
の
目
の
玉
を
も
抜
き
兼
ま
じ
き
雲
助
坊
主
も
、
傷
持
つ
脛
の
是
非

も
な
く
、
両
手
合
は
し
て
名
古
屋
方
に
再
拝
し
居
れ
り
と
か
や
。
嗚
呼
零
砕

一
片
の
仏
骨
、
今
や
群
鬼
利
を
争
ふ
の
害
器
に
供
せ
ら
る
。
釈
尊
の
霊
血
を

吐
く
こ
と
三
斗
。

仏
骨
立
退
の
訴
訟
〔
明
治
36
年
12
月
27
日　

第
五
三
六
三
号
〕

仏
骨
が
昨
年
十
一
月
、
名
古
屋
に
移
さ
れ
し
以
来
募
集
せ
る
覚
王
殿
建
設
の

寄
附
金
は
、
今
日
迄
の
入
帳
一
万
余
円
に
及
べ
る
も
、
悉
く
費
消
し
果
し
た

れ
ば
、
曩
日
帰
朝
の
稲
垣
暹
羅
公
使
も
見
る
に
見
兼
ね
て
内
務
省
に
交
渉

し
、
覚
王
山
日
暹
寺
と
は
為
し
た
り
し
が
、
是
と
て
実
際
は
異
名
同
体
の
菩

提
会
の
掌
管
す
る
所
な
れ
ば
、
関
係
は
依
然
と
存
続
し
不
始
末
重
な
る
の
み

に
て
、
遂
に
去
る
十
一
月
下
旬
の
如
き
は
些
の
入
金
も
な
く
、
薪
炭
の
料
に

も
窮
し
、
岐
阜
瓦
町
野
須
新
兵
衛
氏
よ
り
三
千
円
の
高
利
を
借
入
れ
て
、
其

日
を
過
せ
る
次
第
な
れ
ば
、
仮
安
置
の
堂
宇
使
用
料
の
延
滞
せ
り
と
云
ふ
も

其
筈
に
て
、
偖
は
茲
に
仏
骨
立
退
の
訴
訟
起
ら
ん
事
と
は
な
れ
る
な
り
。
万

松
寺
住
職
等
よ
り
、
各
宗
管
長
に
出
せ
る
詳
な
る
顛
末
書
あ
り
て
、
過
日
の

宗
派
会
議
に
提
出
し
た
る
も
の
に
て
、
一
方
に
は
直
接
當
事
者
吉
田
禄
在

氏
、
并
に
日
暹
寺
住
職
吉
田
源
応
師
に
交
渉
し
た
る
も
、
孰
れ
も
要
領
を
得

ざ
り
し
を
以
て
、
即
ち
既
報
の
如
く
弁
護
士
岡
田
芳
三
氏
を
訴
訟
代
理
人
と

し
、
去
る
十
五
日
附
を
以
て
従
前
の
約
定
解
除
と
、
更
に
契
約
締
結
の
催
告

状
を
発
し
、
一
週
間
の
期
限
を
示
し
て
、
執
達
吏
金
子
健
次
郎
氏
よ
り
住
職

吉
田
師
に
送
達
し
た
り
。
然
る
に
二
十
二
日
迄
は
、
何
等
の
回
答
な
き
を
以

て
、
更
に
岡
田
弁
護
士
よ
り
仏
骨
立
退
の
訴
訟
を
、
名
古
屋
地
方
裁
判
所
に

提
起
す
る
事
と
な
れ
る
由
な
る
が
、
同
時
に
先
づ
以
て
吉
田
禄
在
氏
に
支
払

命
令
を
発
し
、
家
賃
の
請
求
に
及
ぶ
筈
な
れ
ば
、
結
局
茲
に
仏
骨
は
忽
ち
無

宿
と
な
り
、
執
達
吏
の
仮
処
分
に
も
遭
ふ
に
至
る
べ
き
な
り
。

菩
提
会
の
近
況
〔
明
治
37
年
２
月
６
日　

第
五
四
〇
一
号
〕

同
会
は
名
古
屋
移
転
後
も
世
評
兎
角
面
白
か
ら
ず
、
随
て
寄
附
金
の
如
き
少

し
も
集
ら
ざ
る
よ
り
、
善
後
の
窮
策
と
し
て
覚
王
殿
の
名
目
を
廃
し
、
之
に
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愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
66
巻
第
１
号

96

77

代
ふ
る
に
日
暹
寺
建
立
の
名
を
以
て
し
、
昨
秋
内
務
省
の
設
立
認
可
を
受

け
、
同
地
月
見
坂
に
建
立
す
る
事
に
決
し
た
る
も
、
奈
何
に
せ
ん
一
度
菩
提

会
に
て
味
噌
を
付
け
た
る
悪
名
は
容
易
に
雪
が
れ
ず
、
其
の
不
評
判
は
依
然

と
し
て
変
ら
ず
。
今
は
差
當
り
日
日
の
支
払
ひ
費
用
に
も
差
支
ふ
る
有
様
と

な
り
、
其
極
仏
骨
は
遂
に
俗
吏
の
差
押
へ
を
喰
ふ
な
ど
、
古
今
未
曽
有
の
大

失
敗
を
来
し
た
る
も
、
是
れ
ま
で
失
態
不
都
合
に
狎
れ
た
る
役
員
は
一
向
平

気
に
て
、
頻
り
に
寄
附
金
募
集
に
尽
力
し
居
れ
る
も
、
到
底
其
効
な
き
は
明

白
な
り
。
▲
例
の
旧
負
債
の
十
余
万
円
は
、
今
日
に
至
る
も
其
ま
ゝ
な
る

が
、
能
く
も
債
権
者
が
何
時
ま
で
も
猶
予
す
る
事
よ
、
と
不
思
議
に
思
ふ
程

な
り
き
。
其
れ
も
其
筈
に
て
、
菩
提
会
の
金
は
実
際
妙
心
寺
よ
り
出
で
居

り
、
現
在
同
会
の
副
会
長
た
る
前
田
誠
節
氏
が
中
間
に
在
り
て
、
万
事
を
隠

蔽
す
る
よ
り
、
辛
ふ
じ
て
一
時
を
弥
縫
し
来
り
た
る
が
、
近
来
内
部
の
事
情

薄
々
門
末
に
知
れ
た
る
よ
り
、
一
紛
擾
持
上
ら
ん
と
せ
し
を
、
機
敏
の
同
氏

は
早
く
も
重
な
る
二
、
三
を
買
収
し
て
其
場
を
切
抜
け
た
る
が
、
来
る
三
月

の
門
末
会
議
に
は
、
再
び
紛
議
を
見
る
べ
く
、
氏
は
昨
今
予
防
策
に
肝
胆
を

砕
き
居
れ
り
。
▲
菩
提
会
の
現
在
会
長
は
、
大
阪
四
天
王
寺
住
職
、
吉
田
源

応
師
に
し
て
、
副
会
長
は
日
置
黙
仙
師
の
処
、
今
度
前
田
氏
を
更
に
副
会
長

に
推
選
し
た
れ
ば
、
同
会
は
二
名
の
副
会
長
と
な
れ
り
。
▲
各
宗
よ
り
五
名

の
実
行
委
員
を
出
し
て
、
日
暹
寺
創
立
の
経
営
に
當
る
こ
と
と
な
り
、
前
田

は
其
の
委
員
長
と
な
れ
り
。
▲
釈
等
固
は
妙
心
寺
の
執
事
と
し
て
前
田
と
結

託
し
、
同
寺
の
教
学
資
金
二
十
余
万
円
を
滅
茶
滅
茶
に
為
し
た
り
と
の
風
評

あ
り
。
同
寺
も
遠
か
ら
ず
大
谷
派
の
二
の
舞
を
見
る
に
至
る
べ
し
。

日
暹
寺
の
敷
地
問
題
〔
明
治
37
年
２
月
８
日　

第
五
四
〇
三
号
〕

愛
知
県
愛
知
郡
田
代
村
字
月
見
坂
に
選
定
し
た
る
覚
王
山
日
暹
寺
は
、
曩
に

各
宗
派
委
員
会
に
て
創
立
決
定
以
来
種
々
の
紛
争
絶
へ
ず
、
結
局
敷
地
を
少

敷
北
方
に
移
し
て
落
着
。
既
に
土
工
の
準
備
に
着
手
せ
し
由
。
斯
く
て
此
建

設
事
業
も
漸
く
其
緒
に
就
け
る
事
な
れ
ば
、
此
上
ヨ
モ
ヤ
既
往
の
如
く
、
荏

苒
日
時
を
空
過
す
る
事
は
な
か
る
べ
し
と
な
り
。
尤
も
此
敷
地
の
変
更
は
、

各
宗
派
会
の
協
賛
を
経
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
な
れ
ば
、
早
晩
多
少
の
異
議

は
起
る
な
ら
ん
も
、
目
下
の
場
合
強
ち
差
し
た
る
物
議
を
惹
起
す
に
至
る
ま

じ
、
と
某
師
は
語
り
き
。

菩
提
会
の
悲
境
〔
明
治
37
年
３
月
11
日　

第
五
四
三
四
号
〕

覚
王
山
日
暹
寺
建
築
募
集
の
為
め
、
各
宗
派
管
長
の
調
印
請
求
中
の
処
、
大

谷
派
本
山
は
委
任
状
の
不
完
全
を
口
実
に
し
て
拒
抗
す
る
処
と
な
り
、
其
他

の
本
山
は
時
節
柄
不
穏
當
の
挙
動
な
り
と
て
、
忠
告
的
の
下
に
味
ま
く
謝
絶

さ
る
ゝ
処
よ
り
、
菩
提
会
の
悲
境
は
、
益
々
其
度
を
進
め
つ
ゝ
有
り
と
い

ふ
。 



174─　　─

執　筆　者　紹　介

田
TANAKA Hiroyoshi
　中　泰　賢（本学客員教授 ････････ 英　　　語）

柴
SHIBATA Tetsuo
　田　哲　雄（本学准教授 ･･･････････ 歴　史　学）

西
NISHITANI Mariko
　谷　茉莉子（本学講師 ･･････････････ 英　　　語）

塩
ENYA Tadashi
　谷　直　史（京  都  大  学  非  常  勤  講  師）

川
KAWAGUCHI Kōhū
　口　高　風（本学名誉教授 ････････ 宗　教　学）
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編　集　後　記

　本年度最初の『教養部紀要』第66巻第１号をお届けいたします。
　本号には論文２編、翻訳１編、資料１編の合計４編を掲載することができまし
た。また、慣例にしたがって本号には、教養教育研究会会則および本誌投稿規定
も掲載いたしました。ご投稿いただきました諸先生には、編集委員一同、心より
お礼を申し上げます。
　今夏は、記録的猛暑では表現しきれない酷暑に見舞われました。春秋薄れて夏
冬濃くなる近年、皆さまにはくれぐれもご自愛ください。（山口記）

教　養　教　育　研　究　会　委　員

（会長）　河　野　敏　宏　　　（副会長）　有　馬　義　康

（会計）　野　田　大　志

　青　山　健　太　　　　有　馬　義　康　　　※池　 田　　 健

※岡　島　秀　隆　　　※北 村 伊 都 子　　　　柴　田　哲　雄

　都　築　正　喜　　　　西 谷 茉 莉 子　　　　野　田　大　志

　福　 山　　 悟　　　　文　　 嬉　 眞　　　※山　口　拓　史

　※本号編集委員
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愛知学院大学教養教育研究会会則

第　１　条 本会は愛知学院大学教養教育研究会と称する。
第　２　条 本会の事務所は愛知学院大学教養部に置く。
第　３　条 本会は大学設立の趣旨に則り、人文科学・社会科学・自然科学・語学・健康総合科学等の、教養

教育に関する諸学の研究成果ならびに教育成果の発表を通じ、学問の水準を維持、向上せしめ教
育及び社会一般に寄与することを目的とする。

第　４　条 本会の会員は次の通りとする。
　　　　　　⑴　正 会 員　本大学の教養部専任教員とする。
　　　　　　⑵　準 会 員　本大学の在学生とする。
　　　　　　⑶　賛助会員　本大学の卒業生及び本会の趣旨に賛同し、会長の承認を得た者とする。
第　５　条 本会は第３条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　　　　　⑴　機関誌「愛知学院大学論叢教養部紀要」の刊行
　　　　　　⑵　研究会、講演会、討論会等の開催
　　　　　　⑶　その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第　６　条 「愛知学院大学論叢教養部紀要」は原則として毎年３回発行し、会員に配布する。
第　７　条 本会は教養教育研究会委員会を置き、委員は次の者で構成する。
 ⑴　会　　長　　１名
 ⑵　副 会 長　　１名
 ⑶　委　　員　　12名
 ⑷　会　　計　　１名
　　　　２　会長は学長これを委嘱する。
　　　　３　委員は正会員の互選により、人文科学・社会科学・自然科学・第１外国語・第２外国語および健

康総合科学の各系列より２名あて選出する。委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げな
い。

　　　　４　副会長及び会計は委員の互選により、会長がこれを委嘱する。
第　８　条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
　　　　２　副会長は会長を補佐し、会務を掌る。
　　　　３　委員は委員会を構成し、本会の企画運営にあたる。
第　９　条 会長は委員会を招集し、その議長となる。
第　10　条 会長は本会の会務執行のため、必要あるときは実行委員会を委嘱することがある。
第　11　条 会員は毎年度始めにおいて会費を納入する。
　　　　２　新入会員は入会金を納付するものとする。
第　12　条 本会の運営費は、会員の納付する会費、愛知学院大学からの補助金または有志からの寄付金およ

びその他の収入をもってこれにあてる。
第　13　条 本会の会計は４月に始まり、翌年３月に終る。
第　14　条 本会の会則の改正は正会員の３分の２以上の賛成をもって成立する。
付　　則
　本会則は、昭和32年４月１日に制定し、即日施行する。
　本会則は、昭和53年２月６日に改正し、即日施行する。
　本会則は、昭和57年３月24日に改正し、同年４月１日より施行する。
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　本会則は、昭和58年６月17日に改正し、即日施行する。
　本会則は、昭和63年４月１日に改正し、即日施行する。
　本会則は、平成２年７月６日に改正し、同年４月１日より施行する。
　本会則は、平成８年７月19日に改正し、即日施行する。
　本会則は、平成11年12月17日に改正し、翌年４月１日より施行する。
　本会則は、平成20年12月12日に改正し、翌年４月１日より施行する。
　本会則の施行により愛知学院大学一般教育研究会会則を廃止する。
　本会則は、平成27年４月１日に改正し、即日施行する。

愛知学院大学論叢「教養部紀要」投稿規定
1988年４月１日成立・実施

〔投稿資格〕
第　一　条 この会誌に投稿する資格をもつ者は、原則として教養教育研究会正会員とする。
〔転載の禁止〕
第　二　条 他の雑誌に掲載された論文・資料・翻訳・書評などは、これを採用しない。
〔原稿の形式〕
第　三　条 投稿に際しては、次の要領に従って本文、図および表を作成する。
　　　　　　⑴　原稿は、原則として原稿用紙または電子媒体による入稿とする。（電子媒体による入稿の場

合プリントアウトを一部添付する。）
　　　　　　⑵　原稿の量はおおむね16,000字以内とする。
　　　　　　⑶　本文の前に、別紙で、次の３項を次の順序で付する。
　　　　　　　ⅰ　和文の題目および執筆者名。
　　　　　　　ⅱ　欧文の題目および執筆者名。
　　　　　　　ⅲ　イ　論文・資料・翻訳・書評などの区別
　　　　　　　　　ロ　その論文・資料・翻訳・書評などが属する専門領域名。
　　　　　　　　　　ただし、ここにいう専門領域は、人文・社会・自然・外国語・健康総合科学の５部門に

区別する。
　　　　　　　　　ハ　教授・准教授・講師・助教・外国人教師など別
　　　　　　⑷　原稿の欧文箇所は、すべて活字体で書くか、またはワープロを用いる。
　　　　　　⑸　図は、白紙または淡青色の方眼紙に墨書し、縮尺を指定する。これに対する文字は鉛筆で入

れる。ただし、表はこれらの限りではない。
　　　　　　⑹　写真に文字または印を入れるときは、トレーシング・ペーパーを重ねてそれに書き入れる。
〔原稿の申込み〕
第　四　条 投稿希望者は、教養教育研究会委員会（以下、委員会と称す）の公示する期限までに、委員会の

提示する申し込み用紙に氏名を記入する。
 ただし、申し込み者が所定の数に達しないか、またはそれを越える場合には、委員会がこれを調

整する。
〔提出期限〕
第　五　条 投稿は委員会の定める提出期限までにこれを行う。締切り日以後に提出された原稿は掲載されな
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いことがある。
〔原稿組版の制限〕
第　六　条 図版・カラー写真などの掲載により一般の経費より多くかかる場合は、その必要性を各号の編集

責任者に申し出て委員会を開催して審議し、承認を得ることとする。なお、承認を得られず掲載
を希望する場合、その費用を別途に個人負担とする。

〔原稿修正の制限〕
第　七　条 投稿後の原稿の修正は、原則としてこれを行わないものとする。やむをえない場合は初校におい

て修正し、その範囲は最小限度にとどめる。大幅な修正の結果、印刷費が追加されるときは追加
費用を個人負担とすることがある。

〔校　　正〕
第　八　条 校正は原則として第３校までとし、本文については執筆者がこれに当たり、表紙・奥付その他に

ついては編集委員がこれに当たる。
〔抜き刷り〕
第　九　条 抜き刷りは、論文・資料・翻訳・書評など各１篇につき50部までを無料とする。これを越える

分については実費を執筆者の負担とする。50部以上を要する場合には、執筆者はその必要全部
数を原稿の表紙に朱記する。

〔掲載論文等の複製権・公衆送信権〕
第　十　条 この会誌に掲載された論文等の電子化および公開に関わる複製権および公衆送信権は、教養教育

研究会に属するものとする。
 ただし、掲載された論文などの執筆者が他の機関への転載もしくは複製権または公衆送信権の行

使を申し出た場合は、正当な理由がない限り、教養教育研究会はこれを拒むことはできない。
付　　則
　一、本規定の改正には、教養教育研究会正会員の３分の２以上の賛成を要する。
　二、本規定は、1988年４月１日に成立し、即日施行する。
　三、本規定は、1996年７月19日に改正し、即日施行する。
　四、本規定は、1999年12月17日に改正し、翌年４月１日より施行する。
　五、本規定は、2003年11月21日に改正し、即日施行する。
　六、本規定は、2005年４月22日に改正し、即日施行する。
　七、本規定は、2007年11月16日に改正し、即日施行する。

申し合わせ（教養部会 2010. 7. 16）

　　●第一条の「投稿する資格を持つ者」には、以下の非正会員を含む。
　　　⑴　正会員との共同執筆による投稿
　　　⑵　正会員が推薦する本学教養部の非常勤講師で、本務校をもたない人の投稿
　　　⑶　元正会員で、本務校をもたない人の投稿
　　●上記⑴ ⑵ ⑶に該当する投稿希望者がある場合は、担当編集委員が投稿の可否を決定し、投稿希望者に通

知する。担当編集委員で判断できない場合には、教養教育研究会委員会を開いて投稿の可否を決定する。
　　●投稿原稿の掲載に際しては、⑴の場合の原稿料は１篇分とし、⑵ ⑶の場合の原稿料は支払われない。

また、⑴ ⑵ ⑶いずれの場合も抜き刷り50部までは無料とする。
　　●投稿者は、第三条の〔原稿の形式〕を厳守し、第四条の〔原稿の申し込み〕の時に委員会の提示する

「投稿票」用紙に必要事項を記入のうえ添付して投稿する。
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　　●投稿された原稿について担当編集委員から検討の申し出があった場合は教養教育研究会委員会を開き、
委員会名において訂正を依頼したり投稿を断ることがある。

　　●第六条「図版・カラー写真の掲載」については、紀要作成予算の範囲内と見なされる場合、その採否は
紀要編集委員の決議にゆだねるものとする。ただし、予算の範囲を逸脱する、あるいは採否の決議が困
難の場合は教養教育研究会委員会を開催して、決定することとする。

　　（注） 教養教育研究会が本会正会員の著書・論文等について書評を依頼する場合は、原稿料を支払うこと
とする。



平成30年９月19日　印 刷
　　　　　　　　　　　　　　　　（非売品）　　　　　　平成30年９月27日　発 行

　愛知学院大学論叢 編集責任者
　　教養部紀要第66巻 河　野　敏　宏
　　　第１号（通巻第194号）

　　　発行者　愛　知　学　院　大　学
　　　　　　　教 養 教 育 研 究 会

〒470‒0195
　愛知県日進市岩崎町阿良池12
　電　話　〈0561〉（73）1111（代表）

　　　印 刷 所　 株  式  会  社　  あ　る　む
　電　話　〈052〉（332）0861



Vol. 66 No. 1
（Whole Number 194）

C O N T E N T S

Published
by

Aichi Gakuin University
Nagoya, Japan

2018

Articles

Hiroyoshi TANAKA：A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki ･････････････････････････････････････････････････････････････････（  1  ）

Tetsuo SHIBATA：The Memorandum for the Biography of Hu Yaobang ･････････････････････････････････････････････････････（ 17 ）

Translation

Mariko NISHITANI and Tadashi ENYA：Poisoned Lands and Other Poems by John Montague (1) ･･････････････････（ 53 ）

Material

Kōhū KAWAGUCHI：On the Meikyoshinshi・Yamatoshinbun Journal Article Related 
to Welcoming Buddha’s Remains (2)･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････（172）


	表表紙
	001-015田中
	017-052柴田
	053-075西谷・塩谷
	172-077川口
	174執筆者紹介
	175編集後記
	176-179会則
	180奥付
	裏表紙



