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授
)

は
じ
め
に

ー

ん

仁

よ

お

お

さ

か

教
如
上

Aは
い
い
水
禄
元
(
一
五
五
八
)
年
九
月
十
六
日
に
本
願
寺
第
十
一
世
顕
如
上
人
の
長
男
と
し
て
大
坂
(
石
山
)
本
願
寺
で

誕
生
さ
れ
、
慶
長
十
九
(
一
六
一
四
)
年
十
月
五
日
に
五
十
七
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
四
百
回
忌
に
あ
た
る
本
年
、

東
本
願
寺
春
の
法
要
に
お
い
て
「
教
如
上
人
四
百
回
忌
法
要
」
が
三
日
間
の
日
程
で
勤
ま
り
ま
す
。
実
は
上
人
の
百
回
忌
、
二
百
回

忌
は
勤
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
そ
し
て
三
百
回
忌
は
御
命
日
に
歴
代
法
要
と
し
て
勤
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
特
別
な
法
要
と
し
て

勤
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
今
回
の
よ
う
に
三
日
間
の
法
要
を
勤
め
る
と
い
う
こ
と
は
初
め
て
の
こ
と
な
の
で
す
。
上
人

の
初
め
て
の
御
遠
忌
と
も
い
う
べ
き
今
回
の
四
百
回
忌
法
要
は
、
上
人
が
何
を
願
い
東
本
願
寺
を
創
設
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な

思
想
を
持
た
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
大
切
な
機
縁
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

講
題
と
し
て
東
本
願
寺
「
創
設
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の
ご
ろ
、
創
設
と
い
う
よ
り
は
「
別
立
」
で
は
な
い

か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
本
日
は
教
如
上
人
に
よ
る
本
願
寺
「
別
立
L

と
い
う
視
点
で
見
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

の

ぷ

な

が

ひ

で

よ

し

教
如
上
人
に
つ
い
て
一
般
的
に
持
た
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
織
田
信
長
と
石
山
合
戦
を
戦
い
、
豊
臣
秀
吉
に
本
願
寺
門
主

い
え
や
す

(
門
首
)
の
座
を
追
わ
れ
、
徳
川
家
康
に
拾
わ
れ
て
東
本
願
寺
を
建
て
て
も
ら
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

い
ん
え
C

よ

し
ま
す
と
、
東
本
願
寺
創
設
の
正
統
性
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
、
上
人
独
自
の
理
念
や
思
想
が
見
え
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
隠
居
さ
せ

ら
れ
た
長
男
が
単
に
本
願
寺
を
分
裂
さ
せ
た
だ
け
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
な
ん
だ
か
後
ろ
め
た
い
。
そ
う
い
う
思
い
が
ず
っ
と

教
団
の
な
か
に
あ
り
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
東
本
願
寺
の
事
実
上
の
開
祖
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
上
人
の
特
別
な

法
要
が
勤
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
如
上
人
の
人
生
を
た
ど
り
ま
す
と
、
実
は
秘
め
ら
れ
た
思
い
が
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
も
の
を
拾
い
あ
げ
て
い
く
と
、
上
人
の
思
想
に
つ
い
て
一
つ
の
筋
道
が
見
え
て
き
ま
す
。
本
日
は
そ
の
よ
う
な
話
を

申
し
あ
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
教
如
上
人
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
本
願
寺
別
立
の
理
念
と
い
う

も
の
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
振
り
返
っ

て
お
き
ま
す
。

ま
ず
、
大
谷
派
教
団
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
教
団
の
あ
ゆ
み
真
宗
大
谷
派

教
団
史
』
(
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
九
五
年
)
の
な
か
で
、
上
人
は
秀
吉
に

本
願
寺
門
主
の
座
を
追
わ
れ
た
け
れ
ど
も
「
大
谷
本
願
寺
釈
教
如
」
と
裏
書
し

た
本
尊
を
門
徒
へ
下
附
す
る
な
ど
、
あ
く
ま
で
も
本
願
寺
門
主
と
し
て
の
自
覚

を
持
ち
続
け
て
い
た
と
し
ま
す
。
ま
た
、
教
学
研
究
所
編
「
教
如
上
人
と
東
本

願
寺
創
立
|
本
願
寺
の
東
西
分
派
』
(
同
、
二
O
O
四
年
)
で
も
「
教
如
上
人
は

本
願
寺
門
主
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
持
っ
て
活
動
さ
れ
た
」
と
し
、
そ
の
背

景
に
は
上
人
が
親
鷲
聖
人
一
流
の
教
え
を
相
続
し
伝
授
す
る
教
団
を
願
わ
れ
た

こ
と
が
あ
る
と
し
ま
す
。
ま
た
、
藤
島
達
朗
先
生
(
『
本
廟
物
語
東
本
願
寺
の

せ
い
も
れ
く

歴
史
』
同
、
一
九
八
四
年
)
も
、
本
願
寺
の
正
嫡
と
い
う
音

は
強
か
つ
た
と
さ
れ
ま
す

O

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
大
谷
派
教
団
は
教
如
上

人
を
門
主
と
し
て
の
自
覚
と
意
識
に
お
い
て
東
本
願
寺
を
つ
く
ら
れ
た
方
と
捉

え
て
い
る
わ
け
で
す
。

他
に
も
名
畑
崇
先
生
(
「
教
如
上
人
』
真
宗
大
谷
派
満
福
寺
、
一
九
九
五
年
)
が
、

も

く

は

ん

し

ょ

う

し

ん

げ

さ

ん

じ

よ

う

わ

さ

ん

ま

つ

だ

い

ぶ

つ

ほ

う

こ

う

上
人
が
刊
行
さ
れ
た
木
版
『
正
信
偶
三
帖
和
讃
」
の
奥
書
に
「
末
代
仏
法
興

隆
の
た
め
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
末
代
に
お
け
る
仏
法
興
隆
こ
そ
が
東
本
願

れ

ん

に

よ

か

ん

め

い

寺
創
立
の
願
い
だ
と
さ
れ
ま
す
。
実
は
、
こ
の
奥
書
は
第
八
世
蓮
如
上
人
が
文
明

五
(
一
四
七
一
二
)
年
に
開
版
さ
れ
た
『
正
信
侶
三
帖
和
讃
」
の
奥
書
に
書
か
れ

た
言
葉
な
の
で
す
か
ら
、
こ
の
刊
行
に
は
蓮
如
上
人
の
本
願
寺
中
興
を
継
承

し
よ
う
と
い
う
教
如
上
人
の
強
い
意
志
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

東
西
分
派
の
真
実

も
ん

L
ゆ

こ
の
よ
う
に
、
本
願
寺
を
別
立
し
た
教
如
上
人
の
理
念
と
し
て
は
「
門
主
意ひ

ろ

識
」
ぐ
ら
い
し
か
言
わ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
高
倉
会
館
で
太
田
浩

• 

史
先
生
が
新
説
を
出
し
ま
し
た
(
「
教
如
上
人
と
大
谷
派
樹
立
の
精
神
」
「
教
化
研

究
』
一
五
O
号
、
二
O
一
二
年
)
。
上
人
四
十
四
歳
の
慶
長
六
(
一
六
O
ご
年
、

前
年
の
関
ケ
原
の
合
戦
で
勝
利
し
た
家
康
が
上
人
に
再
び
本
願
寺
門
主
と
な
る

よ
う
す
す
め
た
と
き
、
上
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
さ
れ
る
言
葉
に
東
本
願
寺
創

設
の
精
神
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

ほ

っ

ち

?

っ

し

ゅ

う

い

け

と

う

法
中
の
望
、
た
だ
祖
師
の
宗
意
を
あ
ま
ね
く
化
導
す
る
に
あ
り
(
中
略
)

か

つ

て

し

だ

い

ち

ゃ

く

り

ゅ

う

ぜ

ん

仁

?

7

き

さ

ん

然
ら
ば
諸
国
の
末
寺
門
徒
等
勝
手
次
第
嫡
流
前
住
教
如
上
人
へ
帰
参

む
ね

あ
る
べ
し
。
領
主
・
地
頭
た
り
と
も
異
儀
有
る
べ
か
ら
ざ
る
旨
、
国
々

へ
触
一
不
し
給
ふ
。

(
「
大
谷
嫡
流
実
記
』
、

『
真
宗
史
料
集
成
」
第
七
巻
六
四
四
頁
、

原
文
片
仮
名
)

教
如
上
人
は
家
康
の
す
す
め
を
断
り
、
「
法
中
の
望
」
つ
ま
り
私
た
ち
真
宗

門
徒
の
望
み
は
宗
祖
聖
人
の
教
え
を
布
教
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
、
だ
か
ら
再

ぴ
本
願
寺
門
主
に
な
る
必
要
は
な
い
し
、
土
寸
を
建
て
て
も
ら
う
必
要
も
な
い
、

と
お
っ
し
ゃ
る
。
す
る
と
家
康
は
、
そ
れ
な
ら
ば
堀
川
本
願
寺
(
西
本
願
寺
)

で
も
教
如
上
人
で
も
「
勝
手
次
第
」
、
つ
ま
り
門
徒
が
自
由
に
選
べ
る
よ
う
取

り
は
か
ら
お
う
、
と
約
束
し
た
と
い
う
の
で
す
。

太
田
先
生
は
こ
れ
を
家
康
に
よ
る
「
信
教
の
自
由
」
の
保
障
と
捉
え
ま
す

が
、
私
は
こ
の
家
康
の
一
言
葉
に
は
違
う
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
一
つ

は
、
家
康
が
教
如
上
人
の
教
団
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
。
「
嫡
流
前
住
教
如
上

人
へ
帰
参
あ
る
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
堀
川
本
願
寺
と
は
違
う
本
願
寺
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
家
康
が
認
め
た
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
教
如
上
人
に
帰
依
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
全
国

へ
命
令
す
る
こ
と
を
家
康
が
約
束
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
領
、
王
・
地
頭
た

り
と
も
異
儀
有
る
べ
か
ら
ざ
る
」
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
す
。
家
康
が

こ
の
よ
う
な
約
束
を
し
た
の
は
、
秀
吉
の
時
代
か
ら
上
人
を
支
持
す
る
門
徒
た

ち
を
大
名
が
弾
圧
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
石
山
合
戦
で
最
後
ま
で
信
長
と
戦
っ

た
上
人
は
、
秀
吉
政
権
に
と
っ
て
も
危
険
な
存
在
で
し
た
。
特
に
一
向
一
撲
に

• 
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苦
し
め
ら
れ
た
加
賀
(
石
川
県
了
越
中
(
富
山
県
)
の
領
主
前
田
家
は
教
如
派

を
一
撲
の
残
党
と
み
な
し
、
堀
川
本
願
寺
を
離
れ
て
上
人
に
帰
依
し
よ
う
と
す

る
寺
院
や
門
徒
を
激
し
く
弾
圧
し
て
い
ま
し
た
。
越
中
で
は
教
如
派
の
首
謀
者

を
捕
ら
え
て
打
ち
首
に
し
、
獄
門
に
さ
ら
し
ま
し
た
(
『
専
念
寺
由
緒
書
』
『
信
配

絵
伝
』
等
)
。
家
康
は
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
領
主
は
教
如
上
人
へ
の
帰
依

を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
」
と
命
令
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
こ
の
命
令
の
目
的
は
、
教
如
派
へ
の
弾
圧
を
や
め
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
っ

た
の
で
す
。

大
坂
本
願
寺
退
去
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
く
ま
で
信
長
と
戦
い
続
け
よ
う
と
す
る

教
知
上
人
を
支
持
す
る
一
派
と
、
顕
如
上
人
を
支
持
す
る
一
派
が
激
し
く
対
立

し
、
そ
れ
が
本
願
寺
東
西
分
派
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
戦
国
時
代
の
本
願
寺
教

団
の
存
立
基
盤
で
あ
っ
た
一
向
一
挟
体
制
を
掘
り
崩
す
権
力
に
従
う
こ
と
で
宗

門
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
方
向
を
取
ろ
う
と
し
た
の
が
、
の
ち
に
堀
川
本
願
寺

と
な
る
顕
如
派
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
本
願
寺
教
団
を
め
ぐ
っ

て
顕
如
派
と
教
如
派
と
の
聞
に
大
き
な
意
見
の
食
い
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
本

山
だ
け
で
は
な
く
、
宗
門
全
体
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
教
団
存
続
を
め
ぐ
っ

て
大
き
な
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。

本
願
寺
の
家
は
慈
悲
を
も
っ
て
本
と
す

3 

や
が
て
教
如
上
人
は
、
多
く
の
門
徒
に
支
持
さ
れ
つ
つ
本
願
寺
を
別
立
し
ま

す
。
そ
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
門
主
意
識
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
も
上
人
の
伝
記
を
書
い
た
(
「
教
如
」
『
〈
宗
派
別
〉
日
本

の
仏
教
・
人
と
教
え
4

浄
土
真
宗
』
小
学
館
、
一
九
八
五
年
)
と
き
に
、
や
は
り

門
主
意
識
と
い
う
視
点
で
こ
の
問
題
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
最
後
に
書

じ

ひ

ほ

ん

き
ま
し
た
「
本
願
寺
の
家
は
慈
悲
を
も
っ
て
本
と
す
L

と
い
う
上
人
の
言
葉

が
、
そ
の
と
き
は
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
の
私
が
考
え
て
お
り
ま
す

本
願
寺
別
立
の
理
念
の
出
発
点
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

の
し
ん
ぞ
う
お
ぼ
え
が
き

こ
の
言
葉
は
、
教
如
上
人
の
側
近
が
記
録
し
た
『
宇
野
新
蔵
覚
書
』
に
残

み
つ
ひ

P

じ
よ
う
ね
ん

さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
と
き
、
明
智
光
秀
の
家
臣
で
あ
っ
た
浄
念
と
い
う
浪

• か

み

そ

り

も

ん

ぜ

き

人
者
が
上
人
に
お
剃
刀
を
願
い
出
た
。
上
人
の
家
臣
た
ち
が
「
門
跡
と
も
あ
ろ

う
お
方
が
と
ん
で
も
な
い
」
と
強
く
反
対
し
た
と
き
、
上
人
は
こ
の
よ
う
に
お

っ
し
ゃ
っ
た
。

ひ

そ

う

ひ

ぞ

く

え

ん

5
ょ
う

本
願
寺
親
驚
聖
人
の
申
し
残
さ
れ
候
通
に
は
、
非
僧
非
俗
、
我
ら
遠
行

の
後
、
死
骸
を
ば
加
茂
川
に
入
れ
、
魚
に
与
う
べ
し
、
と
あ
る
上
は
、
本

願
寺
の
家
は
慈
悲
を
も
っ
て
本
と
す
。

(
『
続
真
宗
大
系
』
第
十
六
巻
一

O
八
頁
)

「
死
骸
を
ば
加
茂
川
に
」
と
は
、
有
名
な
宗
祖
の
言
葉
(
「
改
邪
紗
』
二
ハ
、

聖
典
、
六
九
O
頁
)
に
拠
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
「
本
願
寺
の
家
は
慈
悲
を
も
っ
て

本
と
す
」
は
、
上
人
自
身
が
考
え
ら
れ
た
本
願
寺
別
立
の
理
念
な
の
で
す
。

わ
か
り
に
く
い
文
章
で
す
が
、
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
「
非
僧
非

俗
」
と
は
僧
で
あ
る
と
か
俗
で
あ
る
と
か
の
区
別
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
だ
か
ら
門
跡
が
身
分
を
超
え
て
お
剃
万
を
与
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

ま
た
「
死
骸
を
ば
加
茂
川
に
入
れ
、
魚
に
与
う
べ
し
」
と
は
、
自
分
の
身
を
捨

て
て
の
慈
悲
を
お
こ
な
う
べ
し
、
こ
う
い
う
意
味
合
い
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
「
本
願
寺
の
家
は
慈
悲
を
も
っ
て
本
と
す
」
と
は
、
本
願

寺
は
身
分
の
差
別
を
超
え
た
仏
弟
子
の
教
団
で
あ
り
、
身
を
捨
て
て
慈
悲
を
広

め
よ
と
い
う
宗
祖
の
教
え
の
御
座
所
で
あ
る
と
宣
言
し
た
言
葉
な
の
で
す
。

「
慈
悲
の
家
」
と
し
て
の
本
願
寺
。
こ
こ
に
教
如
上
人
の
理
念
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

四

和
讃
書
き
添
-
え
十
字
名
号

教
如
上
人
の
こ
の
理
念
は
ど
の
よ
う
に
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私

わ

さ

ん

か

じ

ゅ

う

じ

み

よ

う

ご

う

は
上
人
が
下
附
さ
れ
た
「
和
讃
書
き
添
え
十
字
名
号
」
に
そ
れ
が
う
か
が
え

る
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
「
十
字
名
号
」
に
和
讃
を
書
き
添
え
る
形
式
は
上
人

が
独
創
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
如
来
の
慈
悲
が
光
と
な
っ
て
こ
の
世
界
に
は
た

ら
く
姿
を
形
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
な
の
で
す
。
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尽
十
方
無
碍
光
の

大
悲
大
願
の
海
水
に

命

尽

十

方

煩
悩
の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ハ

知
恵
の
う
し
ほ
に
一
味
な
り

f帝

光

元

碍

如

来

(
教
如
花
押
)

(
真
宗
大
谷
派
八
尾
別
院
蔵
)

む

げ

こ

う

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
名
号
と
、
そ
の
両
脇
に
宗
祖
の
和
讃
(
「
高

僧
和
讃
」
曇
驚
讃
、
聖
典
四
九
三
頁
)
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
日
間
×
却

m
程
度

の
小
さ
な
も
の
で
す
か
ら
、
お
内
仏
脇
掛
か
道
場
で
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

や

お

き

い

き

同
じ
形
式
の
も
の
が
八
尾
別
院
(
大
阪
府
)
の
他
に
佐
伯
善
教
寺
(
大
分
県
)
な

ど
四
カ
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
字
名
号
そ
の
も
の
は
宗
祖
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
蓮
如
上
人
や

顕
如
上
人
ら
歴
代
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
小
型
で
和
讃
を
つ
け
た
と
い
う
形

式
は
教
如
上
人
が
最
初
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
上
人
の
理
念
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

き

ょ

う

ぎ

ょ

う

し

ん

し

よ

う

だ

い

き

ょ

う

宗
祖
は
『
教
行
信
証
」
行
巻
冒
頭
の
大
行
釈
で
、

っ

し

お

う

そ

う

え

こ

う

謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
大
行
と

は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。

2013(平成25)年4月1l!発行

(
聖
血
二
五
七
頁
)

如
来
が
我
々
を
浄
土
に
導
く
べ
く
、
こ
の
裟
婆
で
は
た
ら
い
て
お
ら
れ
る
、

そ
の
は
た
ら
き
が
大
行
で
あ
り
、
そ
の
大
行
を
受
け
て
我
々
の
信
心
が
生
ま
れ

る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
如
来
が
我
々
を
導
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
姿
が
「
尽

十
方
無
碍
光
如
来
」
で
あ
り
、
そ
の
姿
に
帰
命
し
、
御
名
を
称
え
る
の
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

• 

ま
た

そ
ん
ご
う
し
ん
ぞ
う
め
い
も
ん

『
尊
号
真
像
銘
文
」

で
は
さ
ら
に
く
わ
し
く
、

尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
も
う
す
は
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
な
り
。
こ
の

如
来
は
光
明
な
り
。
尽
十
方
と
い
う
は
、
尽
は
つ
く
す
と
い
う
、
こ
と
ご

と
く
と
い
う
。
十
方
世
界
を
つ
く
し
て
、
こ
と
ご
と
く
み
ち
た
ま
え
る
な

り
。
無
碍
と
い
う
は
、
さ
わ
る
こ
と
な
し
と
な
り
。
さ
わ
る
こ
と
な
し
と

も
う
す
は
、
衆
生
の
煩
悩
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
な
り
。

聖
典
五
一
八
頁
)

阿
弥
陀
如
来
が
放
つ
光
明
は
十
方
を
尽
く
し
、
そ
し
て
我
々
の
煩
悩
に
さ
え
ぎ

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
「
唯
信
紗
文
意
」
に
も
「
法
性
の
み

や
こ
よ
り
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
、
こ
の
裟
婆
界
に
き
た
る
ゆ
え
」
(
聖
典
五
五

二
貝
)
と
、
如
来
が
裟
婆
に
出
現
し
て
我
々
を
救
お
う
と
し
て
い
る
は
た
ら
き

を
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
が
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
意
味

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

従
い
ま
し
て
、
「
和
讃
書
き
添
え
十
字
名
号
」
と
い
う
の
は
、
如
来
が
我
々

の
姿
婆
世
界
に
出
現
し
て
、
我
々
の
一
切
を
救
い
取
る
た
め
に
は
た
ら
く
姿

を
、
名
号
と
和
讃
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。
裟
婆
に
あ
ら
わ
れ
て
必
ず

私
た
ち
を
救
い
取
る
ん
だ
と
い
う
名
号
を
、
教
如
上
人
は
新
た
な
形
式
を
創
り

あ
げ
て
門
徒
に
下
附
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま

す。

五

浄
土
文
類
緊
紗
の
文

そ
こ
で
も
う
一
つ
、
教
如
上
人
が
独
創
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
経
典
か
ら
漢

文
四
行
を
抜
き
出
し
二
幅
に
仕
立
て
た
書
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
「
浄

と
も
ん
る
い
じ
ゅ
し
ょ
ヲ
も
ん

土
文
類
緊
紗
文
」
(
以
下
「
丈
類
緊
紗
丈
」
)
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
が
、
八
尾
別

院
な
ど
は
先
ほ
ど
の
「
和
讃
書
き
添
え
十
字
名
号
」
と
三
幅
セ
ッ
ト
で
所
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
か
ら
も
教
如
上
人
の
理
念
が
う
か
が
え
る
と
思
い
ま

す。

• 
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第
一
幅

「
論
主
宣
布
慶
大
無
碍
浄
信

普
偏
開
化
雑
善
堪
忍
群
生

「
宗
師
顕
一
不
往
還
大
悲
回
向

感
動
ω

弘
宣
利
他
他
利
深
義
(
教
如
花
押
)
」

(
亙
(
宗
大
谷
派
八
尾
別
院
蔵
、
以
下
傍
点
編
者
)

(
教
如
花
押
)
」

第
一
二
戸
帽

一
見
す
る
と
「
教
行
信
証
』
証
巻
結
釈
の
文
に
よ
く
似
て
お
り
ま
す
が
、

少
し
違
っ
て
お
り
ま
す
。
一
証
巻
は
「
論
主
宣
布
広
大
無
碍
で
心
(
論
主
は
広
大

せ
ん
ぷ

無
碍
の
一
心
を
宣
布
し
て
)
」
(
聖
典
二
九
八
頁
)
で
す
が
、
教
如
上
人
の
丈
は

じ
よ
う

L
ん

「
一
心
」
が
「
浄
信
」
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
文
は
「
浄
土
文
類
緊

紗
」
(
以
下
「
丈
類
緊
紗
』
)
の
「
論
、
王
宣
布
広
大
無
碍
浄
信
(
論
主
、
広
大
無
碍

の
浄
信
を
宣
布
し
)
」
(
聖
典
四
O
八
頁
)
に
拠
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
「
浄
信
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

『
丈
類
来
紗
」
は
『
教
行
信
証
」
の
要
約
本
で
あ
る
と
も
、
逆
に
「
文
類
緊

紗
」
が
先
で
そ
れ
か
ら
『
教
行
信
証
」
が
書
か
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
く
ら
い
非
常
に
よ
く
似
た
文
章
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
一
番
大
き
な
違
い

お
う
そ
、
つ
げ
ん
そ
、
つ

は
『
教
行
信
証
」
が
往
相
還
相
の
二
回
向
と
教
・
行
・
信
・
証
と
い
う
四
法
で

浄
土
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
対
し
、
『
丈
類
緊
紗
』
は
往
相
還
相
の
二
回

向
と
信
を
行
の
な
か
に
摂
取
し
た
教
・
行
・
証
の
三
法
で
浄
土
真
宗
の
大
綱
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
先
ほ
ど
の
行
巻
大
行
釈
で
「
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ

り
、
大
信
あ
り
」
と
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
『
浄
土
文
類
緊
紗
』
で
は
「
往
相
に
つ

き
て
大
行
あ
り
、
ま
た
侍
信
あ
り
」
(
聖
典
四
O
一
二
頁
)
と
、
こ
の
よ
う
に
「
浄

信
」
に
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
は
「
大
信
」
と
「
浄
信
」
は
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
浄
信
と
は
如
来

回
向
の
大
行
に
よ
っ
て
煩
悩
の
身
に
清
浄
真
実
の
信
心
と
し
て
聞
か
れ
た
信
で

あ
り
、
往
相
還
一
相
の
二
回
向
が
一
体
と
な
っ
て
称
名
に
帰
結
し
た
姿
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
我
々
が
こ
の
煩
悩
の
身
の
ま
ま
で
如
来
の
大
行
の

な
か
に
包
み
込
ま
れ
た
と
き
、
如
来
清
浄
の
「
願
心
」
が
こ
の
煩
悩
の
身
に
そ

し5 

• 

の
ま
ま
「
信
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
如
来
の
行
の
な
か
に
包
み
込
ま
れ
て
い

る
姿
を
「
浄
信
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
は
往
相
回
向
も

還
相
回
向
も
、
全
て
如
来
清
浄
の
願
心
の
成
就
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
い

う
こ
と
が
「
浄
信
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
如
上
人
は
「
丈
類
緊
妙
』
の
「
浄
信
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
に
注
目
さ
れ
、
無
碍

光
如
来
の
十
字
名
号
と
し
て
こ
の
裟
婆
に
出
現
さ
れ
た
如
来
の
は
た
ら
き
が
、

我
々
を
煩
悩
の
身
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
信
心
の
姿
に
変
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
を
「
浄
信
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
、
「
和
讃
書
き
添
え
十
字
名
号
」
を

書
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

--'-
/， 

調
達
・
闇
王
の
逆
害

そ
こ
で
さ
ら
に
、
教
如
上
人
が
「
丈
類
来
秒
』
に
着
目
さ
れ
た
理
由
を
考
え

ま
す
と
、
上
人
が
二
幅
に
抜
き
出
し
た
文
の
直
前
に
こ
の
よ
う
な
丈
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
「
文
類
緊
捗
丈
」
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
ま
し

ト
晶
、
つ
ノ
O

え

ん

じ

ゅ

く

じ

よ

う

だ

つ

じ

や

お

う

こ
こ
を
も
っ
て
、
浄
土
縁
熟
し
て
、
調
達
、
閤
王
、
逆
害
を
興
ず
(
中

だ

っ

た

じ

ゃ

せ

に

ん

じ

せ

そ

カ

い

あ

ら

わ

略
)
達
多
・
闇
世
、
博
く
仁
慈
を
施
し
、
弥
陀
・
釈
迦
、
深
く
素
懐
を
顕

せ
り
。

ろ

ん

じ

ゅ

ぞ

う

ぜ

ん

こ
れ
に
依
っ
て
、
論
主
、
広
大
無
稽
の
浄
信
を
宣
布
し
、
あ
ま
ね
く
雑
染

か

ん

に

ん

し

ゅ

う

し

け

ん

じ

堪
忍
の
群
生
を
開
化
せ
し
む
。
宗
師
、
往
還
大
悲
の
回
向
を
顕
示
し
て
、

お

ん

こ

ん

じ

ん

ぎ

く

せ

ん

感
動
山
に
他
利
・
利
他
の
深
義
を
弘
宣
せ
り
。

(
聖
典
四
O
八
頁
)

せ

い

く

「
浄
土
縁
熟
し
て
」
の
文
は
「
聖
句
」
と
し
て
拝
読
し
て
お
り
ま
す
ま
「
教
清

そ
う
じ
ょ

信
証
」
総
序
の
丈
(
聖
典
一
四
九
1

一五
O
頁
)
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
提
婆
達
多

あ

じ

ゃ

せ

と
阿
閤
世
の
逆
害
は
、
実
は
釈
迦
弥
陀
の
慈
悲
に
も
と
づ
く
は
た
ら
き
で
あ
る

と
、
つ
ま
り
、
逆
害
自
体
が
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
総

ご

ん

け

に

ん

序
に
あ
る
「
権
化
の
仁
」
と
い
う
言
葉
は
こ
の
「
丈
類
緊
妙
」
に
は
あ
り
ま
せ
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ん
が
、
同
じ
意
味
の
こ
と
を
こ
こ
で
宗
祖
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
十
字
名
号
」
に
象
徴
さ
れ
る
如
来
の
は
た
ら
き
を
浄
土
真
宗
の
教
え
と
し

て
展
開
し
、
調
達
・
闇
王
の
逆
害
を
弥
陀
・
釈
迦
の
仁
慈
と
説
か
れ
、
続
け
て

二
幅
の
文
が
出
て
く
る
。
す
る
と
教
如
上
人
は
「
調
達
、
閣
王
、
逆
害
を
興

ず
」
と
「
浄
信
」
と
い
う
こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
、

そ
の
よ
う
に
私
に
は
う
か
が
え
ま
す
。

「
雑
染
堪
忍
の
群
生
」
で
あ
る
救
わ
れ
が
た
き
衆
生
が
、
如
来
回
向
の
大
行
、

す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
号
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
清
浄
真
実
の
信
心
で

あ
る
浄
信
の
姿
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
「
文
類
緊
紗
」
か
ら

抜
き
出
し
た
こ
幅
の
文
に
よ
っ
て
上
人
が
一
不
さ
れ
よ
う
と
し
た
内
容
で
あ
ろ
う

と
。
そ
れ
は
、
「
雑
善
堪
忍
」
と
言
わ
れ
る
「
薄
地
の
凡
夫
・
底
下
の
群
生
」

で
あ
る
我
々
は
「
浄
信
獲
が
た
く
」
(
聖
典
四
O
五
頁
)
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
ま

ま
で
必
ず
救
わ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
一

切
衆
生
の
救
済
に
は
た
ら
く
如
来
の
姿
を
十
字
名
号
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
、

そ
の
論
拠
が
「
丈
類
来
妙
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
こ
と
の
例
証
と
い
た
し
ま
し
て
、
教
知
上
人
が
門
徒
よ
り
お
志
を
い

た
だ
い
た
お
礼
と
し
て
書
か
れ
た
「
教
如
礼
状
」
に
は
、
お
礼
の
言
葉
と
と

も
に
ご
法
義
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
六
十
七
通
の
う
ち
五
十
一
通
が

「
こ
と
ご
と
く
」
「
必
ず
」
往
生
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
煩
悩
、
悪
逆

の
身
で
あ
る
我
々
は
、
こ
の
身
の
ま
ま
で
必
ず
往
生
す
る
の
だ
と
い
う
理
念
を

あ
か

上
人
が
強
く
訴
え
て
い
る
証
し
だ
と
思
い
ま
す
。
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秘
回
l
理
念
創
出
の
原
点
|

で
は
、
こ
の
よ
う
な
教
如
上
人
の
考
え
は
ど
こ
か
ら
起
こ
っ
て
き
た
の
で
し

ょ
う
か
。
私
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
教
如
上
人
は
、
大
坂
本
願
寺
に

龍
城
し
て
信
長
と
戦
い
続
け
た
。
そ
の
と
き
、
宗
祖
聖
人
の
御
座
所
を
護
る
た

し

ん

み

よ

う

し

ゅ

め
に
身
命
を
捨
て
、
合
戦
と
い
う
修
羅
の
世
界
に
生
き
る
門
徒
の
姿
を
見
ら

れ
、
こ
の
人
々
を
こ
そ
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
強
く
思
わ
れ
た
に
違
い
な
い

と
。
上
人
が
そ
の
思
い
を
強
く
し
た
の
は
、
天
正
八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て

• 

し
ょ
こ
く
ひ
か
い

の
「
諸
国
秘
回
」
の
と
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

敬
加
上
人
二
十
三
歳
の
天
正
八
二
五
八
O
)
年
四
月
、
父
・
顕
如
は
信
長

と
和
睦
し
、
大
坂
本
願
寺
を
退
去
し
ま
す
が
、
上
人
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
父
よ

り
義
絶
さ
れ
な
が
ら
も
龍
城
を
続
け
ま
す
。
こ
れ
が
「
大
坂
拘
様
」
で
す
。
八

月
、
上
人
は
つ
い
に
大
坂
を
退
去
し
、
父
の
い
る
紀
州
(
和
歌
山
県
)
鷺
森
本

願
寺
に
向
か
い
ま
す
。
し
か
し
義
絶
は
解
か
れ
ず
、
そ
れ
か
ら
約
二
年
間
、
諸

国
に
潜
伏
し
ま
す
。
か
つ
て
は
そ
れ
を
「
流
浪
」
、
逃
げ
回
っ
て
い
た
と
し
て

ひ
か
い

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
史
料
に
見
え
て
い
ま
す
「
秘
回
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ

べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
上
人
は
何
人
か
の
家
臣
を
伴
い
、
各
地
の
門
徒
に

護
ら
れ
な
が
ら
、
本
来
は
門
主
の
役
割
で
あ
る
は
ず
の
消
息
発
給
や
御
影
下
附

な
ど
を
お
こ
な
い
、
門
徒
集
団
を
形
成
し
な
が
ら
組
織
的
な
行
動
を
し
て
い
ま

し
た
。
秘
回
の
な
か
で
教
如
教
団
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の

旅
は
流
浪
で
は
な
い
の
で
す
。

教
如
上
人
は
ど
こ
を
回
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
で
は
、
紀
州
か
ら
紀

く

わ

な

み

の

伊
半
島
を
横
断
し
桑
名
(
三
重
県
)
か
ら
美
濃
(
岐
阜
県
)
に
向
か
わ
れ
、
そ
こ

え

ち

ぜ

ん

あ

な

ま

だ

に

て

か
ら
信
長
の
支
配
地
を
避
け
て
越
前
(
福
井
県
)
穴
馬
谷
、
加
賀
(
石
川
県
)
手

と

り

た

に

ひ

だ

し

ら

カ

わ

》

取
谷
、
飛
騨
白
川
郷
な
ど
の
山
間
部
を
回
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

お

う

み

あ

さ

か
ら
近
江
(
滋
賀
県
)
を
経
て
信
長
と
敵
対
す
る
安
芸
(
広
島
県
)
の
毛
利
領
内

へ
向
か
っ
た
気
配
も
あ
り
ま
す
。

教
如
上
人
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
た
の
か
は
正
確
に
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
信
長
の
支
配
地
を
避
け
な
が
ら
秘
回
し
て
い
た
よ
う
で

ほ
ん
の
う
じ

す
。
や
が
て
上
人
二
十
五
歳
の
天
正
十
(
一
五
八
二
)
年
六
月
、
「
本
能
寺
の

て

ん

か

ふ

り

ょ

の

で

き

ご

と

変
」
で
信
長
が
討
た
れ
ま
す
。
上
人
は
こ
の
事
件
を
「
天
下
不
慮
出
来
事
」
と

手
紙
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
信
長
の
死
を
き
っ
か
け
と
し
て
上
人
は
父
と
和
解

し
、
秘
回
の
旅
を
終
え
ら
れ
た
の
で
す
。

}¥ 

道
場
|
僧
俗
一
体
の
地
域
信
仰
共
同
体
|

教
如
上
人
が
義
絶
中
に
秘
回
し
た
地
域
と
い
う
の
は
、
実
は
有
数
の
道
場
地

帯
な
の
で
す
。
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
な
く
村
々
の
道
場
が
地
域
の
中
心
と
な
り
、

• 
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僧
侶
で
は
な
く
村
の
有
力
者
な
ど
俗
人
が
道
場
主
と
し
て
僧
侶
の
役
割
を
果
た

す
と
い
う
、
僧
俗
一
体
と
な
っ
た
地
域
信
仰
共
同
体
が
「
道
場
」
で
す
。
僧
侶

を
必
要
と
せ
ず
に
寄
り
合
い
談
合
を
し
、
法
義
相
続
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
江
戸

時
代
以
前
で
は
一
般
的
な
あ
り
方
で
し
た
。
寺
院
に
な
れ
な
か
っ
た
の
が
道
場

と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
の
俗
説
な
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
道
場
地
帯
を
義
絶
中

の
上
人
は
回
ら
れ
、
門
徒
た
ち
と
出
遇
っ
て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。

と

の

ば

ら

じ

ぎ

む

ら

い

ま
た
「
道
場
主
」
と
い
う
の
は
、
殿
原
・
地
侍
と
呼
ば
れ
る
、
兵
農
僧
一

体
の
地
域
的
小
領
主
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
道
場
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ

た
地
域
信
仰
共
同
体
こ
そ
が
一
向
一
撲
の
基
盤
で
あ
り
、
戦
国
本
願
寺
教
団
の

基
盤
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
上
人
は
こ
の
よ
う
な
地
域
を
め
ぐ
り
、
石
山
合

戦
を
共
に
戦
っ
た
門
徒
た
ち
加
噌
俗
未
分
離
の
ま
ま
信
仰
生
活
を
送
る
姿
を
ご

覧
に
な
り
、
そ
こ
に
念
仏
の
僧
伽
を
見
出
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
命
が

け
で
本
願
寺
を
護
持
し
た
門
徒
た
ち
の
僧
伽
を
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ

の
人
た
ち
が
必
ず
救
わ
れ
て
い
く
慈
悲
の
本
願
寺
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
こ
れ
が
教
如
上
人
の
本
願
寺
別
立
の
理
念
に
な
る
わ
け
で
す
。

ぶ
ん
ろ
く

そ
の
例
証
と
し
ま
し
て
、
教
如
上
人
三
十
八
歳
の
文
禄
四
(
一
五
九
五
)
年
、

上
人
が
隠
居
に
追
い
込
ま
れ
た
年
の
翌
々
年
で
す
が
、
上
人
は
加
州
(
石
川

町

み

そ

、

つ

ど

、

ヲ

じ

よ

、

つ

県
)
能
美
郡
(
現
小
松
教
区
)
「
四
日
講
惣
道
場
」
宛
に
親
驚
聖
人
と
顕
如
上
人

の
御
影
を
下
附
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
郡
中
御
影
」
と
呼
ん
で
お
り
ま

す
。
ど
こ
の
誰
が
願
い
出
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
能
美
郡
全
体
の
惣
道
場

で
す
か
ら
、
こ
の
郡
門
徒
全
体
に
下
附
さ
れ
た
御
影
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す。
惣
道
場
宛
で
す
が
特
定
の
坊
舎
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
能
美
郡
全
体
で
護
持

す
る
御
影
と
し
て
下
附
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
私
は
こ
れ
を
「
坊
舎
な
き
御
坊
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
御
坊
と
は
現
在
の
別
院
の
こ
と
で
す
が
、
宗
祖
が
「
御

影
」
と
な
っ
て
地
方
へ
赴
か
れ
た
場
所
が
御
坊
で
あ
り
、
「
坊
舎
な
き
御
坊
」

と
し
て
道
場
と
そ
の
門
徒
を
支
え
て
い
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
形
で
た
く
さ
ん

の
道
場
を
ま
と
め
て
、
そ
こ
に
「
御
坊
」
を
置
く
と
い
う
教
団
を
教
如
上
人
は

考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
現
在
で
も
「
直
参
十
八
道
場
」
と
い
う
、
「
坊
舎
な
き

-

御
坊
」
と
い
う
べ
き
地
域
信
仰
共
同
体
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
能
美
郡
で

ぐ
ん
九
ゅ
う
ご
え
い
は
つ
お
ん
ニ
ワ

は
、
現
在
に
至
る
ま
で
一
帯
の
門
徒
が
集
ま
っ
て
「
郡
中
御
影
報
恩
講
」
を

勤
め
て
い
ま
す
。

九

等
身
之
御
影
説
法
す
る
宗
祖

道
場
群
を
た
ば
ね
る
の
が
有
力
寺
院
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
の
が
御

坊
で
す
。
教
如
上
人
は
十
七
カ
所
の
御
坊
開
設
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
本
願
寺
御
坊
(
別
院
)
有
力
寺
院
|
道
場
群
(
地
域
信
仰
共
同
体
)
と

い
う
教
団
像
が
上
人
に
よ
っ
て
デ
ッ
サ
ン
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
御
坊
に
は
「
等
身
之
御
影
」
が
下
附
さ
れ
ま
し
た
。
宗
祖
聖
人
の
生
身

ま
む
き
の
ご
え
い

に
等
し
い
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
一
方
で
「
真
向
御
影
」
と
も
申
し
ま
す
。
本

山
の
宗
祖
木
像
(
御
真
影
)
を
映
し
た
も
の
で
す
か
ら
真
っ
正
面
を
向
い
て
い

る
わ
け
で
す
。
一
般
の
寺
院
で
は
宗
祖
絵
像
は
向
か
っ
て
右
向
き
に
描
か
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
右
側
に
ご
ざ
い
ま
す
ご
本
尊
、
阿
弥
陀
如
来
に
向
か
っ
て

そ
の
教
え
を
門
徒
と
と
も
に
受
け
と
め
て
い
る
姿
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
真
っ
正
面
を
向
か
れ
た
御
真
影
は
私
た
ち
に
向
か
っ

て
説
法
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
た
か
も
宗
祖
が
生
き
て
い
る
ご
と
き
姿
で
あ

し
ょ
、
つ
じ
ん
の
ご
え
い

る
、
ま
た
如
来
が
宗
祖
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
姿
で
あ
る
か
ら
「
生
身
御
影
」

と
も
申
し
ま
す
。

慶
長
八
(
一
六
O
三
)
年
、
前
年
に
家
康
よ
り
寺
地
の
寄
進
を
受
け
た
教
知

こ

う

ず

け

う

ま

や

ば

し

上
人
は
、
こ
の
地
に
上
野
(
群
馬
県
)
厩
橋
妙
安
寺
よ
り
祖
像
(
生
身
御
影
木

像
)
を
迎
え
、
本
願
寺
を
別
立
い
た
し
ま
す
。
こ
の
と
き
身
代
わ
り
と
し
て
妙

安
寺
に
授
与
さ
れ
た
の
が
真
向
御
影
で
し
た
。
現
在
で
も
各
地
の
別
院
に
は
真

向
御
影
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
本
山
の
祖
像
の
分
身
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
す
。

+ 
僧
俗
分
離
理
念
の
埋
没

じ
ゅ
ぞ
う

教
如
上
人
は
、
関
ヶ
原
の
合
戦
か
ら
十
四
年
間
に
「
寿
像
」
と
い
う
ご
自
身

の
肖
像
画
を
七
十
点
以
上
も
下
附
し
て
い
ま
す
。
蓮
如
上
人
が
四
十
年
間
で
約
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二
十
点
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
大
変
な
数
で
す
。
し
か
も
御
坊
格
の
有
力
寺
院
に

し

き

え

ご

じ

よ

う

げ

さ

こ

く

え

す

み

げ

さ

下
附
す
る
よ
う
な
色
衣
五
条
袈
裟
姿
は
数
点
で
、
圧
倒
的
多
数
が
黒
衣
墨
袈
裟

の
姿
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
歴
代
門
主
像
の
ほ
と
ん
ど
が
色
衣
五
条
姿
で
す
か

ら
、
そ
こ
に
は
道
場
を
中
心
と
し
た
僧
俗
一
体
の
地
域
信
仰
共
同
体
と
一
体
に

な
っ
て
い
こ
う
と
い
う
教
如
上
人
の
考
え
方
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
考
え
方
が
真
宗
門
徒
か
ら
熱
烈
な
支
持
を
受
け
た
理
由
は
、
こ
の
地
域

信
仰
共
同
体
が
秀
吉
政
権
の
「
万
狩
令
」
(
一
五
八
七
年
)
な
ど
の
兵
農
分
離

ひ
ん

政
策
に
よ
っ
て
解
体
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
百
姓
は
武
器
を
捨
て

て
農
業
に
専
念
す
れ
ば
後
生
安
楽
と
か
言
っ
て
百
姓
か
ら
武
器
を
取
り
あ
げ
、

兵
農
分
離
を
押
し
進
め
る
。
そ
の
な
か
で
兵
(
侍
)
・
農
(
百
姓
)
・
僧
(
道
場

主
)
が
一
体
で
あ
っ
た
関
係
も
崩
れ
て
い
く
。
す
る
と
道
場
主
た
ち
は
侍
と
な

っ
て
城
下
へ
住
む
か
、
武
器
を
捨
て
て
百
姓
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
僧
に
な
る

か
、
い
ろ
い
ろ
な
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
僧
と
な
っ
た
者
に
は
僧
侶

身
分
と
と
も
に
「
役
」
、
つ
ま
り
僧
侶
と
し
て
の
義
務
が
与
え
ら
れ
る
。
百
姓

と
も
侍
と
も
違
う
僧
侶
と
し
て
の
「
役
」
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
で
僧
侶
身
分
と

い
う
も
の
が
出
来
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
道
場
主
た
ち
が
専
業
の
僧
侶
と

な
り
ど
ん
ど
ん
寺
院
が
増
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
江
戸
幕
藩
体
制
の

な
か
で
僧
侶
身
分
と
い
う
も
の
が
新
た
に
つ
く
り
出
さ
れ
、
宗
門
人
別
改
帳
で

て
ら
う
け
せ
い

キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
役
目
、
つ
ま
り
「
寺
請
制
」
な
ど
独

自
の
役
儀
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
侶
は
地
域
信
仰
共

同
体
か
ら
分
離
し
て
い
く
。
土
寸
号
を
獲
得
し
て
僧
侶
身
分
の
集
団
が
出
来
あ
が

っ
て
い
く
。
こ
の
僧
侶
身
分
の
集
団
が
、
実
は
江
戸
時
代
の
宗
派
で
す
。
そ
こ

に
は
門
徒
、
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
結
局
、
江
戸
時
代
に
は
教
如
上
人
が
考
え
た
よ
う

な
理
念
、
つ
ま
り
僧
俗
一
体
と
な
っ
た
地
域
信
仰
共
同
体
を
保
持
し
て
、
そ
こ

で
あ
り
の
ま
ま
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
理
念
が
掘
り
崩
さ
れ
、
幕
藩
体
制
と
い

う
身
分
制
社
会
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
東
本
願
寺
と
西

本
願
寺
は
ど
こ
が
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
で
は
ど
ち
ら
が
本
家
で

ど
ち
ら
が
嫡
流
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
延
々
と
議
論
さ

• 
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れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

結
び
と
し
て
|
理
念
回
復
の
機
縁
l

教
如
上
人
に
は
東
本
願
寺
別
立
の
理
念
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の

理
念
が
幕
藩
体
制
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
が
消
滅
し
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
上
人
の
理
念
は
埋
没
は
し
た

け
れ
ど
も
失
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
地
下
水
と
し
て
流
れ
続
け
て
い
た
。
そ

し
て
現
在
、
見
失
わ
れ
た
上
人
の
理
念
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
実
は

「
同
朋
会
運
動
」
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
教
如
上
人
は
ご
自
分
を
阿
闇
世
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
気
が
し
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
闇

世
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
恨
み
を
抱
い
た
者
で
す
。
仙
人
の

生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
、
や
が
て
父
を
殺
す
だ
ろ
う
と
い
う
予
言
の
元
に
生
ま

れ
、
両
親
か
ら
殺
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
す
。
や
が
て
阿
闇
世
は
父
を
殺
し
、
母

ゅ
う
へ
し

・
章
提
希
を
幽
聞
い
た
し
ま
す
。

教
如
上
人
も
父
に
背
い
て
信
長
と
戦
い
続
け
る
。
ま
た
上
人
が
門
主
の
座
を

に
よ
し
ゅ
ん
に

追
わ
れ
る
の
は
、
母
の
如
春
尼
が
末
っ
子
可
愛
さ
の
あ
ま
り
策
動
し
た
と
い

う
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
両
親
と
の
葛
藤
の
な
か
に
教
如
と
い
う
人

は
い
た
。
上
人
ご
自
身
に
は
両
親
に
対
す
る
、
世
間
に
対
す
る
、
ま
た
権
力
に

対
す
る
反
逆
者
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
上

人
に
は
阿
闇
世
へ
の
強
い
思
い
入
れ
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
阿
闇
世
逆
害
の
丈

に
続
け
て
「
浄
信
」
を
述
べ
る
「
文
類
緊
妙
」
に
強
く
ひ
か
れ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
、
っ
か
c

今
回
の
教
如
上
人
四
百
回
忌
法
要
と
い
う
も
の
が
、
教
如
上
人
の
東
本
願
寺

別
立
の
理
念
を
あ
ら
た
め
て
確
か
め
る
出
発
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
次
第
で

す
。
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

(
お
お
く
わ
ひ
と
し
)

二
O
一
一
一
年
十
二
月
二
日

高
倉
会
館
日
曜
講
演
抄
録

• 
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〈高倉会館市民講座のご案内〉

4月 13日(土)

14時から 16時 30分まで

※13時間場

時]円口
「
l
l
L

題]i“ボランティア"の意味j

清一氏

[講

• 

鷲田

14時 開会

14時 10分講演 (90分)

一一休憩 (10分)

16時 対談
鷲田清一氏・蓑輪秀邦教学研究所長

16時 30分閉会

大谷大学教授
「
l
l
」

百
叩

h
H
H
 

程]

[講

口
u

「
l
l
L

高倉会館

下京区高倉通り六条上る

(地下鉄)五条駅下車南東

(市バス)烏丸六条下車東

場][会

真宗大谷派(東本願寺)催][主

• 
清
沢
満
之
&
高
倉
会
館

清
沢
満
之
先
生
は
、
東
本
願
寺
旧
高
倉
学
寮
の
講
堂
で
あ
る
高
倉
会
館

た
び
た
び

に
、
度
々
来
ら
れ
て
い
た
。
先
生
は
明
治
二
卜
四
ご
八
九
二
年
頃
に
は

「
こ
の
高
倉
講
堂
に
樹
心
会
を
お
こ
し
、
毎
月
二
同
信
仰
を
中
心
と
す
る
修

養
談
を
交
換
し
た
こ
と
が
記
録
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
」
(
山
名
義
順
著
『
聴
法

の
華
々
』
一

O
六
頁
)
と
い
う
。
そ
れ
以
前
に
も
先
生
は
高
倉
学
寮
で
宗
教
哲

学
や
哲
学
史
を
講
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
講
義
さ
れ
た
場
所
が
高
倉
会
館
で
あ

る
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
心
の
ど
こ
か
で
高
倉
会
館
で
の
先

生
の
講
演
録
を
探
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
「
清
沢
満
之
全
集
』
第
六
巻
「
和
衷
協
同
」
に
つ
い
て

の
解
題
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
こ
に
明
治
三
十
四
年
、
「
石
川
総
長
会
主
と

な
り
、
高
倉
通
真
宗
大
学
講
堂
に
於
て
、
相
殻
邸
参
集
の
渥
美
契
縁
、
南
条

文
雄
、
村
上
専
精
、
清
沢
満
之
の
四
師
と
共
に
、
大
演
説
会
を
聞
か
れ
た

り
」
(
前
掲
書
三
九
九
頁
)
と
あ
っ
た
。
さ
ら
に
調
べ
る
と
そ
の
本
文
は
演
説

の
綱
要
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
以
前
読
ん
だ
時
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
が
、

こ
の
高
倉
通
真
宗
大
学
講
堂
と
は
現
在
の
高
倉
会
館
の
こ
と
で
あ
る
。
と
も

か
く
私
は
本
丈
を
読
み
な
お
し
た
。
す
る
と
改
装
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
高

倉
会
館
の
館
内
に
響
い
た
言
葉
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら
読
ん
だ
た
め
か
、
ま

る
で
初
め
て
読
む
文
章
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

死
の
二
年
前
に
あ
っ
た
先
生
は
、
そ
の
講
演
の
中
で
大
谷
派
の
行
く
末
を

甚
だ
案
じ
て
お
ら
れ
た
。
清
沢
先
生
が
仰
る
に
は
、
宗
門
に
危
機
が
訪
れ
た

時
、
絶
望
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
時
こ
そ
「
若
し
天
下
の
人
が
皆
な

絶
望
す
る
な
ら
ば
我
一
人
な
り
と
も
残
り
て
此
大
谷
派
の
為
め
に
尽
す
と
云

ふ
の
精
神
を
懐
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
(
前
掲
書
二
八
七
頁
)
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。私

に
は
そ
の
言
葉
が
、
清
沢
先
生
の
強
い
覚
悟
で
あ
り
、
大
谷
派
へ
の
深

い
愛
情
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
、
私
は
そ
の
真
撃
な
姿
勢
に
尊
敬
の
念
を
抱
か

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

。

(

教

学

研

究

所

助

手

都

真

雄

)
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子
ど
も
た
ち
が
巣
立
っ
て
、
二
十
年
が
経
っ
た
。
ま
だ

核
家
族
と
い
う
言
葉
の
珍
し
か
っ
た
頃
に
は
、
老
い
二
人

の
臼
が
、
こ
ん
な
に
早
く
訪
れ
よ
う
と
は
思
い
も
せ
ず
に

い
た
だ
け
に
、
驚
く
の
で
あ
る
。

世
界
に
も
前
例
の
な
い
経
済
成
長
を
遂
げ
た
日
本
の
激

し
い
変
わ
り
方
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
生
や
家
族
の
生

活
、
さ
ら
に
は
、
社
会
状
況
や
自
然
の
生
態
系
に
ま
で
及

ん
で
い
る
こ
と
は
、
「
身
土
不
二
」
の
教
語
に
照
ら
し
て

も
、
道
理
の
示
す
所
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
が
家
で
は
事
情
あ
っ
て
い
証
、
六
年
前

か
ら
、
家
事
の
ほ
と
ん
ど
が
我
が
務
め
と
相
成
り
、
一
年

を
通
し
て
台
所
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
朝
、
台
所

か
ら
コ
ト
コ
ト
と
聞
こ
え
る
包
丁
の
音
で
、
日
を
醒
ま
し

て
い
た
頃
の
気
分
は
と
っ
く
に
消
え
て
、
時
に
哀
れ
を
も

よ
お
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ほ
ど
な
く
、
「
台
所
も
、
こ

れ
ま
た
聞
法
の
道
場
よ
」
と
、
心
は
決
ま
っ
て
き
た
。

少
年
の
頃
か
ら
寺
で
四
世
代
、
十
三
人
の
大
世
帯
の
中

で
育
っ
た
の
で
、
食
事
の
手
伝
い
も
珍
し
く
な
く
、
学
生

の
頃
の
自
炊
生
活
も
、
今
は
助
け
と
な
っ
て
い
る
。

気
が
つ
け
ば
、
素
早
く
要
領
よ
く
、
し
か
も
栄
養
も
片

寄
る
こ
と
な
く
作
る
と
い
う
こ
と
が
、
出
勤
前
の
朝
食
の

準
備
の
提
と
な
っ
て
い
た
。

南
瓜
、
玉
葱
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
人
参
、
大
根
、
椎
茸
に
王

子
に
竹
輪
、
す
り
胡
麻
、
出
し
じ
ゃ
こ
、
そ
こ
へ
時
に
は

季
節
の
青
物
と
前
日
の
残
飯
を
入
れ
て
の
味
噌
仕
込
み
の

雑
炊
が
、
三
百
六
十
五
日
、
朝
食
の
定
番
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
地
元
の
朝
市
か
ら
、
丸
ご
と
求
め
て
き
た
特

大
の
キ
ャ
ベ
ツ
を
、
上
の
葉
か
ら
切
り
離
し
て
は
使
っ
て

ト
ヶ
月
ば
か
り
が
経
っ
た
こ
ろ
、
そ
の
真
ん
中
あ
た
り
が

脹
れ
出
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
冬
が
近
づ
き
キ

ャ
ベ
ツ
に
と
っ
て
替
わ
っ
た
白
菜
も
、
春
間
近
の
こ
ろ
に

は
花
芽
が
の
ぞ
き
出
し
て
き
た
。
根
を
切
ら
れ
で
も
、
な

お
そ
の
芯
が
含
ん
で
い
る
養
分
を
糧
に
、
生
命
を
継
ぎ
生

き
ん
と
す
る
そ
の
姿
に
、
私
は
驚
い
た
。
生
命
の
要
は
、

ま
さ
に
「
芯
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
や
「
シ
ス
テ
ム
」
の
改
革
も
必
要
で

あ
ろ
う
。
だ
が
何
よ
り
も
ま
ず
家
庭
や
学
校
で
親
や
教
師

が
、
こ
の
子
や
こ
の
生
徒
の
そ
の
「
芯
」
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
、
と
見
守
り
育
む
と
こ
ろ
に
、
そ
し
て
一
方
で
子
ど

も
や
生
徒
達
は
、
自
分
に
向
け
て
下
さ
っ
て
い
る
そ
の
気

持
ち
を
、
じ
っ
と
胸
に
手
を
当
て
て
聞
い
て
み
る
と
こ
ろ

に
、
心
が
通
い
合
い
そ
れ
ぞ
れ
の
歩
む
道
が
見
つ
か
っ
て

く
る
に
違
い
な
い
。

仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界

に
み
ち
み
ち
た
ま
え
り
。
す
な
わ
ち
、
一
切
群
生
海

の
心
な
り
。
(
「
唯
信
紗
文
青
山
』
聖
典
五
五
円
負
)

と
の
、
聖
人
の
教
語
を
思
い
浮
か
べ
る
ほ
ど
に
、
い
か
に

五
濁
悪
世
の
度
合
い
が
進
も
う
と
も
、
人
類
の
み
な
ら

ず
、
無
辺
な
る
衆
生
の
す
べ
て
に
通
底
す
る
「
い
の
ち
」

(
仏
性
)
こ
そ
が
私
達
人
聞
に
と
っ
て
も
「
芯
」
で
あ
る

と
い
う
事
実
に
目
醒
め
る
と
こ
ろ
に
し
か
道
は
な
い
と
の

思
い
が
、
年
々
に
深
ま
っ
て
く
る
の
も
、
加
齢
の
た
め
と

ば
か
り
と
は
、
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
道
を
、
聖
人
と
の
出
遇
い
の
な
か
に
生
涯

を
尽
く
さ
れ
た
教
育
者
の
、

私
ど
も
は
、
自
分
の
生
涯
で
た
だ
二
度
、
そ
れ
も
五

十
年
、
六
十
年
前
に
お
会
い
し
た
だ
け
で
も
、
一
緒

に
い
て
離
れ
な
い
と
い
う
実
感
が
す
る
人
が
あ
り
ま

す
(
中
略
)
一
度
も
出
会
っ
た
こ
と
が
な
く
て
も
、

場
合
に
よ
っ
て
は
生
涯
、
自
分
と
一
緒
に
い
る
人
が

あ
る
わ
け
で
す
。(

肢
小
路
亨
「
一
期
一
会
」
『
縁
に
随
う
』
)

い
よ
い
よ
身
に
泌
み
る
の
で
あ
る
。

と
の
遺
語
が
、

高
倉
会
館

今
後
の
予
定

V
日
曜
講
演
企

四
月
七
日
「
教
如
上
人
と
湖
北
の
寺
院
・
門
徒
」

長
浜
市
長
浜
城
歴
史
博
物
館
学
芸
員
太
田

四
月
十
四
日
(
休
会
)

四
月
二
十
一
日
「
死
の
傍
ら
で
」

大
谷
大
学
教
授

開
会

午
前
九
時
三
十
分
)

浩
司

池
上

折
口
司

四
月
二
十
八
日
(
休
会
)

五
月
五
日
(
休
会
)

五
月
十
二
日

五
月
十
九
日

五
月
二
十
六
日

向
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
顧
問

V
高
倉
会
館
市
民
講
座
企

岡
崎
教
区
守
綱
寺

能
登
教
区
専
勝
寺

佐渡
竹遺

晃
通純

JII 

正
文

日

時

四
月
十
三
日
(
土
)
午
後
二
時
よ
り

※
午
後
一
時
間
場

「w
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
u

の
意
味
」
(
九
十
分
)

大
谷
大
学
教
授
鷲
田
清
一

鷲
田
清
一
氏
・
蓑
輪
秀
邦
教
学
研
究
所
長

(
詳
細
は
本
誌
九
頁
参
照
)

議

J貝

対
談

V
古
同
倉
会
館
同
朋
の
会
企

四
月
十
七
日
(
水
)
午
後
六
時
三
十
分
よ
り

場

所

高

倉

会

館

講
帥
蓑
輪
秀
邦
(
高
倉
会
館
長
・
教
学
研
究
所
長
)

テ
キ
ス
ト
嘆
仏
侶

{
お
詫
び
と
訂
正
}

〈
〉
本
誌
三
月
号
の
表
記
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
四
頁
下
段
一

行
日
、
九
頁
上
段
後
ろ
か
ら
五
行
目
「
巳
毘
王
」
は
「
戸
毘

主
」
の
誤
り
で
す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
訂
正
と
お
詫
び
を
申
し

上
げ
ま
す
。本

*

申

お
問
い
合
わ
せ
先

「
と
も
し
び
』
の
内
容
、
「

L

付
合
会
館
同
朋
の
会
」
に
つ
い
て

教
学
研
究
所

O
七
五
三
七
一
八
七
五
O

『
と
も
し
び
』
の
中
し
込
み
・
支
払
い
・
発
送
に
つ
い
て

東
本
願
寺
出
版
部

O
七
五
|
二
一
七
一
九
一
八
九

一
九
五
三
(
昭
和
二
十
七
)
年
十
一
月
二
十
一
日

第

ミ

種

郵

便

物

認

可

編
集

.

.

 宗

大

谷

派

教

学

発
行
a
E
L示
大
ハ
八
日
派
宗
務
所
代
表

研

究

所

虫
雄
康
音
い

一部一

O
O
円
圃
・
一
時
代
振
込
先

年
間
予
一
一
0
0
円
(
送
増
可

京

本

願

寺

出

版

部

口
出
番
号

O
一
0
0
0
六
l

二
七
同
O
四


