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紹
介
に
あ
ず
か
っ
た
木
村
で
ご
ざ
い
ま

す
。
今
年
も
お
招
き
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す　

浄
光
寺
さ
ん
で
は
お
彼

岸
に
「
お
た
い
し
さ
ん
の
御
忌
」
を
勤
め

て
お
ら
れ
ま
す
。

  

ご
存
じ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
（
ご
開
山
）

は
聖
徳
太
子
さ
ま（
太
子
）を
尊
敬
な
さ
っ

て
、
沢
山
の
ご
和
讃
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。

そ
の
中
に
…
『
和
国
の
教
主
聖
徳
王
／
廣

大
恩
徳
謝
し
が
た
し
／
一
心
に
帰
命
し
た

て
ま
つ
り
／
奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ
』（
皇

太
子
聖
徳
奉
讃
八
首
）
…
と
い
う
ご
和
讃

が
あ
り
ま
す
。
太
子
は
日
本
の
お
釈
迦
さ

ん
で
あ
る
。
日
本
人
に
仏
教
を
説
か
れ
た
、

恩
徳
は
と
て
も
大
き
い
。
だ
か
ら
一
心
に

そ
の
こ
と
を
思
っ
て
ほ
め
た
た
え
る
。
奉

讃
す
る
こ
と
を
止
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ

と
。
わ
ざ
わ
ざ
お
示
し
下
さ
っ
た
の
で
す
。

私
た
ち
は
し
っ
か
り
と
そ
の
お
心
を
い
た

だ
き
歩
ま
ね
ば
な
ら
ん
の
で
す
よ
。

　

昨
年
は
イ
ラ
ク
の
話
も
し
ま
し
た
。
な

ん
と
か
平
和
に
な
っ
て
欲
し
い
と
願
う
の

で
す
が
、
悲
し
い
こ
と
に
い
ま
だ
争
い
が

あ
り
、
混
沌
と
し
た
状
態
が
続
い
て
お
り

ま
す
。
先
ほ
ど
役
員
さ
ん
と
の
話
で
ふ
っ

と
思
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
人
が

好
き
だ
か
ら
、
気
が
合
う
か
ら
、
お
茶
を

飲
ん
だ
り
、
食
事
に
い
っ
た
り
し
て
何
時

も
逢
っ
て
話
を
す
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
ね
。
だ
ん
だ
ん
逢
わ
ぬ
よ
う
に
な
っ
て

く
る
と
疑
心
暗
鬼
に
な
っ
て
「
あ
の
人
、

わ
た
し
の
こ
と
嫌
い
じ
ゃ
な
い
か
、
恨
ん

で
る
ん
じ
ゃ
」
な
ど
と
様
々
な
事
を
想
い

気
持
が
離
れ
て
い
く
。
好
き
だ
か
ら
、
気

が
合
う
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
逢
う
回
数

が
増
え
お
話
し
が
増
せ
ば
、
次
第
に
気
が

あ
っ
て
く
る
と
い
う
か
、
相
手
の
こ
と
が

分
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ

ん
だ
ん
好
き
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
む

し
ろ
後
者
の
方
が
本
当
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仏
教
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
教
え
て
い
る
と

思
う
の
で
す
。

—

わ
た
し
は
良
い
家
族
に
恵
ま
れ
快
適
な

生
活
が
で
き
る
。
幸
せ
で
、
感
謝
の
日
暮

ら
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す—

と
。
よ
く
耳
に
す
る
わ
か
り
や
す
い
お
話

し
で
す
。

　

子
供
は
立
派
に
育
っ
て
、
祖
父
母
、
両

親
の
こ
と
に
も
気
を
か
け
て
く
れ
る
。
足

も
そ
う
痛
く
な
ら
ん
で
な
ん
と
か
日
暮
ら

し
が
で
き
る
。
幸
せ
な
こ
と
だ
。
あ
ゝ
勿

体
な
い
、
あ
り
が
た
い
、
感
謝
を
し
ま
し
ょ

う
と
ね
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
仮
に
足
が

神
経
痛
で
痛
い
。
そ
れ
で
も
浄
光
寺
さ
ん

へ
お
ま
い
り
が
で
き
る
。
勿
体
な
あ
〜
と

感
謝
で
き
る
。
そ
の
感
謝
で
き
る
人
が
幸

せ
な
の
で
す
よ
。
足
も
痛
く
な
い
し
、
お

金
も
あ
る
し
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
恵
ま
れ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
感
謝
で
き
な
い
人
は
幸

せ
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
傍
か
た
わ
らか

ら
見
て
不
自

由
そ
う
に
み
え
て
も
、
不
便
そ
う
に
み
え

て
も
、
そ
の
人
は
本
当
の
意
味
に
お
い
て

幸
せ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

世
の
中
を
見
渡
せ
ば
、
あ
ん
な
良
い
生
活

を
し
て
い
る
の
に
な
ぜ
か
毎
日
諍
い
さ
か
いし

て
、

心
休
ま
ら
ぬ
日
々
を
送
っ
て
い
る
例
は

い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
も
の
に

恵
ま
れ
て
い
れ
ば
幸
せ
で
、
感
謝
で
き
る

と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
ど
ん
な
逆
境

に
あ
ろ
う
と
も
感
謝
で
き
る
人
こ
そ
が
幸

せ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

イ
ラ
ク
の
争
い
を
思
う
と
、
前
に
言
い

ま
し
た
よ
う
に
、
恋
人
同
士
で
も
好
き
だ

か
ら
、
気
が
合
う
か
ら
と
云
う
面
だ
け
で

逢
う
の
で
は
な
く
、
逢
っ
て
話
を
す
れ
ば

気
持
が
通
じ
合
う
も
の
が
で
て
く
る
と
も

い
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
つ
く
づ
く
思
う

わ
け
で
す
。

　

き
ょ
う
は
お
彼
岸
で
す
。
お
彼
岸
と
い

う
の
は
こ
の
娑
婆
世
界
（
此
岸
）
と
は
違

う
世
界
で
す
か
ら
、
理
想
的
な
世
界
・
諍

い
の
な
い
世
界
・
戦
争
の
な
い
世
界
で
す
。

だ
れ
し
も
が
、
そ
う
い
う
理
想
的
な
世
界

に
往
き
た
い
、
生
ま
れ
た
い
と
思
う
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
此
岸
に
お
け
る
私
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た
ち
の
姿
な
り
、
自
己
の
在
り
よ
う
を
的
確

に
捉
え
て
、
一
歩
踏
み
出
さ
せ
て
も
ら
え
る

こ
と
が
お
彼
岸
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
太
子
は
『
世せ
け
ん
こ
け

間
虚
仮　

唯ゆ
い
ぶ
つ
ぜ
し
ん

仏
是
真
』
…
世
間
は
虚
仮
で
あ
っ
て
、
仏

の
世
界
だ
け
が
真
実
…
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
こ
れ
は
取
り
違
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

私
た
ち
に
と
っ
て
こ
こ
に
生
き
て
る
こ
と
は

と
て
も
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。

今
日
一
日
ゝ
が
大
変
尊
い
こ
と
な
の
で
す
。

し
か
し
こ
の
娑し
ゃ
ば婆

で
の
生
き
方
が
本
当
に
尊

い
生
き
方
を
し
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に

は
、
娑
婆
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
：
井
の

中
の
蛙
か
わ
づ

大
海
を
知
ら
ず
：
に
な
り
、
自
分
の

生
活
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
だ
か
ら
太
子
は

人
々
の
生
活
の
幸
せ
を
考
え
て
、
仏
教
の
受

容
に
尽
力
さ
れ
、
そ
の
精
神
を
た
の
む
政
治

を
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
特
筆
に
値
す
る
こ

と
な
の
で
す
。

　

こ
れ
は
一
面
か
ら
見
る
と
、
世
間
を
捨

て
ゝ
仏
の
世
界
へ
サ
ッ
サ
と
往
こ
う
か
と
い

う
話
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私

た
ち
は
簡
単
に
こ
の
娑
婆
世
界
を
捨
て
て
浄

土
へ
は
旅
立
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の

社
会
に
生
き
て
い
る
こ
と
は
ど
う
い
う
事
か

を
知
る
た
め
に
、
仏
教
の
教
え
が
あ
る
こ
と

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ご
開
山
も
『
浄
土
真
宗
に
帰き

す
れ
ど
も
／

真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
／
虚こ

け

ふ

じ

つ

仮
不
実
の

わ
が
身
に
て
／
清
し
ょ
う
じ
ょ
う

浄
の
心し

ん

も
さ
ら
に
な
し
』

（
愚ぐ
と
く
ひ
た
ん
じ
ゅ
っ
か
い
わ
さ
ん

禿
悲
歎
述
懐
和
讃
一
首
目
）
と
お
し
ゃ
っ

て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
真
実
の
心
は
一
つ

も
な
い
、
虚
仮
不
実
だ
と
い
わ
れ
る
。

浄
土
真
宗
に
帰
し
た
か
ら
、
お
念
仏
に
遇
う

た
か
ら
、
わ
た
し
の
心
に
真
で
な
い
も
の
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
た
だ
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
が
彼
岸
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
彼

岸
を
通
し
て
こ
の
世
界
は
ど
う
い
う
も
の
か

を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
太
子
が
虚
仮
と

い
わ
れ
た
の
は
、
嘘う
そ

・
偽

い
つ
わ
り
だ
か
ら
ど
う
で

も
い
い
と
お
っ
し
ゃ
て
る
の
で
は
な
い
。
仏

教
の
教
え
に
遇
っ
た
か
ら
、
こ
の
世
界
の

こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
き
た
、
と
こ
う
お

し
ゃ
っ
て
い
る
。

自
分
の
顔
は
自
分
に
一
番
身
近
な
も
の
だ
け

れ
ど
も
自
分
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

他
人
の
顔
は
よ
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
自

分
の
顔
を
見
る
に
は
鏡
が
必
要
な
の
で
す
。

娑
婆
に
身
を
お
く
も
の
に
と
っ
て
仏
さ
ま
の

教
え
が
鏡
と
い
え
ま
す
ね
。
ご
開
山
は
お
念

仏
に
出
会
っ
て
、
仏
さ
ま
を
通
し
て
、「
名

利
の
大
山
に
迷
う
」
よ
う
な
気
持
が
起
こ
っ

て
く
る
と
お
し
ゃ
っ
て
ま
す
ね
。
あ
さ
ま
し

い
自
分
を
凝
視
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
「
雑ぞ
う
ど
く毒
の
善ぜ

ん

」
な
ん
で
す
よ
。
善
い

こ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
な
に
か
毒
が
混
じ
っ

て
る
と
い
わ
れ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ

と
が
分
か
る
ん
で
す
か
。
仏
さ
ん
と
比
べ
て

一
寸
善
い
こ
と
や
っ
て
も
、
ど
こ
か
に
名
誉
・

栄
誉
を
求
め
た
り
、
一ち
ょ
っ
と
や
ま

寸
疚
し
い
も
の
が
混

じ
っ
て
い
る
。
仏
に
帰
依
し
て
、
私
を
見
た

と
き
に
私
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。

…　

わ
た
し
、
仕
事
休
ん
で
ボ
ラ
ン
テ
ア

や
っ
て
ん
の
よ
！
…
そ
れ
は
善
い
こ
と
だ
け

に
、
決
ま
っ
て
、
…
善
い
こ
と
ヤ
ッ
テ
ル
…

と
威
張
る
ん
で
す
よ
。
殊こ
と

に
お
酒
な
ん
か
の

席
で
ね
、
本
音
が
出
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う

か
。

私
た
ち
と
は
違
っ
て
、
仏
さ
ま
は
全
て
の

人
々
に
お
慈
悲
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、

仏
さ
ま
は
、
私
心
配
し
て
ま
す
よ
と
い
う
よ

う
な
、
恩
着
け
が
ま
し
い
こ
と
は
少
し
も

お
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
そ
れ
が
真
の
大
慈
大
悲

と
い
う
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
わ
た
し
も
仏
さ
ま
の
よ
う
な
心

を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
と
き
は
、

毒
が
ま
じ
っ
て
い
る
な
あ
と
想
う
ん
で
す
。

人
に
親
切
に
し
た
ら
し
た
で
、
ほ
ら
、
わ
た

し
善
い
こ
と
し
た
で
し
ょ
う
と
。
わ
た
し
の

内
の
煩
悩
が
騒
ぐ
の
で
す
よ
。
こ
う
い
う
気

持
が
ど
こ
か
で
働
く
。
善
い
こ
と
に
間
違
い

な
い
か
ら
善
と
云
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
。

そ
の
善
の
な
か
に
も
毒
が
ま
ざ
っ
て
い
る
。

ま
あ
い
っ
て
み
れ
ば
、
雑
は
雑ぞ
う
に煮
の
雑
の
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
い
ろ
ん
な
も
の
が

い
っ
ぱ
い
ま
ざ
っ
て
い
る
事
に
気
づ
か
さ
れ

る
。
ご
開
山
の
『
正
像
末
和
讃
』
浄
土
真
宗

に
帰
す
れ
ど
も
／
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し

／
。
お
念
仏
に
遇あ

わ
し
て
い
た
だ
い
た
け
れ

ど
も
、
私
の
心
に
は
、
真
実
の
心
は
さ
ら
に

な
い
。
そ
の
念
仏
を
称
え
て
る
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
念
仏
に
出
遇
っ
た
か
ら
、
私
の

心
に
な
ん
と
浅
ま
し
い
も
の
が
あ
る
の
か
と

云
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。

仏
法
と
い
う
鏡
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
墨す
み

が
つ
い
た
自
分
の
顔
が
分
か
っ
た
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
も
い

い
ま
し
た
が
、
彼
岸
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
苦

労
も
な
く
楽
し
く
日
暮
ら
し
が
で
き
る
か
ら

は
や
く
往
き
た
い
、
往
き
な
さ
い
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。

彼
岸
の
世
界
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た

ち
の
世
界
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
此
岸

で
ど
う
い
う
風
に
生
き
た
ら
い
い
の
か
を
知

り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
る
わ
け

で
す
。

仏
法
で
一
番
大
事
な
の
は
、「
正
し
ょ
う
け
ん見
」
で
あ

る
と
、
お
釈
迦
様
の
最
初
の
説せ
っ
ぽ
う法

で
、
お

し
ゃ
っ
て
い
る
。
正
見
と
は
正
し
い
も
の
ご

と
の
見
方
で
、
考
え
方
が
間
違
っ
て
る
と
全

部
狂
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
す
。
狂
っ
た

見
方
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
お
釈
迦
様
も
ご
開
山
も
ち
ゃ
ん

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
い
で
に
な
る
。
正
し

い
見
方
＝
ど
う
い
う
風
に
生
き
た
ら
い
い

の
か
＝
と
は
違
う
見
方
は
お
釈
迦
様
の
時
代

に
も
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
整
理
を
す
れ
ば
、

無む
い
ん
せ
つ

因
説
・
邪じ

ゃ
い
ん
せ
つ

因
説
・
一い

ち
い
ん
せ
つ

因
説
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
無
因
説
と
い
う
の
は
私
が
生
き

て
い
る
、
こ
こ
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
、
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
の
に
は
原
因
が
な

い
。
た
ま
た
ま
き
た
の
や
、
偶
然
だ
と
い
う
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考
え
で
す
。
お
稲
荷
さ
ん
な
ん
か
に
引
っ
張

ら
れ
て
お
参
り
に
き
た
と
云
う
よ
う
な
の
が

邪
因
説
。
ま
た
一
因
説
と
い
う
の
は
大
自
在

天
と
か
い
う
神
様
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
の
運

命
が
決
ま
っ
て
い
て
こ
こ
に
連
れ
て
こ
ら
れ

た
い
う
考
え
方
で
す
。

　

仏
法
は
そ
ん
な
こ
と
説
い
て
ま
せ
ん
。
行

き
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
り
、
そ
し
て
様
々

な
人
々
の
お
か
げ
で
も
っ
て
こ
こ
に
あ
る
の

で
す
。

　

ご
住
職
と
法
話
の
約
束
し
て
こ
こ
に
来
る

ま
で
に
、
電
車
に
乗
せ
て
い
た
だ
い
た
し
、

私
の
家
族
は
食
事
を
用
意
し
て
く
れ
ま
し

た
。
わ
た
し
の
足
も
な
ん
と
か
故
障
し
な
い

で
歩
い
て
こ
れ
ま
し
た
。
寄
せ
て
い
た
だ
い

た
と
い
い
ま
し
て
も
、
喉の
ど

が
痛
け
れ
ば
皆
様

の
ま
え
で
お
話
し
も
で
き
ま
せ
ん
。
か
よ
う

に
さ
ま
ざ
ま
な
因
と
縁
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と

を
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
生
き
て
い
る
間
に

善
き
ご
縁
を
つ
く
ら
ね
ば
と
思
う
こ
と
が
正

し
い
見
方
で
す
。
い
や
私
の
生
き
方
が
努
力

し
な
く
て
も
、
決
ま
っ
て
い
る
と
思
え
ば
努

力
し
な
い
し
、
因い
ん
ね
ん縁

も
な
に
も
在
る
も
の
か

と
思
え
ば
、
他
人
の
こ
と
を
思
い
や
る
気
持

も
起
こ
っ
て
な
い
で
し
ょ
う
。
正
し
い
も
の

の
見
方
を
い
た
だ
く
こ
と
は
大
事
な
こ
と
な

の
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
が
仏
法

に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
は
と

て
も
尊
い
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
が
も
し
間

違
っ
た
教
え
に
会
っ
て
い
た
ら
、
間
違
っ
た

生
き
方
を
す
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。
当
然
結

果
も
間
違
っ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

人
を
殺
せ
ば
幸
せ
に
な
る
と
い
う
宗
教
が

あ
っ
て
、
そ
れ
に
遇
え
ば
人
を
殺
す
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
幸
せ
に
な
り
た
い
と
い
う
一
心

で
ね
…
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、
皆
さ
ん
も
ご
縁
の
内

に
生
き
て
る
と
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
な

ら
、
こ
れ
は
感
謝
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ

罰
が
当
た
る
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
感
謝

で
き
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
の
で
す
。

　

勿
論
、
仏
法
は
金
持
ち
に
な
る
た
め
の
教

え
で
は
な
い
。
そ
り
ゃ
あ
、
お
金
は
あ
っ
た

方
が
い
い
か
も
し
れ
ん
。
そ
れ
に
違
い
な
い

が
や
。
そ
れ
を
得
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
人

を
傷
付
け
て
き
た
こ
と
か
。
ま
た
金
持
ち
に

な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
喜
べ
な
い
こ
と

も
多
く
、
本
当
の
幸
せ
を
得
る
と
は
到
底
思

え
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
自
分
の
思
い

が
満
た
さ
れ
な
く
と
も
、
喜
ん
で
日
暮
ら
し

が
で
き
る
、
感
謝
で
き
る
、
安
ら
か
な
心
が

持
て
る
よ
う
な
生
き
方
が
大
事
な
の
で
す
。

そ
れ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
教
え
て
下
さ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を

最
初
に
私
た
ち
に
教
え
て
下
さ
っ
た
の
が
太

子
さ
ま
で
す
。

　

ご
開
山
は
「
倭
国
の
教
主
聖
徳
王
／
廣
大

恩
徳
謝
し
が
た
し
／
一
心
に
帰
命
し
た
て
ま

つ
り
／
奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ
」
と
、
ど
れ

だ
け
感
謝
し
て
も
感
謝
し
き
れ
な
い
。
だ
か

ら
誉
め
称
え
続
け
て
下
さ
い
と
い
わ
れ
る
。

皆
さ
ま
は
そ
れ
を
ず
っ
と
実
践
し
て
く
だ

さ
っ
て
る
わ
け
で
す
か
ら
、
と
て
も
尊
い
こ

と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　　

先
日
、
京
都
の
社
会
福
祉
協
議
会
の
か
た

方
と
話
す
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
方
が

…
社
会
福
祉
の
始
ま
り
は
太
子
さ
ま
で
し
ょ

う
。
病
院
や
お
寺
を
造
営
・
十
七
条
憲
法
・

冠
十
二
階
・
経
典
の
講
義
等
み
ん
な
が
幸
せ

に
な
る
よ
う
に
、
様
々
の
こ
と
を
な
さ
っ
た

と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
。
そ
の
太
子
さ
ま
が

な
ぜ
中
国
に
遣
隋
使
を
派
遣
さ
れ
た
の
か
…

と
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
な
り
に
想
い
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ

れ
は
一
度
考
え
て
み
た
ら
い
い
な
あ
と
思
っ

た
。
こ
れ
か
ら
は
中
国
を
無
視
し
て
は
と

て
も
生
活
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
今

日
も
メ
デ 

イ
ア
は
報
じ
て
い
ま
し
た
。　

　

二
〇
五
〇
年
に
は
ア
メ
リ
カ
を
抜
い
て
中

国
が
経
済
大
国
に
な
る
と
い
わ
れ
て
ま
す
。

一
九
七
五
年
は
日
本
が
Ｇ
Ｎ
Ｐ
が
一
位
と
い

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
と
っ
く
に
過
去
の
こ

と
で
す
。
少
し
ず
つ
経
済
が
良
く
な
っ
て
い

る
の
は
中
国
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
。

丁
度
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ま
え
の
時
期
の

よ
う
に
、
高
速
道
路
が
で
き
、
高
層
ビ
ル
が

林
立
し
て
ま
す
。
鉄
鋼
は
日
本
か
ら
で
す
。

　

お
も
う
に
中
国
は
、
我
が
国
の
先
輩
で
す

よ
。
太
子
の
時
か
ら
ず
っ
と
中
国
が
文
化
の

中
心
で
、
種
々
な
も
の
を
学
ん
で
い
る
の
で

す
よ
。
永
ら
く
尊
敬
し
て
い
た
ん
で
す
。

そ
れ
が
あ
る
と
き
か
ら
急
に
中
国
が
駄
目
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
れ
は
一
八
五
三
年
の
黒
船
来
航
で
す
。

「
開
国
せ
よ
、
貿
易
し
ま
し
ょ
う
」
と
。
そ

の
後
ロ
シ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ド
イ
ツ
・
イ
ギ

リ
ス
等
が
次
々
と
や
っ
て
来
て
、
ご
承
知
の

よ
う
な
不
平
等
な
通
商
条
約
を
結
ば
さ
れ
た

ん
で
す
よ
。
ペ
リ
ー
が
来
て
か
ら
二
〇
年

後
明
治
政
府
の
反
応
は
早
か
っ
た
。
閣
か
く
り
ょ
う僚

は
挙こ
ぞ

っ
て
先
進
国
の
視し

さ
つ察
に
出
か
け
る
の
で

す
。
そ
の
中
心
が
岩い
わ
く
ら
と
も
み

倉
具
視
な
ん
で
す
。
二

年
間
も
国
を
空あ

け
て
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
岩
倉

ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
欧
米
一
二
カ
国
を
駆か

け
め
ぐ

り
、
見け
ん
ぶ
ん聞
を
広
め
た
の
で
す
。
直
接
各
元
首

に
あ
う
毎ご
と

に
全
く
知
ら
な
か
っ
た
世
界
が
見

え
て
き
た
の
で
す
。
西
洋
と
は
こ
う
い
う
も

の
だ
と
初
め
て
気
付
い
た
の
で
す
。
そ
の
う

ち
に
中な
か
え
ち
ょ
う
み
ん

江
兆
民
や
津つ

だ

う

め

こ

田
梅
子
等
を
輩

は
い
し
ゅ
つ出

し
、

明
治
の
文
化
を
創つ
く

り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

　

前
に
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
に
遇
う
こ

と
に
よ
っ
て
自
身
の
心
の
醜
み
に
く

さ
が
知
ら
さ
れ

る
よ
う
に
、
ま
た
彼
岸
の
世
界
を
知
る
こ
と

で
此し
が
ん岸

の
世
界
が
分
か
っ
て
く
る
。
同
じ
よ

う
に
西
洋
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
が

分
か
っ
て
き
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

そ
う
な
る
と
従
来
の
中
国
観
が
一
変
し

て
、
清
朝
な
ん
て
大
し
た
こ
と
は
な
い
、
ア

ヘ
ン
に
苦
し
ん
で
る
国
に
す
ぎ
な
い
。
…
眠

れ
る
獅
子
…
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
西
洋
は
凄す
ご

い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
い
う
見
方
は
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今
日
ま
で
引
き
ず
っ
て
る
と
思
い
ま
す
ね
。

二
一
世
紀
中
国
関
係
が
と
て
も
重
要
に
な
る

と
す
れ
ば
、
も
う
一
度
、
太
子
が
中
国
と
交

渉
な
さ
っ
た
の
は
何
故
か
、
ど
う
い
う
事
を

学
ん
だ
の
か
を
よ
く
見
て
、
ま
た
ど
う
い
う

願
い
の
う
え
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
よ
く

考
え
て
み
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　　

当
時
の
対
中
国
と
の
関
わ
り
具
合
を
プ
リ

ン
ト
し
て
き
ま
し
た
。
太
子
以
前
か
ら
の
交

渉
関
係
も
記
し
て
お
き
ま
し
た
。
面
倒
で
も

す
こ
し
目
を
通
し
て
、
お
付
き
合
い
下
さ
い
。

　

五
七
年
、
後ご
か
ん漢

の
光こ

う
ぶ
て
い

武
帝
の
と
き
、
日
本

か
ら
使
者
が
い
っ
て
お
り
ま
す
。
い
ま
で
も

遠
い
で
す
ね
。
一
九
五
〇
年
前
、
船
に
乗
っ

て
、
日
本
か
ら
出
向
い
て
る
わ
け
で
す
。
大

変
だ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
き
ま
す

わ
。
日
本
に
は
文
字
も
な
い
時
で
す
よ
。
中

国
の
人
が
は
る
ば
る
来
た
な
と
記
録
し
て
る

の
で
す
。

　

倭わ

と
い
う
国
が
あ
り
、
倭
の
王
の
存
在
が
、

世
界
史
上
に
は
じ
め
て
記
録
さ
れ
た
ん
で
す

な
。
そ
れ
が
五
〇
七
年
で
す
。
そ
の
時
、
か

の
黄お
う
ご
ん金
の
印い

ん
か
ん鑑
を
与
え
て
お
り
ま
す
。
余よ

だ
ん談

に
な
り
ま
す
が
、
持
ち
手
が
「
亀か
め

」
と
か

「
龍
り
ゅ
う
」
が
一
番
よ
い
。
日
本
に
与
え
ら
れ
た

の
は
持
ち
手
が
「
蛇じ
ゃ

」
で
、
一
寸
差
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
北
方
の
匈き
ょ
う
ど奴
に
与
え
た
の
は

「
駱ら
く
だ駝

」
の
持
ち
手
で
す
。
こ
の
実
物
は
大

谷
大
学
に
収
し
ゅ
う
ぞ
う蔵
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
中
国
の

『
後ご
か
ん
じ
ょ

漢
書
』
に
は
の
ち
邪や

ま
た
い
こ
く

馬
台
国
の
卑ひ

み

こ

弥
呼

と
い
う
女
王
が
奴ど
れ
い隷
一
六
〇
人
献け

ん
じ
ょ
う
上
し
て
金

印
を
も
ら
っ
て
い
る
ら
し
い
。
四
八
二
年
位

か
ら
、
誰
も
行
か
な
く
な
っ
た
。

　

そ
う
い
う
中
で
太
子
は
六
〇
〇
年
遣け
ん
ず
い
し

隋
使

を
派は
け
ん遣

さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
記
事
は

『
日に
ほ
ん
し
ょ
き

本
書
紀
』
に
は
載の

せ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
中
国
の
『
隋ず
い
し
ょ書
』
に
は
六
〇
〇

（
推す
い
こ古

八
）
年
に
太
子
か
ら
使
者
が
文ぶ

ん
て
い帝

に

謁え
っ
け
ん見

し
た
と
い
う
意い

が
い外

な
記き

じ事
が
あ
る
の
で

す
。

　

そ
の
「
倭わ
こ
く
で
ん

国
伝
」
に
「
開か

い
こ
う皇

二
〇

（
六
〇
〇
）
年
、
倭
王
、
姓せ
い

は
阿あ

ま毎
、
字

あ
ざ
な

は

多た

り

し

ひ

こ

お

お

き

み

利
思
比
彦
阿
輩
鷄
弥
と
号ご

う

す
。
使
を
遣
は

し
て
闕け
つ

に
詣い

た

る
。
上か

み

、
所し

ょ
し司

を
し
て
そ
の

風ふ
う
ぞ
く俗

を
問と

は
し
む
」
と
あ
る
。
日
本
の
・
風

習
や
生
活
は
ど
ん
な
具
合
で
す
か
と
文
帝
が

聞
い
て
お
る
。
昔
は
交
渉
が
あ
っ
た
が
暫
し
ば
ら

く
な
か
っ
た
か
ら
。
こ
う
答
え
た
。「
使
者

言
ふ
。
倭
王
は
天て
ん

を
以も

っ

て
兄あ

に

と
な
し
、
日ひ

を

以
て
弟
と
な
す
。
天
未い
ま
だだ
明あ

け
ざ
る
時
、
出い

で
て
政

ま
つ
り
ご
とを

聴き

き
、
跏か

ふ趺
し
て
座ざ

し
、
日
出

れ
ば
便
ち
理り

む務
を
停や

め
、
云い

ふ
。
我
が
弟

に
委ゆ
だ

ね
ん
と
。
高こ

う
そ祖

曰い
わ

く
、
此こ

れ
大
い
に

義
理
な
し
と
。
是こ
こ

に
於お

い

て
訓お

し

へ
て
之こ

れ

を
改

あ
ら
た

め
し
む
。
王
の
妻
は
鷄き

み弥
と
号
す
。
後

こ
う
き
ゅ
う宮

に
女
六
〜
七
〇
〇
人
あ
り
。
太
子
名
づ
け
て

利わ

か

み

た

ふ

り

歌
弥
多
弗
利
と
な
す
。
城

じ
ょ
う
か
く郭

な
し
。
頭
に

亦ま
た

冠
か
ん
む
りな
く
、
但た

だ

し
髪
を
両り

ょ
う
じ耳
の
上
垂た

る
ゝ

の
み
。
隋
に
至
り
、
其
の
王
始
め
て
そ
の
冠

を
制
す
。
綿め
ん
さ
い綵
を
も
っ
て
つ
く
り
、
金
銀
を

以
て
花
を
鏤ち
り
ば
め目

、
飾か

ざ

り
と
な
す—

中
略—

文

字
な
く
、
唯た
だ

木
に
刻き

ざ

み
、
縄な

わ

を
結む

す

ぶ
の
み
。

百く
だ
ら済

に
於お

い
て
、
仏
法
を
敬け

い

す
。
仏
教
を

求ぐ
と
く得
し
て
、
始
め
て
文
字
あ
り
」（
城
郭
な

し
、
迄
が
推
古
八
年
の
使
者
の
言
＝
定
説
）

一
四
〇
〇
年
前
の
倭
の
使
節
が
こ
う
説
明
し

て
る
。
推
古
天
皇
は
太
陽
が
出
る
前
は
あ
ぐ

ら
を
か
い
て
お
い
で
だ
。
日
が
出
て
し
ま
う

と
政
ま
つ
り
ご
とは

な
に
も
し
な
い
。
文
帝
に
叱し

か

ら
れ

た
。
そ
ん
な
馬
鹿
な
！
も
っ
と
国
民
の
声
を

聞
い
て
、
シ
ッ
カ
リ
政
治
を
し
な
さ
い
と
ね
。

　

太
子
さ
ま
は
日
本
を
他
国
に
比
し
て
、
立

派
に
し
よ
う
と
懸
命
に
努
力
さ
れ
た
。
内

政
に
一
段
落
の
つ
い
た
六
〇
七
年
（
推
古

一
五
）、
太
子
は
隋
へ
正
式
の
使
節
を
遣
わ

し
た
。『
隋
書
』
の
文
に
は
「
大
業
三
年

（
六
〇
七
）
其
の
王
多た

り

し

ひ

こ

利
思
比
弧
、
使
を
遣

は
し
て
朝
ち
ょ
う
こ
う貢

す
。
使
者
曰い

わ

く
、
海
西
の
菩
薩

天
子
、
重
ね
て
仏
法
を
興お
こ

す
と
聞
き
、
故
に

朝ち
ょ
う
は
い

拝
せ
し
め
、
兼
ね
て
沙し

ゃ
も
ん門

数
十
人
来
た

り
て
仏
法
を
学
ば
し
む
」
と
そ
の
国
書
に
曰

く
、『
日
出い

ず
る
処

と
こ
ろ

の
天
子
、
書
を
日
没ぼ

っ

す

る
処
の
天
子
に
致い
た

す
。
恙

つ
つ
が
な
き
や
云う

ん
ぬ
ん々

』
と
。

帝み
か
ど

見
て
悦

よ
ろ
こ

ば
ず
。
鴻

こ
う
ろ
う
き
ょ
う

臚
卿
に
謂い

っ
て
曰
く
、

『
蛮ば
ん
い夷
の
書
、
無ぶ

れ
い礼
な
る
も
の
あ
り
、
復ま

た

以
て
聞
す
る
な
か
れ
』
と
大
変
詳
し
い
。「
書

を
致
す
」
と
い
う
句
は
突と
っ
け
つ厥
沙
鉢
略
可か

か
ん汗
が

隋
に
送
っ
た
国
書
に
、「
恙
な
き
や
」
は
匈

奴
の
冒ぼ
く
と
つ
ぜ
ん
う

頓
単
于
が
漢
に
送
っ
た
国
書
に
見
え

る
。
い
ず
れ
も
対
等
の
位
置
に
あ
っ
た
と
き

に
送
っ
た
国
書
の
文
言
で
す
。
太
子
は
あ
く

ま
で
対
等
の
立
場
を
貫か
ん
て
つ徹

し
て
、
こ
う
い
う

国
書
を
送
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
隋
の
煬よ
う
だ
い帝

が
蛮
夷
の
書
、
無
礼
な
る
も
の
あ
り
、
以
後

取
り
次
ぐ
な
と
、
怒
っ
た
の
は
当
然
な
こ
と

で
す
。
中ち
ゅ
う
か
し
そ
う

華
思
想
の
頂
点
に
た
つ
「
帝
」
で

あ
っ
て
み
れ
ば
ね
。
し
か
し
お
も
し
ろ
い

こ
と
に
は
小お
の
の
い
も
こ

野
妹
子
の
帰
国
に
際
し
て
は

裴は
い
せ
い
せ
い

世
清
を
来
日
さ
せ
て
お
り
ま
す
が
ね
。

　

皆
さ
ん
に
お
見
せ
し
た
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
隋
の
時
代
、周
辺
の
国
か
ら
使
者
が
や
っ

て
来
る
の
で
す
が
。
そ
の
さ
ま
を
描
い
た
絵

を
南
京
の
博
物
館
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

よ
く
見
る
と
で
す
ね
、
倭
国
の
使
者
の
頭

に
は
冠
は
な
い
。
鉢は
ち
ま巻

き
み
た
い
な
も
の
を

巻
い
て
い
る
。
足
は
裸は
だ
し足

で
布
を
ダ
ラ
ッ
と

身
体
に
巻
い
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
百

済
の
使
者
は
靴く
つ

を
履は

き
、
冠
を
し
て
い
る
。

歴れ
き
ぜ
ん然
た
る
差
が
あ
り
ま
す
。
更さ

ら

に
、
高こ

う
く
り

句
麗

の
使
者
で
す
ら
冠
は
し
て
お
り
ま
す
よ
。
な

ん
か
寂さ
び

し
く
感
じ
ま
し
た
。
何
が
日
出
ず
る

処
の
天
子
か
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
だ
。

な
ん
で
恙
な
き
か
だ
よ
。
皇
帝
が
不ふ
ゆ
か
い

愉
快
に

な
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。

　

六
〇
〇
年
の
屈く
つ
じ
ょ
く
て
き

辱
的
な
遣
隋
使
派
遣
よ

り
、
七
年
の
間
内
政
の
充
じ
ゅ
う
じ
つ実

に
心し

ん
け
つ血

を
注そ

ゝ

が

れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
六
〇
一
年
に
斑い
か
る
が鳩

の
宮み

や

の

造ぞ
う
え
い営
・
六
〇
三
年
に
冠か

ん
い
じ
ゅ
う
に
か
い

位
十
二
階
を
さ
だ
め

た
。
従
来
カ
バ
ネ
は
氏
に
世
せ
し
ゅ
う

襲
さ
れ
て
い

た
。
個
人
の
位
次
（
カ
ウ
ム
リ
ノ
ク
ラ
イ
）

本
意
に
改
め
た
。
氏
姓
に
関
わ
ら
ず
能
力
次
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第
で
高
位
の
冠
を
被
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
徳
・
仁
・
義
・
礼
・
智
・

信
で
そ
れ
ぞ
れ
大
・
小
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、

十
二
に
な
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
冠
の
な

い
・
裸
足
の
使
者
の
姿
と
他
国
の
そ
れ
と
比

し
て
、
日
本
が
国
際
的
に
立
ち
後
れ
て
い
る

と
の
実
感
を
強
く
も
た
れ
た
あ
か
し
で
し
ょ

う
。

更
に
六
〇
四
年
に
は
「
十
七
条
憲
法
」
を
定

め
、
飛
鳥
に
大
仏
を
、
三
経
の
講
義
を
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
皆
中
国
と
対
等
に
渡
り

あ
え
る
手
だ
て
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
仏
教

を
受
容
す
る
と
い
う
と
、
寺
院
を
造
ら
ね
ば

な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
際
に
技
術
集
団
（
大

工
・
左
官
・
鐵
・
鋳
物
）
仏
具
・
経
典
の
紙
・

墨
・
筆
等
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

技
術
が
ト
ー
タ
ル
で
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
う

い
う
意い

と図
を
も
っ
て
六
〇
七
年
に
は
隋
に
数

十
人
の
僧
を
派
遣
し
た
。
太
子
は
、
三
世
に

わ
た
り
、
間
違
い
の
な
い
も
の
、
そ
れ
が
仏

法
と
考
え
ら
れ
た
。

　

そ
の
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

隋
と
い
う
大
国
と
対
等
に
付
き
合
い
が
で
き

た
。
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
尊
い
、
高こ
う
ま
い邁
な
理

想
を
持
っ
て
、
外
交
を
な
さ
っ
た
と
強
く
想

う
と
こ
ろ
で
す
。

　

仏
法
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

の
生
き
方
を
学
び
、
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

お
彼
岸
に
詣
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
岸
の
世
界
を
想
い
、
私
た
ち
の
世
界

を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
お
念
仏
に

遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
火か
た
く
む
じ
ょ
う

宅
無
常
の
世

界
が
「
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る

こ
と
の
な
い
」
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く

の
で
す
。

十
七
憲
法
に
も
「
共
に
是
凡
夫
（
た
だ
ひ
と
）」

と
か
「
上
か
み
し
も
あ
ま
な

下
和
い
諧

と
と
の
おれ

」
と
い
う
こ
と
が
織お

り

り
込
ま
れ
て
い
る
由ゆ

え
ん縁

。
そ
れ
が
明
白
に
な

る
の
で
す
。。

こ
れ
が
日
本
を
発
展
さ
せ
る
基
も
と
い
と
、
自
信
を

持
っ
て
隋
に
使
節
を
送
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

殊
に
仏
教
受
容
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
開
山
は
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
太
子

の
命
を
賭か

け
て
、
使
節
を
送
り
、
日
本
に
仏

教
を
伝
え
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
ご
苦
労
を

し
み
じ
み
想
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の

恩お
ん
ど
く徳
は
言
葉
で
は
、
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
は

で
き
な
い
、
量
っ
て
も
計
り
知
れ
な
い
程
大

き
い
と
。
そ
の
心
か
ら
の
敬け
い
い意

が
「
和
国
教

主
聖
徳
王
／
廣
大
恩
徳
謝
し
が
た
し
／
一
心

に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
／
奉
讃
不
退
な
ら
し

め
よ
」
前
出
の
ご
和
讃
に
な
っ
た
の
で
す
。

ご
開
山
の
時
代
、
鎌
倉
は
鎮ち
ん
ご
こ
っ
か

護
国
家
か
ら
貴

族
を
経
て
よ
う
や
く
、
民
衆
の
個
人
救き
ゅ
う
さ
い済

へ
と
進
ん
だ
世
で
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
ま

で
は
、
リ
ッ
チ
な
限
ら
れ
た
人
が
救
わ
れ
る

と
す
る
、
自じ
り
き
さ
ぜ
ん

力
作
善
を
勧す

す

め
た
教
え
が
中
心

で
し
た
。
し
か
し
持
ち
家
も
な
く
、
日
々

の
生
活
に
齷あ
く
せ
く齪

す
る
人
達
は
ど
う
な
る
の

か
。
煩ぼ
ん
の
う悩
を
断た

と
う
と
し
て
も
不ふ

だ
ん断
な
、
自

力
作
善
の
、
普
通
の
人
を
捨
て
お
い
て
よ

い
の
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
き
ま
し

て
ね
。
こ
こ
に
自
然
に
、
作
善
で
き
な
い

人
、
善
を
積
も
う
と
思
っ
て
も
で
き
な
い
人

が
悪
人
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
い
う
悪
人
こ

そ
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る

「
悪あ
く
に
ん
し
ょ
う
き

人
正
機
」説
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
一
部
、

保
守
的
な
解げ
だ
つ
ぼ
う
じ
ょ
う
け
い

脱
房
貞
慶
な
ど
も
、
の
ち
悪
人

は
救
わ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
っ
て
い

る
。

　

で
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
の
人
達
を
救

う
の
か
。
た
と
え
ば
、
勉
強
で
き
る
子
が
高

い
点
数
を
と
る
の
は
当
た
り
前
、
勉
強
し
た

く
な
い
子
を
勉
強
さ
せ
る
か
、
考
え
る
力
を

ど
う
つ
け
さ
せ
る
か
か
が
、
大
事
な
の
で
す
。

「
悪
人
正
機
」
は
救
わ
れ
る
順
序
の
問
題
。

し
か
し
「
悪
あ
く
に
ん
し
ょ
う
い
ん

人
正
因
」
と
い
う
の
は
悪
人
が

ど
う
し
た
ら
救
わ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で

し
ょ
う
か
。

　

ご
開
山
は
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
。「
他
力
を
た
の
む
悪
人
」
が
、「
弥み

だ陀
の

に
よ
っ
て
」
救
わ
れ
る
。「
本
願
力
を
信
じ

な
さ
い
」
と
い
わ
れ
る
。「
他
力
」
と
い
う

の
は
、
お
願
い
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
他
力
と
い
う
の
は
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
す
る
と
云
う
こ
と
で
す
よ
。
そ
う
い
う
人

は
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
き
ま

す
と
。

　

太
子
に
よ
っ
て
、
仏
教
を
伝
え
て
い
た
だ

い
た
。
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
太
子
の
理
想
は
鎌
倉
時
代
の

ご
開
山
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
で
す
。

太
子
時
代
に
は
残
念
な
が
ら
、
念
仏
の
教
え

の
根
源
に
は
到
達
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

ご
開
山
は
、
正ま
さ

し
く
太
子
か
ら
の
宿
題
と
し

て
そ
こ
を
考
え
続
け
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
な
が
き
時
を
経
て「
悪
人
正
機
」、

「
悪
人
正
因
」
説
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
こ
に

仏
法
は
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
、
尊
い
教

え
と
し
て
完
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

仏
法
は
私
自
身
を
照
ら
し
出
す
鏡
で
す
。

仏
様
の
前
に
立
っ
た
ら
「
共
に
凡
夫
」
な
ん

で
す
よ
。
ご
開
山
の
、
異
常
な
ほ
ど
の
、
太

子
さ
ま
へ
の
篤あ
つ

い
お
も
い
が
、
時
と
処
を
超こ

え
て
、「
た
だ
、
念
仏
の
道
」
を
ひ
ら
か
し

め
た
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
も
太
子
さ
ま
か
ら

宿
題
を
い
た
だ
い
た
た
ま
も
の
と
思
っ
て
感

謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　　

本
稿
は
二
〇
〇
四
年
三
月
、
浄
光
寺
の

「
お
た
い
し
さ
ん
」
の
法
話
録
で
す
。

　

今
回
は
西
一
恵
女
史
に
テ
ー
プ
お
こ
し
、

お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
紙
面
の
都
合
上
、
一
部
割
愛
し
、

記
載
い
た
し
ま
し
た
こ
と
ご
了
解
く
だ
さ

い
。

　

尚
、
当
寺
の
充
実
に
腐
心
し
て
お
り
ま

す
。『
結
草
』に
限
ら
ず
、ご
意
見
、ご
要
望
、

そ
の
他
ご
相
談
等
あ
れ
ば
、
ご
遠
慮
な
く

左
記
に
ご
一
報
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

   　
　
　

金
沢
市
森
山
二
ー
一
九
ー
三
二　

　
　
　
　

℡
〇
七
六
ー
二
五
二
ー
四
九
二
二

　

                                        

浄
光
寺

　　　　　へんしゅうこうき


