
鈴
木
大
拙
館
館
長

　

一
年
間
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た

め
に
皆
さ
ん
に
お
会
い
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
け
ど
、
今
皆
さ
ん
の
お
顔
を
拝
見
出

来
て
大
変
喜
ん
で
お
り
ま
す
。

　

今
日
、
浄
光
寺
様
へ
寄
せ
て
頂
く
途

中
、
周
り
の
植
物
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら

花
が
咲
い
て
お
り
ま
し
た
。
私
の
所
は

屋
根
雪
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
雪
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
屋
根
雪
を
ど
か
し
た
ら
、

そ
の
雪
の
下
か
ら
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
蕾
が

あ
っ
た
。
雪
の
中
で
蕾
が
も
う
春
を
待
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。
私
は
そ
れ
を
見
た

時
に
何
と
も
言
え
な
い
感
動
を
覚
え
ま

し
た
。
私
は
今
大
拙
館
で
お
世
話
に
な
っ

「
お
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
ご
挨
拶

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
け
れ
ど
も
、
と
は

言
っ
て
も
ち
ゃ
ん
と
数
か
月
で
我
々
の

体
内
の
組
織
は
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
で

も
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
花
は
去
年
の
シ
ャ
ク

ナ
ゲ
の
花
と
同
じ
花
を
咲
か
せ
て
、
相
似

た
り
。
私
も
十
七
年
前
は
こ
ん
な
に
髪

も
白
く
な
く
て
、
だ
ん
だ
ん
と
歳
相
応
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
人
、
同
じ
か
ら
ず
。

そ
う
い
う
事
を
思
う
と
や
っ
ぱ
り
自
然

と
い
う
の
は
大
変
素
晴
ら
し
い
も
の
だ

と
教
え
ら
れ
ま
す
ね
。
人
間
は
や
っ
ぱ
り

歳
を
取
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で

す
が
、
自
然
を
眺
め
る
度
に
も
っ
と
も
っ

と
自
然
に
接
し
て
い
く
事
が
大
事
だ
な

と
思
い
ま
す
。

　
　

世
間
虚
仮 

唯
仏
是
真

　

先
ほ
ど
坊
守
さ
ん
と
お
話
を
し
て
い

た
の
で
す
が
、
私
は
も
う
半
世
紀
ほ
ど
前

か
ら
大
谷
大
学
で
お
世
話
に
な
っ
て
い

て
、
当
寺
の
学
長
さ
ん
が
曽そ

が
り
ょ
う
じ
ん

我
量
深
と
い

う
学
長
さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
が
、「
本
学

は
世
間
で
役
立
た
な
い
人
間
を
つ
く
る

の
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
私
は
世
間
で

役
立
た
な
い
学
校
に
来
た
の
か
、
な
ら
帰

ろ
う
か
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

ず
っ
と
こ
の
事
を
考
え
て
い
た
の
で
す

が
、
や
っ
ぱ
り
世
間
と
い
う
も
の
に
合
わ

せ
な
い
で
自
分
の
生
き
方
と
い
う
も
の

を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ

と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
思
う
の
で

す
。

　

聖
徳
太
子
の
お
言
葉
の
中
に

「
世せ

け
ん
こ
け

間
虚
仮 

唯ゆ
い
ぶ
つ
ぜ
し
ん

仏
是
真
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
お
言
葉
は
、
法
隆

寺
の
玉
虫
の
厨
子
に
書
か
れ
て
い
る

「
諸し

ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
／
是ぜ

し
ょ
う
め
っ
ぽ
う

生
滅
法
／
生し

ょ
う
め
つ
め
つ
い

滅
滅
已
／

寂じ
ゃ
く
め
つ
い
ら
く

滅
為
楽
」
と
い
う
事
。

　

お
釈
迦
様
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
の
中
で

修
行
し
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な

く
「
諸
行
無
常
」　
「
是
生
滅
法
」、
諸
行

は
無
常
で
い
つ
ま
で
も
同
じ
で
は
な
い

で
す
よ
、
変
化
す
る
も
の
で
す
よ
と
、
声

が
聞
こ
え
て
き
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
文
章

が
成
り
立
た
な
い
か
ら
こ
の
続
き
が
何

か
あ
る
は
ず
だ
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
周
り

に
人
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
ら
鬼
が
い
た

わ
け
で
す
。
羅ら

せ
つ刹

が
い
た
の
で
「
お
前
が

こ
れ
を
言
っ
た
の
か
？
」
と
尋
ね
た
。
そ

し
た
ら
、「
そ
う
だ
」
と
。
そ
れ
な
ら
ば

(  1  ) く さ む す び
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木
村
　
宣
彰

て
い
る
の
で
す
が
、
大
拙
館
の
裏
の
本
多

の
森
と
い
う
所
に
雪
割
草
が
咲
い
て
た
。

こ
れ
が
ま
た
可
憐
な
花
で
。

　

中
国
の
唐
の
詩
人
で
劉り

ゅ
う
き
い

希
夷
と
い

う
人
が
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
彼
の

詩
の
中
に
「
年ね

ん
ね
ん
さ
い
さ
い
は
な
あ
い
に
た
り

年
歳
歳
花
相
似
／   

歳さ
い
さ
い
ね
ん
ね
ん
ひ
と
お
な
じ
か
ら
ず

歳
年
年
人
不
同
」
と
。「
年
年
歳
歳
」

と
い
う
の
は
、
毎
年
毎
年
で
す
。「
花
相

似
た
り
」
と
は
、
花
は
毎
年
同
じ
花
を
咲

か
せ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
花
は
相
似

た
る
。「
歳
歳
年
年
人
不
同
」、毎
年
毎
年
、

浄
光
寺
さ
ん
に
寄
せ
て
頂
い
て
ま
す
が
、

人
同
じ
か
ら
ず
。
先
ほ
ど
ご
住
職
さ
ん
と
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「
そ
の
続
き
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
教
え

て
く
れ
」
と
言
っ
た
ら
、
そ
の
鬼
は
、「
私

は
お
腹
が
減
っ
て
何
も
喋
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
で
は
「
何
か

食
べ
物
を
探
し
て
く
る
か
ら
ど
う
し
て
も

そ
の
続
き
を
教
え
て
く
れ
」
と
。

　

す
る
と
鬼
は
、「
私
の
食
べ
物
と
い
っ

て
も
温
か
い
肉
と
血
な
ん
だ
」
と
。
要
す

る
に
生
き
た
人
間
を
食
う
と
い
う
訳
で
す

よ
。
コ
ン
ビ
ニ
や
ど
っ
か
そ
こ
ら
で
食
べ

物
を
買
っ
て
く
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か

ら
、
そ
れ
で
は
「
私
を
提
供
す
る
か
ら
食

べ
て
く
れ
」
と
。
で
も
そ
れ
は
こ
の
尊
い

こ
の
言
葉
の
続
き
を
聞
い
た
上
で
な
い
と

ダ
メ
だ
と
。
聞
い
た
ら
必
ず
私
は
お
前
に

こ
れ
を
や
る
。
自
分
の
身
体
を
施
し
て
そ

の
言
葉
を
聞
く
。
こ
れ
を
施せ

し
ん
も
ん
げ

身
聞
偈
と
い

う
。

　

そ
う
し
た
ら
鬼
は
「
生
滅
滅
已
」「
寂

滅
為
楽
」
と
唱
え
た
。
早
速
、
雪
山
童
子

（
お
釈
迦
様
の
前
生
）
と
い
う
の
が
こ
れ
を

書
い
た
。
あ
っ
ち
に
も
こ
っ
ち
に
も
書
い

た
。
私
だ
け
聞
い
た
の
で
は
役
に
立
た
な

い
。
み
ん
な
に
、
後
の
人
に
伝
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
残
し
た
の
は「
諸

行
無
常
」「
是
正
滅
法
」「
生
滅
滅
已
」「
寂

滅
為
楽
」。「
さ
あ
約
束
通
り
食
べ
て
く
れ
」

と
飛
び
込
ん
だ
ら
、
本
当
は
鬼
で
は
な
く

て
帝
釈
天
だ
っ
た
、
そ
れ
で
体
を
救
っ
て

く
れ
た
。
そ
の
事
が
聖
徳
太
子
様
の
法
隆

寺
の
玉
蟲
の
厨
子
に
書
い
て
あ
る
。
漢
字

だ
と
難
し
い
か
ら
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く

日
本
語
に
直
し
た
の
が
皆
さ
ん
よ
く
ご
存

知
の
い
ろ
は
歌
で
す
よ
。「
い
ろ
は
に
ほ
へ

と
、
ち
り
ぬ
る
を
、
わ
か
よ
た
れ
そ
、
つ

ね
な
ら
む
、
う
ゐ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え

て
、
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
、
ゑ
ひ
も
せ
す
ん
」。

　

諸
行
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
も
の

は
な
い
、
こ
れ
が
生
ま
れ
た
ら
そ
れ
は
滅

ぶ
、
そ
う
い
う
存
在
。「
い
ろ
は
に
ほ
へ

と 

ち
り
ぬ
る
を
」、
散
る
ん
で
す
よ
。
桜

が
満
開
で
綺
麗
だ
な
と
思
っ
て
も
、
一

時
の
事
で
み
ん
な
散
り
ま
す
よ
。
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の

だ
。
そ
の
酔
っ
払
い
か
ら
覚
め
な
き
ゃ
だ

め
だ
。
そ
れ
が
寂
滅
為
楽
。
花
が
咲
い
た

と
喜
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
本
当

に
正
し
い
変
わ
ら
な
い
も
の
を
掴
む
、
そ

れ
が
大
事
だ
。
お
そ
ら
く
聖
徳
太
子
様
が

「
世
間
虚
仮 

唯
仏
是
真
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
の
は
、
こ
ち
ら
の
句
を
ぐ
っ
と
縮
め
て

世
間
は
み
ん
な
移
り
変
わ
る
も
の
で
す

よ
、
た
だ
仏
様
の
世
界
だ
け
は
真
実
で
す

と
。
そ
れ
を
ず
っ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た

か
ら
太
子
が
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
奥
様

（
橘

た
ち
ば
な
の
お
お
い
ら
つ
め

大
郎
女
）
が
こ
れ
は
残
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
、
推
古
天
皇
の
許
可
を
得
て

中
宮
寺
の
天て

ん
じ
ゅ
こ
く
ま
ん
だ
ら
し
ゅ
う
ち
ょ
う

寿
国
曼
荼
羅
帳
に
刺
繍
に
し

て
残
さ
れ
た
。
娑
婆
は
み
ん
な
移
り
変
わ

り
ま
す
よ
、
で
も
仏
様
の
世
界
は
変
わ
ら

な
い
で
す
よ
、
と
い
う
事
を
残
し
て
い
た

だ
い
た
わ
け
で
す
。「
う
ゐ
の
お
く
や
ま
」

の
、「
有う

い為
」
と
い
う
の
は
移
り
変
わ
る
も

の
で
す
よ
、
条
件
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
る

も
の
で
す
よ
、
絶
対
に
安
全
と
い
う
事
で

は
な
い
で
す
よ
、
や
っ
ぱ
り
条
件
が
変
わ

れ
ば
事
故
が
起
こ
っ
た
り
す
る
、
そ
う
い

う
存
在
を
有
為
法
と
い
う
。

　
　
有
為
法

　

何
故
こ
の
よ
う
な
事
を
申
し
上
げ
た
か

た
と
い
い
ま
す
と
、
３
月
11
日
の
東
日
本

大
震
災
で
た
く
さ
ん
の
津
波
、
あ
る
い
は

原
発
の
事
故
が
起
こ
り
ま
し
た
が
、
江
戸

時
代
の
慰
霊
塔
の
中
に
書
い
て
あ
る
言
葉

を
見
て
ね
、
い
た
く
び
っ
く
り
仰
天
し
た
。

一
切
有
為
法
を
供
養
す
る
た
め
に
こ
の
慰

霊
塔
を
立
て
た
。
通
常
亡
く
な
っ
た
お
父

さ
ん
や
お
じ
い
さ
ん
や
あ
る
い
は
兄
弟
な

ど
人
間
の
為
に
供
養
塔
が
建
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
の
慰
霊
塔
は
一
切
有
為
法
。

一
切
有
為
法
と
い
う
の
は
人
間
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
動
物
や
植
物
な
ど
の
生
き

物
だ
け
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
の
机
も
立
派

け
れ
ど
も
千
年
も
二
千
年
も
も
つ
と
は
限

ら
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
一
切
の
も

の
を
供
養
し
て
い
く
。
江
戸
時
代
の
中
期

く
ら
い
、
３
０
０
年
程
前
の
供
養
塔
だ
っ

た
の
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
も
の
を
建
て
た

人
は
全
部
が
繋
が
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い

る
。
私
だ
け
で
な
く
て
み
ん
な
が
こ
の
関

係
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い

る
か
ら
、
一
切
有
為
法
の
為
に
供
養
す
る
、

と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
仏
法
の
世
界

だ
な
、
と
私
は
感
心
し
た
の
で
す
。
で
も

そ
う
い
う
事
を
み
ん
な
忘
れ
て
お
る
。

　

二
十
年
ほ
ど
前
か
な
、
イ
ン
ド
の
先
の

セ
イ
ロ
ン
と
い
う
所
に
あ
る
お
寺
に
お
参

り
に
行
っ
た
ん
で
す
よ
、
そ
し
て
ら
靴
を

脱
ぎ
ま
し
ょ
う
と
、
裸
足
に
な
っ
て
お
寺

の
参
道
を
歩
く
の
で
す
。
玉
砂
利
の
上
を
。

今
、
浄
光
寺
さ
ん
に
入
っ
て
来
た
と
き
は

靴
を
履
い
て
い
ま
し
た
け
ど
、
あ
ち
ら
の

お
寺
で
は
門
の
所
で
も
う
脱
ぐ
ん
で
す

( ２  )く さ む す び



よ
。
熱
い
ゴ
ロ
ゴ
ロ
の
石
の
上
を
素
足
で

あ
る
く
と
足
の
裏
か
ら
大
地
と
い
う
も
の

を
感
じ
る
。

　

私
は
鈴
木
大
拙
館
に
靴
を
履
い
て
車
に

乗
っ
て
行
く
。
大
地
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、

ア
ク
セ
ル
を
踏
め
ば
進
む
、
ブ
レ
ー
キ

を
踏
め
ば
止
ま
る
、
自
分
の
思
う
よ
う
に

全
て
が
出
来
る
と
思
っ
て
し
ま
う
の
だ
け

ど
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
く
て
み
ん
な

が
関
わ
り
合
っ
て
生
き
て
い
る
。
一
つ
だ

け
で
、
私
だ
け
で
生
き
ら
れ
る
と
い
う
の

は
絶
対
に
な
い
で
す
ね
。

　

こ
の
供
養
塔
の
中
に
一
切
有
為
法
の
為

に
供
養
す
る
と
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
は
机

も
家
も
車
も
靴
も
、
犬
も
猫
も
石
も
砂
利

も
全
部
、
こ
れ
一
緒
に
供
養
す
る
。
自
分

と
無
関
係
で
は
な
く
て
そ
れ
と
共
に
生
き

て
い
る
。
我
々
は
何
か
を
考
え
る
と
き
原

因
を
考
え
る
、
原
因
は
一
つ
で
は
な
い
、

み
ん
な
そ
う
い
う
因
縁
に
関
わ
っ
て
い
る

ん
で
す
ね
。

　
　
樹
木
希
林
が
大
切
に
し
た
言
葉

　

私
は
鈴
木
大
拙
館
に
い
ま
す
け
ど
、
と

て
も
有
難
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
大
拙

先
生
と
声
な
き
声
で
対
話
で
き
る
わ
け
で

す
よ
。
毎
日
毎
日
、
大
拙
先
生
は
ど
う
思

わ
れ
る
か
と
。
大
拙
先
生
は
で
す
ね
、
昭

和
21
年
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
ま
だ
一
年
も

経
っ
て
い
な
い
と
き
、
天
皇
皇
后
両
陛
下

の
前
で
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
ご
講
義
を

な
さ
っ
た
。
仏
教
の
大
意
と
い
う
講
義
を

な
さ
っ
た
の
で
す
け
ど
、
そ
の
最
後
の
所

に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
妙

好
人
の
こ
と
が
ず
っ
と
書
か
れ
て
い
る
。

娑
婆
っ
て
い
う
も
の
は
事じ

じ

む

げ

事
無
碍
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
関
わ
り
合
っ
て
い

る
。
宇
宙
と
い
う
の
は
み
ん
な
が
関
わ
り

合
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
よ
、
と
い
う

こ
と
を
お
話
な
さ
っ
た
。

　

樹
木
希
林
さ
ん
は
１
０
０
冊
し
か
本
を

持
た
な
い
そ
う
で
す
。
１
０
１
冊
目
を

買
っ
た
ら
前
の
分
を
処
分
し
て
、
い
つ
も

自
分
の
手
元
に
あ
る
の
は
１
０
０
冊
に

限
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
本
の
中
で
、

世
間
虚
仮
じ
ゃ
な
く
て
唯
仏
是
真
の
よ
う

に
こ
れ
こ
そ
が
真
だ
、
自
分
の
拠
り
所
だ

と
い
う
所
に
赤
い
線
を
引
い
て
あ
る
ん
で

す
。
１
０
０
冊
の
本
の
中
に
鈴
木
大
拙
先

生
の
『
仏
教
の
大
意
』
と
い
う
本
が
あ
る
。

こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
の

為
に
講
義
さ
れ
た
内
容
で
す
け
ど
、
赤
い

鉛
筆
が
引
い
て
あ
る
。ど
こ
に
引
い
て
あ
っ

た
か
と
い
う
と
、「
死
ぬ
と
き
に
死
に
ま
す
、

生
ま
れ
る
と
き
に
生
ま
れ
ま
す
。
生
ま
れ

て
喜
ば
ず
、
死
ん
で
悲
し
ま
ず
、
晏あ

ん
ぜ
ん然

と

し
て
い
ま
す
」。
晏
然
、
心
が
乱
れ
る
こ
と

は
な
く
安
ら
か
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
故
、

何
の
理
屈
も
言
わ
ず
、
そ
の
ま
ま
何
も
か

も
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
無
分
別

の
分
別
。
分
別
の
無
分
別
と
い
う
即
非
の

論
理
を
生
活
そ
の
も
の
の
上
に
活
か
し
た

も
の
だ
。「
生
ま
れ
て
喜
ば
す
、
死
ん
で
悲

し
ま
ず
」、
要
す
る
に
生
滅
滅
已
、
生
ま
れ

て
良
か
っ
た
、
亡
く
な
っ
た
ら
ダ
メ
だ
、

宝
く
じ
当
た
っ
た
ら
良
か
っ
た
、
当
た
ら

な
か
っ
た
ら
悲
し
い
、
そ
ん
な
こ
と
に
迷

わ
な
い
。
あ
さ
い
夢
を
見
な
い
で
、
寂
滅

為
楽
の
世
界
。
そ
れ
を
書
い
て
あ
る
。
樹

木
希
林
さ
ん
と
い
う
の
は
そ
こ
に
線
を
引

い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
拠
り
所
に
し
て
生

き
て
お
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
何
年
か
前
に

亡
く
な
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
、
大
変

な
人
だ
な
と
。

　
　

二
つ
の
世
界

　

こ
の
本
の
中
で
ど
う
い
う
事
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
私
達
の
生

き
て
い
る
世
界
は
生
ま
れ
た
り
滅
ん
だ

り
、
良
か
っ
た
な
、
悪
か
っ
た
な
と
思
う

こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
世
界
と
、
も
う

一
つ
そ
う
じ
ゃ
な
い
世
界
が
あ
り
ま
す
よ

と
。
大
拙
先
生
の
お
言
葉
で
い
う
と
そ
れ

は
知
性
、
感
性
の
世
界
、
あ
ぁ
花
が
咲
き

綺
麗
だ
な
と
喜
ん
で
い
る
世
界
と
、
そ
う

い
う
も
の
を
超
え
た
霊
性
の
世
界
。
霊
性

の
世
界
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
も
の
に
は

動
か
な
い
で
、
寂
滅
為
楽
と
い
う
か
物
の

道
理
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
う

世
界
。
心
の
奥
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
、

妙
好
人
の
よ
う
に
宗
教
観
と
い
う
か
、
直

感
で
物
事
を
捉
え
る
。
お
そ
ら
く
樹
木
希

林
さ
ん
も
そ
こ
に
近
い
と
こ
ろ
に
お
ら
れ

る
。
私
な
ど
は
、
頭
で
考
え
て
こ
れ
は
大

き
い
と
か
小
さ
い
と
か
、
こ
れ
は
上
手
い

と
か
悪
い
と
か
分
別
し
て
生
き
て
い
ま
す

け
ど
、
そ
う
い
う
分
別
を
超
え
た
世
界
と

そ
れ
を
超
え
た
も
う
一
つ
の
二
つ
の
世
界

が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
で
い
え
ば

存
知
の
世
界
、
も
う
一
つ
は
信
知
の
世
界
。

「
こ
れ
は
何
か
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
は

い
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
で
す
か
？

く さ む す び(  ３  )
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は
い
、
こ
れ
は
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
ら
答
え

が
出
て
き
ま
し
た
」、
こ
の
世
界
が
存
知
の

世
界
。
ネ
ッ
ト
の
世
界
は
見
え
る
世
界
と

聞
こ
え
る
世
界
だ
け
で
す
よ
ね
。
私
に
は

高
齢
の
母
が
い
ま
す
け
れ
ど
、
母
の
手
を

触
る
と
安
心
し
た
よ
う
な
顔
し
て
い
ま
す

よ
。
あ
る
い
は
幼
い
時
、
母
親
が
料
理
を

作
っ
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
味

噌
汁
の
匂
い
が
ふ
う
っ
と
す
る
と
、
も
う

食
事
だ
な
と
喜
び
を
感
じ
る
。
で
も
そ
う

い
う
事
は
ネ
ッ
ト
で
は
伝
え
る
こ
と
は
出

来
な
い
わ
け
で
す
。
触ふ

れ
る
と
か
味
わ
う

と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
人
間
の
最
も
根
本

的
な
世
界
だ
と
思
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
オ

ン
ラ
イ
ン
で
は
難
し
い
。
で
も
知
識
の
世

界
、
耳
で
聞
く
世
界
、
あ
る
い
は
目
で
見

る
世
界
で
は
と
て
も
便
利
な
世
界
で
す
。

　

先
ほ
ど
控
室
で
教
え
て
頂
い
た
の
で

す
、
良
い
に
悪
い
は
付
い
て
い
る
も
の
で

す
よ
と
。
大
拙
先
生
も
二
つ
で
あ
っ
て
一

つ
、
一
つ
で
あ
っ
て
二
つ
と
ず
っ
と
言
っ

て
い
る
。
そ
う
い
う
見
え
る
世
界
と
見
え

な
い
世
界
。
親
鸞
の
言
葉
で
い
え
ば
知
識

で
分
か
る
世
界
と
知
識
で
は
ど
う
に
も
わ

か
ら
な
い
不
可
思
議
な
世
界
と
が
あ
り
ま

す
よ
。
そ
れ
を
大
拙
先
生
は
霊
性
の
世
界

と
知
性
の
世
界
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
蓮
如
上
人
と

い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
蓮

如
上
人
の
『
御お

ふ
み文

』
の
中
に
こ
う
書
い
て

あ
る
。「
そ
れ
、
八
万
の
法
蔵
を
し
る
と
い

う
と
も
、
後
世
を
し
ら
ざ
る
人
を
愚
者
と

す
」。
文
章
で
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
難

し
く
て
も
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
読
む
こ

と
も
出
来
る
。
こ
れ
は
存
知
の
世
界
で
す
。

で
も
後
世
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
愚
者
だ
と

言
わ
れ
て
も
、
後
世
を
見
る
こ
と
も
で
き

な
け
れ
ば
触
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ

は
や
っ
ぱ
り
親
鸞
聖
人
の
い
う
信
知
の
世

界
だ
し
、
大
拙
先
生
の
い
う
霊
性
の
世
界
。

そ
う
い
う
世
界
が
二
つ
で
あ
っ
て
一
つ
、

一
つ
で
あ
っ
て
二
つ
の
世
界
に
私
達
は
生

き
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
片
方
だ
け
で
い
る

と
そ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
見
え
な
く
な
り

ま
す
よ
、
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
も
蓮

如
上
人
も
、
あ
る
い
は
大
拙
先
生
も
、
ま

た
聖
徳
太
子
様
も
そ
の
事
を
私
達
に
教
え

て
頂
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
　
衆
生
無
辺
誓
願
度

　

先
ほ
ど
控
え
室
で
お
話
し
て
い
た
の
で

す
が
、大
拙
先
生
は
明
治
三
年
（
１
８
７
０

年
）
の
生
ま
れ
で
す
よ
。
ア
メ
リ
カ
に

渡
ら
れ
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
就

職
し
て
給
料
を
た
く
さ
ん
貰
っ
て
い
る
、

そ
れ
は
違
い
ま
す
。
今
で
言
う
フ
リ
ー

タ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の

中
で
大
拙
先
生
は
悩
み
ま
す
。
自
分
は

何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
？
ど
う

生
き
る
の
か
？
ち
ょ
う
ど
21
世
紀
が
始

ま
っ
た
30
歳
の
時
に
、
ぐ
っ
と
掴
ん
だ
。

「
衆し

ゅ
じ
ょ
う
む
へ
ん
せ
い
が
ん
ど

生
無
辺
誓
願
度
」、
一
切
衆
生
の
為
に

生
き
て
い
る
だ
と
。
自
分
が
勉
強
す
る
の

も
、
あ
る
い
は
働
く
の
も
全
部
衆
生
の
為

だ
。
私
が
大
学
に
入
っ
た
時
に
曽
我
量
深

先
生
に
世
間
に
役
立
た
な
い
、
き
ち
ん
と

し
た
生
き
方
を
掴
む
人
間
に
な
れ
、
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
頂
い
た
。
そ
う
い
う
も
の

を
掴
ん
で
生
き
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か

で
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
大
拙
は
30
歳

の
時
に
そ
れ
が
わ
か
っ
た
。
仏
法
の
中
に

四
つ
の
誓
い
、
四し

ぐ
せ
い
が
ん

弘
誓
願
と
い
う
も
の
が

あ
っ
て
、一
番
目
が
「
衆し

ゅ
じ
ょ
う
む
へ
ん
せ
い
が
ん
ど

生
無
辺
誓
願
度
」、

全
て
の
人
々
を
救
う
。
二
番
目
は

「
煩ぼ

ん
の
う
む
り
ょ
う
せ
い
が
ん
だ
ん

悩
無
量
誓
願
断
」、
煩
悩
を
無
く
す
。

三
番
目
は
「
法ほ

う
も
ん
む
じ
ん
せ
い
が
ん
が
く

門
無
尽
誓
願
学
」、
仏
法

を
学
ぶ
。
四
番
目
は「
仏ぶ

つ
ど
う
む
じ
ょ
う
せ
ん
が
ん
じ
ょ
う

道
無
上
誓
願
成
」、

悟
り
を
ひ
ら
く
、
こ
う
四
つ
順
番
に
書
い

て
あ
る
ん
で
す
。
で
も
よ
く
考
え
た
ら
不

思
議
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
最
初
は
自
分
の

煩
悩
を
無
く
し
て
、
仏
教
の
教
え
を
学
ん

で
悟
り
を
ひ
ら
い
て
、
さ
あ
、
こ
れ
か
ら

社
会
の
為
に
働
き
ま
し
ょ
う
、
人
を
救
い

ま
し
ょ
う
、
普
通
そ
う
い
う
ふ
う
に
考

え
ま
す
。
で
も
四
弘
誓
願
の
一
番
初
め

に
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
と
こ
う
書
い
て

あ
る
。
そ
れ
で
大
拙
先
生
は
気
づ
か
れ
た

の
で
す
。
私
は
今
悩
ん
で
い
る
、
何
の
た

め
に
勉
強
す
る
の
か
？
何
の
た
め
に
働
く

の
か
？
そ
う
悩
ま
れ
考
え
る
中
で
気
づ
か

れ
た
。
全
て
の
人
々
と
の
関
わ
り
の
中
で

生
き
て
い
る
の
だ
。
も
し
そ
ん
な
こ
と
な

く さ む す び (  4  )
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で
は
な
い
で
す
か
？
で
も
な
か
な
か
私
達

の
約
束
事
を
実
行
で
き
ま
せ
ん
ね
」
と
、

奥
さ
ん
が
生
前
ほ
と
ん
ど
毎
日
口
癖
の
様

に
そ
の
事
を
私
に
言
っ
て
い
た
と
先
生
は

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
京
都
に
お
い
で
に

な
っ
て
、
大
谷
大
学
の
教
員
に
な
っ
て
、

そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
英
語
で
仏
法
を
伝
え

る
、『
イ
ー
ス
タ
ン
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
』
を

創
刊
し
、
英
語
で
奥
さ
ん
と
二
人
で
一
緒

に
書
い
て
西
洋
に
送
り
続
け
た
。
東
洋
の

考
え
方
、
仏
法
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
よ

と
。

　

30
歳
の
時
に
気
づ
い
て
、
35
歳
位
の
時

に
べ
ア
ト
リ
ス
さ
ん
と
約
束
し
た
こ
と

が
、
ず
っ
と
96
年
８
ヵ
月
の
生
涯
ま
で

変
わ
る
こ
と
な
く
、
色
ん
な
事
が
あ
っ
て

も
私
は
こ
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
一
貫
し
て
い
る
の
で
す
。
煩
悩
を
無

く
し
て
、
仏
法
を
勉
強
し
て
、
悟
り
を
ひ

ら
い
て
、
さ
あ
こ
れ
か
ら
世
間
に
働
き
ま

し
ょ
う
。
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
世
間

に
働
く
為
に
煩
悩
を
無
く
し
て
仏
法
を
勉

強
し
て
い
か
れ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
あ

れ
だ
け
の
お
仕
事
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

く さ む す び

ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
さ
あ
社
会
の
為

に
役
立
つ
こ
と
を
し
ま
し
ょ
う
と
な
り
ま

す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
何
の
た
め
に
勉

強
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
、
そ
の
為
に
仏
法
を

学
ぶ
。
だ
か
ら
金
沢
に
お
帰
り
に
な
っ
て

野
田
山
の
お
墓
参
り
し
て
、
も
し
ち
ょ
っ

と
で
も
そ
の
事
を
聞
い
て
考
え
て
く
れ
る

人
が
い
る
な
ら
ば
お
話
し
よ
う
と
子
供
達

に
お
話
を
さ
れ
た
。

　

大
拙
先
生
の
奥
さ
ん
は
べ
ア
ト
リ
ス
と

い
う
ア
メ
リ
カ
の
人
で
す
け
ど
、
結
婚
し

た
時
か
ら
ず
っ
と
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」

が
二
人
の
間
の
約
束
事
だ
っ
た
と
い
う
の

で
す
。
素
晴
ら
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

仏
法
の
素
晴
ら
し
さ
、
東
洋
の
素
晴
ら
し

さ
を
西
洋
の
人
達
に
伝
え
る
こ
と
が
私
と

あ
な
た
の
使
命
で
は
な
い
で
す
か
と
。
そ

れ
が
衆
生
無
辺
誓
願
度
の
願
い
。

　

西
洋
は
大
体
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
。

神
様
が
人
間
を
作
っ
た
。
神
と
人
間
は

別
々
だ
け
ど
、
仏
法
の
考
え
方
は
仏
様
も

昔
は
凡
夫
で
あ
っ
た
と
。
お
釈
迦
さ
ま
も

凡
夫
だ
っ
た
の
だ
け
ど
悟
り
を
ひ
ら
か
れ

て
教
え
を
説
い
て
い
か
れ
た
。「
西
洋
と

の
違
い
を
伝
え
る
の
が
私
達
二
人
の
使
命

い
な
ら
煩
悩
を
断
ず
る
必
要
な
ど
な
く
、

気
に
し
な
い
で
煩
悩
の
ま
ま
に
生
き
て
い

れ
ば
い
い
。
で
も
自
分
の
勉
強
を
一
生
懸

命
日
々
努
力
す
る
。
今
日
は
い
い
日
だ
な

と
考
え
て
生
き
て
い
る
。
全
て
は
一
切
衆

生
の
為
な
の
だ
と
気
が
付
い
た
ら
生
き
方

が
す
ー
っ
と
通
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
今
ま

で
の
生
き
方
と
は
全
く
違
う
方
向
性
が
決

ま
っ
た
。

　

先
生
は
歳
を
取
っ
て
か
ら
ア
メ
リ
カ
か

ら
帰
ら
れ
た
。
金
沢
の
野
田
山
の
お
墓
に

お
参
り
に
な
っ
た
。
金
沢
に
い
た
の
は
一

日
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
日
の
間
に

自
分
の
母
校
の
小
学
校
に
行
っ
て
「
み

ん
な
頑
張
っ
て
」
と
小
学
生
に
講
演
し

て
、
ま
た
別
の
所
で
も
講
演
し
て
、
ま
た

別
の
所
で
も
と
三
回
講
演
な
さ
っ
て
、
子

供
達
を
激
励
し
て
お
帰
り
に
な
っ
た
。
み

ん
な
衆
生
無
辺
誓
願
度
。
日
本
人
も
い
れ

ば
ア
メ
リ
カ
の
人
や
フ
ラ
ン
ス
の
人
や
ロ

シ
ア
の
人
も
い
る
、
生
き
と
し
生
け
る
も

の
は
限
り
な
い
。
そ
れ
を
誓
っ
て
、
願
っ

て
、
救
い
た
い
。
衆
生
無
辺
誓
願
度
、
そ

の
為
に
私
は
日
々
努
力
す
る
ん
だ
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
普
通
な
ら
仏

法
を
学
び
ま
し
た
、
勉
強
し
て
大
学
を
出

　
　
聖
徳

　

今
年
は
聖
徳
太
子
様
が
亡
く
な
っ
て

か
ら
１
４
０
０
年
で
す
よ
。
聖
徳
太
子

様
は
推
古
30
年
２
月
22
日
に
亡
く
な
り

ま
し
た
。
西
暦
で
い
う
と
、
６
２
２
年
で

し
ょ
う
。
今
年
は
２
０
２
１
年
で
す
か
ら

正
に
１
４
０
０
年
に
当
た
る
か
ら
各
地
で

御
遠
忌
を
予
定
し
て
お
ら
れ
る
。
法
隆
寺

の
金
堂
に
お
釈
迦
様
の
仏
像
が
あ
り
ま
す

ね
。
そ
の
裏
に
光
背
に
由
来
が
書
い
て
あ

る
。
そ
こ
に
聖
徳
太
子
様
の
亡
く
な
っ

た
日
の
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
書
か
れ
て
い

る
。
前
の
年
の
推
古
29
年
の
12
月
に
お

母
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、
そ
し
て
翌
年

１
月
に
聖
徳
太
子
様
が
病
気
に
か
か
っ

た
。
２
月
21
日
に
聖
徳
太
子
様
の
お
妃
様

（
膳か

し
わ
で
 
の
 
ほ
き
き
み
の
い
ら
つ
め

部
菩
岐
々
美
郎
女
）
も
亡
く
な
ら
れ

た
。
要
す
る
に
聖
徳
太
子
の
お
母
さ
ん
の

看
病
を
し
て
お
ら
れ
た
奥
さ
ん
が
２
月
21

日
に
亡
く
な
る
。
さ
ら
に
聖
徳
太
子
様
が

２
月
22
日
に
亡
く
な
る
。
３
ヵ
月
の
間
に
、

お
母
さ
ん
と
奥
さ
ん
と
太
子
、
み
ん
な
亡

く
な
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
で
は
な
い
と
思

う
け
ど
、
そ
う
い
う
感
染
症
で
は
な
い
か

と
推
測
し
ま
す
。
だ
か
ら
太
子
の
お
墓
は
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作
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
お
母
様

の
お
墓
を
用
意
し
て
い
た
の
で
太
子
も
奥

さ
ん
も
一
緒
に
そ
こ
へ
納
骨
し
た
。
お
母

様
の
棺
が
一
番
奥
に
横
た
わ
っ
て
、
太
子

と
奥
さ
ん
が
縦
に
二
つ
並
ん
で
、
三
人
の

遺
骨
が
一
緒
に
入
っ
て
い
る
か
ら
三
骨
一

廟
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本

当
は
お
一
人
、
お
一
人
の
お
墓
を
用
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
、

急
な
事
で
出
来
な
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
そ

う
呼
ん
だ
。

　

そ
の
お
太
子
様
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

方
か
と
言
う
と
、
世
間
で
は
聖
徳
太
子
の

本
が
沢
山
で
て
い
ま
す
け
ど
、
そ
の
中
で

聖
徳
太
子
様
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
か
色
ん
な
こ
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
で
も
ね
、
聖
徳
太
子
の
「
聖
」

と
言
う
字
は
、
あ
れ
は
『
十
七
条
憲
法
』

の
第
十
四
条
に
賢
い
人
と
い
う
の
は
五
百

年
に
一
回
だ
、
聖
人
は
千
年
に
一
度
だ
と

書
い
て
あ
る
。
千
年
に
一
度
出
る
よ
う
な

尊
い
お
方
が
聖
。
聖
徳
太
子
の
聖
。

　

さ
ら
に
『
冠
位
十
二
階
』
の
一
番
上
が

徳
で
す
。
そ
の
後
、
仁
、
礼
、
信
、
義
、
智
、

そ
れ
が
大
小
に
分
か
れ
て
十
二
に
な
っ
て

い
る
訳
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
『
冠
位
十
二

階
』
の
一
番
上
の
「
徳
」
と
、『
十
七
条
憲

法
』
の
第
十
四
条
に
出
て
く
る
「
聖
」、
お

そ
ら
く
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
聖
徳
」
と

言
う
名
前
を
作
っ
た
。
そ
れ
は
聖
徳
太
子

が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
百
年
位
経
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
聖
徳
太
子
様
は
自
分
が
聖
徳

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
な
い
の

で
す
よ
。
ま
た
親
鸞
聖
人
は
見
真
大
師
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
後
世
の
人
達

が
自
分
の
事
を
見
真
大
師
と
言
っ
て
い
る

の
は
ご
存
知
な
い
。
だ
か
ら
聖
徳
太
子
が

い
な
か
っ
た
と
議
論
な
さ
っ
て
い
る
け
れ

ど
、
そ
れ
は
後
の
人
が
褒
め
て
言
っ
て
い

る
。

　

私
は
そ
う
い
う
事
を
研
究
す
る
こ
と
も

大
事
で
尊
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
け

れ
ど
、『
三さ

ん
ぎ
ょ
う
ぎ
し
ょ

経
義
疏
』
で
は
「
法
華
経
」、

「
勝し

ょ
う
ま
ん

鬘
経
」、「
維ゆ

い
ま
き
ょ
う

摩
経
」
の
注
釈
を
お
書

き
に
な
ら
れ
た
。
あ
の
時
代
に
あ
の
よ
う

な
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
を
注
釈
を
出
来

る
人
は
そ
う
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
私

は
あ
る
と
こ
ろ
で
縁
が
あ
っ
て
聖
徳
太

子
様
の
『
法
華
義
疏
』
を
拝
見
し
た
。
日

本
で
書
か
れ
た
書
物
の
中
で
一
番
古
く
、

１
４
０
０
年
前
も
の
で
す
よ
。
そ
れ
を
読

む
と
、
私
は
聖
徳
太
子
様
が
こ
れ
を
書
か

れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
こ
ん
な
に
尊
い
事

を
お
書
き
に
な
っ
た
人
が
聖
徳
太
子
様
だ

と
、
こ
う
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
奈
良

の
国
立
博
物
館
で
拝
見
し
ま
し
た
が
、ジ
ー

ン
と
来
る
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
も
と
は

法
隆
寺
に
あ
っ
た
の
で
す
け
ど
、
皇
室
に

献
上
さ
れ
て
御
物
と
な
っ
た
。
で
す
か
ら

明
治
天
皇
は
自
分
の
御
部
屋
の
真
横
に
聖

徳
太
子
の
『
法
華
義
疏
』
を
置
い
て
お
ら

れ
た
。

　

ど
う
い
う
事
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い

う
と
、『
三
経
義
疏
』
を
読
み
ま
す
と
ね
、

お
釈
迦
様
の
説
法
が
お
経
で
す
け
ど
、
こ

れ
は
お
釈
迦
様
の
時
代
の
人
達
だ
け
を
救

う
為
の
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
遠
く
、

末
代
ま
で
の
人
達
の
為
に
説
か
れ
て
い
る

の
で
す
よ
。『
法
華
義
疏
』
に
も
『
勝
鬘
義

疏
』
に
も
『
維
摩
義
疏
』
に
も
同
じ
よ
う

な
事
が
書
か
れ
て
い
る
。更
に『
法
華
義
疏
』

を
読
む
と
、
万
善
同
帰
と
あ
る
。
難
し
い

仏
法
の
言
葉
を
理
解
す
る
の
は
大
事
だ
け

ど
も
、
理
解
す
る
こ
と
よ
り
も
善
を
行
う

と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
。
そ
れ
を
聖
徳
太

子
様
は
、
万
善
同
帰
と
。
良
い
事
を
行
う
。

で
は
良
い
事
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
事
か
。

そ
の
中
に
書
い
て
あ
る
。
一
声
の
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
こ
れ
が
一
つ
の
善
だ
。
何
故

そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
と
い
う
難
し
い

議
論
は
な
く
て
も
、
そ
れ
を
実
行
す
る
の

が
大
事
な
の
だ
。
そ
う
『
法
華
義
疏
』
に

書
い
て
あ
る
。
理
屈
を
分
か
っ
て
か
ら
や

る
と
言
っ
て
も
何
も
出
来
な
い
。
究
極
の

理
屈
と
い
う
も
の
は
本
当
は
分
か
ら
な
い

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 　
　
　
聖
徳
太
子
と
法
然
上
人
の
お
導
き

　

先
ほ
ど
の
お
勤
め
の
中
に
太
子
の
ご
和

讃
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。「
正し

ょ
う
ぞ
う
ま
つ
わ
さ
ん

像
末
和
讃
」

と
い
う
和
讃
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
皇
太
子

聖
徳
奉
讃
の
和
讃
が
全
部
で
11
首
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
の
一
つ
に
「
久く

お
ん
ご
う

遠
劫
よ
り
こ

の
世
ま
で
」
と
、
久
遠
劫
と
い
っ
た
ら
大

昔
で
す
よ
。
聖
徳
太
子
様
の
49
年
の
生
涯

だ
け
で
な
く
て
、
そ
の
ず
っ
と
昔
か
ら
こ

の
哀
れ
み
を
被
っ
て
い
る
ん
だ
と
。
ま
た

「
和
国
の
有
情
あ
は
れ
み
て
」、「
多た

し
ょ
う
こ
う
ご
う

生
曠
劫

こ
の
世
ま
で
／
あ
は
れ
み
か
ぶ
れ
る
こ

の
身
な
り
」、
自
分
が
太
子
様
の
あ
は
れ

み
を
被
っ
て
い
る
の
だ
と
。
ず
っ
と
昔
か

ら
自
分
は
四
六
時
中
太
子
様
の
あ
は
れ
み

を
被
っ
て
い
る
の
だ
と
。
こ
れ
ら
の
太
子

和
讃
は
何
か
他
の
も
の
を
読
み
替
え
て
書
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い
た
の
で
は
な
く
、
本
当
に
聖
徳
太
様
の

事
を
憶
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
お
気
持
ち
が

最
も
伝
わ
っ
て
く
る
ご
和
讃
だ
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
「
父
の
如
く
お
わ
し
ま
す
」、

「
母
の
如
く
お
わ
し
ま
す
」
と
両
親
の
よ
う

に
太
子
様
に
自
分
の
こ
と
を
憶
っ
て
い
た

だ
い
て
い
る
、
と
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
て

い
る
で
し
ょ
う
。

　
「
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
／
広
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
」。
聖
徳
太
子

の
ご
和
讃
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に

「
正
像
末
和
讃
」
の
最
後
の
所
に
載
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
和
讃
は
親
鸞
聖

人
が
85
歳
の
時
に
お
作
り
に
な
っ
た
。
一

番
最
初
に
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

　

康こ
う
げ
ん
に
さ
い

元
二
歳
丁ひ

の
と
み巳

二に
が
つ
こ
こ
ぬ
か
の
よ

月
九
日
夜
寅と

ら
の
と
き

時　
　

　

夢
ゆ
め
に
つ
げ
て
い
わ
く

告
云

　

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

　
　

本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　
　

摂
取
不
捨
の
利
益
に
て

　
　

無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り

　

こ
の
和
讃
を
、
夢
に
お
お
せ
を
か
ぶ　

　

り
て
、
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い　

　

ら
せ
た
る
な
り

夢
を
見
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
理
屈
の

世
界
で
は
な
く
、
先
ほ
ど
大
拙
先
生
の
言

う
霊
性
の
世
界
で
す
。
心
に
ピ
ン
と
き
た

わ
け
で
す
。
物
を
考
え
て
分
か
っ
た
の
で

は
な
い
。
あ
る
い
は
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉

で
言
え
ば
、
信
知
す
る
世
界
で
感
じ
取
ら

れ
た
。
だ
か
ら
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
「
こ
の

和
讃
を
、
夢
に
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
う

れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な

り
」
と
。
で
は
こ
れ
は
誰
か
。
こ
れ
は
仰

せ
を
被
り
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
法
然
上
人
な
ん
で
す
。
夢
に
法
然
上

人
が
現
れ
て
、
寅
の
刻
、
明
け
方
四
時
く

ら
い
に
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
内
容
は

本
願
信
じ
て
い
る
も
の
は
み
ん
な
摂
取
不

捨
、
仏
様
に
な
れ
ま
す
よ
、
と
。

　

そ
の
後
に
聖
徳
太
子
の
ご
和
讃
を
書
か

れ
た
。
で
は
な
ぜ
正
像
末
和
讃
に
太
子
の

ご
和
讃
が
あ
っ
て
、
法
然
上
人
の
ご
和
讃

が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
親
鸞
聖
人
は
法

然
上
人
の
仰
せ
を
被
っ
て
生
き
て
来
ら
れ

た
。
そ
の
法
然
上
人
と
い
う
方
は
阿
弥
陀

さ
ん
の
智
慧
の
象
徴
な
の
で
す
。
だ
か
ら

勢
至
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
親
鸞
聖

人
は
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
阿
弥
陀
様

の
智
慧
を
象
徴
す
る
勢
至
菩
薩
が
法
然
上

人
だ
。
そ
し
た
ら
聖
徳
太
子
様
は
何
か
。

慈
悲
を
象
徴
す
る
観
音
様
の
生
ま
れ
変
わ

り
だ
。
だ
か
ら
六
角
堂
を
出
た
時
か
ら
阿

弥
陀
さ
ん
の
慈
悲
と
智
慧
を
象
徴
す
る
お

二
人
の
こ
と
を
ず
っ
と
思
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
。

　

親
鸞
聖
人
は
ご
和
讃
の
中
に
こ
う
い
う

ご
和
讃
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

曠こ
う
ご
う
た
し
ょ
う

劫
多
生
の
あ
い
だ
に
も

　
　

出
離
の
強
縁
し
ら
ざ
り
き

　
　

本
師
源
空
い
ま
さ
ず
は

　
　

こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し

大
昔
か
ら
因
縁
を
知
ら
な
い
ま
ま
本
師
源

空
か
ら
お
導
き
を
得
て
い
た
の
だ
。
六
角

堂
の
夢
の
お
告
げ
で
法
然
上
人
に
出
遇
っ

て
か
ら
自
分
の
生
き
る
道
が
決
ま
っ
た
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
夢
を
見
ら
れ
た
こ

の
二
月
九
日
は
、
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人

が
念
仏
を
禁
止
さ
れ
て
流
罪
に
あ
っ
た
日

で
す
よ
。
だ
か
ら
こ
の
日
に
見
た
夢
は
法

然
上
人
で
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
正
像
末

和
讃
を
書
か
れ
た
。
同
時
に
自
分
の
生
き

方
を
決
め
て
頂
い
の
は
救
世
観
音
。
聖
徳

太
子
と
一
体
で
す
よ
。

　

多た
し
ょ
う
こ
う
ご
う

生
曠
劫
こ
の
世
ま
で

　
　

あ
は
れ
み
か
ぶ
れ
る
こ
の
身
な
り

　
　

一
心
帰
命
た
え
ず
し
て

　
　

奉
讃
ひ
ま
な
く
こ
の
む
べ
し

６
２
２
年
に
亡
く
な
っ
た
聖
徳
太
子
で
は

な
い
の
で
す
よ
。
ず
っ
と
昔
か
ら
生
ま
れ

死
ん
で
自
分
を
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
。「
多

生
曠
劫
」、
長
い
時
間
の
中
で
、
こ
の
現

在
ま
で
憐
み
被
る
こ
の
身
。
私
が
憐
み
を

被
っ
て
生
き
て
き
た
。「
一
心
帰
命
絶
え
ず

し
て
／
奉
讃
ひ
ま
な
く
こ
の
む
べ
し
」。
聖

徳
太
子
の
奉
讃
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
お
寺
の
内
陣
の
こ
ち
ら
に
太

子
様
の
お
姿
が
安
置
し
て
あ
る
。「
多
生
曠

劫
こ
の
世
ま
で
」
で
し
ょ
う
。

　
「
曠
劫
多
生
の
あ
い
だ
に
も
／
出
離
の

強
縁
し
ら
ざ
り
き
」、
長
い
間
私
は
迷
っ

て
き
た
の
だ
と
、
本
師
源
空
、
つ
ま
り
法

然
上
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
け
れ
ば
私
の

人
生
は
虚
し
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
80
歳

で
亡
く
な
っ
た
法
然
上
人
、
49
歳
で
亡
く

な
っ
た
聖
徳
太
子
様
で
す
が
、
ず
っ
と
生

き
て
来
ら
れ
て
私
の
所
に
ま
で
い
ら
し
て

く
れ
た
と
親
鸞
聖
人
は
思
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
と
て
も
尊
い
で
は
な
い
で
す
か
、
信

※「きこまいけ」毎月 28 日・午後 2 時～　みんなで「正信偈」のおけいこをしています。お気軽にどうぞ。
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じ
て
疑
っ
て
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
そ
し
て

ご
和
讃
を
書
か
れ
た
。
こ
れ
は
自
分
が
生

き
る
為
の
確
固
た
る
拠
り
所
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
法
然
上
人
の
お
導
き
、
聖
徳

太
子
様
の
お
導
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
親
鸞

聖
人
は
確
固
た
る
生
き
方
が
出
来
た
。
そ

の
お
喜
び
で
す
よ
。
そ
れ
で
あ
れ
だ
け
沢

山
の
ご
和
讃
を
作
ら
れ
た
。

　
「
多
生
曠
劫
」
と
書
い
て
い
る
。
法
然
上

人
の
ご
和
讃
の
「
曠
劫
多
生
」
と
反
対
に

書
い
て
あ
る
。
今
生
の
こ
と
だ
け
で
は
な

く
て
ど
れ
だ
け
の
恩
を
被
っ
て
き
た
か
。

そ
の
事
を
知
ら
ず
に
生
き
て
き
た
の
か
。

そ
の
こ
と
を
84
歳
の
時
に
気
づ
か
れ
て
法

然
上
人
が
夢
に
現
れ
て
、
あ
ぁ
も
っ
た
い

な
い
と
う
こ
と
で
和
讃
を
書
か
れ
た
。
同

時
に
救
世
観
音
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
聖
徳

太
子
様
。
親
鸞
聖
人
が
固
く
信
じ
て
お
ら

れ
る
。
お
二
人
を
自
分
の
拠
り
所
に
し
て

生
き
て
来
ら
れ
た
。

　
「
十
方
ひ
と
し
く
ひ
ろ
む
べ
し
」、「
奉
讃

不
退
な
ら
し
め
よ
」、「
慶
喜
奉
讃
せ
し
む

べ
し
」、
こ
れ
命
令
形
で
す
よ
、
親
鸞
聖
人

か
ら
私
達
に
命
令
な
さ
っ
て
い
る
と
思
う

け
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
阿
弥
陀
様
か

ら
親
鸞
聖
人
が
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
気

持
ち
も
書
い
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
弟

子
一
人
も
持
た
な
い
と
い
う
の
で
す
か
ら

命
令
す
る
は
ず
が
な
い
。
観
音
勢
至
を
通

し
て
、
奉
讃
を
忘
れ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
、

尊
い
人
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

御
開
山
親
鸞
聖
人
が
私
達
に
奉
讃
し
な
さ

い
よ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
る
と
受
け

取
る
こ
と
も
こ
れ
ま
た
尊
い
こ
と
で
す
。

　

聖
徳
太
子
の
『
十
七
条
憲
法
』
を
見
て

く
だ
さ
い
、
私
達
は
何
か
法
律
の
よ
う
に

思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
憲
法
の
「
憲
」

は
「
の
り
」
で
す
。
憲
法
の
「
法
」
も
「
の

り
」
で
す
。
の
り
と
言
う
こ
と
は
法
令
で

は
な
い
。
人
間
の
歩
み
、
行
う
べ
き
道
を

い
っ
て
い
る
ん
で
す
。
人
間
と
い
う
の
は

こ
う
い
う
風
に
生
き
る
も
の
で
す
よ
、
と

い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
機
会
が
あ
っ
た
ら
十
七
条
憲
法
を
ご
覧

に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

憲
法
の
中
に
罰
則
規
定
は
一
つ
も
な

い
。「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」、
和
を
以

て
仲
良
く
し
な
か
っ
た
ら
こ
ん
な
罰
則
が

あ
る
、
と
う
い
う
こ
と
は
書
い
て
い
な
い
。

こ
う
い
う
風
に
生
き
て
く
だ
さ
い
と
い
っ

て
い
る
の
で
、
い
ち
い
ち
罰
則
は
な
い
。

今
コ
ロ
ナ
の
中
で
自
粛
し
ま
し
ょ
う
、
し

な
か
っ
た
ら
罰
則
、
そ
ん
な
こ
と
と
は
違

い
ま
す
。
こ
れ
は
人
間
の
生
き
る
道
で
す

よ
。
だ
か
ら
仏
法
の
「
法
」
と
い
う
の
も

「
の
り
」
で
す
。
憲
法
も
「
の
り
」。
だ
か

ら
「
法の

り

」、と
い
う
の
は
と
て
も
大
事
で
す
。

人
間
は
正
に
こ
う
生
き
ま
し
ょ
う
と
。
そ

う
い
う
も
の
を
残
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ

う
い
う
方
が
歴
史
上
い
た
と
か
い
な
い
と

か
、
証
拠
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
そ
う
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
尊
い
お
方

が
正
に
聖
徳
太
子
様
と
し
て
私
達
は
奉
讃

し
て
い
る
わ
け
だ
し
、
親
鸞
聖
人
も
ま
た

ず
っ
と
お
太
子
様
を
奉
讃
し
て
い
る
。

　

親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
が
ど
ん
な
説
法

を
な
さ
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
夢
を
み
た
の

か
。
全
部
お
調
べ
に
な
ら
れ
て
84
歳
の
時

に
『
西
方
指
南
抄
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

84
歳
に
な
っ
て
こ
ん
な
根
気
の
い
る
、
力

が
い
る
お
仕
事
が
出
来
る
の
か
。
自
分
を

導
い
て
い
た
だ
い
た
法
然
上
人
。
そ
の
法

然
上
人
を
勢
至
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
と

し
て
、
ま
た
聖
徳
太
子
様
を
観
音
菩
薩
の

生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
奉
讃
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
謝
の
印
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
が
１
４
０
０
年
、
２
月
22
日
は
旧
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《
編
集
後
記
》

◇
本
文
は
令
和
三
年
三
月
二
十
日
、
浄
光

寺
「
お
太
子
さ
ん
」
の
法
話
録
で
あ
り
ま
す
。

洵ま
こ
とに

勝
手
な
が
ら
紙
片
の
都
合
上
、
割
愛
、

編
集
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　

＊
行
事
の
ご
案
内
＊

「
追
弔
会
」

   

　
　
日
・
令
和
四
年
八
月
十
三
日
（
土
）　

　
　
　
時
・
午
前
十
時
～

　
　
　
法
話
・
細
川
公
英 

師
（
順
教
寺
住
職
）

「
き
こ
ま
い
け
」

　
　
　
日
時
・
毎
月
二
十
八
日
午
後
二
時

　
　
　
み
ん
な
で
『
正
信
偈
』
に
学
ん
で
い

　
　
　

ま
す
。
み
な
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待

　
　
　

し
て
お
り
ま
す
。お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

暦
で
す
か
ら
新
暦
に
な
お
す
と
４
月
に
な
り

ま
す
か
ら
色
ん
な
所
で
ご
法
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
今
日
の
浄
光
寺
様
の
お
太
子
さ

ん
に
お
参
り
頂
い
て
、
私
の
言
葉
足
ら
ず
の

話
で
は
あ
り
ま
す
が
何
か
考
え
て
頂
い
た
ら

今
日
の
法
要
が
意
義
深
い
も
の
に
な
る
の
で

は
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


