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は
じ
め
に

最
初
に
三
帰
依
文
を
唱
和
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
後
に
皆
さ
ま
と
一
緒
に
拝
読
し
た
い
文
章
が
ご
ざ
い
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
一
番
最
後
に
「
真
言
を
採
り
集
め
て
」
か
ら
始
ま
る
文
章
を
載
せ
ま
し
た
。
こ
れ
を
ご
一
緒
に
唱

和
し
て
、
こ
の
会
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
安
楽
集
』
に
云
わ
く
、
真し
ん
言ご
ん
を
採と

り
集
め
て
、
往お
う
益や
く
を
助じ
ょ
修し
ゅ
うせ
し
む
。
何
と
な
れ
ば
、
前さ
き
に
生
ま
れ
ん
者

は
後の

ち
を
導
き
、
後の
ち
に
生
ま
れ
ん
者ひ
と
は
前さ
き
を
訪と
ぶ
らえ
、
連れ
ん
続ぞ
く
無む

窮ぐ
う
に
し
て
、
願
わ
く
は
休く

止し

せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲ほ
っ
す
。

無
辺
の
生

し
ょ
う
死じ

海か
い
を
尽つ

く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
な
り
、
と
。
　（
三
帰
依
文
唱
和
の
後
、
全
員
で
唱
和
）

あ
ら
た
め
ま
し
て
、
皆
さ
ん
こ
ん
ば
ん
は
、
私
は
山や
ま
内う
ち
小さ

夜よ

子こ

と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。
東
本
願
寺
の
解
放
運
動
推
進
本
部
の
本
部
委
員
で
す
。

先
ほ
ど
、
議
長
か
ら
ご
報
告
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
今
年
は
戦
後
七
十
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
て
お
り

ま
す
。
と
同
時
に
、
今
、
ど
の
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
、
私
た
ち
の
国
が
ど
ち
ら
の
方
向
に
向
か
っ
て
進
ん

で
行
く
の
か
と
不
安
に
な
る
よ
う
な
報
道
が
続
い
て
い
ま
す
。
私
も
お
そ
ら
く
皆
さ
ま
も
心
の
ど
こ
か
が
ザ
ワ

ザ
ワ
す
る
よ
う
な
毎
日
を
暮
し
て
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
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今
、
皆
さ
ま
と
一
緒
に
拝
読
し
た
文
章
、
こ
れ
は
『
安
楽
集
』
と
い
う
お
聖
教
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
生
涯
を
か
け
て
本
当
に
大
切
な
『
教
行
信
証
』
と
い
う
書
物
を
残
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。『
教
行
信
証
』
は
全
部
で
六
巻
あ
り
ま
す
が
、そ
の
最
後
に
、い
わ
ゆ
る
後ご

序じ
ょ
、後
書
き
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。

大
抵
の
書
物
に
は
前
書
き
が
あ
っ
て
、
本
文
が
あ
っ
て
後
書
き
が
あ
り
ま
す
。
前
書
き
に
は
そ
の
本
の
筆
者
が

言
い
た
い
エ
ッ
セ
ン
ス
、「
こ
の
本
は
こ
う
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
、
こ
う
い
う
内
容
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い

ま
す
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
本
文
に
は
そ
の
展
開
が
描
か
れ
、
後
書
き
に
は
筆
者
が
そ
の
書
物

を
書
い
た
動
機
が
書
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
こ
の
本
を
発
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
出
版
社
の
誰
そ

れ
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
と
か
、
感
謝
の
言
葉
が
あ
っ
て
そ
の
本
が
終
わ
る
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
も
、
い
わ
ゆ
る
前
書
き
、「
総そ

う
序じ
ょ
」
と
い
わ
れ
る
序
文
、
そ
し
て
「
教き
ょ
う・
行ぎ
ょ
う・

信し
ん
・
証し
ょ
う・
真し
ん
仏ぶ
つ
土ど

・
化け

身し
ん
土ど

」
と
い
う
本
文
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
後
序
」
と
い
わ
れ
る
後
書
き
の

部
分
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
私
は
な
ぜ
こ
の
『
教
行
信
証
』
を
書
い
た
の
か
」
と
い
う
動
機
が
書
か
れ
ま
す
。

大
抵
は
そ
こ
で
終
わ
り
で
す
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
、
後
書
き
の
後
に
二
つ
の
お
聖
教
の
言
葉
を
置
か
れ
て
い
ま
す
。『
真
宗
聖
典
』
を
お

持
ち
の
方
は
四
〇
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。『
安
楽
集
』
と
『
華
厳
経
』
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
は
、
そ
の
う
ち
の
『
安
楽
集
』
の
言
葉
を
一
緒
に
拝
読
い
た
し
ま
し
た
。
次
の
よ
う
に
現
代
語
に
意
訳

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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「
縁
が
あ
っ
て
、
仏
法
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
も
の
は
、
そ
の
喜
び
を
後
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
に
伝
え
、

後
か
ら
遅
れ
て
生
ま
れ
て
き
た
人
は
先
輩
を
訪
ね
て
教
え
を
請
い
、
仏
教
の
伝
達
が
連
続
し
て
絶
え
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
の
限
り
な
い
生し

ょ
う
じ死
の
苦
悩
は
こ
の
よ
う
な
連れ
ん
続ぞ
く
無む

窮ぐ
う
の
伝で
ん
法ぽ
う
に
よ

っ
て
し
か
解
決
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

「
前さ

き
を
訪と
ぶ
らえ
、
後
を
導
け
」
と
あ
り
ま
す
。
私
も
職
歴
が
い
い
感
じ
に
長
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
若
い
頃
は
先

輩
の
後
ろ
姿
を
見
て
追
い
つ
け
追
い
つ
け
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
ふ
と
気
が
つ
け
ば
先
輩
が
少
な
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
、
私
が
先
輩
方
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
を
ど
う
や
っ
て
次
の
人
に
手
渡
し
て

い
こ
う
か
と
、
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
後
序
に
記
さ
れ
た
、親
鸞
聖
人
が『
教
行
信
証
』を
書
か
れ
た
動
機
は
、一
つ
が
承

じ
ょ
う
元げ
ん
の
法ほ
う
難な
ん
で
あ
り
、

も
う
一
つ
が
法
然
上
人
と
い
う
良
き
人
に
出
遇あ

え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
出
遇
い
が
人
生
に
と
っ
て
ど
ん

な
に
大
切
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
喜
び
と
共
に
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

普
通
の
後
書
き
は
そ
こ
で
終
わ
る
の
で
す
が
、
そ
の
後
に
わ
ざ
わ
ざ
『
安
楽
集
』
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
考
え
ま
す
と
、「
願
わ
く
は
休く

止し

せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。」
と
い
う
言
葉
の
大
切
さ

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
大
概
私
た
ち
は
、
な
に
を
し
て
も
、
休
む
か
、
止
め
て
し
ま
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
、「
願
わ
く
ば
休
ん
だ
り
止
ま
っ
た
り
し
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
置
か
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れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
私
た
ち
は
、
休
ん
だ
り
止
ま
っ
た
り
す
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
人
間
の
、
衆
生
の
、

限
り
な
い
苦
悩
と
い
う
も
の
は
、
仏
法
の
伝
法
、
法ほ

う
義ぎ

相そ
う
続ぞ
く
と
い
う
こ
と
で
し
か
解
決
し
な
い
の
で
す
よ
」
と
。

こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
、
お
そ
ら
く
ご
自
身
よ
り
も
後
の
世
代
、
つ
ま
り
私
た
ち
に
対
し
て
、「
願
わ
く
ば
」
と
「
ど

う
か
頼
み
ま
す
よ
」
と
い
う
言
葉
と
し
て
、
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
日
は
「
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。」
と
い
う
言
葉
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

時
を
歴
史
に
刻
む

少
し
前
、
私
た
ち
の
ご
宗
門
は
親
鸞
聖
人
の
七
五
〇
回
と
い
う
御ご

遠え
ん
忌き

を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
教
区
で
御
遠
忌
を
お
勤
め
さ
れ
た
り
、
今
、
準
備
を
し
て
い
る
教
区
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

重
要
な
こ
と
は
、「
ど
う
し
て
五
十
年
ご
と
に
御
遠
忌
を
勤
め
る
の
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん

は
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
そ
れ
は
五
十
年
ご
と
に
勤
め
る
と
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
。
あ
る
い
は
親

鸞
聖
人
は
と
っ
て
も
ご
立
派
な
偉
い
方
だ
か
ら
、
と
い
う
人
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
宗
門
は
親
鸞
聖
人
の
御
遠
忌
を
五
十
年
ご
と
に
大
切
に
お
勤
め
し
て
き
ま

し
た
。
今
回
も
、
七
〇
〇
回
の
御
遠
忌
か
ら
五
十
年
を
経
て
七
五
〇
回
の
御
遠
忌
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。
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御
遠
忌
を
お
勤
め
す
る
の
は
、
こ
の
五
十
年
の
間
に
私
た
ち
宗
門
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
を
、
七
五
〇
回
の
御

遠
忌
に
遇
う
こ
と
が
で
き
た
そ
の
時
を
生
き
て
い
る
者
が
、
一
度
こ
の
五
十
年
の
歴
史
を
引
き
受
け
て
、
次
の

世
代
に
手
渡
し
て
い
く
節
目
の
時
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
手
渡
し
て
い
く
と
き
に
は
、
自
分
が

一
回
き
ち
っ
と
受
け
止
め
な
い
と
次
に
手
渡
し
て
い
け
ま
せ
ん
。

こ
の
五
十
年
間
に
真
宗
大
谷
派
と
い
う
教
団
は
何
を
経
験
し
た
の
か
、
そ
し
て
私
た
ち
は
、
未
来
の
人
、
こ
れ

か
ら
の
人
た
ち
に
何
を
ど
う
い
う
形
で
手
渡
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
の
御
遠
忌
と
い
う
時
を

生
き
る
も
の
が
、
一
回
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
時
を
共
に
す
る
と
い
う
の
が
、
御
遠
忌
を
お
勤

め
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

ま
さ
し
く
「
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
と
い
う
こ
と
で
な
い
の
か
な
と
思
う
わ
け
で
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
時
間
は
、
一
刻
一
刻
、
一
秒
一
秒
と
過
ぎ
去
っ
て
流
れ
て
い
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
の
流
れ
て
い
く
時
と
い
う
も
の
を
刻
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
歴
史
に
し
っ
か
り
刻
ん
で

行
く
の
で
す
。
こ
れ
が
な
い
と
、
文
字
ど
お
り
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」

（『
方
丈
記
』）
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。

時
を
、
歴
史
と
し
て
刻
ん
で
行
く
、
そ
の
た
め
に
は
先
輩
た
ち
が
何
を
し
て
こ
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

一
旦
振
り
返
っ
て
み
る
。
訪
ね
て
み
る
。「
前さ

き
を
訪と
ぶ
らう
」。
何
を
経
験
し
た
宗
門
な
の
か
、
も
し
く
は
大
阪
教
区
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な
の
か
。
も
し
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
寺
院
で
、こ
の
五
十
年
間
一
体
ど
う
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
こ
ら
れ
た
の
か
。

そ
の
こ
と
を
一
旦
、
御
遠
忌
を
共
に
す
る
も
の
が
、
自
分
で
一
度
歴
史
を
受
け
止
め
て
、
次
の
世
代
の
人
に
手

渡
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
大
事
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
宗
門
の
近
代
史
の
検
証

真
宗
大
谷
派
で
は
一
九
八
一
年
に
新
し
い
『
真

し
ん
し
ゅ
う
お
お
た
に
は

宗
大
谷
派
宗し
ゅ
う
憲け
ん
』
が
出
来
た
あ
と
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
た
ち

の
宗
門
の
歴
史
を
一
度
き
ち
ん
と
検
証
し
て
み
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
が
始
ま
り
ま
す
。
宗
門
の
近
代
史
の
検

証
と
い
う
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
明
治
期
以
降
の
宗
派
が
発
行
し
た
機
関
誌
の
復
刻
、
も
し
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の

儀
式
が
『
真
宗
大
谷
派
宗
憲
』
に
見
合
っ
て
い
る
か
な
ど
、
儀
式
機
構
の
点
検
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
宗
門
の
近
代
史
の
検
証
に
あ
た
り
、
機
関
誌
の
復
刻
を
担
当
さ
れ
た
柏

か
し
わ
原は
ら
祐ゆ
う
泉せ
ん
先
生
が
「
我
々
は
近
代

の
宗
門
か
ら
、
た
だ
負
の
歴
史
の
み
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
を
慎
む
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
て
い

ま
す
。「
こ
ん
な
に
悪
い
事
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る

の
で
す
。
そ
し
て
「
し
か
し
、
負
と
正
の
事
実
そ
の
も
の
さ
え
不
明
確
な
の
が
現
状
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
続

き
ま
す
。「
私
た
ち
の
現
状
は
、
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
歴
史
な
の
か
と
い
う
こ
と
す
ら
分
か

ら
な
い
ま
ま
で
は
な
い
の
か
」
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
結
び
は
「
我
々
は
謙
虚
に
着
実
に
そ
し
て
具
体
的
に
、



7

そ
し
て
恒
常
的
に
近
代
の
我
が
宗
門
の
歩
み
を
自
制
す
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。」
と
い
う
言
葉
で

締
め
く
く
ら
れ
ま
す
。

大
谷
派
教
団
が
明
治
期
以
降
ど
う
い
う
歴
史
か
を
示
す
基
本
的
文
献
は
、
宗
派
の
機
関
誌
に
な
り
ま
す
。
宗
派

の
機
関
誌
で
あ
る
『
真し

ん
宗し
ゅ
う』
は
、
皆
さ
ま
の
お
寺
に
毎
月
届
い
て
い
ま
す
ね
、
あ
れ
は
明
治
の
初
め
か
ら
発
行

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
も
と
も
と
は
『
配は

い
紙し

』
と
い
う
名
前
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
に
は
届
い
て
な
く
て
、

当
時
の
組
長
の
お
寺
に
届
い
て
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
に
お
伝
え
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
そ

の
『
配
紙
』
が
、『
宗

し
ゅ
う
報ほ
う
』、『
本
山
事
務
報
告
』、
そ
し
て
大
正
が
終
わ
っ
た
時
に
『
真
宗
』
と
い
う
名
前
に
な

っ
て
、
今
ま
で
発
行
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
宗
門
の
近
代
史
の
検
証
の
動
き
の
中
で
、
一
九
八
七
年
四
月
に
、
そ
れ
ま
で
勤
め
て
い
た
「
戦せ

ん
没ぼ
つ

者し
ゃ

追つ
い

弔ち
ょ
う
会え

」
と
い
う
法
要
が
、「
全ぜ
ん
戦せ
ん
没ぼ
つ
者し
ゃ
追つ
い

弔ち
ょ
う
法ほ
う
会え

」
と
改
称
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
門
の
近
代
史
の
検
証
の
歩
み
の
中
で
少
し
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
宗
門
の
歴
史
の

一
部
を
、
ス
ラ
イ
ド
で
共
有
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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一
枚
の
写
真
に
見
え
る
日
本
社
会
の
構
図

こ
れ
、
去
年
の
『
同ど
う
朋ぼ
う
新し
ん
聞ぶ
ん
』
に
も
掲
載
さ
れ
た
「
仏
具
の
供
き
ょ
う

出し
ゅ
つ」
と
い
う
写
真
で
す
。

一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
頃
で
す
。

金
属
類
回
収
令
が
出
た
わ
け
で
す
。
日
本
は
小
さ
な
島
国
で
、
鉱

物
な
ど
の
資
源
が
と
て
も
乏
し
い
。
戦
争
が
始
ま
る
と
金
属
が
非

常
に
不
足
し
て
、
お
家
に
あ
る
鍋
と
か
釜
と
か
、
貴
金
属
も
女
性

の
装
飾
品
と
か
が
供
出
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
お
寺
で
言
い

ま
す
と
、
梵ぼ

ん
鐘し
ょ
うや
花か

瓶ひ
ん
な
ど
が
、
供
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
岐
阜
県
池
田
町
温お

ん
知ち

小
学
校
の
講
堂
で
、
こ
の
仏
具
を
供
出
す

る
た
め
の
供
出
法
要
を
し
て
い
る
と
い
う
写
真
で
す
。

講
堂
の
舞
台
の
上
に
並
べ
ら
れ
た
仏
具
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

こ
れ
は
大
谷
派
の
光
慶
寺
、
善
光
寺
と
お
寺
の
名
前
が
そ
れ
ぞ
れ

書
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
供
出
さ
れ
る
梵ぼ

ん
鐘し
ょ
うや
喚か
ん
鐘し
ょ
うや
花か

瓶ひ
ん
な

ど
の
仏
具
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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一
番
後
ろ
に
ご
門
徒
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
座
っ
て
お
ら
れ
て
、
そ
の
前
に
五ご
じ
ょ
う条
袈け

さ裟
と
衣
を
つ

け
ら
れ
た
僧
侶
た
ち
が
座
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
仏
具
を
供
出
さ
れ
た
お
寺
の
ご
住
職
方
が
並
ん
で
い

る
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
い
う
ご
心
境
だ
っ
た
の
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

並
べ
ら
れ
た
仏
具
の
後
ろ
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名

み
ょ
う
号ご
う
が
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
仏
花
も
生
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
よ
く
見
ま
す
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
後
ろ
が
日
の
丸
で
す
。
名
号
に
合
掌
す
れ
ば
、

日
の
丸
に
合
掌
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
左
上
に
あ
る
の
は
、
少
し
見
え
に
く
い
で
す
が
皇
居
の

二
重
橋
で
す
。
反
対
側
の
右
上
に
は
、
こ
の
岐
阜
県
池
田
町
温
知
小
学
校
の
学
区
で
亡
く
な
ら
れ
た
若
い
戦
没

者
の
写
真
が
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
上
に
一
枚
の
額
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
靖
国
神
社
の
灯
篭
で
す
。

こ
の
一
枚
の
写
真
の
中
に
、
当
時
の
日
本
社
会
の
構
図
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

一
九
四
一
年
と
い
い
ま
す
と
、
も
う
す
で
に
日
中
戦
争
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
御ご

直じ
き
命め
い
「
忠
勤
を
尽
く
さ
る
る
よ
う
」

日
本
が
一
番
最
初
に
対
外
的
に
し
た
戦
争
が
、
明
治
二
十
七
年
の
日
清
戦
争
で
す
。
明
治
維
新
の
後
に
、
日
本

が
近
代
国
民
国
家
と
な
っ
て
、
そ
し
て
外
国
と
戦
争
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

明
治
維
新
の
内
乱
は
、
日
本
の
国
で
官
軍
と
賊
軍
と
の
戦
争
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
戦
争
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
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も
お
み
え
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
と
他
の
国
と
の
戦
争
の
一
番
最
初
は
日
清
戦
争
で
す
。

大
谷
派
は
、
戦
争
が
あ
る
た
び
に
「
こ
の
戦
争
は
ど
う
い
う
戦
争
な
の
か
、
こ
の
戦
争
の
意
味
と
、
僧
侶
や
門

徒
は
ど
う
い
う
心
構
え
で
こ
の
戦
争
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
文
章
で
示
し
ま
す
。

こ
の
日
清
戦
争
の
と
き
は
、「
法ほ

っ
す主
」
か
ら
の
「
御ご

直じ
き
命め
い
」
と
い
う
形
で
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ

の
当
時
の
『
本
山
事
務
報
告
』
の
号
外
の
資
料
で
す
。

「
本
月
十
日
午
前
八
時
大お

お

寝し
ん
殿で
ん
ニ
於
テ
　
御ご

門も
ん

跡ぜ
き

御ご

直じ
き
命め
い

　
御お
ん

裏う
ら

方か
た
御ご

親し
ん
示じ

在あ

ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
」
と

あ
り
ま
す
。
少
し
見
づ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
こ
の
た
び
清し

ん
国こ
く
と
戦せ
ん
端た
ん
を
開
き
已す
で
に
宣
戦
の
　

詔し
ょ
う
勅ち
ょ
くも
公
布
に
相あ
い
成な

り
た
る
次し
だ
い第
実
に
国
家
の
一

大
事

天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
深
く
宸し

ん
襟き
ん
を
悩
ま
さ
せ
ら
れ
実
に
以
て
恐
れ
い
り
奉
た
て
ま
つる
こ
と
　
就つ

い
て
は

兼か
ね
が々
ね
御ご

鴻こ
う
恩お
ん
を
蒙こ
う
むり
た
る
我わ
れ
人ひ
と
に
在あ

っ
て
は
上
下
一
般
同ど
う

心し
ん
協
力
し
て
報ほ
う
国こ
く
の
誠
を
尽
さ
ね
ば
ら
な
ぬ
こ
と
　

殊こ
と
に
本
宗
は
王お
う
法ほ
う
為い

本ほ
ん
の
宗
し
ゅ
う
義ぎ

な
れ
ば
此こ
の

教き
ょ
う
旨し

を
体た
い
し
一
身
を
国
家
に
な
げ
う
ち
忠
勤
を
尽
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
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併し
か
し
兵
役
に
あ
た
ら
ぬ
者
は
命
を
捨
つ
る
必
要
も
な
き
ゆ
え
其そ
の
か
わ
り
に
は
奮ふ
る
つ
て
軍
資
を
献け
ん
納の
う
し
又
は
在

外
の
兵
士
を
慰
労
し
造ぞ

う
次じ

顛て
ん
沛ぱ
い
に
も
国
家
の
一
大
事
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ぬ
よ
う
尚な
お
又ま
た
此こ
の
際さ
い
に
は
い
よ
い
よ
出
し
ゅ
つ

離り

の
一
大
事
を
心
掛
け
急
ぎ
て
信
心
を
決け
つ
定じ
ょ
うし
平へ
い
生ぜ
い
業ご
う
成じ
ょ
うの
身
と
な
り
天て
ん
恩お
ん
を
仰
ぎ
仏ぶ
っ
と
ん恩
を
喜
び
現げ
ん
当と
う
二に

世せ
い
心

得
違
い
無
き
様
い
や
ま
し
に
法ほ

う
義ぎ

を
相
続
し
国
家
の
た
め
く
れ
ぐ
れ
も
忠
節
を
尽
さ
る
る
よ
う
」（『
本
山
事
務

報
告
』
号
外
　
明
治
二
十
七
年
八
月
十
三
日
・
原
資
料
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
ひ
ら
が
な
表
記
と
し
た
）

こ
こ
で
、「
一
身
を
国
家
に
な
げ
う
ち
忠
勤
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
門
徒
と
僧
侶
に
向
け
て
命
じ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
の
次
に
「
併し
か

し
兵
役
に
あ
た
ら
ぬ
者
は
命
を
捨
つ
る
必
要
も
な
き
ゆ
え
其そ
の
か
わ
り
に
は
奮
っ

て
軍
資
を
献
納
し
」
と
あ
り
ま
す
。
兵
役
に
行
か
な
い
人
は
命
を
捨
て
る
必
要
も
な
い
の
だ
か
ら
軍
資
金
を
寄

付
し
な
さ
い
、
と
。
こ
の
御ご

直じ
き
命め
い
の
言
葉
を
、
裏
側
か
ら
読
め
ば
、
兵
役
に
あ
た
る
者
、
戦
場
に
行
く
者
は
命

を
捨
て
る
覚
悟
で
、
命
懸
け
で
や
っ
て
こ
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
の
行
間
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

最
後
の
言
葉
は
、「
天
恩
を
仰
ぎ
仏
恩
を
喜
び
現
当
二
世
心
得
違
い
無
き
様
い
や
ま
し
に
法
義
を
相
続
し
国
家

の
た
め
く
れ
ぐ
れ
も
忠
節
を
尽
さ
る
る
よ
う
　（
天
皇
の
恩
を
仰
ぎ
、
仏
恩
を
喜
ん
で
現
当
二
世
心
得
違
い
の
な

い
よ
う
に
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
法
義
を
相
続
し
国
家
の
た
め
に
く
れ
ぐ
れ
に
忠
節
を
尽
く
さ
れ
る
よ
う
）」
で
す
。

こ
の
「
忠
節
」
と
い
う
言
葉
は
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
忠
義
を
つ
く
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ

ど
も
、
よ
く
似
た
言
葉
が
一
九
二
〇
年
大
正
時
代
の
尋
常
小
学
校
修し

ゅ
う
身し
ん
の
教
科
書
巻か
ん
四
、
ち
ょ
う
ど
四
年
生
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の
子
ど
も
が
勉
強
し
た
教
科
書
に
あ
り
ま
す
。
四
年
生
と
い
う

と
、
だ
い
た
い
十
歳
の
子
ど
も
が
こ
の
教
科
書
を
使
っ
た
わ
け

で
す
。
こ
の
尋
常
小
学
校
の
修
身
書
は
、
こ
の
資
料
は
大
正
九

年
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
昭
和
十
二
年
に
改
定
さ
れ
て
少
し

文
章
が
詳
し
く
な
っ
て
ま
す
。
今
日
は
シ
ン
プ
ル
な
方
を
紹
介

し
ま
す
。

「
第
四
　
靖
國
神
社
　
靖
國
神
社
は
東
京
の
九
段
坂
の
上
に

あ
り
ま
す
。
此こ

の
社や
し
ろに
は
國
の
た
め
に
死
ん
だ
人
人
を
ま
つ
つ

て
あ
り
ま
す
。
春
と
秋
と
の
祭
日
に
は
、
ち
よ
く
し
を
つ
か
は

さ
れ
、
臨
時
大た

い
祭さ
い
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
じ
し
ん
に
御
さ

ん
ぱ
い
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
忠
臣
義
士
の
た
め
に
こ
の

や
う
に
ね
ん
ご
ろ
な
お
祭
を
す
る
の
は
、
天
皇
陛
下
の
お
ぼ
し

め
し
に
よ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
ら
は
陛
下
の
御
め
ぐ
み
の

深
い
こ
と
を
思
ひ
、こ
こ
に
ま
つ
つ
て
あ
る
人
人
に
な
ら
っ
て
、

國
の
た
め
君
の
た
め
に
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
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私
も
高
槻
で
三
年
ほ
ど
小
学
校
の
教
員
を
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
教
材
を
見
る
と
、
ど
こ
を
中
心

に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
べ
き
か
と
す
ご
く
燃
え
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
こ
が
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
か
と
考
え
る
と
、

ま
ず
は
、
靖
国
神
社
は
ど
ん
な
立
派
な
と
こ
ろ
な
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
神
社

な
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
か
つ
て
私
が
そ
の
時
の
教
師
だ
っ
た
ら
必
ず
そ
う
教
え
た
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
こ
の
教
材
で
一
番
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
一
番
最
後
で
す
。「（
あ
な
た
も
）
こ
こ
に
ま

つ
つ
て
あ
る
人
々
に
な
ら
つ
て
、
國
の
た
め
君
の
た
め
に
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
と
こ
ろ
で

す
。
御ご

直じ
き
命め
い
の
一
番
最
後
「
国
家
の
た
め
く
れ
ぐ
れ
も
忠
節
を
尽
さ
る
る
よ
う
」
と
同
じ
内
容
で
す
ね
。

こ
の
写
真
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
二
月
二
十
五
日
、
御
影
堂
門
に
掲
げ
ら
れ
た
大
看
板
で
す
。

当
時
、
三
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

皇こ
う
い
せ
ん
よ
う

威
宣
揚
、
生
し
ょ
う
じ
ち
ょ
う
だ
つ

死
超
脱
、
挺
て
い
し
ん
じ
ゅ
ん
こ
く

身
殉
国
で
す
。
挺
身
殉

国
と
は
、
身
を
挺
し
て
国
に
殉
死
、
殉
ず
る
と
い
う

よ
う
な
意
味
で
す
。
こ
う
い
う
歴
史
を
持
つ
の
が
私

た
ち
真
宗
大
谷
派
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
の
国
は
、
明
治
二
十
七
年
に
日
清
戦
争
を

経
験
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
だ
い
た
い
十
年
ご
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と
に
大
き
な
戦
争
を
し
て
い
ま
す
。
明
治
三
十
七
、八
年
は
日
露
戦
争
と
い
う
戦
争
で
す
。
そ
の
後
、
シ
ベ
リ
ア

出
兵
が
あ
っ
て
、
満
州
事
変
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
に
日
中
戦
争
、

そ
の
後
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。

今
、
日
中
戦
争
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
九
三
七

（
昭
和
十
二
）
年
七
月
七
日
、
北
京
の
郊
外
盧ろ

こ
う
き
ょ
う

溝
橋
と
い

う
と
こ
ろ
で
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
私
た
ち
の
国

は
戦
争
と
は
言
わ
ず
に
「
事じ

変へ
ん
」
と
い
い
ま
し
た
。
支
那

事
変
で
す
ね
。
事
変
と
い
う
の
は
警
察
権
力
で
は
止
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
い
ざ
こ
ざ
、
と
い
う
意
味
が
広

辞
苑
な
ど
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
戦
争
と
呼
べ
な
か
っ
た

事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
宣
戦
布
告
を
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
中
国
に
対
し
て
宣
戦
布
告
を
し
て
い
な

い
の
で
、
事
変
と
い
う
形
で
軍
隊
を
送
っ
て
行
っ
た
の
で

す
。こ

の
日
中
戦
争
に
際
し
て
も
、
そ
れ
以
前
の
日
露
戦
争

に
対
し
て
も
ほ
ぼ
日
清
戦
争
に
出
し
た
よ
う
な
「
御
直
命
」
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と
同
じ
よ
う
な
内
容
の
文
章
が
、
戦
争
ご
と
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
戦
争
が
終
わ
っ
た
ら
何
を
し
た
か

と
い
う
と
、
戦
没
者
追つ

い
ち
ょ
う弔
法
要
で
す
。
戦
争
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
法
要
を
お
勤
め
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の

写
真
は
支
那
事
変
と
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
、
日
中
戦
争
の
後
に
御
影
堂
で
勤
め
ら
れ
た
法
要
で
す
。

 

そ
の
日
中
戦
争
の
際
に
は
で
す
ね
、
戦
没
軍
用
動
物

追
弔
法
要
、
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
馬
、
鳩
、
犬
、
そ
う
い

う
動
物
の
法
要
も
本
山
で
勤
ま
っ
て
い
ま
す
。
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出し
ゅ
つ
じ
ん
が
く
と
そ
う
こ
う
し
き

陣
学
徒
壮
行
式

い
よ
い
よ
戦
争
が
非
常
に
厳
し
く
な
っ
て
き
ま
す
と
、
そ

れ
ま
で
学
業
を
修
め
て
い
た
若
い
人
た
ち
、
手
に
鉛
筆
と
本

を
持
っ
て
学
び
舎
に
い
た
人
た
ち
が
、
戦
場
に
出
征
を
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
九
四
三
年
か
ら
最
初

は
陸
軍
、
そ
の
後
、
海
軍
へ
の
学
徒
動
員
が
始
ま
る
の
で
す
。

こ
の
写
真
は
、
大
谷
派
内
の
出
陣
学
徒
壮
行
式
で
す
。

正
面
に
「
法ほ

っ
主す

」
が
い
ら
し
て
、出
征
さ
れ
る
学
生
た
ち
に
、

学
徒
出
陣
に
際
し
て
の
激
励
の
言
葉
を
掛
け
ら
れ
て
い
る
姿

で
す
。
そ
れ
ま
で
手
に
鉛
筆
や
本
や
お
念
珠
を
持
っ
て
い
た

の
で
す
け
れ
ど
も
、
手
に
銃
剣
を
持
た
さ
れ
て
ゲ
ー
ト
ル
を

巻
い
て
戦
地
に
向
か
う
、
そ
う
い
う
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
前
、
修

し
ゅ
う
れ
ん
ど
う
じ
ょ
う
ち
ょ
う

練
道
場
長
を
さ
れ
て
い
た
立た
つ
の
ぎ
し
ょ
う

野
義
正
先
生
っ

て
ご
存
知
で
す
か
。
立
野
先
生
も
こ
こ
に
い
ら
し
た
そ
う
で
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す
。「
わ
し
も
お
っ
た
で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
思
う
と
、
古
い
写
真
で
す
が
そ
れ
ほ
ど

昔
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。

同ど
う
朋ぼ
う
箴し
ん
規き

戦
争
の
最
中
、
私
た
ち
宗
門
は
ど
う
い
う
教
え
を
教
え
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

同ど
う
朋ぼ
う
箴し
ん
規き

と
い
う
、
三
つ
の
言
葉
の
心
構
え
が
出
さ
れ
ま
す
。

一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
、
中
国
と
の
戦
争
が
始
ま
る
直
前
に
『
国
体
の
本
義
』
と
い
う
、
国
民
の
教
科

書
と
さ
れ
た
本
が
文
部
省
か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
盧
溝
橋
事
件
の
後
に
は
国
民
精
神
総
動
員
と
い
う
、

国
民
の
精
神
、
心
の
中
ま
で
も
、
動
員
さ
れ
て
い
く
と
い
う
運
動
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

や
が
て
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
に
は
第
一
次
近こ

の
衛え

内
閣
に
よ
り
国
家
総
動
員
法
が
制
定
さ
れ
、
国
民
の

仏
具
も
金
属
も
供
出
し
、
体
も
供
出
し
学
徒
動
員
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。

私
た
ち
の
宗
門
は
、
こ
の
一
九
三
七
年
四
月
十
五
日
立り

っ
き
ょ
う
か
い
し
ゅ
う

教
開
宗
記
念
日
に
、
同ど
う
朋ぼ
う
箴し
ん
規き

と
い
う
、
三
つ
の

戒
め
と
い
う
生
活
規
範
を
制
定
し
ま
す
。

一
、
己
を
捨
て
て
無む

碍げ

の
大
道
に
歸
す
。
一
、
人
生
を
正
し
く
見
て
禍か

福ふ
く
に
惑
は
ず
。
そ
し
て
三
つ
目
が
、
報
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恩
の
至し

誠じ
ょ
うを
以
て
國
家
に
盡つ
く
す
。
こ
う
い
う
言
葉
が
当
時
の
真
宗
門
徒
の
生
活
規
範
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
言
葉
が
、
こ
の
よ
う
に
額
軸
に
さ
れ
た
り
、
も
う
少
し
小
さ
な
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
さ
れ

て
ご
門
徒
の
と
こ
ろ
な
ど
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

報ほ
う
国こ
く
法ほ
う

要よ
う

戦
争
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
を
追
弔
す
る
戦
没
者
追
弔
法
要
の
他
に
、
一
九
三
七
年
に
国
民
精
神
総
動
員
運
動

が
始
め
ら
れ
て
以
降
、
始
ま
っ
た
法
要
が
報
国
法
要
と
い
う
法
要
で
す
。
国
に
報
い
る
法
要
で
す
。
十
月
の
国

一
九
三
七
年
四
月
十
五
日
、
立
教
開
宗
記
念
日
に
際

し
「
国
家
多た

端た
ん
教
界
ま
た
多
事
の
と
き
に
当
た
り
弘

く
真し
ん
俗ぞ
く
二に

諦た
い
の
宗
義
を
宣
布
し
て
　
皇
運
を
扶ふ

翼よ
く
す

国
恩
に
酬
し
ゅ
う
答と
う
し
給
は
ん
が
た
め
」、
真
宗
門
徒
の
生
活

規
範
と
し
て
「
同
朋
箴
規
」
を
制
定
し
た
。

箴
規
の
「
箴
」
は
針
の
意
。「
箴
規
」
と
は
、
い
ま
し

め
、
ま
た
は
い
ま
し
め
正
す
こ
と
。
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民
総
動
員
週
間
の
間
に
お
勤
め
さ
れ
た
法
要
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
真
宗
大
谷
派
だ
け
で
は
な
く
て
、
本
願
寺
派
、

高
田
派
な
ど
、
真
宗
各
宗
派
が
同
時
刻
に
お
勤
め
さ
れ
た

法
要
で
す
。
阿
弥
陀
堂
で
の
法
要
に
ご
門
徒
の
方
々
が
お

参
り
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
報
国
法
要
に
つ
い
て
、
親
鸞
聖
人
が
浄
土
真
宗
を
立

て
ら
れ
て
以
来
は
じ
め
て
の
特
別
の
法
要
と
報
告
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

「
立

り
っ
き
ょ
う教
開
宗
以
来
は
じ
め
て
の
、
特
別
法
要
と
も
云
ふ

べ
き
報
國
法
要
は
、
十
月
十
六
日
午
前
十
時
よ
り
法ほ

っ
す
た
い
か

主
台
下

御ご
し
ん
し
ゅ
う

親
修
の
も
と
に
、
阿
弥
陀
堂
に
於お
い
て
い
と
荘
厳
に
厳
修

さ
れ
た
。
朝
来
秋
雨
降
り
し
き
り
参
詣
者
が
気
遣
は
れ
た

が
、
満
堂
立り

っ
す
い錐
の
余
地
な
く
、
派
内
各
団
体
は
云
う
迄ま
で
も

な
く
、
大
、
中
女
学
校
生
徒
堂
に
溢
れ
仏
祖
照し

ょ
う
鑑か
ん
の
も
と
、

尽
忠
報
国
の
赤せ

き
誠せ
い
を
披
瀝
し
た
。」
と
い
う
よ
う
な
報
告
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
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で
、
そ
の
次
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
尚
本
法
要
に
就
い
て

は
、
か
ね
て
御
一
派
に
於
て
計
画
中
で
あ
っ
た
が
、
精
神
総

動
員
週
間
に
於
て
、
真
宗
各
派
協
定
の
も
と
に
、
同
日
同
時

刻
に
執
行
さ
る
る
こ
と
と
な
り
、
本
願
寺
派
、
高
田
派
、
興

正
寺
派
、
仏
光
寺
派
、
木
邊
派
の
各
本
山
に
於
て
も
盛
大
に

営
ま
れ
た
が
、
法
要
厳
修
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
古
賀
参
務

よ
り
左
の
通
り
発
表
し
た
。」（『
真
宗
』
一
九
三
七
年
十
一

月
号
）
と
あ
り
、
続
い
て
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

戦
争
中
の
歴
史
を
後
か
ら
振
り
返
る
、
そ
の
こ
と
を
色
々

と
言
う
こ
と
は
な
か
な
か
辛
い
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
歴

史
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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「
全ぜ
ん
せ
ん
ぼ
つ
し
ゃ
つ
い
ち
ょ
う
ほ
う
え

戦
没
者
追
弔
法
会
」
を
勤
め
る

一
九
八
七
年
の
「
戦
没
者
追
弔
会
」
を
「
全
戦
没
者
追
弔
法
会
」
と
名
称
を
変
更
す
る
前
後
に
、
教
学
研
究
所

で
『
資
料
・
真
宗
と
国
家
』
と
い
う
名
前
の
資
料
集
を
発
行
し
て
お
り
、
私
は
編
集
を
担
当
し
て
き
ま
し
た
。

明
治
か
ら
戦
争
が
終
わ
る
一
九
四
五
年
ま
で
の
大
谷
派
教
団
と
国
家
が
ど
う
い
う
関
係
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
資
料
集
に
し
て
、
敗
戦
後
ま
で
発
行
し
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
戦
争
中
の
宗
派
の
動
向
に
つ
い
て
、
古

い
『
真
宗
』
を
捜
さ
な
く
て
も
、
そ
の
資
料
集
を
見
れ
ば
大
概
の
こ
と
は
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

過
去
の
戦
争
に
宗
派
が
何
を
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
歴
史
を
取
り
戻
し
て
い
く
作
業
を
七
〇
〇
回
の
御
遠
忌
か

ら
七
五
〇
回
の
御
遠
忌
の
間
に
、
宗
門
を
挙
げ
て
一
つ
の
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
と
い
え
ま
す
。
ぜ
ひ

皆
さ
ま
に
も
こ
の
資
料
集
を
使
っ
て
い
た
だ
き
、
宗
門
の
歴
史
研
究
が
も
う
少
し
進
め
ば
と
も
思
い
ま
す
。

（
た
だ
し
、
現
在
一
部
絶
版
）

先
ほ
ど
、「
戦
没
者
追
弔
会
」
が
、
全
と
法
の
文
字
を
加
え
て
「
全
戦
没
者
追
弔
法
会
」
に
名
称
が
変
わ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
少
し
申
し
上
げ
ま
し
た
。
一
般
的
に
、
戦
没
者
と
い
う
と
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
軍
人
、
軍
属
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
戦
没
者
追
弔
会
と
言
っ
た
時
に
は
、
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
軍
人
、
軍
属
の
み

を
対
象
と
し
た
法
要
な
の
で
す
か
？
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
ま
す
。
広
島
、
長
崎
で
原
爆
に
よ
っ
て
亡
く
な
ら
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れ
た
方
々
や
、
都
市
空
襲
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
、
も
し
く
は
沖
縄
戦
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
。
児
童
疎
開
の

地
で
飢
え
て
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
。
こ
の
人
た
ち
も
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
戦
争
の
被
害
者
で
す
。
そ
の
人

た
ち
の
こ
と
が
そ
の
法
要
の
中
に
本
当
に
入
っ
て
い
ま
す
か
、
と
い
う
問
い
で
す
。

そ
し
て
一
九
八
一
年
に
新
し
い
『
真

し
ん
し
ゅ
う
お
お
た
に
は
し
ゅ
う
け
ん

宗
大
谷
派
宗
憲
』
が
制
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
『
真
宗
大
谷
派
宗
憲
』
の
精

神
に
照
ら
し
て
「
戦
没
者
追
弔
会
」
と
い
う
名
称
で
良
い
の
か
と
い
う
見
直
し
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
名

称
を
変
更
す
べ
し
と
い
う
結
論
が
で
て
、「
全
戦
没
者
追
弔
法
会
」
と
い
う
法
要
に
名
称
を
変
え
ま
す
。

な
お
、
こ
の
名
称
で
は
ま
だ
不
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
、
全
国
各
地
か
ら
届
い
た
と
い
う
こ
と
も
聞

い
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
今
か
ら
二
十
三
年
前
の
一
九
八
七
年
に
、
こ
の
よ
う
に
法
要
の
名
称
を
変
え
た
と

い
う
こ
と
は
と
て
も
大
き
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

法
要
当
日
、
当
時
の
宗
務
総
長
は
、
名
称
を
変
え
た
こ
と
の
理
由
を
丁
寧
に
説
明
し
ま
し
た
。
ま
だ
戦
没
者
の

遺
族
の
方
々
が
お
元
気
で
、
今
よ
り
も
多
く
お
参
り
を
さ
れ
て
お
ら
れ
た
時
期
で
す
。
そ
の
方
々
が
、
な
ぜ
戦

没
者
追
弔
会
か
ら
全
戦
没
者
追
弔
法
要
に
な
っ
た
の
か
と
、
ち
ゃ
ん
と
説
明
を
聞
き
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
と
て
も
丁
寧
な
説
明
を
さ
れ
て
い
ま
す
。（
37
頁
「
資
料
」
参
照
）

こ
の
時
、
大
谷
派
は
法
要
の
名
称
を
変
更
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
一
つ
大
き
な
こ
と
を
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
真
宗
大
谷
派
と
し
て
の
戦
争
の
責
任
を
表
明
し
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
謝
罪
を
し
た
わ
け
で
す
。
誰
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に
何
を
謝
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
「
全
戦
没
者
追
弔
法
会
に
あ
た
っ
て
　
真
宗
大
谷
派
宗
務
総
長

古こ
が
せ
い
じ

賀
制
二
」
の
文
章
（
37
頁
「
資
料
」
参
照
）
の
一
部
を
読
み
な
が
ら
確
か
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
か
ら
三
段
落
目
で
す
が
「
こ
の
念
願
よ
り
「
法
」
の
一
字
を
加
え
て
追
弔
法
会
と
し
、
さ
ら
に
教
法
の

核
心
で
あ
り
ま
す
如
来
の
本
願
か
ら
「
十

じ
っ
ぽ
う
し
ゅ
じ
ょ
う

方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
呼
び
声
に
耳
を
澄
ま
し

て
聞
き
と
っ
た
意こ

こ
ろを
「
全
」
の
一
字
に
託
し
て
、
本
日
こ
こ
に
、
全
戦
没
者
追
弔
法
会
を
厳
修
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
憶お

も
え
ば
、
太
平
洋
戦
争
で
命
を
奪
わ
れ
た
日
本
の
軍
人
、
民
間
人
は
二
百
万
人
と
も

二
百
五
十
万
人
と
も
い
わ
れ
ま
す
」。
厚
労
省
は
三
百
二
十
万
人
と
い
っ
て
ま
す
ね
。「
な
か
で
も
、
私
た
ち
が

決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
民
衆
が
実
に
一
千
万
人
以
上
に

も
達
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
世
界
中
で
、
戦
争
に
よ
っ
て
人
間

が
人
間
を
殺
し
た
数
は
一
億
人
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
か
く
も
大
量
に
、
罪
の
意
識
も
な
く
、
正
義
の
名
に

よ
っ
て
人
間
が
人
間
を
殺
し
た
の
は
人
類
史
上
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
資
料
の
全
文
は
、
皆
さ
ん
帰
ら
れ
て
か
ら
で
も
是
非
と
も
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

日
は
話
の
中
で
、
お
伝
え
し
た
い
部
分
の
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

続
き
ま
し
て
（
40 

頁
「
資
料
」
参
照
）「
私
た
ち
浄
土
真
宗
の
流
れ
を
く
む
者
は
、
殺
し
合
わ
な
け
れ
ば
生
き

て
ゆ
け
な
い
世
界
か
ら
の
解
放
を
『
観か

ん
無む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

量
寿
経
』
か
ら
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
敵
、
味
方
と

も
に
助
か
る
道
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
よ
」
と
い
う
父
の
遺
言
に
発ほ

っ
き起
し
て
道
を
も
と
め
、
つ
い
に
浄
土
門
の
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独
立
を
決
断
さ
れ
た
法ほ
う
ね
ん然
上
人
の
伝
記
を
何
度
も
聞
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
想
い
起
こ
せ
ば
戦
争
中
、

わ
が
宗
門
は
戦
争
を
〈
聖
戦
〉
と
呼
び
「
靖
国
神
社
ニ
祀ま

つ
ラ
レ
タ
ル
英
霊
ハ
皇
運
扶ふ

翼よ
く
ノ
大
業
ニ
奉
仕
セ
シ
方
々

ナ
レ
バ
菩ぼ

薩さ
つ
ノ
大
業
ヲ
行
ジ
タ
ル
モ
ノ
ト
仰
ガ
ル
」
と
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
自
体
が
深
い
無む
み
ょ
う明

で
あ
り
、
厚こ

う
顔が
ん
無む

恥ち

で
あ
り
ま
し
た
。
今
そ
の
こ
と
を
憶
う
と
き
、
身
の
お
き
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
な
慙ざ
ん
愧ぎ

の

念
に
お
そ
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
「『
無む

慙ざ
ん
愧ぎ

』
は
名
づ
け
て
『
人に
ん
』
と
せ
ず
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

戦
争
は
人
を
人
で
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
戦
争
は
殺
し
合
い
な
る
が
ゆ
え
に
罪
で
あ
り
、

そ
の
戦
争
を
〈
聖
戦
〉
と
呼
ぶ
こ
と
は
二
重
の
虚
偽
で
あ
り
ま
す
。
戦
争
に
参
加
す
る
者
は
被
害
者
で
あ
る
と

と
も
に
加
害
者
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
単
に
、「
過あ

や
まち
」
と
い
っ
て
通
り
過
ぎ
る
に
は
あ
ま
り
に
も

大
き
な
罪
を
犯
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
が
宗
門
は
聖
人
の
仰お

お
せ
に
な
き
こ
と
を
仰
せ
と
し
て
語
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
僧
分
の
者
は
そ
の
罪
を
お
も
う
と
き
、
た
だ
皆
様
の
前
に
沈
黙
の
頭こ

う
べを
た
れ
る
他
あ
り
ま
せ

ん
。
か
つ
て
、
仏
弟
子
央お

う
掘く
つ
摩ま

が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
石
も
て
打
た
れ
、
血
を
流
し
つ
つ
、
教
法
が
照
ら
し
出
す
、

明
ら
か
な
批
判
と
全
戦
没
者
の
悲
し
み
に
身
を
曝さ

ら
し
て
、
真
宗
門
徒
本
来
の
姿
に
た
ち
帰
る
こ
と
の
ほ
か
に
今
、

私
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

こ
う
い
う
言
葉
で
も
っ
て
真
宗
大
谷
派
の
「
罪
」
を
表
明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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罪
と
恥

少
し
横
道
に
そ
れ
ま
す
が
、
安あ

べ倍
晋し
ん
ぞ
う三
首
相
が
、
二
〇
一
五
年
八
月
十
四
日
に
安
倍
談
話
と
い
う
形
で
戦
後

七
十
年
談
話
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
文
章
の
中
身
は
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
皆
さ
ま
に
て
ご
確
認
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
が
、私
が
と
て
も
気
に
な
っ
た
の
は
、「
あ
の
戦
争
に
は
何
ら
関
わ
り
の
な
い
、私
た
ち
の
子
や
孫
、

そ
し
て
そ
の
先
の
世
代
の
子
ど
も
た
ち
に
、
謝
罪
を
続
け
る
宿
命
を
背
負
わ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
言

葉
で
す
。
こ
れ
は
「
こ
の
談
話
で
も
っ
て
、
こ
れ
か
ら
後
の
世
代
の
人
が
も
う
こ
れ
以
上
あ
や
ま
り
続
け
な
く

て
も
い
い
よ
う
に
」
と
読
め
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ど
う
も
、
私
た
ち
日
本
人
は
「
恥
」
と
い
う
こ
と
と
「
罪
」
と
い
う
こ
の
区
別
が
つ
き
に
く
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
恥
と
い
う
の
は
人
が
見
て
い
な
い
時
は
、
か
き
す
て
る
も
の
で
す
よ
ね
。
面
子
と
い
う
こ
と
と
関

係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
罪
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
で
は
人
が
見
て
い
よ
う
と
見
て
い
ま
い
と
自
ら

が
お
か
し
た
罪
は
、
万ま

ん
ご
う劫
消
え
な
い
の
を
罪
と
い
う
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
罪
を
し
っ
か
り
背
負
っ
て
生
き
て
行
く
。
罪
を
し
っ
か
り
自
分
が
担
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
罪

の
主
人
公
に
な
っ
て
自
立
し
て
い
く
の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
罪
は
無
く
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
し
っ
か
り
と
そ

れ
を
担
っ
て
い
く
主
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
一い

ち
人に
ん
と
な
る
の
で
す
。

「
日
本
は
韓
国
や
中
国
に
い
つ
正
式
に
謝
っ
た
の
か
」
と
い
う
話
は
少
し
置
い
と
き
ま
し
て
、「
い
つ
ま
で
謝
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り
続
け
る
の
だ
、
あ
や
ま
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
お
詫
び
と

謝
罪
は
意
味
が
違
い
ま
す
。
お
詫
び
は
、
時
に
は
時
効
の
請
求
に
な
り
ま
す
。「
も
う
い
い
だ
ろ
う
、
も
う
何
十

年
経
つ
の
だ
か
ら
」
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
謝
罪
と
は
「
罪
を
謝
る
」
と
書
き
ま
す
。
私
は
ど
う

い
う
罪
を
犯
し
た
の
か
、
ど
う
い
う
罪
を
犯
す
存
在
で
あ
る
の
か
、
謝
罪
と
い
う
も
の
は
、
人
に
す
る
も
の
と

い
う
よ
り
、
自
分
自
身
に
向
か
う
も
の
で
す
。

も
う
二
度
と
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
い
者
に
な
る
た
め
に
、
謝
罪
を
す
る
わ
け
で
す
。
も
う
二
度
と
同
じ
罪
を

犯
さ
な
い
た
め
に
謝
罪
を
す
る
わ
け
で
、
お
詫
び
と
は
向
か
う
方
向
が
違
う
と
思
い
ま
す
。

「
い
つ
ま
で
謝
罪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
言
う
人
は
、
ま
た
同
じ
罪
を
繰
り
返
す
の
で
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
他
で
も
な
い
自
分
自
身
の
こ
と
を
省
み
て
そ
う
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
真
宗
大
谷
派
は
、
こ
の
一
九
八
七
年
に
、
侵
略
戦
争
を
聖
戦
と
呼
ん
だ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
親

鸞
聖
人
の
名
前
で
、
も
し
く
は
親
鸞
聖
人
の
教
え
で
も
っ
て
正
当
化
し
た
。
仰
せ
に
な
き
こ
と
を
仰
せ
と
し
た
、

教
え
に
な
い
こ
と
を
教
え
と
し
て
語
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
二
つ
の
罪
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
た
わ

け
で
す
。
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宗
務
総
長
個
人
か
ら
宗
門
の
共
鳴
へ

た
だ
し
、
こ
の
時
の
「
謝
罪
」
は
宗
派
と
し
て
で
は
な
く
、
一
宗
務
総
長
と
し
て
で
す
。
古
賀
制
二
と
い
う

時
の
宗
務
総
長
が
こ
う
い
う
言
葉
を
表
明
し
て
、
た
く
さ
ん
の
ご
遺
族
の
方
々
や
宗
門
内
外
の
方
々
に
理
解
を

求
め
た
と
い
う
こ
と
で
、「
宗
門
全
体
と
し
て
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
挨
拶
の
最
後
の
方
に
こ
の
よ
う

な
言
葉
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。（
42 

頁
「
資
料
」
参
照
）「
今
、
申
し
あ
げ
ま
し
た
私
の
言
葉
が
幸
い
に
も
こ
こ

に
お
集
ま
り
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
の
胸
に
共
鳴
を
呼
び
起
こ
し
、
共
感
の
輪
を
ひ
ろ
げ
て
、
や
が
て
真
宗
大
谷

派
が
全
宗
門
の
名
に
お
い
て
「
非
戦
の
誓
い
」
を
内
外
に
向
か
っ
て
宣
言
で
き
る
日
の
一
日
も
速
く
来
た
ら
ん

こ
と
を
念
願
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
最
後
に
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教

き
ょ
う
誡か
い
を
、
あ
ら
た
め
て
し
っ
か
り
と
各
自

の
胸
深
く
信し

ん
受じ
ゅ
す
る
た
め
に
、
聖
人
の
御
言
葉
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。」
と
い
う
こ
と
で
、『
涅
槃
経
』

の
「
仏
に
帰
依
せ
ば
、終つ

い
に
ま
た
そ
の
余よ

の
諸し
ょ
天て
ん
神じ
ん
に
帰
依
せ
ざ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
当
時
の
宗
派
の
姿
勢
で
す
。

宗
務
総
長
の
「
全
宗
門
の
名
に
お
い
て
」
と
い
う
願
い
が
一
つ
形
に
な
っ
た
の
が
、
そ
れ
か
ら
七
年
後
で
す
。

宗
門
の
近
代
史
の
検
証
を
し
て
、
新
し
い
『
宗
憲
』
に
も
と
づ
い
て
儀
式
の
見
直
し
を
し
た
。
そ
し
て
全
戦
没

者
追
弔
法
要
と
い
う
法
要
に
名
称
を
変
え
、
そ
の
中
で
戦
争
中
の
宗
門
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
謝
罪
を
し
、
さ

ら
に
「
全
宗
門
の
名
で
表
明
で
き
る
こ
と
が
一
日
も
速
く
き
た
ら
ん
こ
と
を
願
い
ま
す
」
と
表
明
し
て
か
ら
、
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七
年
か
か
り
ま
し
た
。
か
か
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
願
い
は
継
続
さ
れ
取
り
組
み
は
続
い
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
、
一
九
九
五
年
、
宗
議
会
と
参
議
会
の
両
会
全
会
一
致
で
表
明
さ
れ
た
「
不
戦
決
議
」
で
す
。
一
緒
に

一
読
い
た
し
ま
す
。

不
戦
決
議

私
た
ち
は
過
去
に
お
い
て
、
大
日
本
帝
国
の
名
の
下
に
、
世
界
の
人
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
た

ち
に
、
言
語
に
絶
す
る
惨さ

ん
禍か

を
も
た
ら
し
、
佛
法
の
名
を
借
り
て
、
将
来
あ
る
青
年
た
ち
を
死
地
に
赴
か

し
め
、
言
い
し
れ
ぬ
苦
難
を
強
い
た
こ
と
を
、
深
く
懺さ

ん
悔げ

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
懺
悔
の
思
念
を
旨
と
し
て
、
私
た
ち
は
、
人
間
の
い
の
ち
を
軽
ん
じ
、
他
を
抹
殺
し
て
愧は

じ
る
こ
と

の
な
い
、
す
べ
て
の
戦
闘
行
為
を
否
定
し
、
さ
ら
に
賜
っ
た
信
心
の
智
慧
を
も
っ
て
、
宗
門
が
犯
し
た
罪

責
を
検
証
し
、
こ
れ
ら
の
惨
事
を
未
然
に
防
止
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
決
意
し
て
、
こ
こ
に 

「
不

戦
の
誓
い
」
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
私
た
ち
は
、
か
つ
て
安あ

ん
穏の
ん
な
る
世
を
願
い
、
四し

海か
い
同ど
う
朋ぼ
う
へ
の
慈
し
み
を
説
い
た
た
め
に
、
非
国

民
と
さ
れ
、
宗
門
か
ら
さ
え
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
に
対
し
、
心
か
ら
な
る
許
し
を
乞
う
と
と
も
に
、
今
日

世
界
各
地
に
お
い
て
不
戦
平
和
へ
の
願
い
に
促
さ
れ
て
、
そ
の
実
現
に
身
を
捧
げ
て
お
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る

心
あ
る
人
々
に
、
深
甚
の
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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私
た
ち
は
、
民
族
・
言
語
・
文
化
・
宗
教
の
相
違
を
越
え
て
、
戦
争
を
許
さ
な
い
、
豊
か
で
平
和
な
国
際

社
会
の
建
設
に
む
け
て
、
す
べ
て
の
人
々
と
歩
み
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

右
、
決
議
い
た
し
ま
す
。

一
九
九
五
年
六
月
十
三
日
　
真
宗
大
谷
派
　
宗
議
会
議
員
一
同

一
九
九
五
年
六
月
十
五
日
　
真
宗
大
谷
派
　
参
議
会
議
員
一
同

こ
の
「
不
戦
決
議
」
の
言
葉
は
、
旗
の
よ
う
に
し
て
お
寺
で
も
ど
こ
で
も
掛
け
ら
れ
る
形
に
さ
れ
て
い
た
り
、

二
〇
一
四
年
に
は
奥
羽
教
区
の
奥
羽
教
研
の
人
た
ち
が
ポ
ス
タ
ー
に
し
て
全
寺
院
に
発
送
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

久
留
米
教
務
所
は
こ
の
「
不
戦
決
議
」
を
木
に
刻
ん
で
講
堂
の
横
に
か
け
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
の
横
側
で
す
。

講
堂
に
行
け
ば
こ
の
「
不
戦
決
議
」
に
出
遇
う
と
い
う
形
で
す
。
木
に
刻
む
と
い
う
の
は
す
ご
い
な
と
思
っ
て

そ
れ
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
て
、
改
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
不
戦
決
議
」
の
本
当
に
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
は
「
こ
れ
ら
の
惨
事

を
未
然
に
防
止
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
決
意
」
と
い
う
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
過
去
の
こ
と

で
は
な
く
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
仕
事
で
す
。
過
去
の
宗
門
の
歴
史
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
何
を
謝
罪
し
、

何
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
し
て
、
今
、
生
き
て
い
る
私
た
ち
が
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
行
動
し
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
ま
す
。
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「
こ
れ
ら
の
惨
事
を
未
然
に
防
止
す
る
」
と
は
、
今
な
ら
ば
何
を
す
る
こ
と
か
と
、
あ
ら
た
め
て
思
う
わ
け
で

す
。
一
九
九
五
年
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
決
意
し
た
の
が
「
不
戦
決
議
」
で
す
。

「
戦
争
の
罪
責
と
は
、
も
と
も
と
平
和
の
罪
責
で
あ
る
」

少
し
違
う
話
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
教
学
研
究
所
で
『
資
料
集
・
真
宗
と
国
家
』
を
発
行
し
て
い
た
と
申

し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
も
編
纂
作
業
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

私
は
大
正
時
代
か
ら
一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
）
ま
で
の
資
料
集
発
行
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
の

資
料
を
丹
念
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
強
く
「
僭せ

ん
越え
つ
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
な
」
と
思

っ
た
の
で
す
。
私
と
一
緒
に
編
集
作
業
を
担
当
し
て
い
る
者
も
、
戦
後
生
ま
れ
の
者
で
し
た
。
あ
の
厳
し
い
時

代
を
知
ら
な
い
者
が
、
あ
の
過
酷
の
時
代
を
生
き
た
人
た
ち
が
残
し
た
足
跡
、
そ
れ
を
集
め
て
資
料
集
に
し
て
、

そ
れ
に
批
判
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
く
僭
越
な
こ
と
で
す
。

今
だ
か
ら
言
え
る
こ
と
で
す
。
平
和
な
時
代
だ
か
ら
「
こ
ん
な
ひ
ど
い
こ
と
し
て
い
た
の
だ
」
と
言
え
る
と
思

う
の
で
す
。「
ど
の
よ
う
に
資
料
を
み
て
い
け
ば
い
い
の
か
」
と
し
ば
ら
く
悩
ん
だ
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
私
た
ち
が
戦
争
を
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
戦
争
を
生
き
た
お
坊
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け

で
す
か
ら
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
、
あ
の
戦
争
を
信
仰
の
課
題
と
し
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
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を
学
び
た
い
と
思
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
何
か
言
葉
を
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
か
と
本
を
探
し
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
、
日
本
の
仏
教
者
で
戦
争
中
の
自
分
自
身
の
言
説
に
対
し
て
責
任
を
持
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
振
り

返
り
信
仰
や
信
心
の
課
題
に
さ
れ
て
い
る
人
は
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
で
す
。
そ
の
中
で
も
市い

ち
か
わ
は
く
げ
ん

川
白
弦
さ
ん
と

い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
方
は
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
僧
侶
で
、
華
厳
経
の
専
門
家
と
お
聞
き
し
て

い
ま
す
。
花
園
大
学
で
教
鞭
を
と
ら
れ
た
方
で
、
後
に
還
俗
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
『
仏

教
者
の
戦
争
責
任
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
は
誰
で
も
読
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
法
蔵
館
か
ら『
市
川
白
弦
全
集
』と
い
う
全
集
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
三
巻
で
第
一
巻
が『
仏

教
者
の
戦
争
責
任
』
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。「
仏
教
者
の
戦
争
責
任
」
と
い
う
章
は
ペ
ー
ジ
数
に
す
れ
ば
五
、六

ペ
ー
ジ
な
の
で
誰
で
も
読
め
る
分
量
で
す
。
そ
こ
に
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

「
戦
争
体
験
は
単
な
る
戦
争
体
験
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
天
皇
制
体
験
と
戦
争
体
験

と
の
統
合
と
し
て
の
聖
戦
体
験
と
し
て
捉
え
ら
れ
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
戦
争
責
任
の
反
省

が
天
皇
制
に
対
す
る
批
判
と
我
々
の
内
な
る
天
皇
制
的
エ
イ
ト
ス
に
対
す
る
自
己
批
判
を
欠
く
な
ら
ば
、
そ
れ

は
不
徹
底
と
い
う
他
な
い
で
あ
ろ
う
。」
資
料
編
集
作
業
の
中
で
悩
ん
で
い
る
時
に
、
こ
う
い
う
言
葉
に
出
あ
っ

た
わ
け
で
す
。

確
か
に
私
た
ち
は
戦
争
を
知
ら
な
い
、
戦
場
の
実
相
と
い
う
も
の
も
経
験
し
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
戦
争
が

残
し
た
様
々
な
戦
争
の
傷
跡
で
す
ね
、
そ
れ
は
、
体
に
残
っ
た
傷
や
、
心
の
傷
だ
け
で
は
な
く
て
、
戦
後
社
会
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の
中
に
残
っ
て
い
る
制
度
。
も
し
く
は
天
皇
制
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い

う
も
の
へ
の
批
判
、
こ
れ
は
戦
争
を
経
験
し
て
い
な
い
、
後
の
も
の
で
も
課
題
と
し
う
る
も
の
で
な
い
の
か
な

と
思
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
出
遇
っ
た
言
葉
は
「
戦
争
の
罪
責
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
罪
責
の
罪
は
戦
争
の
罪
。
責
と
い
う
の
は

そ
の
こ
と
に
対
す
る
責
任
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
戦
争
の
罪
責
は
、
も
と
も
と
平
和
の
罪
責
で
あ
る
。
戦
争
の
罪
責
は
、
戦
争
の
勃
発
と
同
時
に
生
起
し
た
も

の
で
は
な
い
。」
と
い
う
言
葉
で
す
。

明
日
か
ら
急
に
戦
争
で
す
よ
と
戦
争
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
平
和
だ
と
思
っ
て
い
る
そ
の
平
和
の

中
で
、
平
和
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
に
目
を
閉
じ
て
見
過
ご
し
、
時
に
は
自
己
保
身
し
て
、
目
先
の
無
事
を
願

っ
て
日
々
を
生
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
平
和
の
中
で
、平
和
に
対
す
る
罪
を
犯
し
続
け
て
い
る
こ
の
日
常
の
先
に
、

戦
争
が
始
ま
り
、
戦
争
の
罪
責
が
勃
発
す
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
市
川
白
弦
先
生
の
言
葉
か
ら
学
び
ま

し
た
。

ま
さ
に
、
今
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
時
代
社
会
で
す
。
今
、
具
体
的
な
戦
争
と
い
う
も
の
は
私
た
ち
の
身
の

回
り
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
社
会
の
中
で
、
平
和
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
事
柄
、
そ
の
こ
と

に
関
し
て
無
関
心
、
も
し
く
は
無
視
、
も
し
く
は
自
分
の
家
族
や
職
場
内
で
の
利
害
、「
ち
ょ
っ
と
言
わ
な
い
で

お
こ
う
」
と
か
、「
言
う
と
や
や
こ
し
い
」
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
目
先
の
無
事
を
願
っ
て
い
る
う
ち
に
、
平
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和
の
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
、
こ
の
言
葉
か
ら
学
ん
だ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

大
谷
派
の
「
不
戦
決
議
」
の
中
に
「
宗
門
が
犯
し
た
罪
責
を
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の

惨
事
を
未
然
に
防
止
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
決
意
」
す
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
、
私
た
ち
に
も
、

ど
う
い
う
こ
と
が
何
か
一
つ
で
も
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
な
と
思
う
わ
け
で
す
。

非
戦
を
生
き
た
僧
侶
た
ち
の
歴
史
の
掘
り
起
こ
し

こ
の
一
九
九
五
年
の
「
不
戦
決
議
」
の
あ
と
、
も
う
一
つ
始
ま
っ
た
事
柄
が
あ
り
ま
す
。「
不
戦
決
議
」
の
中

に
は
「
か
つ
て
安
穏
な
る
世
を
願
い
、
四
海
同
朋
へ
の
慈
し
み
を
説
い
た
た
め
に
、
非
国
民
と
さ
れ
、
宗
門
か

ら
さ
え
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
に
対
し
、
心
か
ら
な
る
許
し
を
乞
う
と
と
も
に
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ご

ざ
い
ま
す
。
大
谷
派
は
こ
の
後
、
宗
派
の
中
で
、
戦
争
中
に
宗
派
が
見
過
ご
し
見
放
し
、
歴
史
の
闇
に
埋
も
れ

さ
せ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
歴
史
の
掘
り
起
こ
し
を
始
め
ま
し
た
。

ま
さ
に
、
こ
の
大
阪
教
区
に
お
き
ま
し
て
も
、
和
歌
山
の
新
宮
の
地
で
、
明
治
二
十
七
、二
十
八
年
に
起
こ
っ

た
日
露
戦
争
に
お
い
て
、
非
戦
論
を
唱
え
大
逆
事
件
に
連
座
さ
れ
た
、
高た

か
ぎ
け
ん
み
ょ
う

木
顕
明
さ
ん
と
い
う
僧
侶
の
歴
史
の

掘
り
起
こ
し
を
始
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
岐
阜
県
垂た

る
い井
町
の
、
こ
れ
は
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
の
日
中
戦
争
の
際
に
「
戦
争
は
最
大
の
罪
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悪
で
あ
る
」
と
発
言
さ
れ
て
、
こ
れ
が
陸
軍
刑
法
第
九
十
九
条
の
流
言
飛
語
罪
で
あ
る
と
し
て
処
罰
さ
れ
た

竹た
け
な
か
し
ょ
う
げ
ん

中
彰
元
さ
ん
の
歴
史
の
堀
り
起
こ
し
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

大
谷
派
は
、
こ
の
「
不
戦
決
議
」
を
世
の
中
に
発
信
し
た
不
戦
の
誓
い
と
し
て
、
そ
れ
を
元
に
、
そ
の
後
の
歩

み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
今
年
の
五
月
に
も
安
全
保
障
関
連
法
に
関
し
て
、
宗
派
は
い
ろ
い
ろ
な
声
明
を
出
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
、
宗
派
の
近
代
史
の
検
証
、
宗
派
の
謝
罪
、
と
い
う
流
れ
の
中
に
あ
る
事
柄
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
遅
く
な
い
は
ず

た
だ
、
そ
う
い
う
中
で
こ
の
二
十
年
間
、
様
々
な
声
明
を
出
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
や
は
り
、
私
た
ち
の
歩

み
取
り
組
み
が
や
は
り
非
常
に
不
十
分
だ
っ
た
の
だ
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
二
〇
一
四
年
七
月
に
朝
日
新
聞
の
声
欄
に
掲
載
さ
れ
た
あ
る
高
校
生
の
投
書
で
す
。
ち
ょ
う
ど
集
団

的
自
衛
権
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
後
で
す
。
読
ん
で
み
ま
す
。

「
命
捨
て
ろ
」
と
弟
に
言
え
な
い
　
　
高
校
生
　
坂さ

か
も
と
ま
ゆ
こ

本
繭
子
（
東
京
都
　
十
七
）

中
学
三
年
生
と
小
学
五
年
生
の
弟
が
い
る
。
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
翌
日
の
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朝
刊
を
眺
め
て
い
た
時
、
下
の
弟
が
聞
い
て
き
た
。

「
僕
、
戦
争
い
く
の
？
」
今
ま
で
そ
ん
な
こ
と
を
聞
か
れ
た
こ
と
も
な
く
、
た
だ
絶
句
し
た
。「
行
か
な

い
よ
」
と
す
ぐ
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
上
の
弟
が
「
行
く
ん
だ
よ
」
と
複
雑
な
顔

で
答
え
た
。

今
ま
で
笑
い
飛
ば
せ
た
こ
と
が
、
そ
う
で
き
な
く
な
っ
た
。

「
武
力
の
行
使
」
に
「
範
囲
」
な
ど
存
在
し
な
い
。
一
度
手
を
離
せ
ば
ひ
た
す
ら
膨
張
し
て
い
く
極
め

て
危
険
な
も
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
も
分
か
ら
な
い
と
は
、
お
粗
末
す
ぎ
る
。

「
国
の
た
め
に
命
を
捨
て
ろ
」
と
い
う
言
葉
は
、
映
画
や
テ
レ
ビ
の
中
で
し
か
な
じ
み
が
な
か
っ
た
。

そ
の
言
葉
を
私
は
弟
た
ち
に
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
す
べ
て
の
命
に
言
い
た
く
な
い
。
今
の
世
代
も

未
来
の
世
代
も
共
通
の
思
い
の
は
ず
だ
。
私
た
ち
は
、
殺
し
殺
さ
れ
る
た
め
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
い
き
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
う
い
う
投
書
を
さ
せ
て
し
ま
う
世
界
を
作
っ
た
責
任
と
い
う
の
は
、お
そ
ら
く
「
不
戦
決
議
」
か
ら
二
十
年
、

も
し
く
は
親
鸞
聖
人
七
〇
〇
回
忌
か
ら
の
五
十
年
の
間
に
、
そ
こ
の
時
を
生
き
て
来
た
間
に
私
た
ち
が
作
っ
て

き
た
社
会
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
若
い
人
に
、
そ
の
時
を
生
き
た
も
の
、
と
り
わ
け
大
人
は
で
す
ね
、
大
き

な
責
任
が
あ
る
の
だ
ろ
う
な
と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
投
書
を
さ
せ
て
し
ま
う
社
会
を
作
っ
た
責
任
は
、
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私
に
あ
る
わ
け
で
す
。
い
く
ら
、
近
代
史
の
検
証
と
か
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
う
い
う
社

会
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

で
も
、
作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
こ
の
投
書
で
教
え
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
遅
く
な
い
は
ず
で
す
。
今

か
ら
、
こ
の
「
命
捨
て
ろ
と
弟
に
は
い
え
な
い
」
と
投
書
を
し
て
く
れ
た
繭
子
さ
ん
と
、
こ
の
人
の
問
い
か
け
に
、

や
っ
ぱ
り
こ
の
社
会
を
作
っ
て
き
た
一
人
の
大
人
と
し
て
、
こ
う
応
え
て
い
き
た
い
、
応
え
て
い
こ
う
と
い
う

一
人
ひ
と
り
の
、
私
の
歩
み
が
始
ま
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
っ
て
い
ま
す
。

話
が
あ
ち
こ
ち
に
い
っ
て
大
事
な
こ
と
が
お
伝
え
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
が
、
時
間
に
な
り
ま

し
た
の
で
、
こ
こ
で
、
一
度
お
話
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
い
間
ご
静
聴
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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資
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
肩
書
き
・
役
職
は
講
演
当
時
の
も
の
で
す
。

　
　
一
九
八
七
年
　
全
戦
没
者
追
弔
法
会
に
あ
た
っ
て
　

真
宗
大
谷
派
宗
務
総
長
　
古
賀 

制
二

 

本
日
、 

こ
こ
真し
ん

宗
し
ゅ
う
本ほ
ん
廟び
ょ
うに
お
い
て
ご
遺
族
の
方
々
と
と
も
に
全
戦
没
者
追つ
い
ち
ょ
う
ほ
う
え

弔
法
会
を
厳ご
ん
修し
ゅ
うし
、
宗
祖
親し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

鸞
聖
人
に
親

し
く
対
面
し
て
、
身
を
端た

だ
し
、
心
を
引
き
し
め
、
あ
ら
た
め
て
聖
人
か
ら
浄
土
真
宗
の
お
法
み
の
りを
わ
が
身
に
聞
き
開
く
機
縁
を

与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
篤
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
本
年
は
、
昭
和
十
二
年
に
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど
五
十
年
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る

教
団
問
題
を
逆
縁
と
し
、「
同ど

う
ぼ
う
し
ゃ
か
い

朋
社
会
の
顕け
ん
現げ
ん
」
と
い
う
一
句
を
も
っ
て
宗
門
存
立
の
意
義
を
明
示
し
ま
し
た
新
宗
憲
を
制

定
し
て
五
年
の
歳
月
を
経
た
の
で
あ
り
ま
す
。
時
の
流
れ
は
速
く
、
な
し
え
た
こ
と
の
あ
ま
り
に
少
な
き
を
痛
感
せ
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
今
、
こ
こ
に
時
の
流
れ
に
抗
し
て
静
か
に
立
ち
止
ま
っ
て
、
例
年
、
勤
め
て
ま
い
り
ま
し

た
戦
没
者
追
弔
会
の
意
義
を
再
確
認
し
、
ま
さ
し
く
真
宗
の
教
法
に
も
と
づ
い
た
追
弔
法
会
を
お
勤
め
し
た
い
と
念
願
し
た

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
念
願
よ
り
「
法
」
の
一
字
を
加
え
て
追
弔
法
会
と
し
、
さ
ら
に
教
法
の
核
心
で
あ
り
ま
す
如
来
の
本
願
か
ら

「
十じ

っ
ぽ
う
し
ゅ
じ
ょ
う

方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
呼
び
声
に
耳
を
澄
ま
し
て
聞
き
と
っ
た
意
こ
こ
ろを
「
全
」
の
一
字
に
託
し
て
、

本
日
こ
こ
に
、
全
戦
没
者
追
弔
法
会
を
厳
修
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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憶お
も
え
ば
、
太
平
洋
戦
争
で
命
を
奪
わ
れ
た
日
本
の
軍
人
、
民
間
人
は
二
百
万
人
と
も
二
百
五
十
万
人
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

な
か
で
も
、
私
た
ち
が
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
民
衆
が
実
に
一
千
万

人
以
上
に
も
達
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
世
界
中
で
、
戦
争
に
よ
っ
て
人
間
が

人
間
を
殺
し
た
数
は
一
億
人
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
か
く
も
大
量
に
罪
の
意
識
も
な
く
、
正
義
の
名
に
よ
っ
て
人
間
が
人

間
を
殺
し
た
の
は
人
類
史
上
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
傷い

た
ま
し
く
も
悲
し
い
人
類
の
罪ざ
い
業ご
う
を
わ
が
身
に
引
き
う
け
て
、「
無
辺
の
生し
ょ
う
じ
か
い

死
海
を
尽つ

く
さ
ん
」
と
願
わ
れ

た
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
耳
を
傾
け
、 

心
を
開
い
て
、
聖
人
の
願
い
を
わ
が
願
い
と
し
て
立
ち
上
が
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、

今
日
の
全
戦
没
者
追
弔
法
会
の
意
義
が
あ
る
と
申
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
死
ん
だ
人
た
ち
は
、
想
い
出
す
人
が
あ
る
限
り

そ
の
想
い
出
の
な
か
に
蘇

よ
み
が
える
」
と
い
っ
た
詩
人
が
あ
り
ま
す
。
膝
が
し
ら
が
抜
け
る
心
地
で
聞
い
た
戦
死
の
公
報
、
戦
災

で
火
だ
る
ま
に
な
っ
た
家
族
の
こ
と
を
ど
う
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
あ
る
人
の
詩
に
「
死
ん
で
往い

っ
た
人
は 
帰
っ
て
こ
な
い
以
上 

生
き
残
っ
た
も
の
は 

何
が
わ
か
っ
た
ら
い
い
」
と
あ

り
ま
す
。
遺の

こ
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
人
の
死
を
悲
し
む
傷
む
と
こ
ろ
に
、
亡
く
な
っ
た
方
々
、
今
は
亡
き
親
や
夫
や
子
供
の
悲

し
み
と
傷
み
と
が
、今
、こ
こ
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
現
前
す
る
の
で
あ
り
ま 

す
。そ
の
時
、私
た
ち
は
そ
の
人
た
ち
か
ら
、

死
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
ま
た
そ
の
い
た
ま
し
い
死
に
報
い
る
べ
く
今
日
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
か
を
厳
し

く
問
い
た
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
浄
土
真
宗
の
教
え
の
も
と
に
営
ま
れ
る
こ
の
全
戦
没
者
追
弔
法
会
は
、
決
し
て
鎮ち

ん
魂こ
ん
・
慰い

霊れ
い
の
儀
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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い
た
ま
し
い
出
来
事
を
忘ぼ
う
却き
ゃ
くの
彼か
な
た方
へ
と 

送
り
こ
む
儀
式
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　「
歴
史
と
は
過
去
と
現
在
の
対
話
で
あ
り
、
現
在
と
未
来
と
の
対
話
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
過
去
を

忘
却
し
、
未
来
に
夢
を
描
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
流る

転て
ん
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
「
忘
却
の
罪
」
を
知
り
、
過
去
を
現
在

に
も
た
ら
し
、
現
在
に
お
い
て
過
去
の
悲
劇
の
よ
っ
て
き
た
る
原
因
を
見
定
め
ね
ば
な
り
ま 

せ
ん
。
そ
の
見
定
め
を
通

し
て
戦
争
と
い
う
、
人
類
最
大
の
悲
劇
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
解
放
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
と
こ

ろ
に
「
向こ

う
ね
は
ん
ど
う

涅
槃
道
」 
と
し
て
の
仏
教
徒
の
生
活
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
散さ
ん
ら
ん
ほ
う
い
つ

乱
放
逸
の
凡ぼ
ん
夫ぶ

の
身
を
も
っ
て
な

お
仏
弟
子
の
名
に
加
え
ら
れ
、
五ご

じ
ょ
く
あ
く
せ

濁
悪
世
と
し
か
い
い
よ
う
の
な 

い
現
在
の
歴
史
的
、
社
会
的
状
況
の
た
だ
な
か
で
、

「
願

が
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
ど

生
浄
土
」
の
一
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
と
こ
ろ
に
私
た
ち
真
宗
門
徒
の
使
命
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
が
同

ど
う
ぼ
う
か
い
う
ん
ど
う

朋
会
運
動
の
中
で
『
現
代
の
聖
典
』
と
し
て
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
『
観
か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

無
量
寿
経
』
の
序じ
ょ
文ぶ
ん
に
は
、
人

間
が
人
間
を
殺
す
と
い
う
悲
惨
な
出
来
事
が
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
悲
し
み
の
涙
の
な
か
か
ら
立
ち
上
が
っ

て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
向
か
っ
て
新
し
い
生
活
を
歩
み
は
じ
め
る
韋い

だ
い
け
提
希
夫ぶ

人に
ん
の
姿
を
、
未
来
世
の
我
等
一
切
衆
生
が
救

わ
れ
る
道
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
善ぜ

ん
導ど
う
大だ
い
師し

は
、
そ
の
時
の
韋
提
希
夫
人
の
心
を
「
自
身
の
苦
に
遇お

う
て
世
の
非
常
を
覚さ
と
る
」
と
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
に
は
二
つ
の
重
要
な
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
第
一
は
、「
死
」
の
問
題
が
自
然
死
で
は
な
く
「
殺せ

つ
」、
つ
ま
り
殺
す
と
い
う
な
ま
な
ま
し
い
相
す
が
たで
あ
ら
わ
さ
れ
、
第
二
に

は
、
身
の
問
題
が
た
だ
ち
に
社
会
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
か
え
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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本
日
の
こ
の
法ほ
う
会え

は
、
仏
の
智ち

慧え

の
光
の
な
か
で
全
戦
没
者
の
心
奥
の
願
い
に
耳
を
傾
け
、
傷
み
と
悲
し
み
を
分
か
ち
あ

う
集
い
で
あ
り
ま
す
。

　 

確
か
に
、
遺
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
の
悲
し
み
は
、
直
接
に
は
わ
が
親
を
、
子
を
、
夫
を
、
そ
し
て
兄
弟
を
失
っ
た
悲
し

み
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
に
よ
っ
て
後
継
ぎ
を
失
い
、
寡か

婦ふ

と
な
り
、
あ
る
い
は
孤
児
と
な
っ
た
者
の
生
活
の
傷
み

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
死
に
ゆ
く
者
に
対
し
て
何
も
し
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
の
臍ほ

ぞ
を
か
む
よ
う
な
無
力
の
悲
し
み

で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
悲
し
み
と
傷
み
を
生
み
出
し
た
も
の
、
子
供
や
夫
や
兄
弟
を
私
た
ち
か
ら
奪
っ
た
の
が
戦
争
で
あ
り
ま
す
。

わ
が
身
の
悲
傷
を
生
み
出
し
た
も
の
は
戦
争
で
な
く
て
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
今
日
、
私
た
ち
に
直
接
か
か
わ
る
、
事
件
と
し
て
の
戦
争
は
終
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
ま
す
。
し
か
し
、
戦
争
を

生
み
出
し
た
政
治
・
経
済
の
仕
組
み
、 

人
々
の
価
値
観
・
人
間
の
考
え
方
は
、
基
本
的
に
は
今
に
至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
今
日
、
超
大
国
を
は
じ
め
と
す
る
核
爆
弾
の
保
有
量
は
、
優
に
人
類
を
い
く
度
も
全
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
程
の
も
の

で
あ
り
ま
す
。
人
類
は
五
千
年
の
文
明
の
果
て
に
、
つ
い
に
狂
気
に
と
り
つ
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
科

学
者
の
な
か
か
ら
科
学
者
の
責
任
論
を
超
え
て
「
科
学
自
体
の
罪
」
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
て
い
る
程
で
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
浄
土
真
宗
の
流
れ
を
く
む
者
は
、
殺
し
合
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
世
界
か
ら
の
解
放
を
『
観
無
量
寿
経
』

か
ら
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
敵
、
味
方
と
も
に
助
か
る
道
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
よ
」
と
い
う
父
の
遺
言
に
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発ほ
っ
き起
し
て
道
を
も
と
め
、
つ
い
に
浄
土
門
の
独
立
を
決
断
さ
れ
た
法ほ
う
然ね
ん
上
人
の
伝
記
を
何
度
も
聞
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
想
い
起
こ
せ
ば
戦
時
中
、
わ
が
宗
門
は
戦
争
を
〈
聖
戦
〉
と
呼
び
「
靖
国
神
社
ニ
祀ま

つ
ラ
レ
タ
ル
英
霊
ハ
皇
運
扶ふ

翼よ
く
ノ
大
業
ニ
奉
仕
セ
シ
方
々
ナ
レ
バ
菩ぼ

薩さ
つ
ノ
大
業
ヲ
行
ジ
タ
ル
モ
ノ
ト
仰
ガ
ル
」
と
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
自

体
が
深
い
無む

明み
ょ
うで
あ
り
、
厚こ
う
顔が
ん
無む

恥ち

で
あ
り
ま
し
た
。
今
そ
の
こ
と
を
憶
う
と
き
、
身
の
お
き
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
な
慙ざ
ん

愧ぎ

の
念
に
お
そ
わ
れ
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
「『
無む

慙ざ
ん
愧ぎ

』
は
名
づ
け
て
『
人に
ん
』
と
せ
ず
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
戦
争
は
人
を
人
で
な
い
も
の
に

し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
戦
争
は
殺
し
合
い
な
る
が
ゆ
え
に
罪
で
あ
り
、
そ
の
戦
争
を
〈
聖
戦
〉
と
呼
ぶ
こ
と
は
二

重
の
虚
偽
で
あ
り
ま
す
。
戦
争
に
参
加
す
る
者
は
被
害
者
で
あ
る
と
と
も
に
加
害
者
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
単
に
、「
過

あ
や
まち
」
と
い
っ
て
通
り
過
ぎ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
罪
を
犯
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
が
宗
門

は
聖
人
の
仰お

お
せ
に
な
き
こ
と
を
仰
せ
と
し
て
語
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
僧
分
の
者
は
そ
の
罪
を
お
も
う
と
き
、
た
だ

皆
様
の
前
に
沈
黙
の
頭

こ
う
べを
た
れ
る
他
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
、
仏
弟
子
央お
う
掘く
つ
摩ま

が
そ 

う
し
た
よ
う
に
、
石
も
て
打
た
れ
、

血
を
流
し
つ
つ
、
教
法
が
照
ら
し
出
す
、
明
ら
か
な
批
判
と
全
戦
没
者
の
悲
し
み
に
身
を
曝さ

ら
し
て
、
真
宗
門
徒
本
来
の
姿
に

た
ち
帰
る
こ
と
の
ほ
か
に
今
、
私
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
犯
し
た
重
い
罪
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
罪
を
わ
た
し
た
ち
に
知
ら
し
め
、
罪
か
ら
の
解
放
の
道

を
開
く
如
来
の
本
願
は
、
三
世
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
常
に
は
た
ら
き
つ
づ
け
て
在お

わ
し
ま
す
の
で
あ
り
ま
す
。
尽
じ
ん
じ
っ
ぽ
う
十
方
無む
げ
こ
う
碍
光

如に
ょ
ら
い来の
智
慧
の
光
は
、
戦
争
を
生
み
出
す
人
間
の
無
明
を
不
断
に
照
ら
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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今
こ
そ
私
た
ち
は
、
こ
の
如
来
の
本
願
に
乗
じ
ょ
う
託た
く
し
、
涅ね

槃は
ん
と
呼
ば
れ
る
真
の
平
和
の
世
界
に
向
か
っ
て
新
し
い
生
活
を

は
じ
め
る
時
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
い
か
な
る
困
難
に
も
堪
え
て
仏
道
に
生
き
る
主
体
を
本
願
の
名
号
を
体
と
す
る
真

実
信
心
に
賜た

ま
っ
て
、
不ふ

退た
い
転て
ん
の
歩
み
を
つ
づ
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
こ
と
に
浄
土
真
宗
の
救
い
は
現げ

ん
し
ょ
う
ふ
た
い

生
不
退
で
あ
り
ま
す
。
今
、
全
戦
没
者
追
弔
法
会
に
あ
た
り
こ
の
真
実
信
心
に
呼
び
覚

ま
さ
れ
て
深
い
慙
愧
の
う
ち
か
ら
私
の
衷

ち
ゅ
う
心し
ん
の
念
お
も
いを
申
し
の
べ
、
皆
さ
ま
に
お
聞
き
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　

私
た
ち
は
仏
教
徒
と
し
て
涅ね

槃は
ん
に
向
か
っ
て
生
き
、
真
宗
門
徒
と
し
て
願
が
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
ど

生
浄
土
の
道
を
歩
み
ま
す
。

そ
れ
故
に
、

身
命
に
か
え
て
戦
争
の
防
止
に
努
力
し
ま
す
。

「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
ゆ
え
に
、
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四し

海か
い
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」
と
語
ら
れ
　

る
浄
土
の
荘

し
ょ
う
厳ご
ん
功く

徳ど
く
を
身
に
受
け
て
、
同
朋
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
日
々
の
暮
ら
し
が
そ
の
ま
ま
平
和
運
動
で
あ

る
よ
う
な
念
仏
者
の
生
活
実
践
に
向
か
っ
て
、
今
か
ら
そ
の
歩
み
を
始
め
ま
す
。

　
今
、
申
し
あ
げ
ま
し
た
私
の
言
葉
が
幸
い
に
も
こ
こ
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
の
胸
に
共
鳴
を
呼
び
起
こ
し
、
共

感
の
輪
を
ひ
ろ
げ
て
、
や
が
て
真
宗
大
谷
派
が
全
宗
門
の
名
に
お
い
て
「
非
戦
の
誓
い
」
を
内
外
に
向
か
っ
て
宣
言
で
き
る

日
の
一
日
も
速
く
来
た
ら
ん
こ
と
を
念
願
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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最
後
に
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
き
ょ
う
誡か
い
を
、
あ
ら
た
め
て
し
っ
か
り
と
各
自
の
胸
深
く
信し
ん
受じ
ゅ
す
る
た
め
に
、
聖
人
の
お
言
葉

を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
修し

ゅ
多た

羅ら

に
拠よ

っ
て
真し
ん
偽ぎ

を
勘か
ん

決け
つ
し
て
、
外げ
き
ょ
う教
邪じ
ゃ
ぎ偽
の
異い
し
ゅ
う執
を
教
き
ょ
う
か
い
誡
せ
ば
、『
涅ね
は
ん
ぎ
ょ
う

槃
経
』
に
言
の
た
まわ
く
、

仏
に
帰き

依え

せ
ば
、
終つ
い
に
ま
た
そ
の
余
の
諸 

天て
ん
神じ
ん
に
帰
依
せ
ざ
れ
、
と
。

一
九
八
七
年
（
昭
和
六
十
二
年
）
四
月
二
日
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「戦後７０年の今、非戦を確かめる」　非売品

発刊にあたり 
 我々真宗大谷派は、先の大戦において国家体制に追従し
多くの人々を戦地に送ることを是とした宗門であります。 
 宗会（宗議会・参議会）は、これらの反省から1995年に「不
戦決議」を、2015 年には改めて「非戦の誓い」を表明し、

「真の平和」を希求していくことを決議しました。
 これを受けて大阪教区会議員教学振興委員会では、具体
的な非戦を確かめる機縁となることを願いとし、公開講
座を開催する運びとなりました。
 本書は、この願いのもと 2015 年 9 月 15 日に山内小夜
子さんを講師としてお招きし、「戦後７０年の今、非戦を
確かめる集い」と題して開催された公開講座の記録 です。
 なお、今後様々なところで「非戦・平和」の学習会が開
催され、本書が学習資料として活用できるように、当日
の講義をでき得る限り忠実に表現させていただきました。
 講師の山内小夜子さんには、大変お忙しい中ご指導いた
だきましたこと厚く御礼を申し上げます。ここに記して、
深甚の謝意を申し上げ、発刊のご挨拶といたします。

大阪教区会議長　菴原　淳
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