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上
の
写
真
は
、
昨
年
九
月
に
福
島

県
の
浪
江
町
を
訪
れ
た
時
に
撮
っ
た

写
真
で
す
。
東
日
本
大
震
災
か
ら
七

年
以
上
が
過
ぎ
て
い
ま
す
が
、
津
波

に
よ
っ
て
倒
さ
れ
た
墓
石
が
そ
の
ま

ま
の
状
態
で
し
た
。

仏
教
の
生
ま
れ
た
イ
ン
ド
は
、
輪

廻
転
生
と
い
う
思
想
で
す
の
で
、
先

祖
の
霊
と
い
う
発
想
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
河
や
海
へ
散
骨
が
一
般
的
で

あ
る
た
め
、
墓
地
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
墓
参
り
が
仏
教
と
結
び
つ
い

た
の
は
中
国
に
伝
わ
っ
て
か
ら
で
す
。

イ
ン
ド
仏
教
で
は
、
お
釈
迦
様
の

骨
で
あ
る
仏
舎
利
を
塔
に
納
め
て
礼

拝
の
対
象
と
し
て
い
ま
し
た
。
最
初

八
か
所
に
分
骨
さ
れ
て
い
た
仏
舎
利

は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
っ
て
八
万

四
千
に
も
分
け
ら
れ
、
イ
ン
ド
各
地

に
仏
舎
利
塔
が
造
ら
れ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
仏
教
と
共
に
仏
舎
利
も
日

本
に
伝
わ
り
ま
す
。
五
重
の
塔
な
ど

が
こ
の
仏
舎
利
塔
に
な
り
ま
す
。
明

治
時
代
に
は
タ
イ
国
王
か
ら
仏
舎
利

が
送
ら
れ
、
名
古
屋
の
日
泰
寺
に
奉

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仏
舎
利
に
対

す
る
礼
拝
の
習
慣
が
日
本
の
先
祖
供

養
と
い
う
習
慣
と
重
な
り
、
日
本
の

仏
教
に
と
っ
て
墓
参
り
は
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

但
し
、
仏
教
伝
来
以
前
の
墓
参
り

が
、
先
祖
霊
に
願
を
掛
け
た
り
祟
り

を
静
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た

の
に
対
し
て
、
仏
教
で
の
墓
参
り
は

先
祖
に
対
し
て
感
謝
を
奉
げ
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
仏
舎
利
塔
が
釈
迦
に
対
す

る
感
謝
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
浪
江
町
の
墓
地
は

い
ま
だ
に
先
祖
に
対
し
て
感
謝
を
伝

え
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
は

い
ま
せ
ん
。
一
日
も
早
く
、
家
族
で
先

祖
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

日
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

墓
地
と
仏
教

德　

法　

寺　

杉　

谷　
　
　

浄　

霊
域
を
敬
い
、
尊
び
、
崇
め
、
支
持
し
、
そ

う
し
て
以
前
に
与
え
ら
れ
、
以
前
に
な
さ
れ

た
、
法
に
適
っ
た
か
れ
ら
の
供
物
を
廃
す
る

こ
と
が
な
い
。

ヴ
ァ
ッ
ジ
人
の
た
め
の
七
箇
条
の
一
つ　
　
　

『
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
（
大
い
な
る
死
）
経
』

『
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ

（
大
い
な
る
死
）
経
』

お
釈
迦
さ
ま
の
最
後
の

旅
を
記
録
し
た
経
典
。
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あ
る
坊
守
さ
ん
が
、
友
だ
ち

か
ら
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。

「
死
後
の
世
界
を
誤
魔
化
し
て

今
を
生
き
る
と
い
う
の
は
あ

ま
い
。
真
宗
は
も
っ
と
、
死
ん

だ
ら
ど
う
な
る
か
を
明
確
に

示
す
べ
き
だ
」
と
。

確
か
に
宗
教
は
、
死
後
の
世

界
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
そ
れ
が
、
実
体
的

な
来
世
へ
の
生
ま
れ
変
わ
り

を
想
定
し
た
も
の
な
ら
ど
う

だ
ろ
う
。「
善
因
善
果
」・「
悪

因
悪
果
」
に
よ
る
輪
廻
転
生
説

に
も
と
づ
い
て
、
現
世
で
善
行

を
積
み
、
死
後
に
よ
り
善
い
来

世
を
期
す
る
も
の
な
ら
ば
、
そ

れ
は
私
だ
け
の
救
い
に
止
ま

る
自
己
保
全
で
あ
り
、
今
を
生

き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
な

ぜ
な
ら
今
起
き
て
い
る
問
題

を
誤
魔
化
し
置
き
去
り
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
の
前
に

あ
る
苦
し
み
か
ら
逃
れ
よ
う

と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

本
来
、
仏
教
は
、
生
ま
れ
た

こ
と
そ
の
も
の
を
苦
し
み
と

 
捉 
え
る
。
そ
れ
故
、
苦
し
む
こ

と
らと

が
生
ま
れ
た
証
で
あ
り
、
逆

に
死
に
切
る
こ
と
は
苦
し
み

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
死
後
、
苦
し
み
か
ら
解
放

さ
れ
る
浄
土
へ
の
方
向
が
定

ま
っ
て
い
れ
ば
、
現
世
を
生
き

る
私
た
ち
は
、
安
心
し
て
悩
み

戸
惑
い
な
が
ら
も
、
一
度
限
り

の
人
生
を
自
分
ら
し
く
完
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

様
々
な
苦
し
み
を
乗
り
越

え
て
き
た
ご
門
徒
の
言
葉
で

あ
る
。「
私
に
は
あ
の
世
で

待
っ
て
い
る
人
が
い
る
か
ら
、

正
直
に
言
っ
て
、
死
は
あ
ま
り

怖
く
な
い
。
だ
け
ど
体
の
弱
い

孫
の
こ
と
が
心
配
で
ね
…
…
」。

こ
こ
で
い
う
「
あ
の
世
」
と
は
、

実
体
的
な
理
想
郷
を
想
定
し

た
も
の
で
は
な
く
、「
こ
の
世
」

で
大
切
な
人
に
出
遇
え
た
と

い
う
満
足
と
共
に
、
他
者
へ
の

温
か
い
眼
差
し
が
生
ま
れ
る

と
こ
ろ
だ
。
そ
ん
な
安
心
感
か

ら
か
、
も
う
私
の
来
世
を
い
の

る
必
要
は
な
く
、
た
だ
あ
る
の

は
、
私
が
浄
土
へ
帰
る
こ
と
に

よ
っ
て
後
の
人
々
に
受
け
継

が
れ
る
後
世
だ
け
で
あ
る
。

死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
。

後
世
を
い
の
る
念
仏
の
声
と

な
っ
て
、
後
の
人
々
を
確
か
な

方
向
へ
と
導
く
も
の
に
な
る
。

そ
の
確
か
な
証
を
得
る
た
め

に
も
、
こ
の
私
自
身
が
、
浄
土

へ
帰
ら
れ
た
人
々
の
〝
い
の
り
〟

の
ど
真
ん
中
で
、
過
去
・
未
来
・

現
在
の
三
世
を
貫
く
今
こ
の

瞬
間
を
生
き
て
い
る
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

大
窪
康
充

死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か

自
己
紹
介

大
窪　

康
充

　

お
お
く
ぼ
こ
う
じ
ゅ
う

一
九
六
五
年
石
川
県
白
山
市
生

ま
れ
。
真
宗
大
谷
派
浄
土
寺
住
職
。

大
谷
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課

程
満
期
退
学
。
真
宗
大
谷
派
擬
講
。

金
沢
教
区
教
学
研
究
室
元
室
長
。

金
沢
真
宗
学
院
指
導
。

著
書　
『
浄
土
を
生
き
る
足
音
』

（
北
國
新
聞
社
出
版
局
刊
）『
念
仏

の
音
が
聞
こ
え
る
と
き
』（
法
蔵

館
）　

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

二
月
五
日（
火
）

　

三
月
五
日（
火
）

　

F
M-

N
1（
七
十
六
･

三
M
H ｚ
）で
午
後
一
時
半

か
ら
一
時
間
放
送
し
ま
す
。

番
組
名
は「
生
活
一
番
シ
ャ

ト
ル
便　

住
職
の
よ
も
や

ま
話
」
で
す
。再
放
送
は
放

送
日
の
午
後
十
一
時
と
土

曜
日
の
朝
七
時
か
ら
の
二

回
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
も
聞
け
ま
す
。

『
心
の
相
談
室
』

　

毎
月
第
四
土
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
横

　
　
「
い
ち
ょ
う
館
」二
階

　

相
談
無
料

　

日
常
生
活
で
の
い
ろ
い

ろ
な
悩
み
、
家
族
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
学
校
の
こ

と
、
仏
事
の
疑
問
等
を
、

僧
侶
が
お
聞
き
し
ま
す
。
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唯

仏

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
二
十
一
番

で
あ
る
唯
仏
で
す
。

唯
仏
の
俗
名
は
藤
原
隼
人
佑

頼
貞
と
い
い
、 
那  
珂 
郡
枝
川
村

な 

か

（
現
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
枝

川
）
の
住
人
で
し
た
。
親
鸞
聖

人
が
稲
田
草
庵
に
居
住
し
て
い

た
時
に
弟
子
入
り
し
、
唯
仏
房

浄
光
と
い
う
法
名
を
賜
り
ま
す
。

自
ら
の
館
を
吉
田
御
坊
と
い
う

開
法
道
場
と
し
ま
し
が
、
こ
の

道
場
が
現
在
の
浄
光
寺
と
な
り

ま
し
た
。
寺
の
場
所
は
領
主
が

変
わ
る
度
に
転
々
と
し
ま
し
た

が
、
徳
川
光
圀
の
養
女
が
浄
光

寺
に
嫁
い
だ
時
寄
進
を
付
け
た
、

現
在
の
ひ
た
ち
な
か
市
館
山
に

移
転
し
今
に
至
り
ま
す
。

こ
の
寺
は
、
本
願
寺
四
代
門

首
で
あ
る
善
如
上
人
が
十
四
歳

の
時
か
ら
三
年
間
住
職
を
し
て

い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
本
願
寺
三
代
門
首
覚
如
上

人
が
仲
違
い
し
た
長
男
存
覚
上

人
に
本
願
寺
を
後
継
さ
せ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
寺
に

養
子
に
来
て
い
た
次
男
従
覚
上

人
の
子
で
あ
る
善
如
上
人
が
本

願
寺
に
呼
び
戻
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
た
め
、
こ
の
寺
に
は
善
如

上
人
の
御
影
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
寺
に
は
「
鹿
島
明
神
の

親
鸞
聖
人
御
真
影
」
と
い
う
不

思
議
な
宝
物
が
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。『
浄
光
寺
縁
起
』
に
よ
る
と
、

鹿
島
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
鹿
島

明
神
を
、
親
鸞
聖
人
が
信
海
と

い
う
法
名
を
授
け
て
弟
子
と
し

ま
し
た
。
こ
の
信
海
が
親
鸞
聖

人
の
尊
像
を
求
め
た
た
め
、
親

鸞
聖
人
は
自
ら
の
姿
を
刻
ん
で

贈
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
親

鸞
聖
人
像
は
長
い
間
、
鹿
島
神

宮
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

神
前
に
僧
の
姿
を
安
置
す
る
こ

と
を
嫌
っ
た
あ
る
神
官
が
地
中

に
埋
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
埋

め
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
像
は
毎
夜

光
を
放
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の

こ
と
を
聞
き
つ
け
た
水
戸
光
圀

公
が
、
浄
光
寺
の
門
徒
で
あ
っ

た
飯
塚
喜
兵
衛
に
掘
り
出
さ
せ

ま
す
。
光
圀
公
は
飯
塚
喜
兵
衛

の
願
い
を
受
け
て
、
こ
の
親
鸞

聖
人
像
を
浄
光
寺
に
納
め
た
そ

う
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
鹿
島
神
宮
に
参

詣
し
て
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
鹿
島
神
宮
に

多
く
の
仏
教
経
典
が
納
め
ら
れ

て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
当
時
は
今
の
よ
う

に
寺
院
と
神
社
の
間
に
明
確
な

違
い
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ

の
お
話
が
作
ら
れ
た
江
戸
時
代

の
頃
に
は
、
神
社
を
仏
教
か
ら

分
け
よ
う
と
い
う
国
学
と
い
う

思
想
が
強
く
な
っ
て
き
ま
す
。

特
に
水
戸
は
水
戸
学
と
呼
ば
れ

る
国
学
発
祥
の
地
で
、
多
く
の

寺
院
が
弾
圧
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
た
め
仏
教
側
も
神
社
と
距
離

を
置
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
が
原
因
と
な
り
、
親
鸞

聖
人
が
鹿
島
神
宮
に
参
詣
し
て

い
た
こ
と
を
面
白
く
思
わ
な
い

人
が
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ

で
、
鹿
島
明
神
が
親
鸞
聖
人
の

弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
し
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
こ
の
寺
に
は
、 
雑  
賀 

さ
い 

か 
衆 

し
ゅ
う

の
鈴
木
一
族
の
墓
も
あ
り
ま
す
。

雑
賀
衆
は
大
坂
本
願
寺
が
織
田

信
長
と
戦
っ
た
時
に
助
力
を
得

た
鉄
砲
傭
兵
集
団
で
す
。
鈴
木

重
秀
は
、
雑
賀
衆
の
有
力
者
の

一
人
で
あ
り
、
下
間
頼
廉
と
並

ん
で
「
大
坂
之
左
右
之
大
将
」

と
ま
で
称
え
ら
れ
た
人
物
で
、

本
願
寺
門
徒
で
あ
っ
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
坂
本

願
寺
が
信
長
に
敗
れ
た
後
、
本

願
寺
は
こ
の
雑
賀
衆
を
頼
っ
て

雑
賀
の
鷺
森
に
移
っ
て
い
ま
す
。

本
願
寺
が
勢
力
を
失
っ
て
後
、

鈴
木
一
族
は
織
田
信
長
に
仕
え

ま
す
が
、
本
能
寺
の
変
の
後
、

今
度
は
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
ま
す
。

こ
の
頃
当
主
は
重
秀
か
ら
重
朝

に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
豊
臣
が

滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
伊
達
政
宗
の

家
臣
と
な
り
、
更
に
正
宗
の
仲

介
に
よ
っ
て
家
康
の
直
臣
と
な

り
、
そ
の
後
水
戸
徳
川
家
の
旗

本
と
し
て
浄
光
寺
の
檀
家
と
な

り
ま
す
。
重
朝
は
水
戸
の
地
で

最
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。
跡
を

継
い
だ
重
次
は
、
水
戸
藩
主
徳

川
頼
房
の
十
一
男
を
養
子
・
鈴

木
重
義
と
し
て
迎
え
た
た
め
、

鈴
木
家
は
水
戸
藩
の
重
臣
と
し

て
続
き
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
姓

を
鈴
木
か
ら
雑
賀
に
代
え
て
い

ま
す
。

本
願
寺
と
信
長
と
の
戦
や
、

仏
教
と
国
学
と
の
対
立
な
ど
に

興
味
の
あ
る
方
は
一
度
訪
れ
て

み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

真
宗
人
物
伝
第
四
十
六
回

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨

徳
法
寺
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
　

ご
案
内

　
「
僧
伽
」の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
や
報
恩
講
、春
秋
彼
岸

の
案
内
、
お
講
の
案
内
、
学

習
会
の
レ
ジ
ュ
メ
、
交
流
広

場
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は

http://tokuhou-ji.com
/

で
す
。
是
非
覗
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。



僧　　　　　伽（サンガ） (４)第104号

浄
土
教
と
禅

日
本
の
伝
統
仏
教
は
、
律
宗

や
法
相
宗
な
ど
の
奈
良
仏
教
、

天
台
宗
や
真
言
宗
な
ど
の
平
安

仏
教
を
経
て
、
鎌
倉
時
代
に
日

本
独
特
の
仏
教
と
し
て
花
開
き

ま
し
た
。
こ
れ
を
鎌
倉
仏
教
と

い
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
も
鎌
倉

仏
教
の
一
つ
で
す
。

鎌
倉
仏
教
は
浄
土
教
系
、
禅

宗
系
、
日
蓮
系
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
内
、
浄
土

教
と
禅
は
中
国
で
生
ま
れ
た
仏

教
で
、
日
蓮
の
教
え
は
日
本
独

自
の
も
の
で
す
。
中
国
仏
教
で

は
、
念
仏
と
禅
は
一
つ
の
教
え

と
し
て
伝
え
ら
れ
、
日
本
の
よ

う
に
浄
土
教
が
宗
と
し
て
独
立

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。現

在
、
日
本
の
浄
土
教
系
宗

派
に
は
、
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗

な
ど
が
、
禅
宗
系
宗
派
に
は
臨

済
宗
や
曹
洞
宗
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
同
じ
浄
土
教
や
禅
で
も
、

宗
が
違
え
ば
教
義
も
微
妙
に

違
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
、
浄
土

教
と
禅
で
は
教
義
が
全
く
違
っ

て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、

中
国
で
は
一
つ
の
宗
派
に
な
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
共
通
す
る
と

こ
ろ
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
で
あ

る
親
鸞
聖
人
と
曹
洞
宗
の
道
元

禅
師
は
度
々
比
較
さ
れ
て
い
ま

す
。
親
鸞
聖
人
の
説
か
れ
る
仏

教
は
、
我
執
を
離
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
自
分
を
凡
夫
で
あ
る

と
知
り
、
阿
弥
陀
如
来
に
廻
向

さ
れ
た
信
心
に
帰
依
す
る
こ
と

で
救
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

一
方
の
道
元
禅
師
は
『
正
法

眼
蔵
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

た
だ
わ
が
身
を
も
心
を
も
放

ち
忘
れ
て
、
仏
の
家
に
投
げ
入

れ
て
、
仏
の
方
よ
り
行
わ
れ
て
、

こ
れ
に
従
い
も
っ
て
行
く
時
、

力
を
も
入
れ
ず
、
心
を
も
費
や

さ
ず
し
て
、
生
死
を
離
れ
仏
と

な
る
。　

禅
と
い
う
と
、
自
分
の
努
力

で
さ
と
り
を
得
る
よ
う
に
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
自
分
の

心
を
離
れ
て
仏
に
身
を
任
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
る
と

い
う
も
の
で
す
。
こ
の
発
想
は
、

自
ら
の
迷
い
の
存
在
と
し
て
自

覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

念
仏
に
よ
っ
て
仏
に
身
を
任
せ

る
か
、
禅
に
よ
っ
て
仏
に
身
を

任
せ
る
か
の
違
い
で
し
か
な
い

よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
違
い
も
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
仏
が
、
慈
悲
を
強

調
す
る
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
道
元
禅
師
の
仏
は
智

慧
を
強
調
す
る
釈
迦
仏
で
す
。

こ
こ
か
ら
、
浄
土
と
い
う
社
会

を
見
据
え
る
念
仏
と
、
個
人
の

救
済
を
重
視
す
る
禅
と
い
う
違

い
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

室
町
時
代
の
僧
で
あ
る
臨
済

宗
の
一
休
宗
純
や
江
戸
時
代
の

曹
洞
宗
の
僧
で
あ
る
良
寛
の
中

は
、
い
ず
れ
も
禅
僧
ら
し
く
な

い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
お
二
人
の
世
間
に
対
す
る

慈
愛
の
ま
な
ざ
し
か
ら
は
、
禅

宗
の
達
観
と
い
う
よ
り
も
浄
土

教
の
慈
悲
に
共
通
す
る
も
の
が

み
ら
れ
ま
す
。

同
じ
仏
教
な
の
で
す
か
ら
共

通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
は
当

た
り
前
で
す
し
、
同
じ
宗
派
で

あ
っ
て
も
歩
ん
で
き
た
人
生
が

違
え
ば
同
じ
考
え
方
に
な
る
は

ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
違
い
を
非

難
し
合
う
の
で
は
な
く
楽
し
む

ぐ
ら
い
の
余
裕
が
あ
れ
ば
ち
ょ

う
ど
良
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
淨
）

真
宗
豆
知
識

　

平
成
三
十
一
年

　
　
　
　

年
忌
法
要
の
ご
案
内

　
一
周
忌　
　
　
　

平
成
三
十
年
死
亡

三
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
九
年
死
亡

七
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
五
年
死
亡

十
三
回
忌　
　
　

平
成
十
九
年
死
亡

十
七
回
忌　
　
　

平
成
十
五
年
死
亡

二
十
五
回
忌　
　

平
成
七
年
死
亡

三
十
三
回
忌　
　

昭
和
六
十
二
年
死
亡

五
十
回
忌　
　
　

昭
和
四
十
五
年
死
亡
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曽
我
量
深
と
言
え
ば
、
金
子

大
栄
と
と
も
に
、
近
代
真
宗
教

学
を
牽
引
し
た
大
谷
派
の
巨
人

で
あ
る
。

今
、
私
の
手
元
に
『
往
生
と

成
仏
』
と
い
う
一
冊
の
書
籍
が

あ
る
。
両
氏
が
生
前
に
岡
崎
教

区
で
講
演
さ
れ
た
際
の
記
録
で

あ
る
。
昭
和
四
十
三
年
初
版
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く

昭
和
四
十
年
代
初
頭
に
行
わ
れ

た
講
演
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に

曽
我
氏
は
昭
和
四
十
六
年
に
九

十
五
歳
で
示
寂
し
て
お
ら
れ
る
。

昭
和
四
十
年
代
初
頭
と
言
え

ば
、
西
暦
で
は
一
九
六
〇
年
代

後
半
に
当
た
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
真
宗
の

教
え
は
、
多
少
古
い
と
言
え
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

ビ
ー
ト
ル
ズ
が
来
日
し
、
日
米

安
保
反
対
の
学
生
運
動
が
盛
ん

で
あ
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
そ
う
昔
の
話
で
も

な
い
。

さ
て
、
こ
の
本
か
ら
は
当
時

曽
我
氏
や
金
子
氏
が
ど
の
よ
う

な
立
場
か
ら
発
言
し
て
お
ら
れ

た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
本
の
中
の
曽
我
氏
の
印
象

は
、
私
た
ち
が
知
る
近
代
教
学

の
カ
リ
ス
マ
と
し
て
の
そ
れ
と

は
違
っ
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
真

宗
教
学
の
将
来
を
憂
う
念
仏
者

の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

こ
の
本
を
読
み
進
め
て
い
き
た

い
。漢

文
に
は
「
当
」
と
い
う
再

読
文
字
が
あ
る
。「
ま
さ
に
…
…

す
べ
し
」と
読
む
。辞
書
的
に
は
、

「
き
っ
と
…
…
す
る
だ
ろ
う
」と

い
う
「
確
信
を
持
っ
た
推
量
」

の
意
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
派
生
し
た
言
葉
で

あ
ろ
う
。
真
宗
に
は
「
当
益

（
と
う
や
く
）」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。「
来
世
に
お
い
て
必
ず
受

け
る
で
あ
ろ
う
利
益
（
り
や

く
）」の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言

葉
に
対
し「
現
益（
げ
ん
や
く
）」

と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
現
生
に
お
け
る
利
益
」の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
を
合
わ

せ
て
「
現
当
二
益
」（
げ
ん
と
う

に
や
く
）
と
い
う
言
い
方
を
す

る
。
最
近
で
は
め
っ
た
に
使
わ

れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
が
、

念
仏
の
ご
利
益
を
表
す
伝
統
的

表
現
で
あ
る
。

曽
我
氏
は
こ
の「
現
当
二
益
」

に
つ
い
て
、
独
特
の
所
見
を

語
っ
て
お
ら
れ
る
。

往
生
と
成
仏
を
混
乱
し
て
、

往
生
は
現
生
に
達
す
る
ん
だ
か

ら
、
成
仏
も
現
生
に
成
仏
す
る

ん
だ
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
一
益

法
門
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て

き
た
。
だ
か
ら
一
益
法
門
を
退

治
す
る
に
は
、
往
生
と
成
仏
の

義
門
を
明
瞭
に
す
べ
き
で
あ
り

ま
す
。
往
生
は
現
生
に
得
る
益
、

信
の
一
念
に
往
生
が
決
定
す
る
。

決
定
的
往
生
者
で
あ
る
。

 
榎 
（
曽
我
『
往
生
と
成
仏
』）

氏
の
主
張
の
内
容
を
分
か
り

や
す
く
す
る
た
め
に
、
次
の
三

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
押
さ
え
て

お
き
た
い
。

①
住
正
定
聚
（
じ
ゅ
う
し
ょ
う

じ
ょ
う
じ
ゅ
）
…
往
生
が
正
し

く
定
ま
り
必
ず
さ
と
り
を
ひ

ら
く
こ
と
が
で
き
る
人
々
の

こ
と
を
正
定
聚
と
い
う
。
住

正
定
聚
と
は
そ
の
位
に
付
く

こ
と
。

②
往
生
（
お
う
じ
ょ
う
）
…
浄

土
に
生
ま
れ
る
こ
と
。
つ
ま

り
覚
り
を
開
く
の
に
最
も
ふ

さ
わ
し
い
場
に
生
ま
れ
変
わ

る
こ
と
。

③
成
仏
（
じ
ょ
う
ぶ
つ
）
…
覚

り
を
開
き
仏
に
な
る
こ
と

氏
は
、
現
益
に
②
往
生
を
、

当
益
に
③
成
仏
を
当
て
は
め
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

た
い
へ
ん
大
胆
な
主
張
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
生
き
て
い
る
間
に

浄
土
に
生
ま
れ
た
者
が
、
死
後

仏
に
な
る
と
説
か
れ
た
の
で
あ

る
。そ
れ
は「
往
生
は
心
に
あ
り
、

成
仏
は
身
に
あ
る
」
と
い
う
氏

の
有
名
な
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
往
生
は
生
き

て
い
る
間
の
こ
と
で
あ
る
と
す

る
了
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
即

得
往
生
」（
そ
く
と
く
お
う
じ
ょ

う
）
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
広

く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
曽
我
氏
は
こ
の

講
演
に
お
い
て
「
即
得
往
生
」

と
い
う
言
葉
を
ま
っ
た
く
使
っ

て
お
ら
れ
な
い
。
こ
の
語
に
代

わ
る
も
の
と
し
て「
決
定
往
生
」

（
け
つ
じ
ょ
う
お
う
じ
ょ
う
）と

い
う
語
を
多
用
し
て
お
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
晩
年

の
曽
我
氏
の
思
想
の
微
妙
な
変

化
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
 
榎
榎
榎
榎 
（
次
号
に
続
く
）

本
の

紹
介西

山　

彰

『
往
生
と
成
仏
』に

見
ら
れ
る
曽
我
教

学
の
晩
年（
1
）

『
サ
ン
ガ
茶
話
会
』

　

毎
月
第
一
木
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
真
宗
会
館
内

　
　

囲
炉
裏
の
間

　

お
茶
と
お
菓
子
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん

と
気
楽
に
お
話
で
き
る
空

間
で
す
。相
談
と
い
う
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
ろ
、
ち
ょ
っ

と
聞
い
て
み
た
い
、
い
ろ
ん

な
人
と
話
し
て
み
た
い
と

い
う
方
大
歓
迎
で
す
。
も

ち
ろ
ん
無
料
で
す
。
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◎
春
彼
岸
法
要

三
月
二
十
一
日（
祝
日
）

午
後
二
時
よ
り 

◆
德
法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
︱
四

　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

◎
徳
法
寺
仏
教
入
門
講
座

イ
ン
ド
仏
教
史

三
月
～
十
一
月
の
二
十
一
日

午
後
七
時
半
か
ら

三
月

　

第
三
章
仏
教
の
変
遷
一

　
「
原
始
仏
教
の
形
成
」

四
月

　

第
三
章
仏
教
の
変
遷
二

　
「
部
派
仏
教
時
代
」　

◎
春
彼
岸

　

春
彼
岸
中
川
学
イ
ラ
ス
ト
展

三
月
十
六
日（
土
）～

 
榎
榎
榎
榎 

二
十
四
日（
日
）

◎
春
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

三
月
二
十
一
日（
祝
日
）

午
後
二
時
よ
り

講
師　

藤
原　

恵
師

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

各
寺
の
ご
案
内

供
こ
れ
は
現
実
な
の
か
、そ
れ

と
も
た
だ
の
作
り
話
か
僑

ク
イ
ー
ン
の
名
曲
「
ボ
ヘ
ミ

ア
ン
・
ラ
プ
ソ
デ
ィ
」の
冒
頭
は
、

こ
ん
な
歌
い
出
し
だ
っ
た
。
そ

し
て
こ
れ
が
、
同
名
の
映
画
を

観
た
直
後
の
私
の
感
想
だ
っ
た
。

ク
イ
ー
ン
は
、
七
十
年
代
後

半
に
彗
星
の
ご
と
く
現
れ
た
イ

ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
で
あ

る
。
こ
の
バ
ン
ド
の
中
心
的
メ

ン
バ
ー
で
あ
り
、
ボ
ー
カ
リ
ス

ト
で
あ
っ
た
フ
レ
デ
ィ
・
マ
ー

キ
ュ
リ
ー
の
自
伝
的
映
画
が
、

最
近
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

デ
ビ
ュ
ー
当
時
の
彼
ら
の
音

楽
に
魅
了
さ
れ
た
私
は
、
中
学
、

高
校
時
代
を
通
し
て
そ
の
音
楽

を
聴
い
て
育
っ
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当

時
日
本
に
お
け
る
こ
の
新
人
バ

ン
ド
の
評
価
は
大
き
く
分
か
れ

て
い
た
。
特
に
、
渋
谷
陽
一
は

優
れ
た
評
論
家
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
終
始
こ
の
バ
ン

ド
に
対
す
る
冷
や
や
か
な
態
度

を
崩
さ
な
か
っ
た
。

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
渋
谷

が
自
ら
主
宰
す
る
音
楽
雑
誌

「
ロ
ッ
キ
ン
グ
オ
ン
」に
書
い
た

ク
イ
ー
ン
評
だ
っ
た
。
こ
の
バ

ン
ド
が
聴
衆
に
要
求
す
る
の
は
、

「
リ
ッ
ス
ン
（
聴
け
）」
の
み
で

あ
る
と
彼
は
書
い
て
い
た
。
音

楽
な
ん
だ
か
ら
当
た
り
前
の
よ

う
だ
が
、
ロ
ッ
ク
と
は
本
来
聴

衆
参
加
型
の
音
楽
で
あ
る
。
ロ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
舞
台
か

ら
叫
ぶ
の
は
、「
カ
モ
ン
、
レ
ッ

ツ
ゴ
ー
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て

「
リ
ッ
ス
ン
」で
は
な
い
と
言
う

の
だ
。
常
に
聴
衆
と
と
も
に
あ

る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
渋
谷
の

持
論
で
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い

る
の
は
、
す
で
に
大
御
所
の
地

位
を
獲
得
し
て
い
た
レ
ッ
ド
・

ツ
ェ
ッ
ぺ
リ
ン
だ
っ
た
。

確
か
に
彼
ら
の
曲
は
、
デ

ビ
ュ
ー
当
初
か
ら
付
け
入
る
隙

が
な
い
ほ
ど
完
璧
で
、
聞
き
手

の
勝
手
な
思
い
入
れ
な
ど
一
切

拒
絶
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か

し
、
俗
世
間
か
ら
か
け
離
れ
た

壮
大
な
サ
ウ
ン
ド
は
、
天
空
で

奏
で
ら
れ
る
音
楽
で
あ
る
か
の

よ
う
に
崇
高
だ
っ
た
。

そ
ん
な
音
楽
を
渋
谷
は
、

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ロ
ッ
ク
」
と
評

し
た
。
今
思
え
ば
、
彼
の
こ
の

言
葉
が
、
良
く
も
悪
く
も
初
期

の
ク
イ
ー
ン
の
本
質
を
言
い
当

て
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

一
方
彼
ら
は
、
代
表
作
「
オ

ペ
ラ
座
の
夜
」
発
表
以
後
、
大

き
く
音
楽
性
を
転
換
し
た
。
よ

り
ポ
ッ
プ
に
な
り
、
俗
化
し
て

い
っ
た
。
い
い
意
味
で
大
衆
化

し
た
の
だ
。そ
れ
を
見
て
、フ
ァ

ン
の
多
く
は
裏
切
ら
れ
た
と
思

い
落
胆
し
た
も
の
だ
っ
た
。

映
画
で
は
、
彼
ら
の
音
楽
的

志
向
の
変
化
が
、
そ
の
ま
ま
フ

レ
デ
ィ
の
心
の
成
長
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
彼
は
天
才
的
音

「
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
・

　
　

ラ
プ
ソ
デ
ィ
」

（
二
〇
一
八
年
ア
メ
リ
カ
映
画
）

映
画
の
紹
介

数々の音楽賞に輝いたクイーン。左か
ら二番目がフレディ・マーキュリー

楽
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
孤
独

な
人
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
誰
よ

り
も
愛
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て

や
ま
な
い
一
人
の
人
間
だ
っ
た
。

そ
の
フ
レ
デ
ィ
が
、
苦
難
を
乗

り
越
え
て
本
当
の
愛
に
目
覚
め

て
い
く
。
あ
ら
す
じ
だ
け
を
言

え
ば
こ
ん
な
感
じ
だ
が
、
若
干

出
来
す
ぎ
て
い
る
観
も
あ
る
。

供
こ
れ
は
現
実
な
の
か
、そ
れ

と
も
た
だ
の
作
り
話
か
僑

フ
レ
デ
ィ
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー

は
一
九
九
一
年
、
才
能
を
惜
し

ま
れ
な
が
ら
エ
イ
ズ
で
亡
く

な
っ
た
。
享
年
四
十
五
才
だ
っ

た
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）


