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目
隠
し
を
さ
れ
た
中
央
の
女
性
は
、

十
六
歳
の
元
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
女
王

ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
イ
で
あ
る
。
今
ま
さ

に
司
祭
に
導
か
れ
、
首
置
き
台
の
位

置
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
指
に
は
真
新
し
い
結
婚
指
輪
が

光
っ
て
い
る
。
画
面
右
側
で
は
、
死
刑

執
行
人
の
切
れ
味
の
悪
そ
う
な
斧
が

不
気
味
に
光
っ
て
い
る
。

絵
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
実
際
に
起

こ
っ
た
出
来
事
を
、
ポ
ー
ル
・
ド
ラ
ー

シ
ュ
と
い
う
画
家
が
再
現
し
た
も
の

で
あ
る
。
夏
目
漱
石
は
、
ロ
ン
ド
ン
留

学
中
に
こ
の
作
品
を
観
て
た
い
へ
ん

感
動
し
た
そ
う
で
あ
る
。「
雪
の
ご
と

く
白
い
服
を
着
け
て
、
肩
に
あ
ま
る

金
色
の
髪
を
時
々
雲
の
よ

う
に
ゆ
ら
す
」
と
漱
石
は

描
写
し
て
い
る
。

十
六
世
紀
の
宗
教
改
革

に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

は
、
旧
教
（
カ
ト
リ
ッ

ク
）
、
新
教
（
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
）
に
分
裂
し
た
。

そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

お
い
て
は
、
血
で
血
を
洗

う
抗
争
の
幕
開
け
で
も

あ
っ
た
。

敬
虔
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
信
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
、
た
っ
た
九
日
し
か
王

座
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
悲

劇
の
王
女
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
イ
。
政
治

的
に
利
用
さ
れ
た
あ
げ
く
、
国
家
反

逆
罪
の
罪
を
着
せ
ら
れ
処
刑
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

勢
い
に
乗
る
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
、

ジ
ェ
ー
ン
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
勢
力
を
、
子
供
に
至
る
ま

で
皆
殺
し
に
し
た
。
そ
れ
を
指
示
し

た
の
が
、
新
女
王
メ
ア
リ
ー
一
世

だ
っ
た
。
そ
の
残
虐
な
王
女
の
名
は

「
ブ
ラ
ッ
デ
ィ
・
マ
リ
ー
（
血
ま
み
れ

メ
ア
リ
ー
）
」
と
い
う
カ
ク
テ
ル
の
名

と
な
っ
て
今
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

こ
の
悲
劇
は
、
宗
教
上
の
対
立
と

い
う
よ
り
も
、
宗
教
が
政
治
利
用
さ

れ
た
だ
け
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
宗
教
が
ら
み
の
事
件
の
残
虐
さ

は
、
仏
教
徒
の
多
い
日
本
の
比
で
は

な
い
。

 
榎
榎
榎
榎
榎 
（
六
面
に
関
連
記
事
）

レ
デ
ィ
・
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
イ
の
処
刑

常　

徳　

寺　

西　

山　
　
　

彰　

浄
土
は
西
岸
に
あ
れ
ど
も
、
浄
土
の
門
は
東

岸
に
あ
る
。

（
曽
我
量
深
『
歎
異
抄
聴
記
』）

　

曽
我
量
深
は
、
昭
和

十
七
年
夏
に
歎
異
抄
に

つ
い
て
本
山
で
講
義
を

し
た
。『
歎
異
抄
聴
記
』

は
そ
の
講
義
録
で
あ
る
。

ポール・ドラーシュ
「レディ・ジェーン・グレイの処刑」（１８３３年）
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ど
ん
な
人
間
に
も
例
外
な

く
、
死
は
平
等
に
訪
れ
ま
す
。

死
は
こ
の
世
界
の
中
で
生
き

る
こ
と
の
中
断
な
の
で
、
そ
の

死
に
対
す
る
考
え
方
や
捉
え

方
は
、
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
形
を
取
り
つ
つ
も
、
心
の
底

の
ど
こ
か
で
、
逃
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
つ

も
目
を
光
ら
せ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
恐
怖

で
あ
っ
た
り
、
あ
え
て
考
え
な

い
よ
う
に
目
を
背
け
る
対
象

で
あ
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
あ
る
種
の
憧
れ
で
あ
っ
た

り
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

人
は
死
ん
だ
ら
ど
こ
へ
行

く
の
か
？　

ど
う
な
っ
て
し

ま
う
の
か
？　

と
い
う
問
い

に
答
え
を
与
え
る
こ
と
は
簡

単
で
は
な
い
の
で
す
が
、
し
か

し
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、

肉
体
と
し
て
の
人
間
が
死
亡

し
た
の
ち
、
遺
体
の
九
九
.
九

％
は
火
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
肉
体
と
い
う
点
に
関
し

て
い
え
ば
、
人
は
死
ん
だ
ら
火

葬
場
に
行
く
の
で
す
。

と
は
い
え
、
死
ん
で
し
ま
っ

た
人
の
側
か
ら
生
者
の
世
界

が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る

の
か
、
生
者
が
知
る
こ
と
は
不

可
能
な
の
で
、
死
者
を
送
る
た

め
の
儀
式
で
あ
る
葬
儀
や
、
そ

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
火

葬
は
、
生
者
た
ち
が
自
分
た
ち

の
都
合
で
死
者
と
向
き
合
う

（
あ
る
い
は
、
死
者
を
「
送
る
」）

た
め
の
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

火
葬
場
で
は
、
遺
体
を
焼
い

て
骨
の
状
態
に
す
る
の
で
、
火

葬
場
は
、
生
者
が
死
者
の
肉
体

を
「
現
世
」
の
す
が
た
か
た
ち

と
し
て
最
後
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
場
所
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
火
葬
場

で
は
単
に
遺
体
を
焼
却
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
の

火
葬
場
で
の
儀
式
は
、
多
く
の

場
合
、
火
葬
場
に
到
着
し
た
遺

体
と
の
最
後
の
告
別
を
行
っ

た
の
ち
、
火
葬
炉
へ
と
柩
を
送

り
、
火
葬
後
に
遺
族
ら
の
手
に

よ
っ
て
遺
骨
を
拾
い
集
め
る

と
い
う
流
れ
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
火
葬
場

で
の
儀
式
の
内
容
は
、
日
本
国

内
で
あ
っ
て
も
、
地
域
や
宗

教
・
宗
派
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

で
す
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

西
日
本
と
東
日
本
で
は
（
北
陸

地
方
な
ら
ば
富
山
県
と
石
川

県
あ
た
り
を
境
に
し
て
）、
火

葬
後
の
遺
骨
の
拾
い
方
に
違

い
が
見
ら
れ
、
西
日
本
で
は
ご

く
一
部
の
遺
骨
だ
け
を
集
め
、

東
日
本
で
は
全
て
の
遺
骨
を

集
め
る
と
い
う
具
合
で
す
。

さ
ら
に
、
世
界
の
火
葬
場
を

見
て
み
る
と
、
地
域
や
宗
教
に

よ
っ
て
儀
式
や
遺
体
・
遺
骨
の

扱
い
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
文

化
圏
で
あ
る
欧
米
で
は
、
遺
体

や
遺
骨
に
対
す
る
執
着
心
が
日

本
と
く
ら
べ
て
少
な
い
よ
う
で
、

遺
族
が
柩
を
火
葬
炉
に
納
め
る

の
を
見
送
っ
た
り
、
遺
骨
を
拾

い
集
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

東
日
本
の
人
た
ち
か
ら
見

れ
ば
、「
な
ぜ
西
日
本
で
は
一

部
し
か
遺
骨
を
拾
わ
な
く
て

も
納
得
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
し
、
日
本
人
か
ら
見
れ

ば
、「
な
ぜ
欧
米
で
は
火
葬
炉

に
入
る
柩
を
見
送
ら
な
く
て

も
納
得
で
き
る
の
か
？
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
火
葬
場
で
の
習

俗
に
は
、
そ
の
地
方
の
文
化

的
・
宗
教
的
な
背
景
、
さ
ら
に

は
死
生
観
と
い
っ
た
も
の
が

反
映
し
て
い
る
の
で
す
が
、

「
そ
も
そ
も
、ど
ん
な
違
い
が
あ

る
の
か
？
」「
そ
の
違
い
は
ど
こ

に
原
因
が
あ
る
の
か
？
」
と
い

う
点
に
、
私
は
関
心
を
持
ち
ま

し
た
。
し
か
し
、
誰
も
が
い
つ

か
必
ず
お
世
話
に
な
る
だ
ろ
う

火
葬
場
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

他
の
分
野
に
く
ら
べ
、
あ
ま
り

行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が

現
状
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
私
は
各
地
の
火
葬
場
を
調

査
研
究
し
て
み
た
い
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

火
葬
場
の
研
究
を
し
て
い

る
と
い
う
話
を
す
る
と
、「
ど

う
し
て
そ
ん
な
研
究
を
始
め

た
の
で
す
か
？
」
と
よ
く
訊
か

れ
ま
す
。
現
在
の
日
本
で
は
、

高
齢
化
に
伴
っ
て
死
者
数
が
増

加
す
る
と
い
う
「
多
死
社
会
」

が
到
来
し
て
お
り
、
人
の
「
死
」

に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
十
年

か
ら
十
数
年
後
と
い
う
近
い

将
来
に
は
火
葬
場
の
数
も
足

り
な
く
な
る
と
予
想
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
社
会
的
背

景
か
ら
火
葬
場
に
対
す
る
関

遠
山
和
大

「
人
は
死
ん
だ
ら
火
葬
場
に
行
く
」



僧　　　　　伽（サンガ）(３) 第105号

心
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う

の
は
、
表
向
き
の
理
由
と
し
て

は
も
っ
と
も
ら
し
い
の
で
す

が
、
そ
の
一
方
で
、
最
初
に
書

い
た
よ
う
な
、
人
の
死
に
対
す

る
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
興
味
関
心
が
、
火
葬
場

の
研
究
へ
と
私
を
駆
り
立
て

る
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

【
自
己
紹
介
】

と
お
や
ま　

か
ず
ひ
ろ

一
九
七
四
年
、
東
京
赤
羽
生
ま
れ
。

二
〇
〇
五
年
、
富
山
大
学
大
学
院

理
工
学
研
究
科
中
退
。
富
山
大
学

で
は
雪
氷
学
を
専
攻
し
、
北
ア
ル

プ
ス
山
岳
地
の
雪
に
含
ま
れ
る

化
学
成
分
の
分
析
か
ら
、
ア
ジ
ア

大
陸
か
ら
の
越
境
汚
染
に
つ
い

て
研
究
を
行
っ
て
き
た
。

二
〇
〇
九
年
、
岡
山
大
学
学
務
部

助
教
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
道
を
あ

や
ま
り
は
じ
め
（
？
）、
正
信
偈

の
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
サ
イ
ト
を

作
っ
た
り
、
火
葬
場
の
研
究
に
も

着
手
し
た
り
す
る
。

二
〇
一
六
年
、
富
山
大
学
総
合
情

報
基
盤
セ
ン
タ
ー
講
師
。
現
在
は

富
山
大
学
生
の
情
報
教
育
に
関

す
る
仕
事
を
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で

に
手
が
け
て
き
た
研
究
も
引
き

続
き
行
っ
て
い
る
。

ホ
セ
・
ム
ヒ
カ
と
い
う
人
物

を
ご
存
知
で
す
か
。
二
〇
一
〇

年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
、
南

ア
メ
リ
カ
の
ウ
ル
グ
ア
イ
と
い

う
国
で
大
統
領
を
務
め
た
方
で

す
。
大
統
領
在
任
中
の
二
〇
一

二
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
行
わ
れ
た

国
連
会
議
で
の
ス
ピ
ー
チ
が
、

世
界
中
で
注
目
さ
れ
、
大
統
領

退
任
後
日
本
に
も
来
ら
れ
た
の

で
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も

お
い
で
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の

絵
本
は
そ
の
ス
ピ
ー
チ
を
絵
本

に
し
た
も
の
で
す
。

ウ
ル
グ
ア
イ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
建
国
さ

れ
ま
し
た
。
ム
ヒ
カ
さ
ん
の
父

は
ス
ペ
イ
ン
、
母
は
イ
タ
リ
ア

か
ら
の
移
民
で
す
。
大
西
洋
に

面
し
、
ほ
と
ん
ど
山
の
な
い
こ

の
国
は
農
業
に
適
し
て
い
た
た

め
、
南
米
の
ス
イ
ス
と
呼
ば
れ

る
ほ
ど
に
豊
か
な
国
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
貧
富
の
差
が
開

き
始
め
る
と
政
権
は
強
権
的
に

な
り
、
ム
ヒ
カ
さ
ん
は
反
政
府

活
動
を
す
る

よ
う
に
な
り

ま
す
。
軍
事

政
権
の
頃
に

は
六
発
も
の

銃
弾
を
撃
ち

込
ま
れ
生
死

の
は
ざ
ま
を

さ
ま
よ
い
ま

し
た
。
計
四

度
も
投
獄
さ

れ
ま
す
が
、

釈
放
さ
れ
た
後
、
選
挙
で
大
統

領
に
選
ば
れ
ま
す
。

十
三
年
間
に
及
ぶ
獄
中
生
活

の
間
、
読
書
の
日
々
を
送
っ
た

ム
ヒ
カ
さ
ん
は
、
僅
か
な
も
の

で
も
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
そ

し
て
正
義
の
名
の
も
と
に
い
か

に
多
く
の
残
酷
な
行
為
が
世
界

中
で
切
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
の

か
を
知
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
政
治
的

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
捨
て
て
、

特
定
の
宗
教
や
政
治
思
想
に
し

ば
ら
れ
な
い
政
府
を
目
指
し
た

の
で
す
。

ま
た
、
大
統
領
に
な
っ
た
ム

ヒ
カ
さ
ん
は
、
現
代
の
大
量
生

産
・
大
量
消
費
社
会
に
疑
問
を

持
ち
ま
す
。
大
量
消
費
す
る
こ

と
が
幸
せ
だ
と
思
い
、
そ
の
た

め
に
寝
る
間
を
惜
し
ん
で
勉
強

し
働
く
こ
と
が
本
当
に
幸
せ
な

の
だ
ろ
う
か
と
。
自
分
の
た
め

の
時
間
を
た
っ
ぷ
り
持
つ
こ
と

の
方
が
幸
せ
な
の
で
は
な
い
か

と
。
南
米
の
先
住
民
の
「
貧
乏

と
は
、
無
限
に
多
く
を
必
要
と

し
、
も
っ
と
欲
し
が
る
こ
と
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
も

共
感
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
か
れ
の
願
う
よ
う

な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
の
難

し
さ
も
十
分
に
理
解
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
う
え
で
、
集
団
生

活
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
社

会
で
は
、
た
が
い
の
多
様
性
を

認
め
な
が
ら
も
「
共
有
す
る
理

想
」
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た

の
で
す
。
人
と
人
と
が
関
わ
り

合
う
と
い
う
こ
と
は
「
互
い
の

理
想
を
抱
き
合
う
こ
と
」
で
あ

る
と
信
じ
、
た
と
え
困
難
な
道

の
り
で
あ
っ
て
も「
も
う
少
し
」

と
歩
み
を
続
け
る
こ
と
の
大
切

さ
を
訴
え
て
い
ま
す
。

そ
の
ム
ヒ
カ
さ
ん
の
ス
ピ
ー

チ
を
絵
本
で
読
ん
で
み
ま
せ
ん

か
。
子
供
は
も
ち
ろ
ん
大
人
の

心
に
も
そ
の
言
葉
が
響
い
て
く

る
は
ず
で
す
。
ま
た
、
こ
の
絵

本
の
編
集
者
で
あ
る
く
さ
ば
よ

し
み
さ
ん
が
ム
ヒ
カ
さ
ん
と
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
本
に
し
た

「
世
界
で
い
ち
ば
ん
貧
し
い
大

統
領
か
ら
き
み
へ
」（
汐
文
社
）

も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
は
こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
読

ん
で
み
て
下
さ
い
。（
淨
）

『
世
界
で
い
ち
ば
ん

 

貧
し
い
大
統
領
の

　

   　

ス
ピ
ー
チ
』

く
さ
ば
よ
し
み 

著

中
川
学 

絵

汐
文
社

絵
本
の
紹
介
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「
仏
教
」
の
変
遷

「
仏
教
」に
は
二
つ
の
意
味
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
「
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
教

え
」
と
「
仏
に
な
る
た
め
の
教

え
」
で
す
。

「
仏
」と
は「
目
ざ
め
た
人
」を

意
味
す
る
「
ブ
ッ
ダ
」
に
漢
字

を
当
て
は
め
た
も
の
で
す
。
お

釈
迦
様
の
時
代
「
仏
」
と
い
う

言
葉
は
広
く
使
わ
れ
て
い
る
言

葉
で
し
た
。
つ
ま
り
、
お
釈
迦

様
以
外
に
も
「
仏
」
と
呼
ば
れ

る
方
は
沢
山
い
ら
し
ゃ
っ
た
の

で
す
。
更
に
、
お
釈
迦
さ
ま
の

弟
子
の
中
で
、
お
釈
迦
さ
ま
と

同
じ
悟
り
に
達
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
方
も
、
同
じ
く
「
仏
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す

か
ら
「
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た

教
え
」
の
「
仏
」
は
お
釈
迦
様

だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

実
際
、
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
方

の
言
葉
も
「
仏
教
」
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
は
文
字
通
り
「
仏
に
な

る
た
め
の
教
え
」
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
る

と
、
次
第
に
お
釈
迦
様
は
特
別

な
存
在
と
な
り
、
お
釈
迦
さ
ま

の
弟
子
た
ち
は
「
仏
」
と
は
見

な
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
仏

教
以
外
で
「
仏
」
と
い
う
言
葉

も
使
わ
れ
な
く
な
り
「
仏
」
は

「
お
釈
迦
様
」と
同
じ
意
味
に
な

り
ま
す
。「
こ
の
世
で
ど
れ
だ
け

修
行
し
て
も
、
お
釈
迦
様
の
よ

う
に
成
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
こ
の
世
界

の
仏
は
お
釈
迦
様
だ
け
で
あ

る
」
と
い
う
「
一
つ
の
世
界
に

は
一
人
の
仏
」
と
い
う
決
ま
り

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て

「
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
教
え
」

は
「
お
釈
迦
さ
ま
に
よ
っ
て
説

か
れ
た
教
え
」
と
い
う
意
味
に

な
り
、
も
う
一
方
の
「
仏
に
な

る
た
め
の
教
え
」
の
方
は
曖
昧

な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
お
釈

迦
様
の
他
に
「
こ
の
世
界
以
外

の
仏
」
が
登
場
し
ま
す
。「
異
世

界
の
仏
」
で
あ
る
「
阿
弥
陀
仏
」

や
「
未
来
世
界
の
仏
」
で
あ
る

「
弥
勒
仏
」
な
ど
で
、
こ
れ
ら
の

「
仏
」
の
教
え
も
「
仏
教
」
と
な

り
す
。
そ
し
て
、
命
が
尽
き
た

後
に
そ
の
仏
の
世
界
に
生
ま
れ

か
わ
っ
て
、
そ
こ
で
「
仏
に
な

る
た
め
の
修
行
」
を
す
る
と
い

う
こ
と
が
目
標
と
な
り
ま
す
。

こ
の
現
実
性
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
「
仏
教
」
に
反
発
す
る

形
で
、
禅
宗
や
真
言
宗
の
よ
う

に
、
こ
の
世
で
仏
に
な
る
こ
と

を
説
く
宗
派
が
生
ま
れ
て
き
ま

し
た
。

で
は
親
鸞
聖
人
の
「
仏
教
」

は
ど
う
で
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
如
来

　
　
　

来
化
し
て
こ
そ

本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ

化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

浄
土
に
か
へ
り

　
　
　

た
ま
ひ
に
き

親
鸞
聖
人
は
「
仏
」
を
、
法

そ
の
も
の
で
あ
る
「
法
身
」
教

え
と
い
う
言
葉
で
あ
る「
報
身
」

人
と
し
て
姿
を
表
し
た
「
応
化

身
」
と
に
分
け
ま
す
。
こ
の
和

讃
は
師
の
法
然
聖
人
を
阿
弥
陀

仏
の
「
応
化
身
」
と
し
て
讃
嘆
し

て
い
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
親

鸞
聖
人
に
と
っ
て
の
「
阿
弥
陀

仏
」
は
「
こ
の
世
で
自
分
を
教
え

導
い
て
く
れ
る
仏
」
に
な
り
ま

す
。
浄
土
か
ら
私
を
導
い
て
く

だ
さ
る
た
め
に
こ
の
世
に
現
わ

れ
た
仏
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
阿

弥
陀
仏
の
還
相
」
と
い
い
ま
す
。

信
心
よ
ろ
こ
ぶ

　
　
　

そ
の
ひ
と
を

如
来
と
ひ
と
し
と

　
　
　

と
き
た
ま
ふ

大
信
心
は
仏
性
な
り

仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り

こ
こ
に
あ
る
「
大
信
心
」
と

は
「
如
来
か
ら
た
ま
わ
り
た
る

信
心
」
と
も
い
わ
れ
る
「
私
の

中
で
信
心
と
な
っ
て
く
だ
さ
る

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
」
で
す
。

こ
れ
を
「
阿
弥
陀
仏
の
往
相
」

と
も
い
い
ま
す
。「
還
相
」
と
し

て
の
阿
弥
陀
仏
に
、
私
の
中
で

呼
応
し
て
く
だ
さ
る
信
心
と
し

て
の
阿
弥
陀
仏
で
す
。
親
鸞
聖

人
に
と
っ
て
の「
仏
に
よ
っ
て
説

か
れ
た
教
え
」
の
「
仏
」
は
お
釈

迦
様
を
含
め
「
阿
弥
陀
仏
の
還

相
」
と
し
て
導
い
て
く
だ
さ
る

「
無
数
の
仏
」
で
す
。「
仏
に
な

る
た
め
の
教
え
」と
い
う
意
味
も

あ
り
ま
す
が
、親
鸞
聖
人
の
言
葉

の
中
に
「
仏
に
な
る
」
と
い
う
強

い
思
い
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。そ

れ
よ
り
は
「
信
心
を
得
る
」
こ

と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
そ
の

信
心
と
は
次
の
様
な
も
の
で
す
。

無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は

無
数
の
阿
弥
陀

　
　
　

ま
し
ま
し
て

化
仏
お
の
お
の

　
　
　

こ
と
ご
と
く

真
実
信
心
を
ま
も
る
な
り

「
無
碍
光
仏
」は
阿
弥
陀
仏
の

別
名
で
す
。「
ひ
か
り
」
は
智
慧

で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧

に
よ
っ
て
、
私
の
周
り
の
人
々

が
、
信
心
を
守
っ
て
く
れ
る
無

数
の
阿
弥
陀
仏
と
し
て
見
え
て

く
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
仏

教
」
は
「
仏
を
見
る
（
観
ず
る
）

こ
と
が
で
き
る
教
え
」
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
仏
教
」
の
意

味
も
時
代
や
宗
派
に
よ
っ
て
変

化
し
て
い
る
の
で
す
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
五
十
七
回

德
法
寺

杉　

谷　
　
　

淨
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前
回
に
引
き
続
き
、
次
の
三

つ
の
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て

進
め
て
い
き
た
い
。

①
住
正
定
聚
…
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
…
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
…
覚
り
を
開
き
仏
に
な

る
こ
と

曽
我
量
深
氏
は
現
益
（
生
き

て
い
る
間
の
利
益
）
に
②
往
生

を
、
当
益
（
死
後
の
利
益
）
に

③
成
仏
を
当
て
は
め
、
往
生
は

生
き
て
い
る
間
の
こ
と
で
あ
る

と
了
解
し
た
こ
と
は
前
回
述
べ

た
。そ

れ
に
対
し
、
意
外
に
も
金

子
大
栄
氏
は
こ
の
考
え
に
同

意
し
て
い
な
い
。
同
じ
本
の
中

で
、
現
益
に
①
住
正
定
聚
を
、

当
益
に
②
往
生
を
当
て
は
め

て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
き

て
い
る
間
に
往
生
を
約
束
さ

れ
た
者
が
、
死
後
浄
土
に
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
の
保
守

的
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
必
然
的
に
②
往
生
と
③
成

仏
の
厳
密
な
区
別
は
必
要
な

く
な
っ
て
く
る
。

だ
か
ら
、
極
端
に
申
し
ま
す

と
、
こ
れ
は
私
の
ひ
そ
か
な
こ

こ
ろ
で
す
が
、
往
生
さ
え
さ
せ

て
頂
け
ば
、
成
仏
は
ど
う
で
も

よ
い
と
い
っ
て
よ
い
。
往
生
さ

え
す
れ
ば
成
仏
し
ま
す
か
ら
と

い
う
の
が
私
の
い
つ
わ
ら
な
い

心
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
だ

け
の
気
持
ち
で
は
な
く
、
教
行

信
証
は
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
金
子
『
往
生
と
成
仏
』）

こ
の
両
氏
の
見
解
の
違
い
は

決
定
的
で
あ
る
。
曽
我
氏
に
し

て
み
れ
ば
、
金
子
氏
の
主
張
を

ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
理
由
が
あ
っ
た
。
氏
に
し
て

み
れ
ば
、
②
往
生
と
③
成
仏
の

濃
密
な
連
続
性
こ
そ
が
重
要

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と

て
も
①
住
正
定
聚
と
③
往
生
の

関
係
が
取
っ
て
代
わ
れ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
氏
に

す
れ
ば
③
往
生
は
ど
こ
ま
で
も

往
生
で
あ
り
、
①
住
正
定
聚
な

ど
と
い
う
軽
い
言
葉
で
は
言
い

表
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
に
違
い

な
い
。

信
の
一
念
に
往
生
は
定
ま
る

と
い
う
こ
と
は
、
往
生
を
予
約

し
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
往
生
は
い
つ
す
る
か
。

往
生
を
今
す
る
ん
な
ら
一
益
法

門
で
な
い
か
と
い
う
。
し
か
し

往
生
し
て
も
一
益
法
門
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
成
仏
し
た
ら
一
益

法
門
、
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
曽
我
『
往
生
と
成
仏
』）

お
二
人
の
言
葉
か
ら
、
昭
和

四
十
年
代
の
大
谷
派
の
旧
態

然
と
し
た
体
質
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
後
の

利
益
で
あ
る
「
当
益
」
の
み
が

強
調
さ
れ
る
一
益
法
門
が
幅

を
利
か
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
お
二
人
は
こ
の
こ
と
を
危

惧
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法

で
真
宗
本
来
の
教
え
を
取
り

戻
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
お
二
人
の
足
並

み
は
完
全
に
一
致
し
て
い
た

と
言
え
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
枠
組
み

で
の
議
論
を
、
近
年
の
真
宗
学

の
中
に
私
は
ほ
と
ん
ど
見
た
こ

と
が
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
曽

我
氏
の
後
継
者
た
ち
に
よ
っ
て
、

近
代
教
学
は
す
で
に
「
現
代
教

学
」
と
い
う
新
た
な
ス
テ
ー
ジ

に
押
し
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の

私
に
は
そ
の
判
断
は
つ
か
な
い

が
、
曽
我
氏
の
言
葉
を
も
っ
て

拙
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
し

た
い
。

往
生
と
い
う
言
葉
に
は
種
々

の
使
い
方
が
あ
る
こ
と
と
思
う

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
う
い

う
こ
と
は
や
は
り
真
宗
教
学
が

完
成
し
て
い
な
い
か
ら
そ
う
な

る
。
だ
か
ら
今
日
の
我
々
は
、

今
ま
で
教
学
は
完
成
し
て
お
ら

ん
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、

完
全
に
す
る
よ
う
に
み
ん
な
が

手
を
と
り
あ
っ
て
努
力
し
て
ゆ

く
べ
き
時
期
に
到
達
し
た
と
私

は
思
う
。
…
そ
れ
を
し
な
け
れ

ば
真
宗
は
滅
亡
し
ま
す
。

（
曽
我
『
往
生
と
成
仏
』）

曽
我
氏
の
こ
の
思
い
を
、
現

代
の
私
た
ち
は
十
分
受
け
止

め
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ

う
か
。

（
彰
）

 

『
往
生
と
成
仏
』に

見
ら
れ
る
曽
我
教

学
の
晩
年（
２
）

本
の
紹
介（
一
）

德
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
。
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表
紙
の
文
章
を
書
き
終
え
た

後
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

本
棚
か
ら
渡
辺
照
宏
著
『
日
本

の
仏
教
』
を
取
り
出
し
た
。

こ
の
本
の
中
で
、
渡
辺
氏
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
神
教
な
ど
の
宗
教
で
は

自
分
の
教
理
と
異
な
る
も
の
を

異
端
と
か
邪
教
と
か
言
っ
て

忌
み
嫌
う
傾
向
が
あ
る
。
し
か

し
仏
教
は
特
殊
の
教
理
を
人

に
押
し
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、

…
た
と
え
異
な
っ
た
見
解
や
信

仰
形
態
を
持
っ
て
い
て
も
一
概

に
排
撃
す
る
こ
と
は
し
な
い
。」

確
か
に
、
仏
教
は
そ
の
発
生

時
に
お
い
て
既
に
、
以
前
か
ら

あ
っ
た
イ
ン
ド
の
土
着
の
神
々

を
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仏
陀
を

守
護
す
る
役
割
を
与
え
た
の
だ
。

梵
天
や
帝
釈
天
な
ど
十
二
天
と

呼
ば
れ
る
仏
教
の
守
護
神
は
、

仏
教
流
布
以
前
の
古
代
イ
ン
ド

神
話
や
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
々

だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。

そ
の
よ
う
な
特
質
は
、
日
本

に
伝
わ
っ
て
か
ら
も
変
わ
ら
な

か
っ
た
。
仏
教
は
外
来
宗
教
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本

古
来
の
神
々
と
も
融
合
し
、
見

事
に
日
本
社
会
に
溶
け
込
ん
だ
。

ま
た
明
治
期
に
キ
リ
ス
ト
教
が

伝
わ
っ
た
と
き
も
、
さ
ほ
ど
激

し
い
宗
教
論
争
も
起
こ
ら
な

か
っ
た
。

表
紙
に
紹
介
し
た
よ
う
な
血

な
ま
ぐ
さ
い
悲
劇
が
日
本
で
少

な
い
の
は
、
こ
の
仏
教
本
来
の

「
寛
容
さ
」に
よ
る
こ
と
は
間
違

い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
美
徳
を
単
な
る

自
画
自
賛
に
終
わ
ら
せ
な
い
と

こ
ろ
が
、
渡
辺
照
宏
と
い
う
仏

教
学
者
の
一
流
た
る
ゆ
え
ん
で

あ
ろ
う
。
氏
は
こ
う
も
述
べ
て

い
る
。

「
慈
悲
と
寛
容
は
も
ち
ろ
ん

宗
教
と
し
て
理
想
的
な
態
度
に

は
違
い
な
い
が
、場
合
に
よ
っ
て

は
弊
害
も
伴
っ
た
。卑
俗
な
信
仰

形
態
を
忍
容
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
教
本
来
の
姿
が
見
失
わ
れ

る
場
合
さ
え
も
出
て
き
た
。」

仏
教
は
、
中
国
、
日
本
と
伝

来
し
て
い
く
過
程
で
土
着
の
風

習
や
思
想
を
受
容
し
、
様
々
な

変
化
を
遂
げ
た
。
こ
の
書
を
読

む
と
、
私
た
ち
が
「
仏
教
的
」

だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
と

ん
ど
が
、
本
来
仏
教
と
は
関
係

の
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
起
源
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か

る
。
詳
し
い
言
及
は
避
け
る
が
、

現
在
仏
教
が
抱
え
る
問
題
の
多

く
は
、
こ
の
寛
容
さ
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
こ

の
本
を
手
に
取
ら
れ
る
こ
と
を

お
勧
め
し
た
い
。
し
か
し
、
氏

は
浄
土
真
宗
に
対
し
て
批
判
的

な
立
場
を
取
っ
て
お
ら
れ
る
こ

と
も
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
氏
の
理
想
と
す
る
仏
教
者

は
、
法
然
や
親
鸞
で
は
な
く
、

禅
宗
の
道
元
な
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
氏
の
辛

口
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
の
も

ま
た
一
興
で
あ
ろ
う
。
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教
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毎
月
二
十
一
日

　
　

午
後
七
時
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よ
り

　

講
師　

杉
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四
月

　

第
三
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仏
教
の
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遷
二

　
「
原
始
教
義
の
形
成
」

五
月

　

第
三
章　

仏
教
の
変
遷
三

　
「
部
派
仏
教
時
代
」

六
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三
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仏
教
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教
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兆
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七
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仏
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大
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仏
教
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」

各
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◎
報
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五
月
十
九
日
（
日
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午
前
九
時
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よ
り

　
　

正
信
偈
の
お
勤
め

　

午
前
十
時
半

　
　

法
話

　

幸
圓
寺
住
職
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手
打
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更
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井

　

午
後
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時

　

講
演
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イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
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中
川　

学
氏

　

午
後
二
時
半

　

中
川　

学
氏
と

　
　
　
　

住
職
の
ト
ー
ク

　  
編
集
委
員

今
号
を
持
ち
ま
し
て
僧
伽
の

最
終
号
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
長
い
間
ご
愛
読
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

日
本
の
仏
教

渡
辺
照
宏 

著

岩
波
新
書

本
の
紹
介（
二
）


