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上
の
写
真
は
、今
か
ら
三
十
年
程
前

に
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
街
角
で
見
か

け
た
怪
し
げ
な
風
景
で
す
。今
で
も
何

の
店
な
の
か
は
不
明
で
す
が
、玄
関
に

鳥
居
が
あ
る
と
い
う
の
は
日
本
で
は

見
か
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
と
、中
に
い

る
人
が
神
様
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

当
時
か
ら
、高
度
成
長
を
続
け
て
い

た
日
本
を
過
大
評
価
す
る
風
潮
は
一

部
に
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
、

ア
ニ
メ
を
代
表
す
る
日
本
文
化
や
食

文
化
は
、世
界
的
な
ブ
ー
ム
に
な
っ
て

い
ま
す
。「
日
本
の
も
の
は
何
で
も

か
っ
こ
い
い
」と
い
う「
ク
ー
ル
・
ジ
ャ

パ
ン
」と
い
う
言
葉
に
自
尊
心
を
く
す

ぐ
ら
れ
て
い
る
方
も
少
な
く
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
一
方
で
、日
本
の
文
化
が
世

界
に
広
が
る
と
い
う
こ
と
は
、日
本
の

文
化
が
日
本
の
も
の
で
は
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

「
柔
道
」
が
「
J
U
D
O
」
に
な
っ
た

こ
と
を
見
て
も
わ
か
り
ま
す
。テ
レ
ビ

で
紹
介
さ
れ
る
世
界
各
地
の
「
寿
司
」

は
す
で
に
「
S
U
S
H
I
」
と
な
っ
て

い
ま
す
。
太
巻
の
て
ん
ぷ
ら
や
、チ
ョ

コ
レ
ー
ト
ソ
ー
ス
を
つ
け
る
寿
司
を

見
て
「
こ
れ
は
寿
司
で
は
な
い
」
と

言
っ
て
も
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
。逆

に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
ラ
ー
メ
ン
や
、

イ
ン
ド
の
カ
レ
ー
は
、今
で
は
日
本
食

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

　

文
化
は
他
の
文
化
と
融
合
し
、化
学

反
応
を
起
こ
し
て
、原
形
か
ら
は
想
像

も
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し
い
形

へ
と
変
化
し
て
い
く
の
で
す
。

　

仏
教
も
同
じ
で
す
。イ
ン
ド
で
生
ま

れ
た
仏
教
は
、中
央
ア
ジ
ア
や
中
国
を

通
す
こ
と
で
大
き
く
変
化
し
、更
に
日

本
で
お
釈
迦
様
の
こ
ろ
の
仏
教
と
は

全
く
違
う
姿
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

た
め
に
、日
本
の
仏
教
は
本
当
の
仏
教

で
は
な
い
と
非
難
さ
れ
た
時
期
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
日
本
の

ラ
ー
メ
ン
は
中
国
の
ラ
ー
メ
ン
と
は

違
う
か
ら
偽
者
だ
と
い
う
の
と
同
じ

で
、
見
当
は
ず
れ
の
見
方
な
の
で
す
。

　

日
本
文
化
も
海
外
で
化
学
変
化
し
、

日
本
の
色
が
な
く
な
る
中
で
、ど
の
よ

う
な
新
し
い
文
化
が
生
ま
れ
る
の
か

楽
し
み
で
す
。

　

日
本
ブ
ー
ム
の
先
に

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨　

印
度
・
西
天
の
論
家

中
夏
・
日
域
の
高
僧

大
聖
興
世
の
正
意
を
顕
し

如
来
の
本
誓
、

機
に
応
ぜ
る
こ
と
を
明
か
す

 
厭
厭
厭
厭
厭
厭 『
教
行
信
証
』
行
巻　

　
『
教
行
信
証
』

　

親
鸞
聖
人
の
主
著
。

教
巻
、
行
巻
、
信
巻
、

証
巻
、
真
仏
土
巻
、
化

身
土
巻
の
本
巻
と
末
巻

の
六
巻
か
ら
な
る
。
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私
は
主
婦
で
す
。
ど
こ
に
で

も
居
る
普
通
の
主
婦
。
そ
の
私

が
抱
い
た
夢
、
そ
れ
は
動
物
写

真
家
に
な
る
こ
と
。
そ
れ
も
世

界
の
野
生
動
物
の
姿
、
そ
の
一

瞬
を
カ
メ
ラ
で
切
り
取
っ
て
、発

表
し
て
い
き
た
い
…
主
婦
が
目

指
す
に
は
あ
ま
り
に
壮
大
で
突

飛
な
夢
で
す
よ
ね
？
そ
れ
は
遡

る
こ
と
十
数
年
前
、
主
人
が
発

し
た
一
言
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま

し
た
。

　
『
ね
え
、
今
度
ア
フ
リ
カ
に
行

か
な
い
？
』
元
々
、
秘
境
と
呼
ば

れ
る
場
所
へ
行
く
の
が
趣
味
で

あ
っ
た
我
ら
夫
婦
、
主
人
の
何

げ
な
い
一
言
か
ら
ケ
ニ
ア
旅
行

へ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
初

め
て
訪
れ
る
ア
フ
リ
カ
の
大
地

は
雄
大
で
、
何
も
か
も
が
新
鮮

な
感
動
で
溢
れ
て
い
ま
し
た
が
、

何
よ
り
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
の
は
、

厳
し
い
自
然
の
中
、
懸
命
に
生

き
抜
い
て
い
る
野
生
動
物
の
姿

で
し
た
。
懸
命
に
生
き
る
動
物

の
姿
と
は
な
ん
と
気
高
く
美
し

い
の
で
し
ょ
う　

『
こ
の
一
瞬
の

！！

姿
を
切
り
取
り
た
い
。
彼
ら
の

美
し
い
姿
を
写
真
と
し
て
残
し

た
い
』
い
つ
し
か
私
の
心
に
は
そ

の
よ
う
な
気
持
ち
が
芽
生
え
て

い
ま
し
た
。が
、
し
か
し
、
残
念

な
が
ら
私
に
は
写
真
に
関
わ
る

知
識
や
技
術
が
ま
っ
た
く
な
く
、

満
足
の
い
く
写
真
は
撮
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
写
真
技
術
を
学
ば

な
け
れ
ば　

一
念
発
起
し
た

！！

私
は
知
人
か
ら
紹
介
し
て
も

ら
っ
た
写
真
家
に
撮
影
方
法
を

習
い
、
カ
メ
ラ
も
新
調
し
ま
し

た
。

　

二
〇
〇
三
年
、
再
度
サ
バ
ン

ナ
の
地
に
降
り
立
っ
た
私
は
必

死
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て
い
ま

し
た
。
毎
日
早
朝
六
時
か
ら
夜

七
時
ま
で
続
く
サ
フ
ァ
リ
ド
ラ

イ
ブ
は
想
像
以
上
に
過
酷
で
、

冷
暖
房
の
な
い
ジ
ー
プ
内
の
気

温
は
十
度
か
ら
四
十
度
近
く

ま
で
も
変
化
し
、
容
赦
な
く
私

た
ち
の
身
体
を
苛
み
ま
す
。
一

日
中
車
を
走
ら
せ
て
も
動
物
た

ち
に
出
会
え
な
い
時
も
し
ば
し

ば
。
サ
バ
ン
ナ
は
動
物
の
神
聖

な
世
界
、
人
間
の
領
域
で
は
な

い
の
で
す
。
帰
国
の
折
に
は
も
う

体
力
の
限
界
が
。
こ
う
し
た
十

日
間
を
経
て
、
納
得
行
く
作
品

を
手
に
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

技
術
的
に
は
ま
だ
ま
だ
な
の
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

自
分
な
り
に
彼
ら
の
一
瞬
を
切

り
取
れ
た
手
ご
た
え
を
感
じ
ま

し
た
。

　

作
品
を
発
表
す
る
機
会
が
少

し
ず
つ
増
え
た
頃
、
観
て
下
さ
っ

た
方
々
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

『
ア
フ
リ
カ
ま
で
行
く
機
会
な

ん
て
一
生
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、

写
真
で
見
せ
て
も
ら
え
る
と
嬉

し
い
』
そ
う
か　

ア
フ
リ
カ
だ

！！

け
で
は
な
く
、
世
界
の
野
生
動

物
の
姿
を
写
真
に
収
め
、
皆
さ

ん
に
観
て
も
ら
え
た
ら
…
い
つ

し
か
私
は
そ
う
思
う
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
私
の

使
命
の
よ
う
な
気
が
し
て
。

　

ア
ラ
ス
カ
で
は
、
ヒ
グ
マ
の
生

息
地
に
分
け
入
り
、
ヒ
グ
マ
が

サ
ケ
を
獲
る
一
瞬
の
撮
影
に
成

功
し
ま
し
た
。子
供
が
生
ま
れ
、

五
歳
に
な
っ
た
頃
か
ら
は
子
供

と
一
緒
に
行
く
撮
影
旅
行
が
ス

タ
ー
ト
。
昨
年
は
ア
メ
リ
カ
の

イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
国
立
公
園
へ
。

レ
ン
タ
カ
ー
で
回
り
な
が
ら
絶

滅
危
惧
種
で
あ
る
バ
イ
ソ
ン
や

コ
ヨ
ー
テ
を
撮
影
し
ま
し
た
。今

年
、
ス
イ
ス
で
は
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

中
に
断
崖
絶
壁
に
暮
ら
す
ア
イ

ベ
ッ
ク
ス
（
ヤ
ギ
の
一
種
）
の
群

れ
に
遭
遇
、
そ
の
姿
を
撮
影
し

ま
し
た
。

　

有
難
い
こ
と
に
作
品
を
発
表

さ
せ
て
も
ら
え
る
機
会
は
増
え

て
き
ま
し
た
が
、
動
物
写
真
家

と
名
乗
る
に
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。

主
婦
が
そ
こ
ま
で
し
て
何
に
な

る
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か

し
、
私
は
目
指
し
た
い
の
で
す
。

主
婦
だ
か
ら
無
理
、
こ
の
歳
だ

か
ら
無
理
。
そ
ん
な
果
て
し
な

い
夢
は
叶
う
わ
け
が
な
い
…
そ

う
や
っ
て
自
分
に
足
か
せ
を
付

け
て
し
ま
っ
た
ら
何
も
始
ま
ら

な
い
と
思
う
の
で
す
。
主
婦
の

私
が
抱
い
た
夢
は
ほ
ん
の
少
し

だ
け
形
に
な
り
ま
し
た
。『
夢
は

叶
え
る
た
め
に
あ
る
』
そ
れ
が

私
の
モ
ッ
ト
ー
。
夢
は
ま
だ
途

中
。
世
界
の
野
生
動
物
の
姿
を

皆
さ
ん
に
お
届
け
す
る
と
い
う

こ
と
を
自
分
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
し
、
今
後
も
活
動
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

柳
井
由
美

　

主
婦
の
私
が
動
物
写
真
家
を
目
指
し
て
…

や
な
い　

ゆ
み

一
九
七
一
年　

大
阪
生
ま
れ

一
九
九
九
年
ケ
ニ
ア
旅
行
で
野
生

動
物
の
姿
に
感
動
、
そ
の
美
し
い

姿
を
残
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
か

ら
写
真
を
学
ぶ
。
コ
ン
テ
ス
ト
入

賞
を
機
に
、
当
時
在
住
し
て
い
た

台
湾
で
写
真
展
を
開
催
、
日
本
で

写
真
集
『
サ
バ
ン
ナ
の
あ
る
日
』
を

出
版
。
石
川
県
に
移
住
後
も
写
真

展
を
多
々
開
催
し
て
い
る
。

h
ttp
://yu

m
i-yan

ai.co
m

 
   
     
 
     
     
 

/  

絵
』
は
犬
神
人
が
描
か
れ
て
い

あ
る
火
葬
人

「
御
絵
伝
」で
た
ど
る

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
（　

）
21
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へ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
初

ん
で
し
た
。
写
真
技
術
を
学
ば

し
ず
つ
増
え
た
頃
、
観
て
下
さ
っ

て
き
ま
し
た
が
、
動
物
写
真
家

h
ttp
://yu

m
i-yan

ai.co
m

 
   
     
 
     
     
 

/  

　

第
二
十
一
回
目
は
「
葬
送
荼

毘
」
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た

の
は
、
弟
の
尋
有
僧
都
の
お
住

ま
い
で
あ
っ
た
善
法
院
で
す
。

善
法
院
の
あ
っ
た
場
所
に
つ
い

て
は
、
東
西
本
願
寺
で
そ
れ
ぞ

れ
別
の
場
所
が
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
東
で
は
柳
馬
場
御
池
上

ル
虎
石
町
、
西
で
は
西
ノ
京
万

里
小
路
と
し
て
い
ま
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
比
較
的
京
都
の

町
な
か
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ

か
ら
賀
茂
川
を
を
渡
っ
た
東
山

の
麓
に
あ
る
、
鳥
辺
野
と
い
う

所
の
南
に
あ
っ
た
延
仁
寺
ま
で

柩
を
輿
に
載
せ
て
運
び
ま
し
た
。

こ
れ
が
絵
の
右
側
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
画
の
上
の
ほ
う
に
頭
巾

を
か
ぶ
っ
て
鉾
棒
を
持
っ
て
描

か
れ
て
い
る
の
が
、
葬
列
の
お

先
払
役
を
務
め
て
い
た 
犬  
神  
人 

い
ぬ 

じ 

に
ん

又
は
宝
来
、
つ
る
そ
め
と
呼
ば

れ
て
い
た
人
々
で
す
。

　

古
代
か
ら
中
世
の
神
社
で
、

様
々
な
雑
用
を
し
て
い
た
人
の

こ
と
を 
神  
人 
と
い
い
ま
し
た
。

じ 

に
ん

社
地
の
見
回
り
や
祭
祀
の
警
備

な
ど
も
行
っ
て
い
た
た
め
武
装

し
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
僧
兵

の
よ
う
に
暴
徒
化
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
神
人
の
中

に
は
芸
能
者
・
手
工
業
者
・
商

人
な
ど
も
お
り
、
後
に
こ
れ
が

発
展
し
て
商
工
・
芸
能
の
座
が

多
く
結
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

こ
の
神
人
の
中
で
も
身
分
の

低
い
階
級
が
犬
神
人
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
社
内
の
清
掃
や

山
鉾
巡
行
の
警
護
の
ほ
か
、
京

市
内
全
域
の
死
穢
の
清
掃
・
葬

送
を
行
う
特
権
を
も
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
『
本
願
寺
聖
人
伝

絵
』
は
犬
神
人
が
描
か
れ
て
い

る
最
古
の
絵
巻
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
以
降
、
東
西
本
願

寺
門
主
の
葬
式
に
は
、
犬
神
人

が
祇
園
祭
礼
と
同
じ
服
装
で
先

導
を
務
め
、
荼
毘
に
関
わ
る
仕

事
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

絵
の
左
側
は
荼
毘
の
様
子
で

す
。
火
葬
は
一
晩
に
渡
っ
て
行

わ
れ
、
多
く
の
人
々
に
見
守
ら

れ
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
た
様
子

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
当
然
、

多
く
の
薪
が
必
要
で
あ
る
た
め

に
、
あ
る
程
度
経
済
力
が
無
け

れ
ば
火
葬
に
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
左
に
い
る
白

い
装
束
を
着
て
青
竹
を
持
っ
て

い
る
の
が
、
火
葬
の
専
門
職
で

あ
る
火
葬
人

で
す
。
お
墓

は
鳥
辺
野
の

北
の
ほ
と
り

の
大
谷
に
つ

く
ら
れ
ま
し

た
。
左
の
絵

が
そ
の
お
墓

で
す
。
現
在
、

西
本
願
寺
の

西
大
谷
に
こ

の
墓
が
再
現

さ
れ
て
お
り
、

自
由
に
参
詣

す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い

ま
す
。  （
淨
）

「
御
絵
伝
」で
た
ど
る

「
御
絵
伝
」で
た
ど
る

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
（　

）

（　

）
2121（21）

「
御
絵
伝
」で
た
ど
る

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯

大谷に建てられた親鸞聖人のお墓
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徳
法
寺
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が

　
　

で
き
ま
し
た

　

今
更
な
が
ら
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
作
り
ま
し
た
。

「
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
。

　
杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

二
月
四
日（
火
）

　

三
月
四
日（
火
）

　

四
月
一
日（
火
）

　

五
月
六
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
週
の
土
曜
朝
六
時

か
ら
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
聞
け
ま
す
。

大
谷
光
演

　

小
松
市
や
能
美
市
の
旧
家
の

仏
壇
の
上
な
ど
に
、「 
愚  
峯 
」
と

ぐ 

ほ
う

い
う
署
名
の
あ
る
書
を
よ
く
見

か
け
る
。「
愚
」
と
い
う
字
が
、

「
呂
」の
よ
う
に
も
見
え
て
少
し

わ
か
り
づ
ら
い
の
だ
が
、
こ
れ

ら
は
本
願
寺
第
二
十
三
世 
大  
谷 

お
お 
た
に

 
光  
演 
師
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ

こ
う 
え
ん

る
。

　

師
は
俳
号
を
「 
句  
仏 
」
と
名

く 

ぶ
つ

乗
ら
れ
た
た
め
、「
句
仏
上
人
」

の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。
正

式
な
尊
称
は
、「
彰
如
上
人
」
で

あ
る
。
こ
の
お
名
前
は
お
内
仏

の
脇
掛
け
（
御
本
尊
の
向
か
っ

て
右
の
掛
け
軸
）
の
中
に
よ
く

見
か
け
る
の
で
、
一
度
見
て
い

た
だ
き
た
い
。

　

句
仏
上
人
の
こ
と
を
語
る
う

え
で
、「
句
仏
事
件
」
と
い
う
あ

ま
り
名
誉
で
な
い
事
件
の
こ
と

を
避
け
る
わ
け
に
い
か
な
い
。

師
は
、
利
権
目
当
て
の
側
近
・

取
り
巻
き
の
甘
言
に
乗
せ
ら
れ

て
、
朝
鮮
で
の
鉱
山
事
業
な
ど

営
利
事
業
に
手
を
だ
し
、
失
敗

し
た
。
そ
の
結
果
、
多
額
の
負

債
を
背
負
う
こ
と
と
な
り
、
大

正
十
四
年
五
十
歳
で
法
主
の
座

を
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い

ま
だ
に
「
句
仏
さ
ん
」
と
親
し

み
を
込
め
て
呼
ば
れ
る
の
は
、

芸
術
家
特
有
の
純
粋
で
ま
っ
す

ぐ
な
気
性
に
よ
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
想
像
す
る
。

　

確
か
に
句
仏
事
件
は
、
大
谷

家
の
引
き
起
こ
し
た
乱
脈
事
件

と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

が
、
そ
の
動
機
は
疲
弊
し
た
本

願
寺
の
財
政
を
立
て
直
す
こ
と

が
目
的
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
東

本
願
寺
は
江
戸
時
代
に
は
徳
川

家
に
保
護
さ
れ
て
き
た
こ
と
も

あ
り
、
明
治
維
新
を
迎
え
て
微

妙
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。

　

明
治
政
府
は
、
維
新
以
来
、

多
額
の
献
金
の
要
求
や
北
海
道

開
拓
な
ど
無
理
難
題
を
次
々
に

押
し
付
け
て
き
た
の
だ
。
そ
ん

な
中
、
光
演
師
は
父 
大  
谷  
光  
塋 

お
お 
た
に 
こ
う 
え
い

師
か
ら
、
明
治
四
十
一
年
に
法

主
の
座
を
引
き
継
い
だ
。

　

若
干
三
十
三
歳
の
法
主
に
課

せ
ら
れ
た
任
務
は
、
何
を
お
い

て
も
多
額
の
負
債
を
返
済
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
お
り
し
も
教

団
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
六
五
〇

回
忌
御
遠
忌
を
控
え
、
師
は
就

任
早
々
全
国
巡
教
、
募
材
行
脚

の
旅
に
出
か
け
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
。
苦
労
の
末
、
師
は

借
金
を
完
済
し
た
ば
か
り
か
、

大
門
や
白
書
院
な
ど
本
願
寺
内

に
名
建
築
を
も
完
成
さ
せ
た
の

だ
。

　

現
在
も
師
の
書
が
御
門
徒
の

家
に
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
全
国
巡
教
の
時
の
も
の
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
若
き
法

主
の
情
熱
と
そ
れ
を
支
え
た
北

陸
門
徒
の
御
苦
労
の
跡
が
し
の

ば
れ
る
。

　

一
方
で
師
は
文
化
人
と
し
て

才
能
を
発
揮
し
、
特
に
俳
人
と

し
て
、
正
岡
子
規
の
影
響
を
受

け
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
に
投
稿

し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

師
と
仰
ぐ
河
東
碧
梧
桐
、
高
浜

虚
子
ら
を
、
本
願
寺
近
く
の
庭

園
、 
枳  
殻  
邸 
に
招
き
句
会
を
催

き 

こ
く 
て
い

す
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
の

ち
に
そ
の
影
響
か
ら
脱
し
、
日

本
俳
壇
界
に
独
自
の
境
地
を
開

い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

師
は
昭
和
十
八
年
二
月
、
六

十
八
歳
に
て
生
涯
を
終
え
た
。

句
仏
と
は
、「
句
を
以
っ
て
仏
徳

を
讃
嘆
す
」
の
意
で
あ
る
が
、

残
さ
れ
た
二
万
句
も
の
俳
句
が

そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て

い
る
。

　

代
表
作
は
「
勿
体
な
や
祖
師

は 
紙  
衣 
の
九
十
年
」。こ
の
句
は

か
み 

こ

宗
祖
親
鸞
聖
人
が
、
ご
苦
労
の

多
い
一
生
を
終
え
ら
れ
た
こ
と

を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

真
宗
人
物
伝
第
三
十
三
回

常
徳
寺　

西　

山　
　
　

彰

ま
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
を
乗
り

業
後
、文
部
省
へ
の
推
薦
を
断
り

怪
を
全
国
津
々
浦
々
ま
で
、自
分

説
』は
広
く
読
ま
れ
、
後
に
続
く

本
の
紹
介
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を
避
け
る
わ
け
に
い
か
な
い
。

妙
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。

し
て
、
正
岡
子
規
の
影
響
を
受

　

井
上
圓
了
は
明
治
時
代
に
活

躍
し
た
宗
教
家
で
あ
り
、
哲
学

者
で
あ
り
、
教
育
者
で
す
。生
ま

れ
は
新
潟
県
長
岡
市
に
あ
る
真

宗
大
谷
派
寺
院
の
慈
光
寺
で
す
。

当
時
は
江
戸
時
代
に
幕
府
の
庇

護
を
受
け
て
い
た
仏
教
が
、
一

転
し
て
廃
仏
毀
釈
の
荒
波
に
揉

ま
れ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
を
乗
り

切
る
た
め
に
本
願
寺
は
人
材
育

成
の
学
校
を
京
都
に
創
り
ま
す
。

こ
の
学
校
の
学
生
だ
っ
た
圓
了

は
、東
京
に
東
京
大
学
が
で
き
る

と
、
東
京
大
学
予
備
門
に
本
願

寺
の
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ

ま
す
。
予
備
門
と
は
大
学
に
入

る
た
め
の
準
備
を
す
る
た
め
に

創
ら
れ
た
学
校
で
す
。
高
等
学

校
が
無
い
の
に
い
き
な
り
大
学

が
で
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
学
校
が
必
要
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。

　

こ
の
後
、
東
京
大
学
に
入
っ
た

圓
了
は
、僧
侶
と
し
て
初
め
て
の

学
士
取
得
者
と
な
り
ま
す
。
卒

業
後
、文
部
省
へ
の
推
薦
を
断
り

本
願
寺
に
戻
ろ
う
と
し
ま
す
が
、

大
学
で
学
ん
だ
知
識
を
生
か
せ

る
よ
う
な
場
所
に
就
く
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
封
建
的

な
風
土
の
宗
門
で
は
、
小
さ
な

寺
の
生
ま
れ
の
も
の
が
、重
要
な

役
職
に
就
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
。
宗
門
に
見
切
り
を
つ

け
た
圓
了
は
、
自
分
で
学
校
を

創
る
こ
と
に
し
ま
す
。そ
れ
は
仏

教
で
は
な
く
哲
学
の
学
校
で
し

た
。
西
洋
哲
学
を
学
ん
だ
圓
了

に
は
仏
教
は
す
で
に
過
去
の
も

の
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

圓
了
は
「
哲
学
館
」
と
い
う
学

校
を
創
り
、
後
進
の
育
成
に
努

め
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
東
洋

大
学
で
す
。
私
学
と
し
て
は
東

京
専
門
学
校
（
早
稲
田
大
学
）、

國
學
院（
國
學
院
大
學
）と
並
び

最
初
に
文
部
省
に
認
定
さ
れ
て

い
る
学
校
で
す
。
こ
こ
で
圓
了
が

教
え
て
い
た
学
問
に
「
妖
怪
学
」

が
あ
る
の
で
す
。
当
時
の
日
本
に

は
多
く
の
妖
怪
が
い
ま
し
た
。と

は
言
っ
て
も
、
実
際
に
い
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
い
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
妖

怪
を
全
国
津
々
浦
々
ま
で
、自
分

の
足
で
調
べ
て
回
り
、
一
つ
ず
つ

丁
寧
に
迷
信
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の
結

果
、
妖
怪
大
辞
典
が
出
来
上
が

り
ま
し
た
。
圓
了
は
調
べ
た
妖

怪
を
細
か
く
分
類
し
、
学
問
と

し
て
体
系
化
し
た
の
で
す
。

　

圓
了
は
生
涯
寺
に
帰
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
仏

教
の
重
要
性
は
再
認
識
し
、
仏

教
を
西
洋
哲
学
概
念
に
よ
っ
て

理
解
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ

の
試
み
で
あ
る
『
仏
教
活
論
序

説
』は
広
く
読
ま
れ
、
後
に
続
く

多
く
の
哲
学
者
や
仏
教
者
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
本
は
、
そ
の

井
上
圓
了
の
生
涯
を
わ
か
り
や

す
く
追
っ
て
い
ま
す
。
近
代
仏
教

の
変
遷
に
関
心
の
あ
る
方
、妖
怪

が
大
好
き
な
方
は
是
非
ご
一
読

く
だ
さ
い
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
淨
）

『
妖
怪
学
の
祖

　
　

井
上
圓
了
』

菊
池
章
太

発
行 

角
川
学
芸
出
版

定
価
一
七
〇
〇
円
+
税

本
の
紹
介

　

平
成
二
十
六
年

　
　
　
　

年
忌
法
要
の
案
内

　
一
周
忌　
　
　
　

平
成
二
十
五
年
死
亡

三
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
四
年
死
亡

七
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
年
死
亡

十
三
回
忌　
　
　

平
成
十
四
年
死
亡

十
七
回
忌　
　
　

平
成
十
年
死
亡

二
十
五
回
忌　
　

平
成
二
年
死
亡

三
十
三
回
忌　
　

昭
和
五
十
七
年
死
亡

五
十
回
忌　
　
　

昭
和
四
十
年
死
亡
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以
前
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
オ

オ
カ
ミ
と
羊
が
嵐
の
夜
に
出

会
う
と
い
う
絵
本
を
紹
介
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

飢
え
て
さ
ま
よ
う
二
匹
の
動

物
の
間
に
、
奇
跡
的
な
友
情
が

芽
生
え
る
と
い
う
話
だ
っ
た
。

　

巷
で
評
判
の
『
ラ
イ
フ
・
オ

ブ
・
パ
イ　

虎
と
漂
流
し
た
二

二
七
日
』
と
い
う
映
画
も
、
こ

の
類
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い

た
。
つ
ま
り
、
オ
オ
カ
ミ
と
羊

を
、
虎
と
人
間
に
置
き
換
え
た

話
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た

の
だ
。

　

し
か
し
こ
の
映
画
を
見
終

わ
っ
た
時
、
そ
の
予
想
は
、
い

い
意
味
で
二
重
三
重
に
裏
切

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ア
ン
・
リ
ー
と
い
う
台
湾
の

監
督
に
よ
る
こ
の
作
品
は
、

テ
ー
マ
の
深
さ
と
現
代
性
、
映

像
美
、
脚
本
の
ど
れ
を
と
っ
て

も
完
璧
な
映
画
と
い
え
る
。

　

あ
え
て
言
う
な
ら
、「
虎
と

漂
流
し
た
二
二
七
日
」
と
い
う

副
題
が
、
唯
一
の
弱
点
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
副
題

を
見
れ
ば
、
誰
し
も
究
極
の
状

況
で
の
虎
と
人
間
の
奇
跡
的

な
友
情
物
語
を
想
像
す
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
、

そ
の
よ
う
な
単
純
な
デ
ィ
ズ

ニ
ー
映
画
で
は
全
く
な
い
。
む

し
ろ
そ
の
対
極
に
あ
る
も
の

だ
。

　

ち
な
み
に
主
人
公
の
名
は
、

パ
イ
で
円
周
率
を
表
し
て
い

る
。
わ
た
し
な
ら
、「
パ
イ（
π
）

は
無
理
数
で
あ
る
と
同
時
に
、

超
越
数
で
あ
る
。」
と
い
う
主

人
公
の
言
葉
を
こ
の
映
画
の

副
題
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
は
だ
れ
も

映
画
館
に
足
を
運
ば
な
い
だ

ろ
う
が
。）

　

物
語
は
、
あ
る
作
家
が
一
人

の
イ
ン
ド
人
、
パ
イ
の
も
と
を

訪
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

作
家
は
、
こ
の
イ
ン
ド
人
が
若

い
こ
ろ
経
験
し
た
奇
妙
な
体

験
を
取
材
し
、
小
説
に
し
よ
う

と
し
て
い
た
。
パ
イ
は
、
こ
の

不
思
議
な
話
を
聞
け
ば
、
君
も

神
を
信
じ
た
く
な
る
だ
ろ
う

と
前
置
き
し
、
ゆ
っ
く
り
と
、

自
分
と
虎
と
の
話
を
始
め
る

の
だ
が
…
…
。
こ
れ
以
上
は
や

め
て
お
こ
う
。

　

ぜ
ひ
こ
の
映
画
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
す
ご
い

映
画
だ
。

　

幻
想
的
で
あ
り
な
が
ら
、
き

わ
め
て
現
実
的
で
あ
る
。
そ
し

て
食
物
連
鎖
と
い
う
古
典
的

な
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
も
、

魚
や
肉
に
感
謝
せ
よ
と
い
う

よ
う
な
、
き
れ
い
ご
と
で
済
ま

せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。

あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
神
は
存

在
す
る
の
か
と
い
う
古
く
て

新
し
い
問
題
を
扱
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
最
後
に
思
い
も
よ

ら
な
い
ど
ん
で
ん
返
し
が
あ

り
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と

し
て
も
十
分
楽
し
め
る
。
ま
っ

た
く
泣
か
せ
る
く
ら
い
よ
く

で
き
た
映
画
な
の
だ
。「
虎
と

漂
流
し
た
二
二
七
日
」
と
い
う

副
題
が
唯
一
の
弱
点
と
述
べ

た
が
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
こ

と
す
ら
、
製
作
者
側
の
周
到
な

計
算
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

こ
の
映
画
に
裏
切
ら
れ
、
ど

ん
で
ん
返
し
を
食
ら
わ
さ
れ

る
観
客
は
、
同
時
に
平
和
で
予

定
調
和
的
な
浅
は
か
な
人
間

理
解
か
ら
も
見
事
に
裏
切
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
請
け

合
い
で
あ
る
。

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◆ 

法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
︱
四

　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

◎
お
講
（
石
坂
同
信
会
主
催
）

毎
月
二
十
一
日

午
後
七
時
半
よ
り

講
師　

三
月 
杉
谷　
　

淨

　
　
　
　

四
月 
佐
藤　
　

哲

　

＊
一
月
・
二
月
は
天
候
が
悪

い
の
で
お
休
み
し
ま
す
。
三
月

に
行
っ
て
い
ま
し
た
懇
親
会
は

彼
岸
中
日
と
重
な
る
た
め
取
り

止
め
と
し
ま
す
。

◎
春
彼
岸

　

山
口
哲
司
イ
ラ
ス
ト
展

　

三
月
十
八
日
（
火
）
か
ら

　
　
　

二
十
四
日
（
月
）
ま
で

◎
春
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

　

三
月
二
十
一
日
（
金
・
祝
日
）

　

午
後
二
時
よ
り

　

講
師　

藤
原　

正
洋
氏

各
寺
の
ご
案
内

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

 
ラ
イ
フ
・
オ
ブ
・
パ
イ

　

虎
と
漂
流
し
た
二
二
七
日

　

常
徳
寺　

西　

山　
　
　

彰

映
画
の
紹
介


