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小
さ
な
船
の
上
で
呆
然
と
立
ち
尽

く
す
痩
せ
こ
け
た
漁
夫
。
背
景
に
は
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん

坊
と
、
そ
れ
を
あ
や
す
少

女
。
赤
ん
坊
に
寄
り
添
っ

て
い
る
は
ず
の
母
親
の
姿

は
な
い
。

　

男
は
、
何
か
を
祈
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ

れ
は
先
立
っ
た
妻
へ
の
祈

り
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も

二
人
の
子
供
た
ち
の
明
る

い
未
来
を
願
う
祈
り
で
あ

ろ
う
か
。

　

無
邪
気
な
子
供
た
ち
の

姿
が
一
筋
の
希
望
の
光
と

な
っ
て
、
全
体
を
覆
う
重

苦
し
い
絶
望
観
か
ら
、
画

面
を
救
っ
て
い
る
。

　

十
九
世
紀
末
、
パ
リ
で

活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
国

民
的
画
家
ピ
エ
ー
ル
・

ピ
ュ
ヴ
ィ
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ

ン
ヌ
の
「
貧
し
き
漁
夫
」

で
あ
る
。
彼
は
、
絶
望
と

希
望
が
交
錯
す
る
瞬
間
を
、何
気
な
い

日
常
か
ら
見
事
に
切
り
取
っ
た
の
だ
。

　

彼
の
画
業
の
ほ
と
ん
ど
は
、普
仏
戦

争
で
疲
弊
し
た
パ
リ
市
民
を
勇
気
づ

け
る
た
め
の
壁
画
の
制
作
に
費
や
さ

れ
た
。
今
も
パ
リ
市
庁
舎
や
、ソ
ル
ボ

ン
ヌ
大
学
に
彼
の
手
に
な
る
壁
画
の

大
作
が
残
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
ら
の
壁

画
が
、若
き
日
の
ピ
カ
ソ
を
夢
中
に
さ

せ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
彼
は
、

「
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
絵
に
は
私
の
信
じ

て
い
る
も
の
の
す
べ
て
が
あ
る
。」
と

言
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
「
貧
し
き
漁
夫
」

と
い
う
作
品
は
、
小
品
で
は
あ
る
が
、

先
述
の
壁
画
と
共
通
し
た
テ
ー
マ
で

描
か
れ
て
い
る
。こ
こ
に
は
派
手
な
神

話
的
演
出
も
な
け
れ
ば
、歴
史
上
の
有

名
人
も
い
な
い
。し
か
し
困
難
に
打
ち

ひ
し
が
れ
な
が
ら
も
懸
命
に
生
き
よ

う
と
す
る
人
間
の
姿
を
、明
快
な
主
題

で
描
い
た
名
作
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

私
は
こ
の
絵
に
東
日
本
大
震
災
を
重

ね
て
し
ま
う
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

再
生
へ
の
願
い

常
徳
寺　

西　

山　
　
　

彰　

慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の

か
わ
り
め
あ
り

 
厭
厭
厭
厭
厭
厭
厭
厭 『
歎
異
抄
』

　
『
歎
異
抄
』

　

親
鸞
聖
人
亡
き
後
、

門
弟
が
耳
の
底
に
の
こ

る
師
の
言
葉
を
語
録
に

ま
と
め
た
書
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第
二
十
二
回
目
は
「
本
廟
創

立
」
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て

十
年
の
後
、
そ
れ
ま
で
の
墓
を

改
め
て
廟
堂
が
建
て
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
が
今
回
の
絵
に
な
り
ま
す
。

「
遺
骨
を
堀
渡
し
て
仏
閣
を
立

て
影
像
（
親
鸞
聖
人
の
木
像
）

を
安
す
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

前
回
の
「
僧
伽
」
に
載
せ
ま
し

た
お
墓
に
比
べ
る
と
随
分
と
立

派
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

場
所
は
、
親
鸞
聖
人
の
末
娘

で
あ
る
覚
信
尼
の
二
番
目
の
夫

で
あ
る
小
野
宮
禅
念
の
百
四
十

坪
余
り
の
土
地
で
、
現
在
浄
土

宗
本
山
の
知
恩
院
が
建
っ
て
い

る
北
隣
に
な
り
ま
す
（
今
は
知

恩
院
塔
頭
の
ひ
と
つ
で
あ
る
崇

泰
院
と
な
っ
て
い
ま
す
）。絵
を

見
る
と
、
門
を
く
ぐ
っ
た
正
面

に
遺
骨
と
木
像
を
安
置
し
た

「
仏
閣
」
が
あ
り
、
そ
の
横
に
住

居
ら
し
き
も
の
が
建
て
ら
れ
て

い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の

絵
伝
に
あ
る
の
は
後
世
の
も
の

で
、
当
初
は
影
像
の
前
に
墓
か

ら
持
っ
て
き
た
石
塔
が
置
か
れ

て
い
た
よ
う
で
す
（
図
一
、
善

信
聖
人
は
親
鸞
聖
人
の
別
名
で

す
）。お
骨
は
そ
の
石
塔
の
下
に

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

墓
を
廟
に
つ
く
り
か
え
た
理

由
と
し
て
は
、
関
東
の
門
弟
た

ち
が
、
前
夫
と
の
子
供
二
人
と

今
夫
と
の
子
供
一
人
を
抱
え
て

困
窮
し
て
い
た
覚
信
尼
を
経
済

的
に
支
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事

は
、
親
鸞
聖
人
が
自
分
が
亡
く

な
っ
た
後
に
、
末
娘
の
生
活
の

面
倒
を
見
て
欲
し
い
と
、
関
東

の
門
弟
に
お
願
い
し
て
い
る
手

紙
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
想

像
さ
れ
ま
す
。
廟
所
が
で
き
て

三
年
後
に
夫
で
あ
る
禅
念
が
亡

く
な
り
、
そ
の
二
年
後
に
覚
信

尼
は
こ
の
廟
所
を
関
東
の
弟
子

た
ち
に
譲
り
ま
す
。
そ
の
代
わ

り
に
、
自
ら
は
留
守
を
預
か
る

者
と
し
て
関
東
の
門
弟
た
ち
が

生
活
費
を
保
証
し
、
こ
の
関
係

が
子
々
孫
々
ま
で
続
く
こ
と
を

求
め
ま
し
た
。
今
で
も
本
山
が

「
本
廟
護
持
」を
第
一
義
に
掲
げ

て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。

そ
の
後
、
南
側
に
ほ
ぼ
同
じ
面

積
の
土
地
を
買
い
足
し
て
三
百

坪
弱
の
広
さ
に
な
り
ま
し
た
。

絵
の
右
側
の
建
物
が
そ
の
時
建

て
た
も
の
で
す
。
影
像
の
前
に

も
石
塔
で
は
な
く
机
が
お
か
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
覚
信
尼
が
亡
く
な

る
と
、
前
夫
の
子
覚
恵
と
後
夫

の
子
唯
善
と
の
間
で
留
守
職
を

巡
る
相
続
争
い
が
起
こ
り
ま
す
。

覚
信
尼
は
覚
恵
を
指
名
し
た
の

で
す
が
、
土
地
の
所
有
者
で

あ
っ
た
後
夫
の
子
で
あ
る
唯
善

が
こ
れ
を
不
服
と
し
た
の
で
す
。

絵
で
箒
を
持
っ
て
い
る
の
は
覚

恵
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
争

い
に
負
け
た
唯
善
は
、
影
像
と

遺
骨
を
持
っ
て
関
東
に
行
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
図
二
に
影
像
が

無
い
の
は
こ
の
為
で
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。
廟
所
と
名
乗
れ
な

く
な
っ
た
た
め
に
、
こ
の
地
を

相
続
し
た
覚
恵
の
子
で
あ
る
覚

如
は
本
願
寺
を
名
乗
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
お
骨

が
京
都
に
戻
っ
て
き
た
の
は
、

こ
の
百
五
十
年
ほ
ど
後
に
蓮
如

が
本
願
寺
住
職
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
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
（　

）

（　

）
2222

「
御
絵
伝
」で
た
ど
る

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
（22）最終回

図二：西本願寺所蔵
善信聖人絵（廟堂）

図一：津市専修寺所蔵
善信聖人親鸞伝絵（廟堂）

　

実
際
こ
の
地
で
起
こ
っ
た

メ
リ
カ
人
を
喜
ば
せ
た
こ
と

と
思
惑
を
含
ん
だ
大
国
の
善

映
画
の
紹
介
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「
仏
閣
」
が
あ
り
、
そ
の
横
に
住

善

　

一
九
七
九
年
か
ら
十
年
間

に
わ
た
る
旧
ソ
連
の
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
侵
攻
は
、
そ
れ
に
伴

う
モ
ス
ク
ワ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
と
も
に
記

憶
に
新
し
い
。

　

ソ
ビ
エ
ト
軍
に
対
す
る
抵

抗
運
動
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
も

と
に
団
結
し
た
タ
リ
バ
ン
な

る
無
法
者
の
集
団
を
生
む
。
や

が
て
そ
の
無
法
者
た
ち
の
刃

は
ア
メ
リ
カ
へ
と
向
け
ら
れ
、

同
時
多
発
テ
ロ
を
引
き
起
こ

す
こ
と
と
な
る
。
ソ
ビ
エ
ト
軍

に
対
す
る
抵
抗
運
動
を
陰
で

経
済
的
に
支
援
し
た
の
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
ア
メ
リ
カ
で
あ
る

か
ら
、
タ
リ
バ
ン
は
と
ん
で
も

な
い
恩
知
ら
ず
の
狂
気
の
集

団
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
側
か
ら

見
た
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
都

合
の
良
い
ア
フ
ガ
ン
の
歴
史

で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
事
実
な

ら
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
行
っ
た

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
報
復

も
、
イ
ラ
ク
戦
争
も
正
当
化
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
お
そ
ら
く
事
態
は

こ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

　

ア
メ
リ
カ
は
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
を
支
援
し
た
と
い
う
か

も
し
れ
な
い
が
、
な
ら
ば
そ
の

後
生
ま
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
対

す
る
激
し
い
憎
悪
は
、
ど
う
説

明
が
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
ビ

ン
・
ラ
ー
デ
ィ
ン
ら
に
指
導
さ

れ
た
反
米
イ
ス
ラ
ム
原
理
主

義
を
、
単
な
る
大
国
に
対
す
る

嫉
妬
で
片
づ
け
る
と
い
う
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ど
う
考
え

て
も
乱
暴
な
議
論
だ
。

　

こ
の
地
に
は
も
と
も
と
複

雑
な
民
族
対
立
が
あ
り
、
ど
の

民
族
の
立
場
か
ら
見
る
か
に

よ
っ
て
、
解
釈
は
無
数
に
存
在

す
る
。
真
実
は
ど
こ
ま
で
も
闇

の
中
だ
。

　

実
際
こ
の
地
で
起
こ
っ
た

不
幸
な
出
来
事
は
、
ア
メ
リ
カ

と
ソ
連
と
い
う
二
大
大
国
の

代
理
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と
は

否
め
な
い
。

　
『
君
の
た
め
な
ら
千
回
で

も
』
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人

カ
ー
レ
ド
・
ホ
ッ
セ
イ
ニ
が
書

い
た
『
カ
イ
ト
・
ラ
ン
ナ
ー
』

と
い
う
原
作
を
映
画
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
作
は
ア

メ
リ
カ
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
タ
リ
バ

ン
は
極
悪

非
道
な
暴

力
集
団
と

し
て
描
か

れ
て
い
る
。

そ
れ
が
事

実
な
の
か
、

都
合
よ
く

切
り
取
ら

れ
た
事
実

な
の
か
は

私
に
は
判

断
で
き
な

い
。
た
だ

そ
の
よ
う

な
描
写
が

大
い
に
ア

メ
リ
カ
人
を
喜
ば
せ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

し
か
し
そ
れ
ら
の
こ
と
を

す
べ
て
差
し
引
い
て
も
、
こ
の

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
舞
台
に

し
た
二
人
の
少
年
の
友
情
物

語
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
胸
を

打
つ
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
ハ
ッ
サ
ン
少
年
の
主
人

公
に
向
け
ら
れ
た
友
情
の
純

粋
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
少
年
の
無
償
の
友
情

を
前
に
し
た
時
、
自
国
の
利
害

と
思
惑
を
含
ん
だ
大
国
の
善

意
の
何
と
薄
っ
ぺ
ら
い
こ
と

だ
ろ
う
。
タ
リ
バ
ン
の
愛
国
心

の
何
と
自
分
本
位
な
こ
と
だ

ろ
う
。
真
の
善
意
と
は
何
か
、

ま
た
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と

が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
と

い
う
テ
ー
マ
が
、
こ
の
ド
ラ
マ

を
貫
い
て
い
る
。
ま
さ
に
心
洗

わ
れ
る
映
画
で
あ
る
。

 『
君
の
た
め
な
ら
千
回
で
も
』

　

常
徳
寺　

西　

山　
　
　

彰

映
画
の
紹
介
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い
悲
し
み
」
を
意
味
し
て
い
る
。

友
が
い
た
。 赤  
松  
慶 
、 青  
海  
悦  
夫 
、

あ
か 
ま
つ 
け
い 

お 

う
み 
よ
し 

お

じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
起
き
た
。久

尋
ね
歩
く
彼
の
巡
礼
の
年
が
始

本
の
紹
介

 
善  
性 

ぜ
ん 
し
ょ
う

　

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
九
番
で
あ

る
善
性
で
す
。

　

善
性
に
は
二
つ
の
伝
承
が
あ

り
ま
す
。
一
つ
は
親
鸞
聖
人
が

越
後
流
罪
を
許
さ
れ
た
後
、
信

州
の
善
光
寺
に
向
か
わ
れ
た
時

に
逗
留
し
た
、
井
上
一
族
の
井

上
太
郎
忠
長
が
、
親
鸞
聖
人
の

教
を
受
け
て
弟
子
入
り
し
て
善

性
と
な
っ
た
と
い
う
説
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
、
な
ぜ
故
郷
の
京

都
で
は
な
く
、
地
縁
や
血
縁
の

無
い
関
東
に
向
か
わ
れ
、
さ
ら

に
そ
こ
で
多
く
の
門
弟
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
の
か
は
、
親
鸞

聖
人
自
身
が
語
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
の
で
、
今
で
も
定

説
が
あ
り
ま
せ
ん
。
妻
子
を

伴
っ
て
い
た
親
鸞
聖
人
が
、
善

光
寺 
聖 
に
な
る
た
め
に
、
信
州

ひ
じ
り

に
向
か
わ
れ
た
と
い
う
伝
承
は

古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。
善
光
寺

聖
と
は
、
善
光
寺
か
ら
預
か
っ

た
ご
本
尊
を
各
地
で
開
帳
し
、

講
を
組
織
し
て
寄
進
を
集
め
る

と
い
う
も
の
で
す
。
信
州
の
豪

族
で
あ
っ
た
井
上
一
族
が
、
親

鸞
聖
人
と
善
光
寺
の
間
を
取
り

持
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
も
し
こ
れ
が
事
実
で

あ
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
が
関
東
で

ど
の
よ
う
に
生
計
を
立
て
て
い

た
の
か
が
伺
わ
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
善
性
が
後
鳥

羽
上
皇
の
第
三
王
子
で
あ
る
正

懐
親
王
で
あ
っ
た
と
い
う
説
で

す
。
親
王
は
比
叡
山
で
出
家
し

て
周
観
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

出
世
争
い
に
明
け
暮
れ
る
比
叡

山
で
の
生
活
を
嫌
っ
て
、
諸
国

行
脚
の
旅
に
出
ま
す
。
そ
こ
で

親
鸞
聖
人
と
出
会
い
弟
子
と

な
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
後

鳥
羽
上
皇
と
い
え
ば
、
壇
ノ
浦

で
平
家
と
共
に
海
に
沈
ん
だ
安

徳
天
皇
と
同
時
期
に
天
皇
の
位

に
つ
い
て
い
た
こ
と
や
、
法
然

上
人
や
親
鸞
聖
人
を
流
罪
に
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
息
子
が
親
鸞
聖
人
の
弟
子

と
な
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で

あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
不
思

議
な
ご
縁
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
後
鳥
羽

上
皇
が
十
人
以
上
の
女
性
と
の

間
に
も
う
け
た
二
十
人
余
り
の

子
供
た
ち
の
中
に
、
正
懐
親
王

と
い
う
名
前
は
あ
り
ま
せ
ん
。

天
皇
の
実
子
が
諸
国
を
行
脚
す

る
と
い
う
の
は
、
当
時
と
し
て

は
考
え
に
く
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
す
。

　

善
性
は
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙

を
集
め
た
『
親
鸞
聖
人
御
消
息

集
』
を
編
纂
し
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
し
、
親
鸞
聖
人

が
京
都
に
帰
ら
れ
た
後
、
関
東

教
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
稲
田

の
草
庵
を
任
さ
れ
た
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
晩
年
は
信
濃
で

布
教
に
励
み
、
江
戸
初
期
に
は

善
性
と
縁
の
あ
る
寺
が
二
百
数

十
ヶ
寺
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
現
在
も
各
地
に
善
正
開
基

の
寺
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
親

鸞
聖
人
が
京
都
に
行
か
れ
た
後

に
、
東
国
で
の
布
教
に
大
き
く

貢
献
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。

親
王
説
は
、
こ
の
よ
う
に
善
性

が
大
き
な
影
響
力
を
後
世
に
残

し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

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 

　

四
月
一
日（
火
）

　

五
月
六
日（
火
）

　

六
月
三
日（
火
）

　

七
月
一
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
。

真
宗
人
物
伝
第
三
十
四
回

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

浄　
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『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ・
ペ
イ
』は
、リ

ス
ト
の
『
巡
礼
の
年
』
と
い
う
曲

集
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
美

し
い
ピ
ア
ノ
曲
で
あ
る
。
一
般
的

に
は
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
と
か
メ
ラ
ン

コ
リ
ー
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら

れ
る
が
、
詳
し
く
は
「
田
園
風
景

が
人
の
呼
び
起
こ
す
、
理
由
の
な

い
悲
し
み
」
を
意
味
し
て
い
る
。

か
つ
て
村
上
春
樹
を
有
名
に
し

た『
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
森
』が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お

い
て
も
、音
楽
の
果
た
す
役
割
は

大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

主
人
公
多
崎
つ
く
る
に
と
っ
て
、

『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ・
ペ
イ
』は
、美
少

女
シ
ロ
が
好
ん
で
ピ
ア
ノ
で
奏
で

て
い
た
思
い
出
の
曲
で
あ
り
、
思

春
期
の
淡
い
恋
心
を
蘇
ら
せ
る

装
置
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り

も
こ
の
ピ
ア
ノ
曲
に
よ
っ
て
、
彼

は
過
去
の
辛
い
出
来
事
と
つ
な

が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

多
崎
つ
く
る
に
は
、高
校
時
代
、

男
二
人
、
女
二
人
の
四
人
の
親

友
が
い
た
。 赤  
松  
慶 
、 青  
海  
悦  
夫 
、

あ
か 
ま
つ 
け
い 

お 

う
み 
よ
し 

お

 
白  
根  
柚  
木 
、 
黒  
埜  
恵  
理 
。偶
然
に

し
ら 

ね 

ゆ
ず 

き 

く
ろ 

の 

え 

り

も
彼
ら
は
名
前
に
色
を
含
ん
で

い
た
。ア
カ
、ア
オ
、シ
ロ
、ク
ロ
と

あ
だ
名
で
呼
び
あ
う
中
、
彼
ひ

と
り
色
彩
を
持
た
な
い
「
つ
く

る
」だ
っ
た
。

　

彼
ら
五
人
は
、
単
な
る
仲
良

し
グ
ル
ー
プ
を
超
え
「
乱
れ
な

く
調
和
す
る
共
同
体
」
だ
っ
た
。

そ
の
共
同
体
の
中
で
、つ
く
る
は
、

強
烈
な
個
性
こ
そ
な
か
っ
た
が
、

ク
ー
ル
で
マ
イ
ペ
ー
ス
、
何
よ
り

も
周
り
に
安
心
感
を
与
え
る
存

在
だ
っ
た
。彼
は
愛
さ
れ
、
尊
敬

さ
れ
て
い
た
。

　

誰
か
が
決
め
た
わ
け
で
も
な

い
が
、
グ
ル
ー
プ
内
で
は
恋
愛
は

ご
法
度
だ
っ
た
。
そ
れ
が
共
同
体

の
調
和
を
乱
し
、
絶
妙
な
人
間

関
係
を
崩
す
こ
と
に
な
る
こ
と

を
、
彼
ら
は
本
能
的
に
知
っ
て
い

た
か
ら
だ
。

　

や
が
て
つ
く
る
は
、
幼
い
こ
ろ

か
ら
の
夢
だ
っ
た
駅
の
設
計
者

を
目
指
し
て
、東
京
の
大
学
の
工

学
部
に
進
学
す
る
。一
方
ほ
か
の

四
人
は
、
地
元
名
古
屋
の
大
学

に
進
学
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
し
て
信

じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
起
き
た
。久

し
ぶ
り
に
名
古
屋
に
里
帰
り
を

し
た
つ
く
る
が
、四
人
と
連
絡
を

取
ろ
う
と
し
て
も
誰
一
人
そ
れ

に
応
じ
て
く
れ
な
い
の
だ
。
つ
ま

り
彼
は
共
同
体
か
ら
理
由
も
告

げ
ら
れ
ず
に
あ
る
日
突
然
追
放

さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

い
き
な
り
一
人
暗
い
海
に
放

り
出
さ
れ
た
よ
う
な
思
い
を
抱

え
て
、
彼
は
途
方
に
暮
れ
た
。自

分
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
や

せ
細
り
、自
殺
す
る
こ
と
ば
か
り

を
考
え
な
が
ら
日
々
を
過
ご
し

た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
危
う
い

時
期
を
乗
り
越
え
た
後
も
、
辛

い
思
い
出
は
、『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ・
ペ

イ
』
の
曲
と
と
も
に
、
彼
の
中
で

深
い
傷
と
な
っ
て
う
ず
き
続
け

る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
れ
か
ら
十
六
年
の
歳
月
が

流
れ
た
。
彼
は
人
と
深
く
か
か

わ
る
こ
と
に
自
信
を
持
て
な
い

ま
ま
年
齢
を
重
ね
、
三
十
六
歳

に
な
っ
て
い
た
。
彼
の
内
面
に
気

が
付
い
た
聡
明
な
恋
人
木
元
沙

羅
は
、つ
く
る
に
勇
気
を
出
し
て

も
う
一
度
四
人
に
会
っ
て
み
る

こ
と
を
勧
め
る
。

　

そ
こ
か
ら
、
か
つ
て
の
友
人
を

尋
ね
歩
く
彼
の
巡
礼
の
年
が
始

ま
る
の
だ
が
、
次
第
に
思
わ
ぬ
事

実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
・・・・
。

　

つ
く
る
が
巡
礼
の
年
の
最
後

に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
の
保
養
地
で
あ
っ
た
。
ク

ロ
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
と
結
婚
し
、

こ
の
地
で
家
庭
を
設
け
て
い
た

か
ら
だ
。
そ
こ
で
彼
女
の
口
か
ら

十
六
年
前
の
真
実
が
語
ら
れ
る

の
だ
が
、こ
の
時
も
部
屋
に『
ル
・

マ
ル
・
デ
ュ・
ペ
イ
』が
流
れ
て
い
る
。

　

ク
ロ
は
最
後
に
つ
く
る
に
言

う
。君
は
色
彩
を
欠
い
て
な
ん
か

い
な
い
。
そ
ん
な
の
は
た
だ
の
名

前
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
よ
。そ
し
て
、

怯
え
や
つ
ま
ら
な
い
プ
ラ
イ
ド

の
た
め
に
大
事
な
人
を
失
っ
て

は
い
け
な
い
と
。
こ
の
言
葉
と
と

も
に
、つ
く
る
の
心
は
十
六
年
間

の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ

し
て
そ
の
と
き
彼
の
巡
礼
の
年

は
終
わ
り
を
告
げ
た
の
だ
っ
た
。

　
『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ・
ペ
イ
』の
調
べ

と
同
様
に
、
心
地
よ
い
余
韻
を

残
す
小
説
だ
っ
た
。　

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
　
　
（
彰
）

『
色
彩
を
持
た
な
い

　

多
崎
つ
く
る
と
、

　

  
彼
の
巡
礼
の
年
』

村
上
春
樹 

著

文
芸
春
秋

本
の
紹
介

に
向
か
わ
れ
た
と
い
う
伝
承
は

で
平
家
と
共
に
海
に
沈
ん
だ
安

の
寺
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
親
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寺 てら

　

寺
院
や
仏
閣
と
も
言
い
ま
す

が
、一
般
に
は
仏
教
の
僧
侶
が
住

ま
い
し
て
宗
教
行
事
を
行
う
建

物
を
指
し
ま
す
。
神
道
で
は
神

社
、
道
教
で
は
道
観
、
イ
ス
ラ
ム

教
や
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
神
殿
と
言

い
ま
す
。キ
リ
ス
ト
教
で
は
教
会

と
言
い
ま
す
が
、サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ

寺
院
と
い
う
よ
う
に
、修
道
院
で

は
寺
院
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
修
行
す
る
場
所
と
い

う
意
味
で
し
ょ
う
か
。

　

礼
拝
の
対
象
を
安
置
し
た
本

堂
（
堂
塔
）
と
、
僧
侶
の
居
住
す

る
庫
裏（
僧
坊
）と
が
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
様
の
時
代
に
は
、
出
家

者
が
宿
泊
す
る
場
所
を
ヴ
ィ

ハ
ー
ラ（
精
舎
）と
呼
び
ま
し
た
。

有
名
な
祇
園
精
舎
は
ジ
ェ
タ

ヴ
ァ
ナ
・
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
で
す
。
出

家
者
の
集
ま
り
で
あ
る
僧
伽
に

寄
進
さ
れ
た
土
地
を
意
味
す
る
、

サ
ン
ガ
ラ
ン
マ
（
僧
伽
藍
摩
）
を

略
し
て
伽
藍
と
も
呼
び
ま
す
。

当
時
は
建
物
を
用
い
ず
、
野
宿

が
基
本
で
し
た
が
、次
第
に
建
物

に
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「 
寺 
」は
、元
「々
も
つ
」と
い
う

じ

意
味
で
し
た
が
、後
に
は
政
府
が

所
有
し
て
い
る
建
物
を
指
す
よ

う
に
な
り
、更
に
は
役
所
そ
の
も

の
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。今
で
い
え
ば「
省
」や「
庁
」に

な
り
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
後
漢
の
明
帝
が
西

域
に
あ
っ
た
大
月
氏
か
ら
仏
教

僧
を
招
聘
し
て
中
国
に
迎
え
た

時
に
、 
鴻
臚 
寺
を
宿
舎
と
し
て

こ
う
ろ

建
て
住
ま
わ
せ
た
こ
と
か
ら
、僧

侶
の
住
む
と
こ
ろ
を
「
寺
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、最
初
の
仏
教
寺
院
と

し
て
白
馬
寺
が
建
て
ら
れ
ま
す
。

こ
の
時
、
僧
侶
と
共
に
『
四
十
二

章
経
』
と
釈
迦
立
像
が
白
馬
に

背
負
わ
れ
て
運
ば
れ
て
来
た
た

め
に
、
白
馬
寺
と
名
づ
け
ら
れ

た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。『
四

十
二
章
経
』
は
仏
教
最
初
の
漢

訳
経
典
と
さ
れ
る
経
典
で
す
。

た
だ
し
、現
在
読
ま
れ
て
い
る
よ

う
な
経
典
と
は
異
な
り
、
印
度

や
西
域
の
僧
侶
に
よ
っ
て
説
か

れ
た
内
容
を
箇
条
書
き
で
記
録

し
た
も
の
の
よ
う
で
、
一
貫
し
た

内
容
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
白
馬

寺
は
明
の
時
代
に
拡
充
さ
れ
、

現
在
も「
中
国
第
一
古
刹
」と
し

て
洛
陽
市
の
東
郊
に
あ
り
ま
す
。

　
「
寺
」
が
「
も
つ
」
と
い
う
意
味

を
失
っ
た
た
め
に
、
代
わ
り
に

「
持
」や「
侍
」の
字
が
作
ら
れ
ま

す
。で
す
か
ら
、
漢
代
以
前
の
漢

文
に
「
寺
人
」
と
あ
る
の
は
僧
侶

で
は
な
く
君
主
の
横
に
侍
っ
て
い

る
側
役
人
の
こ
と
で
す
。
当
時
、

側
役
人
の
多
く
は
宦
官
で
し
た

か
ら
「
寺
人
」
も
宦
官
と
同
じ
意

味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
寺
」
が
今
の
よ
う
な
意
味
で
広

く
使
わ
れ
る
の
は
四
世
紀
の
東

晋
の
こ
ろ
か
ら
で
す
。

　

ま
た
「
て
ら
」
と
い
う
読
み
方

は
、朝
鮮
語
の
チ
ョ
ル（
礼
拝
）ま

た
は
チ
ャ
ル
（
刹
）
か
ら
き
た
と

も
、古
代
イ
ン
ド
語
で
あ
る
パ
ー

リ
語
の
セ
ラ
（
長
老
）
か
ら
き
た

と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
定
説
は

あ
り
ま
せ
ん
。 榎
榎
榎
榎 
（
淨
）

◆
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　

四
月　

佐
藤　

哲

　
　
　

五
月　

杉
谷　

淨

　
　
　

六
月　

松
林　

忠
雄

　
　
　

七
月　

杉
谷　

淨

◎
報
恩
講

　

五
月
十
一
日
（
日
）

　

午
前
九
時
半
よ
り

　
　

正
信
偈
の
お
勤
め

　

午
前
十
時
半

　
　

法
話　

南
砺
市
大
福
寺

　
　
　
　
　

住
職　

太
田
浩
史

　

正
午

　
　

御
斎　

手
打
ち
そ
ば

　
　

更
科
藤
井

　

午
後
一
時

　
　

ジ
ャ
ズ
・
ラ
イ
ブ

　
　

森
内
清
敬
（
ダ
ル
ブ
カ
）

　
　

荻
野
や
す
よ
し（
ギ
タ
ー
）

　
　

上
野
賢
治
（
フ
ル
ー
ト
）

　

午
後
二
時

　
　

朗
読
劇　

相
馬
移
民
奇
譚

　

午
後
三
時
半

　
　

ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク

　
　

太
田
浩
史
＆

　
　

原
力
男
（
朗
読
劇
脚
本
）

各
寺
の
ご
案
内

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

真
宗
豆
知
識


