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神
経
症
」の
新
聞
記
事
だ
っ
た
。
戦
場

か
ら
帰
っ
た
兵
士
に
、し
ば
し
ば
表
れ

る
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害（
P
T

S
D
）
の
こ
と
で
あ
る
。

実
は
、
日
本
で
は
、
あ
ま
り
こ
の
問

題
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、精
神
力
を
強

調
す
る
日
本
軍
に
お
い
て
、こ
の
病
気

の
こ
と
は
戦
後
も
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。

精
神
科
医
の
目
黒
克
己
氏（
の
ち
に

厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
、
八
十
二
才
）

の
調
査
に
よ
る
と
、戦
場
で
の
ト
ラ
ウ

マ
に
苦
し
み
、入
院
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
元
日
本
兵
は
、少
な
く
見
積
も
っ
て

も
、二
千
人
は
超
え
る
と
い
う
。
そ
し

て
多
く
の
人
が
、生
涯
そ
の
症
状
に
悩

ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、そ
の
実

態
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

先
日「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ナ
イ
パ
ー
」

（
二
〇
一
四
年
、
ア
メ
リ
カ
映
画
）
と

い
う
映
画
を
観
た
。ア
メ
リ
カ
軍
の
凄

腕
の
狙
撃
主
の
自
伝
映
画
で
あ
る
。彼

は
、人
よ
り
も
少
し
愛
国
心
が
強
い
だ

け
の
平
凡
な
青
年
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
い
て
、
米

軍
史
上
最
高
の
百
六
十
人
の
ア
ル
カ
イ

ダ
を
狙
撃
し
、
国
民
的
英
雄
と
な
っ
た
。

彼
に
す
れ
ば
、野
蛮
な
敵
か
ら
仲
間

を
護
り
た
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
。し
か

し
、何
度
も
従
軍
し
任
務
を
遂
行
す
る

う
ち
に
、だ
ん
だ
ん
精
神
を
病
ん
で
く

る
。
そ
し
て
つ
い
に
、同
じ
症
状
を
患

う
仲
間
の
手
に
よ
っ
て
、銃
殺
さ
れ
て

し
ま
う
の
だ
。

人
の
命
を
奪
う
行
為
は
、奪
わ
れ
た

人
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、奪
っ
た
人

間
の
心
ま
で
も
深
く
傷
つ
け
る
。や
が

て
そ
の
傷
は
、ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か

け
、
人
間
を
内
側
か
ら
蝕
み
、
破
壊
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

自
民
党
の
某
若
手
議
員
が
、「
戦
争

に
行
き
た
く
な
い
と
い
う
の
は
、利
己

主
義
だ
」と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て

批
判
さ
れ
た
。
今
の
と
こ
ろ
、彼
の
意

見
に
賛
同
す
る
人
は
少
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、こ
ん
な
意
見
ま
で

飛
び
出
し
て
し
ま
う
今
の
時
代
の
空

気
を
、
私
は
恐
れ
る
。

戦
争
と
は
、そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た

国
の
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
悲
劇

で
あ
る
こ
と
を
、
今
一
度
考
え
た
い
。

　

戦
争
神
経
症

常　

徳　

寺　

西　

山　
　
　
　

彰　

「
政
治
的
な
方
針
は
、
…
…
目
標
に

よ
っ
て
決
し
て
判
断
す
べ
き
で
は

な
く
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
使
用
さ

れ
る
手
段
に
よ
っ
て
だ
け
判
断
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
」

 
厭 『
部
分
と
全
体
』
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
…
…
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
並
び
称
さ

れ
る
ド
イ
ツ
の
物
理
学
者
。
量

子
力
学
の
確
立
に
貢
献
し
た
。

こ
の
言
葉
は
、
当
時
台
頭
し
始

め
た
ナ
チ
ス
を
批
判
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

今
年
、
私
た
ち
は
、
戦
後
七
十
年
と
い
う
節

目
を
迎
え
た
。
こ
の
夏
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
を
中

心
に
、
先
の
戦
争
を
見
直
す
特
集
記
事
や
番
組

が
数
多
く
組
ま
れ
た
。

そ
の
中
で
特
に
関
心
を
引
い
た
の
は
、「
戦
争高嶋脩二「Ｇaia ラプソディー　水竜巻」
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こ
の
日
、
多
く
の
人
生
に
終

止
符
が
打
た
れ
、
数
え
き
れ
な

い
人
々
の
生
活
に
容
赦
の
な
い

変
化
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
東
北
の
地
を
踏
ん

だ
こ
と
の
な
か
っ
た
多
く
の
老

若
男
女
が
、
手
弁
当
で
そ
の
地

へ
向
い
、
こ
こ
で
数
多
く
の
出

会
い
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
私
も

そ
の
中
の
一
人
で
す
。

初
め
て
訪
れ
た
時
、
私
は
直

ぐ
に
は
現
実
を
実
感
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
、

高
速
道
路
を
下
り
た
私
の
目
の

前
に
広
が
っ
て
い
た
の
は
、
何

の
変
哲
も
な
い
仙
台
の
景
色
で

し
た
。途
中
、高
速
道
路
の
パ
ー

キ
ン
グ
で
見
か
け
た
警
察
車
両

や
自
衛
隊
の
車
両
の
方
が
、
私

に
不
安
を
与
え
た
く
ら
い
で
し

た
。
最
初
に
、
被
災
家
庭
か
ら

出
た
た
く
さ
ん
の
思
い
出
の

数
々
を
公
園
に
積
み
上
げ
る
お

手
伝
い
を
し
ま
し
た
。
こ
の
時

で
さ
え
、
車
で
乗
り
付
け
淡
々

と
作
業
を
し
て
い
る
人
々
を
見

て
も
、
今
一
つ
そ
の
思
い
が
消

え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。で

す
が
、
市
街
地
か
ら
車
で

そ
う
遠
く
な
い
海
寄
り
の
平
野

部
を
訪
ね
る
と
、
様
相
は
一
変

し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、

た
だ
た
だ
見
渡
す
限
り
瓦
礫
が

覆
い
尽
く
す
だ
け
の
、
色
の
な

い
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で

す
。
映
像
や
写
真
で
は
語
り
つ

く
せ
な
い
無
機
質
な
大
地
を
前

に
し
て
、
ち
っ
ぽ
け
な
自
分
は

立
ち
す
く
む
以
外
に
何
も
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
数
キ
ロ
離
れ

た
街
で
は
、
普
通
に
買
い
物
を

し
、
食
事
を
し
て
い
る
人
々
が

い
る
の
で
す
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ

を
ど
う
受
け
止
め
て
良
い
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一

日
二
日
と
経
つ
う
ち
に
、
こ
の

様
な
日
常
に
救
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

街
を
歩
い
て
い
る
多
く
の

人
々
も
被
災
者
な
の
で
す
。
親

類
や
友
人
と
連
絡
が
取
れ
な
い

不
安
が
あ
っ
て
も
、
生
き
残
っ

た
者
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
目
の
前
に
あ
る
の
で

す
。
そ
の
思
い
が
あ
る
か
ら
、

過
酷
な
現
実
を
前
に
し
て
も
生

き
て
い
け
る
の
で
す
。
様
々
な

場
所
で
お
話
を
伺
わ
せ
て
い
た

だ
い
た
人
た
ち
の
表
情
に
は
笑

顔
が
浮
か
ん
で
い
ま
し
た
が
、

何
を
食
べ
て
も
味
が
な
く
、
眠

れ
ぬ
日
々
を
送
っ
て
い
る
人
ば

か
り
な
の
で
し
た
。

金
沢
に
戻
っ
た
私
は
、
宇
宙

志
縁
隊
の
発
足
に
参
加
し
、
現

在
は
N
P
O
か
な
ざ
わ
志
縁
隊

と
し
て
二
か
月
に
一
度
、
東
北

へ
足
を
運
ば
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
瓦
礫
の
撤
去
や
家
屋

の
解
体
と
い
っ
た
力
作
業
は
終

わ
り
、
今
は
仮
設
住
宅
を
中
心

に
整
体
・
健
康
相
談
・
包
丁
研

ぎ
・
お
話
会
を
し
な
が
ら
、
震

災
当
時
の
こ
と
や
現
在
の
こ
と
、

そ
し
て
、
近
い
将
来
の
話
な
ど

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
気
づ
か
さ
れ
た
の

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、

い
つ
自
分
の
身
に
起
こ
る
か
も

し
れ
な
い
災
害
に
備
え
て
お
く

た
め
の
勉
強
の
場
で
も
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

ま
だ
被
災
地
へ
行
っ
た
こ
と

の
な
い
方
、
行
っ
た
こ
と
は
あ

る
け
れ
ど
ま
た
行
っ
て
み
た
い

と
い
う
方
々
を
募
集
し
て
い
ま

す
。「
現
地
へ
行
っ
て
も
、
何
を

す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な

い
」「
何
も
で
き
な
い
私
が
行
っ

て
も
意
味
が
な
い
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
そ

ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現

地
の
方
た
ち
は
、
逢
い
に
来
て

く
れ
る
だ
け
で
嬉
し
い
の
で
す
。

現
在
、
津
波
に
襲
わ
れ
た
地

域
の
多
く
は
、
ま
だ
雑
草
に
覆

い
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

場
所
が
、
新
し
く
生
ま
れ
変

わ
っ
て
く
姿
を
見
守
っ
て
い
く

こ
と
く
ら
い
し
か
で
き
ま
せ
ん

が
、
そ
の
日
が
来
る
ま
で
一
緒

に
歩
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
お

電
話
・
メ
ー
ル
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

上
杉
悠
厳

３
・　
１１

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

う
え
す
ぎ
ゆ
う
げ
ん

上
杉 
悠
厳

北
海
道
生
ま
れ
東
京
育
ち
。
な
ぜ

か
、
現
在
金
沢
在
住

整
体
・
操
身
を
生
業
と
し
な
が
ら
、

心
地
好
い
体
の
た
め
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
、「
楽

な
身
体
」
と
は
何
か
思
考
に
明
け

暮
れ
る
日
々
を
過
ご
す
。

整
体
院 
ほ
ぐ
し
ど
こ
ろ
上
杉 
・

操
身
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 
放
下
庵 

庵
主

N
P
O
か
な
ざ
わ
志
縁
隊 
代
表

電
話 
〇
九
〇−

八
七
二
六−

二
八
七
二

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://kanazaw
ashien.com

/
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仏
教
と
社
会

と
め
る
も
の
ゝ

　

う
た
え
は

い
し
を
み
づ
に

　

い
る
ゝ
が
ご
と
く
な
り

と
も
し
き
も
の
ゝ

　

あ
ら
そ
ひ
は

み
づ
を
い
し
に

　

い
る
ゝ
に
に
た
り
け
り

こ
の
和
讃
は
聖
徳
太
子
を
讃

嘆
し
て
書
か
れ
た
『
皇
太
子
聖

徳
奉
讃
』
の
最
後
に
置
か
れ
て

お
り
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
す
。

豊
か
な
者
の
訴
え
は
、石
を
水

に
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。貧

し
い
者
の
争
い
は
、水
を
石
に
入

れ
る
こ
と
に
似
て
い
ま
す

謎
か
け
の
よ
う
な
こ
の
歌
は

聖
徳
太
子
の
次
の
文
を
元
と
し

て
い
ま
す
。 

す
な
わ
ち
財
有
る
も
の
が
訟

は
、
石
を
も
て
水
に
投
ぐ
る

が
如
し
。
乏
し
き
者
の
訴
は
、

水
を
も
て
石
に
投
ぐ
る
に
似

た
り
。
是
を
も
っ
て
貧
し
き

民
は
、
所
由
を
知
ら
ず
。

意
味
は
以
下
の
通
り
で
す
。

豊
か
な
者
の
意
見
は
ま
る
で

水
に
石
を
投
げ
入
れ
た
時
の
よ

う
に
大
き
な
波
紋
を
生
ん
で
皆

の
間
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
が
、

貧
し
い
者
の
訴
え
は
石
に
水
を

か
け
た
時
の
よ
う
に
す
ぐ
に
消

え
去
っ
て
し
ま
い
ま
す
。で
す
か

ら
、貧
し
い
者
は
何
を
頼
っ
て
良

い
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
和
讃
の
前
に
は
、
次
の

二
首
が
置
か
れ
て
い
ま
す

憲
章
の
第
二
に
の
た
ま
は
く

三
寶
に
あ
つ
く
恭
敬
せ
よ

四
生
の
つ
い
の
よ
り
ど
こ
ろ

萬
國
た
す
け
の
棟
梁
な
り

い
づ
れ
の
よ

　

い
づ
れ
の
ひ
と
か

　

帰
せ
ざ
ら
む

三
寶
よ
り
ま
つ
ら
ず
ば

い
か
で
か

　

こ
の
よ
の
ひ
と
び
と
の

ま
が
れ
る
こ
と
を

　

た
ゞ
さ
ま
し

「
憲
章
の
第
二
」
と
は
、
聖
徳

太
子
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

「
十
七
条
憲
法
」
の
第
二
条
の
こ

と
で
す
。

二
つ
に
曰
く
、
篤
く
三
寶
を

敬
え
。
三
寶
と
は
仏
・
法
・

僧
な
り
。
す
な
わ
ち
四
生
の

終
わ
り
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
萬

の
國
の
極
め
の
宗
な
り
。
何

の
世
、
何
の
人
か
、
こ
の
法

を
貴
び
ず
あ
ら
ん
。
人
、
は

な
は
だ
悪
し
き
も
の
す
く
な

し
。
よ
く
敎
し
う
る
と
き
は

従
う
。
其
れ
三
寶
に
帰
り
ま

つ
ら
ず
ば
、
何
を
も
っ
て
か

ま
が
れ
る
を
直
さ
ん
。

こ
の
第
二
条
の
意
味
は
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

す
べ
て
の
衆
生
、
す
べ
て
の

国
に
と
っ
て
、
仏
教
は
究
極

の
お
し
え
で
あ
る
か
ら
、
い

つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
す

べ
て
の
人
に
と
っ
て
貴
ば
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
極
悪

人
と
言
え
る
者
は
僅
か
し
か

い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
仏

教
を
よ
く
教
え
聞
か
せ
れ
ば
、

皆
こ
の
教
え
に
従
う
。
も
し

仏
教
に
依
ら
な
け
れ
ば
、
ど

う
し
て
間
違
い
を
正
す
こ
と

が
出
来
よ
う
か
。

親
鸞
聖
人
の
二
首
の
和
讃
は

こ
の
第
二
条
の
引
用
で
す
。
も

し
、
仏
教
が
第
二
条
の
よ
う
に

世
の
中
で
貴
ば
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
世
の
中
の
人
々
は
間
違
い

を
正
さ
れ
て
い
る
筈
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
現
実
に
は
権
力
を

持
っ
た
も
の
の
声
だ
け
が
通
り
、

力
な
き
も
の
の
訴
え
は
無
視
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
、

聖
徳
太
子
が
「
訴
」
と
い
っ
て

い
る
の
を
親
鸞
聖
人
が
「
あ
ら

そ
ひ
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の

は
、
貧
し
い
者
は
訴
え
る
こ
と

さ
え
出
来
な
い
状
況
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

親
鸞
聖
人
が
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
問
題
に
対
し
て
こ
の
和

讃
を
詠
ん
だ
の
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
様
な
社
会

の
不
平
等
を
、
聖
徳
太
子
の
言

葉
を
受
け
て
、
仏
教
に
よ
っ
て

解
決
で
き
る
と
親
鸞
聖
人
が

思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と

は
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
四
十
八
回

德
法
寺

杉　

谷　
　
　

淨

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

十
月
六
日（
火
）

　

十
一
月
三
日（
火
）

　

十
二
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
。
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信

願

　

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子

で
、
関
東
二
十
四
輩
の
第
十
三

番
で
あ
る
信
願
で
す
。

　

信
願
に
つ
い
て
は
大
き
く
三
つ

の
人
物
像
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
栃
木
県
那
須
郡
那

珂
川
町
健
武
に
あ
る
本
願
寺

派
の
粟
野
山
無
量
光
院
慈
願

寺
に
伝
わ
る
『
粟
野
山
慈
願
寺

略
縁
起
』
に
よ
る
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
北
関
東
に
勢

力
を
持
っ
て
い
た
佐
竹
氏
の
流

れ
を
汲
み
、
稲
木
城
主
で
あ
っ

た
稲
木
義
清
が
稲
田
の
草
庵
に

参
詣
し
た
時
に
、
聖
人
の
弟
子

と
な
っ
て
「
信
願
房
定
信
」
と

い
う
法
名
を
賜
っ
た
と
あ
り
ま

す
。
そ
の
後
親
鸞
聖
人
の
曾
孫

の
覚
如
上
人
が
来
ら
れ
た
時

に
「
慈
願
寺
」
の
寺
号
を
賜
っ

た
と
い
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
大
谷
派
の
鹿

崎
山
信
寿
院
慈
願
寺
に
伝
わ

る
話
で
す
。
源
平
の
合
戦
で
知

ら
れ
る
那
須
与
一
の
五
代
後

の
子
孫
で
あ
る
那
須
資
村
が

稲
田
の
草
庵
で
親
鸞
聖
人
に

帰
依
し
て
「
信
願
房
法
心
」
と

い
う
法
名
を
賜
わ
っ
た
と
あ

り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
京
都
に

帰
ら
れ
て
十
年
の
後
、
信
願
は

高
齢
に
な
ら
れ
た
聖
人
の
お

側
に
仕
え
よ
う
と
京
へ
上
り

ま
す
。
こ
こ
で
信
願
は
親
鸞
聖

人
か
ら
河
内
国
の
教
化
を
託

さ
れ
、
河
内
国
渋
川
郡
久
宝
寺

村
に
道
場
を
建
て
ま
す
。
こ
れ

が
今
の
八
尾
慈
願
寺
で
あ
る

と
い
い
ま
す
。
こ
の
後
、
関
東

で
様
々
な
問
題
が
起
こ
り
、
聖

人
は
側
近
の
性
信
を
関
東
に

向
か
わ
せ
ま
す
が
、
こ
れ
に
信

願
も
同
行
し
ま
す
。
故
郷
に

帰
っ
た
信
願
は
粟
野
鹿
崎
に

慈
願
寺
を
建
立
し
ま
す
。
信
願

が
七
八
歳
で
こ
の
地
に
て
最

期
を
迎
え
た
後
、
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
年
）、
現
在
地
で
あ

る
栃
木
県
那
須
郡
烏
山
に
移

転
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

最
期
の
一
つ
は
、『
大
谷
遺

跡
録
』
に
あ
る
記
述
で
す
。
こ

こ
で
の
信
願
は
、
里
見
氏
の
祖

と
さ
れ
る
新
田
太
郎
義
俊
の

子
で
、
常
陸
国
那
珂
郡
鳥
喰
村

に
居
住
し
て
い
た
藤
井
八
郎

信
親
と
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人

の
弟
子
と
な
っ
た
後
、
那
須
郡

粟
野
鹿
崎
に
寺
院
を
建
て
た

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
親
鸞
聖

人
が
京
都
に
帰
る
時
に
同
行

し
た
の
で
す
が
、
途
中
立
ち

寄
っ
た
相
模
国
の
人
々
が
な

ご
り
を
惜
し
ん
だ
た
め
、
聖
人

の
意
を
受
け
た
信
願
は
相
模

国
鎌
倉
に
寺
院
を
建
立
し
た

と
い
い
ま
す
。
こ
の
寺
が
稲
荷

山
浄
妙
寺
で
、
後
に
三
河
国
赤

渋
に
移
り
ま
し
た
。

　

実
は
こ
れ
以
外
に
も
諸
説

あ
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
の
説

で
も
当
時
と
し
て
は
か
な
り

名
の
通
っ
た
人
物
の
流
れ
を

汲
ん
で
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
真
偽
を
検

証
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
、
那
須
与
一
と
い

え
ば
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な

軍
記
物
語
で
屋
島
の
戦
い
に

て
、
平
氏
の
船
に
掲
げ
ら
れ
た

扇
の
的
を
射
落
と
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
歴
史

資
料
に
は
登
場
し
な
い
伝
説

上
の
人
物
で
す
。
こ
れ
は
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
い
た
と
い
う
証
拠
が
無
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

滋
賀
県
で
は
那
須
与
一
が

法
然
上
人
の
弟
子
と
な
り
、
秀

誉
正
雲
と
法
名
を
賜
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
那

須
与
一
に
七
男
が
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
寺
を
建
て
弘
誓
寺
と

称
し
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
も

滋
賀
県
に
は
、
こ
の
七
つ
の
弘

誓
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
つ

で
あ
る
大
谷
派
の
弘
誓
寺
は
、

那
須
与
一
の
長
男
で
あ
る
愚

咄
坊
を
寺
の
開
基
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
愚
咄
坊
は
親
鸞
聖

人
の
曾
孫
で
あ
る
覚
如
上
人

の
教
化
を
受
け
て
本
願
寺
門

下
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
親
鸞
聖
人
と
那
須
与
一
は

ほ
ぼ
同
世
代
で
す
か
ら
、
親
鸞

聖
人
の
曾
孫
か
ら
那
須
与
一

の
長
男
が
教
え
を
受
け
る
と

い
う
の
は
少
し
無
理
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
先
の
慈
願
寺

で
は
那
須
与
一
の
五
代
後
の

子
孫
が
親
鸞
聖
人
の
弟
子
と

な
っ
て
い
ま
す
か
ら
か
な
り

の
無
理
が
あ
り
ま
す
。

　

全
国
に
弘
法
大
師
の
伝
説

が
残
っ
て
い
る
こ
と
と
も
共

通
し
ま
す
が
、
真
偽
は
と
も
か

く
、
こ
れ
ら
の
伝
承
か
ら
は
多

く
の
僧
侶
達
が
全
国
で
仏
教

を
広
め
る
た
め
に
、
当
時
の

人
々
が
受
け
入
れ
や
す
い
方

便
を
駆
使
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
ま
す
。
嘘
と
言
え

ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
真
実
を

探
求
す
る
哲
学
と
は
違
い
、
慈

悲
を
本
質
と
す
る
仏
教
ら
し

い
史
実
と
言
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

真
宗
人
物
伝
第
三
十
八
回

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨
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モ
ナ
コ
公
国
は
、
地
中
海
に

面
し
、
国
土
を
フ
ラ
ン
ス
に
囲

ま
れ
た
小
国
で
あ
る
。
面
積

二
・
〇
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

は
、
日
本
の
皇
居
の
約
二
倍
。

バ
チ
カ
ン
に
次
い
で
世
界
第
二

の
小
国
で
あ
る
。

銀
幕
の
大
ス
タ
ー
、
グ
レ
イ

ス
・
ケ
リ
ー
が
、
こ
の
モ
ナ
コ

の
王
室
に
嫁
い
だ
と
き
に
は
、

世
間
は
あ
っ
と
驚
い
た
こ
と
だ

ろ
う
。

さ
て
こ
の
映
画
は
、
そ
ん
な

グ
レ
イ
ス
妃
が
、
危
機
に
見
舞

わ
れ
た
モ
ナ
コ
を
救
う
と
い
う

話
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
、
フ
ラ
ン
ス
の

ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
は
、
こ
の

モ
ナ
コ
に
不
当
な
要
求
を
突
き

付
け
る
。
そ
れ
は
、
モ
ナ
コ
国

内
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
企
業
か
ら

税
金
を
徴
収
し
、
フ
ラ
ン
ス
に

支
払
え
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
長
引

く
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
の
た
め
、

財
政
が
逼
迫
し
て
い
た
の
だ
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
王

レ
ー
ニ
エ
三
世
は
そ
の
要
求
を

拒
否
す
る
。
す
る
と
、ド
・
ゴ
ー

ル
は
、「
要
求
を
断
る
な
ら
、
モ

ナ
コ
を
フ
ラ
ン
ス
領
と
し
て
併

合
す
る
」
と
声
明
を
発
表
し
た

の
で
あ
る
。

そ
ん
な
時
、
グ
レ
イ
ス
に
女

優
復
帰
の
話
が
持
ち
込
ま
れ
る
。

そ
れ
も
ヒ
ッ
チ
・
コ
ッ
ク
か
ら
、

直
々
の
新
作
映
画『
マ
ー
ニ
ー
』

へ
の
出
演
依
頼
で
あ
る
。
彼
女

の
心
は
揺
ら
い
だ
。

し
か
し
国
が
危
機
に
見
舞
わ

れ
て
い
る
状
況
を
考
え
て
、
彼

女
は
、
出
演
依
頼
の
件
は
伏
せ

て
お
く
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
ど
こ
か
ら
か
情
報
が
洩
れ

て
、
公
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

国
民
の
非
難
が
彼
女
に
集
中
す

る
。
こ
ん
な
時
に
国
を
棄
て
て

ア
メ
リ
カ
に
帰
る
の
か
と
。

よ
う
や
く
、
彼
女
は
自
分
を

陥
れ
よ
う
と
す
る
影
の
力
が
働

い
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
始

め
る
。

と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
政

府
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
出

身
の
有
名
人
グ
レ
イ
ス
は
邪
魔

な
存
在
で
あ
る
。
下
手
を
す
れ

ば
ア
メ
リ
カ
か
ら
内
政
干
渉
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

フ
ラ
ン
ス
軍
が
着
々
と
軍
隊

を
動
か
し
、
国
境
を
封
鎖
す
る

中
、
彼
女
は
つ
い
に
宮
廷
内
に

い
る
内
通
者
を
突
き
止
め
る
。

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
彼
ら
は
モ

ナ
コ
を
フ
ラ
ン
ス
に
売
る
こ
と

を
画
策
し
て
い
た
の
だ
。

そ
こ
か
ら
彼
女
の
、
国
の
存

亡
を
か
け
た
、
一
世
一
代
の
大

芝
居
が
は
じ
ま
る
･
･
･
･
･
。

映
画
の
冒
頭
に
、「
実
話
を
基

に
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
」
と
い
う
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ

る
。
確
か
に
、
実
話
に
し
て
は

や
や
話
が
で
き
す
ぎ
て
い
る
よ

う
に
も
思
う
。
し
か
し
、
フ
ラ

ン
ス
は
現
実
に
軍
を
引
い
た
の

だ
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
と
す
る
な
ら
、
軍
隊
を
持

た
な
い
小
国
モ
ナ
コ
が
、
機
転

の
利
い
た
外
交
で
、
大
国
フ
ラ

ン
ス
を
退
け
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
の
だ
ろ
う
。

映
画
の
中
で
、
グ
レ
イ
ス
公

妃
は
、
各
国
の
首
脳
を
前
に
次

の
よ
う
に
演
説
す
る
。

「
子
供
じ
み
て
い
ま
す
が
、私

は
お
と
ぎ
話
を
信
じ
ま
す
。
心

か
ら
望
め
ば
実
現
す
る
は
ず
で

す
。
ど
ん
な
努
力
も
惜
し
ま
な

い
覚
悟
が
あ
れ
ば
、
世
界
は
変

え
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

憎
悪
や
衝
突
も
消
え
る
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。」

実
は
、
グ
レ
イ
ス
は
モ
ナ
コ

に
嫁
い
だ
も
の
の
、
夫
レ
ー
ニ

エ
と
は
す
れ
違
い
が
多
く
、
離

婚
の
危
機
を
迎
え
て
い
た
。
し

か
し
こ
こ
で
演
説
す
る
彼
女
は
、

妻
と
し
て
も
母
と
し
て
も
王
妃

と
し
て
も
成
熟
し
た
姿
を
見
せ

て
い
る
。
家
庭
の
問
題
と
国
際

問
題
の
解
決
を
、
一
人
の
女
性

の
成
長
を
通
し
て
描
い
て
い
る

と
こ
ろ
が
、
こ
の
映
画
の
面
白

さ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
武
力
を
用
い
な
い
で

も
国
際
紛
争
を
解
決
で
き
る
と

い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
「
お

と
ぎ
話
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
実
現
を
信
じ
る
か

信
じ
な
い
か
、
願
う
か
願
わ
な

い
か
は
、
実
は
大
き
な
分
岐
点

で
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
。

「グレース・オブ・モナコ 」より

　『
グ
レ
ー
ス
・
オ
ブ
・
モ
ナ
コ

公
妃
の
切
り
札
』

映
画
の
紹
介



僧　　　　　伽（サンガ） (６)第91号

ち
な
み
に
、
彼
女
は
映
画
界

に
復
帰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

『
マ
ー
ニ
ー
』
は
、
テ
ィ
ッ
ピ
・

ヘ
ド
レ
ン
と
い
う
女
優
の
主
演

映
画
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、グ
レ
イ
ス
・

ケ
リ
ー
役
を
演
じ
た
ニ
コ
ー

ル
・
キ
ッ
ド
マ
ン
は
、
理
屈
抜

き
で
き
れ
い
だ
っ
た
。
カ
ル

テ
ィ
エ
や
デ
ィ
オ
ー
ル
が
全
面

協
力
し
た
と
い
う
衣
装
も
な
か

な
か
の
も
の
だ
っ
た
。

新
た
な
安
全
保
障
関
連
法
案

の
成
立
を
急
ぐ
安
倍
さ
ん
に
も
、

ぜ
ひ
見
て
ほ
し
い
映
画
だ
。
こ

の
映
画
は
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど

一
年
前
、
二
〇
一
四
年
五
月
に
、

カ
ン
ヌ
国
際
映
画
祭
で
オ
ー
プ

ニ
ン
グ
作
品
と
し
て
上
映
さ
れ

た
。
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、

ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
の
合
作

で
あ
る
こ
と
も
、
意
味
深
だ
。

や
た
ら
（
矢
鱈
）

「
今
年
は
や
た
ら
と
暑
か
っ

た
で
す
ね
」
と
か
「
や
た
ら
に

酒
を
飲
む
」
と
い
う
、
こ
の

「
や
た
ら
」
の
意
味
を
ご
存
知

で
す
か
。
根
拠
・
節
度
が
な
い

さ
ま
。
筋
が
通
ら
な
い
さ
ま
。

め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
。
む
や
み
。
と

い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
。
意
味

は
時
代
と
共
に
多
少
変
化
し

て
き
て
い
ま
す
が
、
元
々
は
仏

教
と
共
に
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ

て
き
た
と
さ
れ
る
言
葉
で
す
。

こ
の
「
矢
鱈
」
と
い
う
漢
字

は
明
治
時
代
に
夏
目
漱
石
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
当
て
字
で
本

来
は
「
八
多
羅
」（
も
し
く
は

「
八
多
良
」「
夜
多
羅
」）
と
書
き

ま
す
。
こ
れ
は
雅
楽
の
「
八
多

羅
拍
子
」
か
ら
来
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
こ
の
「
八
多
羅
」

も
当
て
字
で
、
古
代
イ
ン
ド
語

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
る

「
ヤ
・
タ
ー
ラ
」
の
音
写
で
す
。

「
タ
ー
ラ
」は
リ
ズ
ム
の
こ
と
で

「
ヤ
・
タ
ー
ラ
」
で
早
い
リ
ズ
ム

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

「
八
多
羅
拍
子
」と
は
二
拍
と

三
拍
の
リ
ズ
ム
が
交
替
反
復
す

る
五
拍
子
で
、
大
坂
の
四
天
王

寺
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
拍
子
が
早
い
上
に
リ
ズ

ム
が
と
り
に
く
い
た
め
に
、
今

の
よ
う
な
意
味
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

雅
楽
と
言
う
と
、
神
事
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
方
も
多
い
と
は

思
い
ま
す
が
、
か
つ
て
葬
儀
の

出
棺
の
際
に
雅
楽
が
流
さ
れ

た
よ
う
に
、
仏
教
に
も
深
い
縁

が
あ
り
ま
す
。
元
々
は
イ
ン
ド

や
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
か
ら

伝
わ
っ
た
音
楽
や
舞
に
、
古
代

日
本
の
も
の
が
融
合
し
た
も

の
で
、
平
安
時
代
の
頃
に
は
京

都
の
公
家
や
有
力
寺
院
な
ど

で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。
と
こ
ろ
が
応
仁
の
乱

で
京
都
の
雅
楽
師
た
ち
は
ほ

ぼ
途
絶
え
、
奈
良
や
大
阪
の
寺

院
に
残
る
だ
け
と
な
り
ま
し

た
。
江
戸
時
代
に
徳
川
幕
府
に

よ
っ
て
復
興
が
試
み
ら
れ
、
楽

曲
も
千
曲
を
越
え
た
と
も
言

わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
明
治
時

代
に
な
る
と
、
宮
内
庁
雅
楽
部

に
よ
っ
て
演
奏
で
き
る
曲
が

限
定
さ
れ
、
今
は
百
曲
ほ
ど
が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、

仏
教
系
の
曲
は
ほ
と
ん
ど
姿

を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま

た
、
演
奏
速
度
も
優
雅
さ
を
強

調
す
る
た
め
か
遅
く
な
り
、
三

倍
近
く
も
長
く
な
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
「
八
多
羅
拍
子
」
を
聴
く

こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
決
し
て

速
い
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

今
、
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
曲

を
復
活
さ
せ
る
動
き
も
あ
る

中
、
雅
楽
器
を
作
る
こ
と
が
出

来
る
職
人
は
数
人
し
か
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
金
沢
の
僧
侶
に

も
雅
楽
を
演
奏
す
る
人
た
ち

が
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
が
、
全

国
的
に
み
れ
ば
後
継
者
は
多

い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
多

く
は
趣
味
の
域
を
出
な
い
人

が
多
く
、
技
量
の
高
い
人
は
限

ら
れ
て
い
ま
す
。

「
や
た
ら
」
と
い
う
言
葉
は

残
っ
て
も
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
風

前
の
灯
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
雅
楽
に
由
来
す

る
言
葉
は
以
外
に
多
く
、
打
ち

合
わ
せ
、
野
暮
、
様
に
な
る
、

上
手
い
、
二
の
舞
を
舞
う
、
呂

律（
ろ
れ
つ
）な
ど
も
そ
う
で
す
。
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榎
榎
榎
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淨
）

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◎
報
恩
講

十
月
十
日
（
土
）

　

お
逮
夜　

午
前
十
時

　

お
日
中　

午
後
一
時
半

法
話　

佐
々
木　

五
六
師

◆ 

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  

十
月　

桐
山　

信
英

 
榎 

十
一
月　

杉
谷　
　

淨

十
二
月
、
一
月
、
二
月
は
お

休
み
し
ま
す
。

ご
自
由
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

仏
教
豆
知
識

各
寺
の
ご
案
内


