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生
誕
三
百
年
と
い
う
こ
と
で
、今
年

伊
藤
若
冲
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

若
冲
の
絵
の
特
徴
は
、す
べ
て
が
過

剰
で
あ
る
点
で
あ
る
。ふ
つ
う
絵
と
い

う
も
の
は
、描
き
た
い
も
の
を
中
心
に
、

そ
れ
以
外
の
わ
き
役
は
省
略
し
た
り

ぼ
か
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。し
か

し
若
冲
に
は
そ
ん
な
常
識
は
当
て
は

ま
ら
な
い
。す
べ
て
が
異
常
な
ま
で
に

細
か
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
彼
の
描
い
た
も
の
は
、

画
面
の
ど
の
部
分
を
切
り
取
っ
て
も

絵
に
な
る
。
そ
し
て
、す
べ
て
の
要
素

を
等
価
値
に
配
置
す
る
手
法
は
、画
面

全
体
に
密
度
と
独
特
の
緊
張
感
を
も

た
ら
す
。
こ
の
感
覚
は
、現
代
ア
ー
ト

に
通
じ
る
も
の
と
し
て
近
年
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
。

写
真
は
、
私
の
お
す
す
め
の
一
点

「
蓮
池
遊
魚
図
」（
れ
ん
ち
ゆ
う
ぎ
ょ

ず
）で
あ
る
。
こ
れ
は
相
国
寺
に
寄
進

さ
れ
た
「
動
植
綵
絵
」（
ど
う
し
ょ
く

さ
い
え
）と
い
う
三
十
点
か
ら
な
る
連

作
の
中
の
一
点
で
あ
る
。他
の
若
冲
作

品
と
違
っ
て
、画
面
の
中
央
部
分
が
大

き
く
あ
い
て
い
る
。題
名
か
ら
し
て
こ

の
絵
の
主
役
は
、魚
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、ど
う
見
て
も
魚
よ
り
蓮
の
葉
の
ほ

う
が
大
き
く
目
立
つ
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
だ
。こ
の
人
を
食
っ
た
よ
う

な
大
胆
な
構
図
、
そ
し
て
リ
ズ
ム
感
。

い
か
に
も
若
冲
、や
っ
て
く
れ
る
な
と
、

に
ん
ま
り
し
て
し
ま
う

一
作
で
あ
る
。

今
、
地
元
京
都
で
は
、

空
前
の
若
冲
ブ
ー
ム
が

巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
う
れ
し
い

の
だ
が
、「
若
冲
」
が

「
ｊ
ａ
ｋ
ｕ
ｔ
ｙ
ｕ
ｕ
」

と
な
っ
て
、
コ
ム
サ
・

デ
・
モ
ー
ド
の
Ｔ
シ
ャ
ツ

に
な
っ
て
い
る
の
を
見

る
と
、
思
い
は
複
雑
だ
。

（
六
面
に
関
連
記
事
）

　

伊
藤 
若  
冲 　

奇
想
の
絵
師

じ
ゃ
く 
ち
ゅ
う

常　

徳　

寺　

西　

山　
　
　

彰　

「
生
き
る
の
も
日
常
、

 
厭
厭
厭 

死
ん
で
い
く
の
も
日
常
」

死
は
特
別
な
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
が
、死
と
い
う
の

は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

 
樹  
木  
希  
林 
（
女
優
、
本
名　

内

き 

き 

き 
り
ん

田
啓
子
）
さ
ん
の
最
近
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
の
言
葉
。
彼
女
は

二
〇
一
三
年
、
全
身
癌
で
あ
る

こ
と
を
公
表
し
て
い
る
。
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午
前
四
時
、
街
の
あ
ち
こ
ち

か
ら
、
礼
拝
を
呼
び
掛
け
る
声

が
ス
ピ
ー
カ
ー
に
の
っ
て
、
聞

こ
え
て
く
る
。
人
び
と
は
モ
ス

ク
へ
向
か
い
、
早
朝
の
礼
拝
を

す
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
路

地
に
朝
市
が
た
ち
、
売
り
手
、

買
い
手
の
声
が
混
ざ
り
合
い
、

バ
イ
ク
や
車
の
音
と
共
に
に
ぎ

わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
や
が
て
、

昼
が
来
る
と
礼
拝
を
呼
び
掛
け

る
声
が
響
く
。
人
び
と
は
モ
ス

ク
へ
向
か
い
昼
の
礼
拝
を
す
る
。

終
わ
る
と
ま
た
今
ま
で
通
り
の

生
活
が
始
ま
る
。
た
く
さ
ん
の

話
し
声
や
笑
い
声
。
そ
し
て

あ
っ
と
い
う
間
に
日
が
暮
れ
て
、

一
日
最
後
の
夜
の
礼
拝
を
す
る

人
び
と
が
い
る
。

こ
れ
は
私
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

に
滞
在
し
て
い
た
時
の
一
日
の

流
れ
で
す
。

そ
の
当
時
、
ま
だ
私
は
ム
ス

リ
ム
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

は 
供
厳
し
い
、
怖
い
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
僑
と
い
う
、
多
く
の

日
本
人
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で

し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
ム
ス
リ
ム
と
ふ
れ

あ
っ
て
み
る
と
、
日
本
で
は
感

じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、

心
地
の
い
い
人
間
関
係
を
持
つ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
あ
る
日
の
断
食
が

終
わ
っ
た
夕
方
、
食
事
の
時
間

の
時
で
す
。
学
生
た
ち
が
、
な

け
な
し
の
お
金
を
集
め
て
買
っ

た
ご
飯
を
、
ム
ス
リ
ム
で
は
な

い
私
に
「
一
緒
に
食
べ
よ
う
」

と
言
っ
て
分
け
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
特
別
な
人
だ
け
の
行

為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
齢
、

男
女
、
貧
富
の
差
を
問
わ
ず
、

多
く
の
人
々
が
見
返
り
を
求
め

る
こ
と
も
な
く
、
当
た
り
前
の

よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
聞
き
ま
し
た
。「
な
に
か

い
い
事
は
あ
る
の
？
」

す
る
と
あ
る
人
は
答
え
ま
し

た
。「
誰
か
か
ら
の
報
酬
よ
り
、

ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
報
酬
が
一
番

い
い
」

最
初
は
意
味
が
わ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
で
も
、
一
日
一
日

を
み
ん
な
楽
し
そ
う
に
生
活
し

て
い
る
姿
を
見
て
、
イ
ス
ラ
ム

の
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と
、

楽
し
く
生
活
す
る
こ
と
は
逆
行

す
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
な
に
よ
り

も
ア
ッ
ラ
ー
が
一
番
よ
く
知
っ

て
い
る
と
当
た
り
前
の
よ
う
に

皆
が
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
す

る
と
、
自
然
に
、
ム
ス
リ
ム
に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
り
、

い
つ
し
か
私
自
身
が
ム
ス
リ
ム

に
な
る
こ
と
に
抵
抗
は
な
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。

イ
ス
ラ
ム
の
大
き
な
特
徴
と

し
て
、
そ
の
ひ
と
が
ム
ス
リ
ム

で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
そ
の

人
と
ア
ッ
ラ
ー
と
の
個
人
的
・

直
接
的
な
契
約
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、

神
父
や
牧
師
、
仏
教
の
場
合
は

僧
侶
が
、
宗
教
と
信
徒
と
の
間

に
い
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
に
は

そ
の
よ
う
な
立
場
の
者
が
い
な

い
の
で
す
。
仏
教
徒
の
多
く
の

人
は
先
祖
か
ら
特
定
の
寺
と
家

が
寺
檀
関
係
を
結
ん
で
い
る
の

で
、
自
動
的
に
仏
教
徒
と
な
り

ま
す
。
神
社
の
場
合
は
地
域
と

の
関
わ
り
で
、
自
動
的
に
氏
子

と
な
っ
て
い
る
方
が
多
い
様
で

す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、

赤
ち
ゃ
ん
の
時
に
親
に
教
会
に

連
れ
て
い
か
れ
て
洗
礼
を
受
け

ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
場
合
、

自
分
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る

と
ア
ッ
ラ
ー
に
誓
え
ば
成
立
し

ま
す
。
た
だ
、
多
く
の
ム
ス
リ

ム
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
時
に
親
が

代
わ
り
に
入
信
告
白
を
し
て
ム

ス
リ
ム
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
「
私
は
ム
ス
リ
ム

で
す
」
と
名
乗
っ
て
い
る
人
に

「
お
前
は
ム
ス
リ
ム
で
は
な
い
」

と
誰
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
の
人
が
ム
ス
リ
ム

で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ア
ッ

ラ
ー
が
管
理
し
て
い
る
事
で

あ
っ
て
、
人
間
が
判
断
す
る
事

で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
ん
な

中
、
も
ち
ろ
ん
悪
い
こ
と
を
す

る
人
は
い
ま
す
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、「
そ
ん
な
や
つ
は
ム

ス
リ
ム
じ
ゃ
な
い
」
と
は
、
私

は
言
い
ま
せ
ん
。
そ
の
人
が
ム

ス
リ
ム
と
名
乗
っ
て
い
る
以
上
、

私
は
同
胞
と
し
て
、
助
け
る
こ

と
や
正
し
い
道
を
示
す
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
、
金
沢
に
も
モ
ス
ク
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
留
学
生
や

研
修
生
な
ど
を
中
心
に
、
約
二

百
人
の
ム
ス
リ
ム
が
金
沢
に
住

ん
で
い
ま
す
。
も
は
や
イ
ス
ラ

ム
は
遠
い
存
在
で
は
な
く
な
り

ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
を
好
き
に

松
井
誠
志

ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）
っ
て

ど
ん
な
人
達
？
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な
ら
な
く
て
も
い
い
、
正
し
い

情
報
の
も
と
で
判
断
し
て
ほ
し

い
の
で
す
。

「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
。」

ぜ
ひ
交
流
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。金

沢
モ
ス
ク
で
は
、
不
定
期

で
催
し
物
を
行
っ
て
い
ま
す
。

見
学
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

金
沢
モ
ス
ク

　

金
沢
市
若
松
町
ツ
一
二
〇

連
絡
先　

松
井

　
　

〇
九
〇−

七
〇
八
六−

三
四
八
〇

m
m
341232@

yahoo.co.jp

穴
沢
の
入
信
房

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
十
六
番
で

あ
る
穴
沢
の
入
信
房
で
す
。

穴
沢
の
入
信
房
を
開
基
と
し

て
い
る
茨
城
県
の
寿
命
寺
の
伝

え
に
よ
れ
ば
、
穴
沢
の
入
信
房

の
俗
名
は
佐
竹
義
繁
（
義
重
）

と
い
い
、
常
陸
に
勢
力
を
持
っ

て
い
た
佐
竹
氏
の
三
代
秀
義
の

子
と
な
っ
て
い
ま
す
。
義
繁
は

父
か
ら
城
を
任
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
武
士
で
あ
る
こ
と
に
疑

問
を
持
ち
隠
居
し
ま
す
。
そ
の

後
、
夢
の
お
告
げ
に
よ
り
親
鸞

聖
人
の
も
と
に
弟
子
入
り
し
入

信
と
い
う
法
名
を
賜
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

戦
国
大
名
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
佐
竹
氏
で
す
が
、
甲
斐
源

氏
の
流
れ
を
汲
む
名
門
で
、
平

安
時
代
後
期
に
は
常
陸
国
北
部

を
支
配
下
に
置
き
、
京
の
伊
勢

平
氏
や
東
国
の
奥
州
藤
原
氏
と

い
っ
た
有
力
勢
力
と
結
ん
で
、

関
東
で
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、 
治 じ 
承 
・

し
ょ
う

 
寿  
永 
の
乱
で
源
頼
朝
が
伊
豆
で

じ
ゅ 
え
い

挙
兵
し
た
際
、
源
氏
の
流
れ
を

汲
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

同
盟
関
係
に
あ
っ
た
平
氏
方
に

味
方
し
た
た
め
、
頼
朝
方
に
攻

め
込
ま
れ
て
領
地
を
失
い
、
奥

州
に
逃
亡
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
後
に
頼
朝
の
奥
州
藤
原
攻

め
の
際
に
は
、
奥
州
藤
原
氏
と

の
同
盟
を
裏
切
り
、
頼
朝
方
に

参
戦
し
勝
利
し
た
た
め
、
御
家

人
と
し
て
常
陸
介
に
任
じ
ら
れ

ま
す
が
、
実
質
的
な
支
配
権
を

取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
関
東
に

入
っ
た
の
は
こ
の
頃
で
す
。

戦
国
時
代
に
入
る
と
再
び
勢

力
を
持
ち
直
し
て
常
陸
国
を
統

一
し
ま
す
。
秀
吉
が
天
下
を

取
っ
た
頃
に
は
五
十
四
万
石
の

大
大
名
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

関
ヶ
原
の
合
戦
で
は
ど
ち
ら
に

も
与
し
な
か
っ
た
た
め
、
徳
川

幕
府
に
よ
っ
て
出
羽
国
に
国
替

え
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
時
、
佐
竹
氏
は
近
隣
の
同

族
小
大
名
を
加
え
る
と
八
十
万

石
を
超
え
て
お
り
、
し
か
も
合

戦
に
参
加
し
な
か
っ
た
た
め
、

国
力
は
温
存
さ
れ
た
ま
ま
で
し

た
。
徳
川
家
と
し
て
は
江
戸
の

隣
接
地
に
こ
れ
だ
け
の
勢
力
が

い
る
こ
と
は
脅
威
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
国
替
え
先
は
出

羽
半
国
で
二
十
万
石
と
半
分
以

下
の
石
高
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
家
臣
を
養
う

こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
の

中
、
佐
竹
氏
は
絶
え
る
こ
と
な

く
続
き
、
明
治
に
は
侯
爵
と
な

り
、
そ
の
子
孫
は
現
在
秋
田
県

知
事
を
務
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
繁
栄
と
衰
退

を
繰
り
返
し
て
来
た
佐
竹
氏
で

す
が
、
穴
沢
の
入
信
房
が
親
鸞

聖
人
の
弟
子
と
な
っ
た
頃
は
、

城
を
任
せ
ら
れ
て
い
る
ど
こ
ろ

か
、
佐
竹
一
族
の
多
く
が
路
頭

に
迷
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か

し
く
は
な
か
っ
た
時
代
で
す
。

た
だ
し
、
元
々
が
名
門
の
一
族

で
す
か
ら
、
高
い
教
養
は
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
で
こ
そ
、
ほ
と
ん
ど
の
日

本
人
が
読
み
書
き
で
き
ま
す
が
、

当
時
は
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
に

し
か
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
弟

子
と
な
っ
て
多
く
の
人
た
ち
を

束
ね
て
い
っ
た
二
十
四
輩
の
人

た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
一
握
り

の
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
す
。
穴

沢
の
入
信
房
も
そ
の
よ
う
な
人

の
一
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

味
方
に
付
い
た
平
氏
が
敗
れ
た

た
め
に
地
位
を
失
い
、
高
い
教

養
を
持
ち
な
が
ら
も
敗
者
と
し

て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
世
の
無

常
を
感
じ
仏
門
に
入
る
こ
と
を

志
さ
せ
る
の
に
十
分
な
出
来
事

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
高
弟
た
ち
の
支
え
に

よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
は
関
東
に

多
く
の
念
仏
者
を
誕
生
さ
せ
て

い
っ
た
の
で
す
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
略
歴
）

ま
つ
い　

せ
い
じ

一
九
七
三
年

　

金
沢
市
で
生
ま
れ
る

一
九
九
八
年

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
へ

二
〇
〇
〇
年

　

ム
ス
リ
ム
に
改
宗

二
〇
〇
六
年

石
川
ム
ス
リ
ム
協
会　

副
会

長

真
宗
人
物
伝
第
四
十
一
回

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨



僧　　　　　伽（サンガ） (４)第95号

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ビ
ン
チ

の
代
表
作
「
最
後
の 
晩  
餐 
」
は
、

ば
ん 
さ
ん

一
九
七
七
年
か
ら
一
九
九
九
年

に
か
け
て
大
規
模
な
修
復
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
絵

は
意
外
な
姿
を
現
し
た
。
思
い

の
ほ
か
明
る
い
色
調
の
絵
だ
っ

た
の
だ
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
美
術

の
教
科
書
や
画
集
で
見
て
き
た

「
最
後
の
晩
餐
」
と
は
ま
る
で

違
っ
て
い
た
。
暗
く
沈
ん
だ
色

調
は
、
長
い
年
月
の
中
で
、
ニ

ス
が
変
色
し
た
り
、
す
す
な
ど

の
汚
れ
が
付
着
し
た
た
め
黒
ず

ん
で
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

だ
。「最

後
の
晩
餐
」と
い
う
重
い

宗
教
的
テ
ー
マ
と
、
画
面
を
覆

う
陰
鬱
な
雰
囲
気
に
奥
深
さ
を

感
じ
て
き
た
私
た
ち
は
、
完
全

に
肩
透
か
し
を
食
ら
う
こ
と
と

な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
に
一

つ
の
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
。

古
典
的
名
画
と
い
え
ど
も
、
そ

れ
が
製
作
さ
れ
た
当
時
の
様
子

を
想
像
す
る
こ
と
を
忘
れ
る
と
、

と
ん
で
も
な
い
勘
違
い
を
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。

橋
本
治
氏
は
『
ひ
ら
が
な
日

本
美
術
史
』（
新
潮
社
）
の
中
で
、

興
味
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。中

国
の
人
が
、
日
本
に
来
て

奈
良
や
京
都
の
寺
を
案
内
さ
れ

た
と
き
に
、「
ど
う
し
て
誰
も
こ

の
寺
を
修
理
し
な
い
の
か
」
い

ぶ
か
し
が
っ
た
と
い
う
。
中
国

人
の
目
に
は
、
古
い
ま
ま
に
放

置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
し
か
見

え
な
か
っ
た
の
だ
。

日
本
人
は
、
古
寺
を
「
ふ
る

で
ら
」と
は
言
わ
ず
、「
こ
じ
」と

呼
び
、
そ
の
シ
ッ
ク
な
美
を
め

で
る
。「
ふ
る
で
ら
」
は
廃
墟
だ

が
、「
こ
じ
」
は
「
古
び
の
つ
い

た
寺
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏

教
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
飛
鳥
時

代
、「
寺
」
は
中
国
風
の
「
目
も

く
ら
む
よ
う
な
珍
奇
な
建
物
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え

る
と
、
中
国
人
の
言
い
分
は
正

し
い
の
だ
。

彼
ら
に
と
っ
て
、「
寺
」
と
い

う
も
の
は
現
実
に
機
能
し
て
い

る
も
の
だ
か
ら
、
美
し
く
華
や

か
で
あ
っ
て
当
然
な
の
だ
。
し

た
が
っ
て
、
寺
が
現
実
的
な
機

能
を
失
い
、
そ
れ
が
「
美
」
に

な
っ
て
い
る
日
本
の
現
実
は
、

到
底
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
橋
本
氏
の
指
摘
は

確
か
に
厳
し
い
が
、
あ
る
意
味

で
日
本
人
の
抱
く
「
寺
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
正
確
に
描
写
し
て
い

る
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
「
寺
」
と
は
、
京
都
や
奈

良
の
有
名
観
光
寺
院
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
我
々
浄
土
真
宗
の
寺

に
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

日
本
に
お
い
て
、
本
来
の
機
能

を
失
い
廃
墟
同
然
と
な
っ
た
寺

が
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
「
美
」
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
は
否

定
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
そ
こ

に
私
た
ち
が
ど
れ
だ
け
深
淵
な

も
の
を
感
じ
取
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
宗
教
と
は
無
縁
の
も
の

な
の
だ
。

先
日
池
上
彰
さ
ん
出
演
の
Ｔ

Ｖ
番
組
で
、
仏
教
の
聖
地
で
あ

る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
映
像
を
見
た
。

こ
こ
に
は
、
イ
ン
ド
、
中
国
、

日
本
の
寺
が
、
並
び
立
っ
て
い

る
。
イ
ン
ド
や
中
国
の
そ
れ
は
、

日
本
の
も
の
と
比
べ
て
、
ず
い

ぶ
ん
派
手
で
あ
る
。
多
く
の
日

本
人
は
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
悪

趣
味
に
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
に
初
め
て
寺
が

で
き
た
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
に
負

け
ず
劣
ら
ず
奇
異
で
超
現
実
的

な
建
築
物
だ
っ
た
の
だ
。

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

十
月
四
日（
火
）

　

十
一
月
一
日（
火
）

　

十
二
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
七
時

か
ら
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
聞
け
ま
す
。

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
。

日
本
人
に
と
っ
て
の

「
寺
」の
イ
メ
ー
ジ

エ
ッ
セ
イ

常
徳
寺  
西
山　
　

彰
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上
品
・
下
品

こ
れ
は
、
一
般
に
は
「
じ
ょ

う
ひ
ん
」・「
げ
ひ
ん
」
と
読
み

ま
す
。「
品
」
は
「
ひ
ん
」
の
他

に
、
も
う
一
つ
「
ほ
ん
」
と
い

う
読
み
方
も
あ
る
の
で
す
。
そ

し
て
、
仏
教
で
は
「
ほ
ん
」
と

読
み
ま
す
か
ら
「
上
品
」・「
下

品
」
は
「
じ
ょ
う
ぼ
ん
」・「
げ

ぼ
ん
」
と
な
り
ま
す
。
意
味
も

変
わ
り
「
じ
ょ
う
ひ
ん
」・「
げ

ひ
ん
」
が
立
ち
振
る
舞
い
を
表

す
の
に
対
し
て
「
じ
ょ
う
ぼ

ん
」・「
げ
ぼ
ん
」
は
そ
の
人
の

徳
の
高
さ
を
あ
ら
わ
す
言
葉
に

な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
音
読
み
に
い

く
つ
も
の
種
類
が
あ
る
の
は
、

漢
字
が
長
い
時
間
を
か
け
て
日

本
に
伝
わ
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

「
ほ
ん
」と
い
う
読
み
は
呉
音
と

い
い
、
も
っ
と
も
古
く
か
ら
日

本
で
使
わ
れ
て
い
た
音
読
み
で

す
。「
ひ
ん
」
は
漢
音
と
い
い
、

遣
唐
使
ら
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

た
音
読
み
で
す
。
そ
し
て
、
仏

教
で
は
呉
音
で
読
む
こ
と
が
一

般
的
で
す
。

元
々
は
、
古
代
中
国
で
人
を

分
類
す
る
と
き
に
、
こ
の
「
品
」

を
用
い
て
い
ま
し
た
。
上
・
中
・

下
そ
れ
ぞ
れ
に
さ
ら
に
上
・
中
・

下
を
置
い
て
九
種
類
に
分
類
し
、

こ
れ
を
九
品
（「
く
ほ
ん
」
と
読

み
ま
す
。
仏
教
で
は
濁
音
変
化

し
て
「
く
ぼ
ん
」
と
読
み
ま
す
）

と
言
い
ま
す
。
最
も
素
晴
ら
し

い
人
を
「
上
上
品
」
次
い
で

「
上
中
品
」、「
上
下
品
」、「
中
上

品
」、「
中
中
品
」
と
続
き
、
九

品
の
中
で
最
も
劣
っ
た
人
が

「
下
下
品
」
で
す
。

こ
れ
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら

れ
、
法
事
で
読
ま
れ
る
『
仏
説

観
無
量
寿
経
』
に
九
品
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
で

は
「 
上 

じ
ょ
う 
品 ぼん 
上  
生 
」
が
最
も
徳
が

じ
ょ
う 
し
ょ
う

高
く
、次
い
で「
上
品
中
生
」、「
上

品
下
生
」、「
中
品
上
生
」、「
中
品

中
生
」
と
続
き
、
最
も
徳
の
少

な
い
者
が
「
下
品
下
生
」
と
な

り
ま
す
。
こ
の
時
の
「
生
」
も

呉
音
で「
し
ょ
う
」と
読
み
ま
す
。

漢
音
で
は
「
せ
い
」
で
す
。

仏
教
の
経
典
と
い
う
と
、
イ

ン
ド
で
作
ら
れ
た
と
思
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
多
く
の
経
典

が
イ
ン
ド
で
作
ら
れ
て
い
る
の

で
す
が
、
中
国
で
作
ら
れ
た
も

の
や
、
内
容
が
改
編
さ
れ
た
も

の
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
数
は

少
な
い
も
の
の
、
日
本
で
も
い

く
つ
か
の
経
典
が
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
で
は
、
仏
教
が
お

釈
迦
様
の
教
え
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と

思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
お

か
し
な
方
向
に
曲
が
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

多
く
の
場
合
、
よ
り
良
い
教
え

へ
と
進
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

「
下
品
下
生
」と
い
う
の
は
最

も
徳
の
少
な
い
者
で
、
悪
い
こ

と
し
か
で
き
な
い
者
の
こ
と
で

す
。
こ
の
「
下
品
下
生
」
の
者

が
救
わ
れ
る
唯
一
の
方
法
が
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
念
仏
す
る

こ
と
で
あ
る
と
『
仏
説
観
無
量

寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
仏
教
の
諸
師
方
が
、
こ

れ
は
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
者

を
憐
れ
ん
で
説
か
れ
た
方
便
で

あ
る
と
理
解
し
た
の
に
対
し
て
、

浄
土
教
の
諸
師
方
は
こ
こ
に
こ

そ
本
当
の
救
い
が
あ
る
と
読
ま

れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
浄
土
教
の

諸
師
方
の
教
え
に
出
会
っ
て
、

親
鸞
聖
人
は
自
ら
を
「
下
品
下

生
」
の
者
で
あ
る
と
頷
か
さ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
者
が

救
わ
れ
る
道
と
し
て
の
仏
教
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
諸
師
方

を
通
し
て
、
仏
教
が
進
化
し
て

い
っ
た
一
例
と
言
え
る
の
で
す
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
「
あ
な

た
は
下
品
で
す
ね
」
と
言
わ
れ

て
も
、
そ
う
悪
い
気
が
し
な
く

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
淨
）

真
宗
豆
知
識

『
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
。

『
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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伊
藤
若
冲
は
、
謎
の
多
い
人

物
で
あ
る
。
京
都
の
錦
市
場
の

青
物
問
屋
「 
桝  
源 
」
の
長
男
と

ま
す 
げ
ん

し
て
生
ま
れ
た
が
、
商
売
は

そ
っ
ち
の
け
で
画
業
に
没
頭
す

る
生
涯
を
送
っ
た
。
そ
れ
以
外

の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て

い
な
い
。

澤
田
瞳
子
氏
は
、
小
説
「
若

冲
」に
お
い
て
、若
冲
の
パ
ワ
ー

の
源
泉
は
、
亡
き
妻
へ
の
贖
罪

の
思
い
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

妻
お
三
輪
は
、
大
店
に
嫁
い
だ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に

待
っ
て
い
た
の
は
、
絵
ば
か
り

描
い
て
家
庭
を
顧
み
な
い
夫
、

意
地
悪
な
姑
、
小
姑
だ
っ
た
。

彼
女
は
、
失
意
と
孤
独
の
中
で
、

土
蔵
で
首
を
く
く
り
、
自
ら
命

を
絶
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
き
っ

か
け
に
若
冲
は
世
の
中
に
背
を

向
け
、
ま
す
ま
す
絵
に
の
め
り

こ
ん
で
い
っ
た
と
い
う
の
だ
。

 
鴛  
鴦  
図 
は
、
古
来
夫
婦
和
合

え
ん 
お
う 

ず

の
象
徴
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の

描
く
そ
れ
は
、
夫
婦
の
情
愛
め

い
た
も
の
は
一
切
な
く
、
二
羽

の
鳥
は
、「
ま
る
で
こ
の
世
と
あ

の
世
、
異
な
る
世
に
暮
ら
す
か

の
如
き
距
離
が
、
彼
ら
の
間
に

は
あ
っ
た
。」

あ
れ
っ
、
若
冲
っ
て
生
涯
独

身
じ
ゃ
な
か
っ
た
っ
け
と
思
う

方
も
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん「
動
植
綵
絵
」の
中
の
一
点
、

「
雪
中
鴛
鴦
図
」（
せ
き
ち
ゅ
う

え
ん
お
う
ず
、
図
一
）
か
ら
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
澤

田
氏
の
創
作
で
あ
る
。
し
か
し

若
冲
の
心
の
闇
を
描
い
た
小
説

と
し
て
大
変
面
白
か
っ
た
。

こ
こ
で
一
つ
、
伊
藤
若
冲
が

晩
年
開
発
し
た
驚
く
べ
き
手
法

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

写
真
は
、
若
冲
の
「
樹
花
鳥

獣
図
屏
風
」（
じ
ゅ
か
ち
ょ
う

じ
ゅ
う
び
ょ
う
ぶ
）
と
題
さ
れ

た
六
曲
一
双
の
屏
風
絵
の
一
部

を
拡
大
し
た
も
の
（
図
二
）
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
画
面
を
無
数

の
小
さ
な
正
方
形
で
仕
切
り
、

そ
の
一
つ
一
つ
に
彩
色
を
施
し
て

い
る
の
が
分
か
る
。
し
か
し
離
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
る
と
、
無

数
の
正
方
形
の
点
が
繋
が
っ
て

像
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
手
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
印
象
派
の
そ
れ
と
原
理
的
に

同
じ
で
あ
る
。
印
象
派
の
画
家

た
ち
は
、
画
面
に
原
色
を
点
在

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 
視 ● 
覚 ●

 
の  
上  
で 
色
を
混
ぜ
る
こ
と
に
成

● 

● 

●

功
し
た
。
そ
れ
は
、
絵
の
具
を

パ
レ
ッ
ト
で
混
ぜ
る
よ
り
も
は

る
か
に
鮮
や
か
な
色
彩
効
果
を

生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
を
理
論
的
に
完
成

さ
せ
た
の
が
、
後
期
印
象
派
の

ジ
ョ
ル
ジ
ュ・
ス
ー
ラ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
若
冲
は
、
こ
の

「
升
目
描
き
」と
呼
ば
れ
る
手

法
で
、
印
象
派
の
完
成
者

ス
ー
ラ
を
一
世
紀
以
上
先
取

り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
江
戸
時
代
中
期
に
、

ス
ー
ラ
よ
り
は
る
か
に
高
い

完
成
度
を
備
え
て
い
る
こ
と
は

驚
異
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

澤
田
氏
は
、
こ
の
技
法
に
関

し
て
、
実
に
ほ
ほ
え
ま
し
い
文

学
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
創
作
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
よ
う
や
く

罪
悪
感
か
ら
解
放
さ
れ
た
若
冲

の
、
穏
や
か
な
晩
年
が
描
か
れ

て
い
る
。
人
は
罪
悪
感
や
贖
罪

と
い
っ
た
う
し
ろ
向
き
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
だ
け
で
は
生
き
ら
れ
な

い
の
だ
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

『
若　

冲
』

澤
田　

瞳
子
著

文
芸
春
秋
社

本
の
紹
介

図一　「雪中鴛鴦図」

図二　「樹花鳥獣図屏風」

◆
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
（
祝
日
）

　

お
逮
夜　

午
前
十
時

　

お
日
中　

午
後
一
時
半

法
話　

佐
々
木　

五
六
師

◆
德
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　

表　

美
智
子

 
榎 

十
一
月　

杉
谷　
　

淨

ご
自
由
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

十
二
月
、
一
月
、
二
月
は
お

休
み
し
ま
す
。

各
寺
の
ご
案
内


