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上
の
写
真
は
、若
か
り
し
と
き
の
私

で
す
。
場
所
は
、南
米
の
エ
ク
ア
ド
ル

で
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
た
小
さ
な
町

で
す
。

こ
の
国
に
も
、日
系
移
民
の
村
が
い

く
つ
か
あ
る
の
で
す
が
、ほ
と
ん
ど
の

人
は
日
本
人
と
会
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。そ
れ
で
も
映
画
や
電
気
製
品

を
通
し
て
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
は

持
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、一
人
で

ふ
ら
っ
と
現
れ
た
見
ず
知
ら
ず
の
日

本
人
の
周
り
に
、興
味
津
々
な
子
供
た

ち
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。

「
空
手
は
で
き
る
の
か
」

「
ラ
ジ
オ
を
な
お
せ
る
か
」

「
水
の
上
を
走
れ
る
の
か
」
な
ど
、

様
々
な
質
問
攻
め
に
あ
い
ま
す
。残
念

な
が
ら
、私
は
空
手
が
で
き
ま
せ
ん
し
、

ラ
ジ
オ
を
な
お
せ
ま
せ
ん
し
、水
の
上

も
走
れ
ま
せ
ん
。
子
供
た
ち
は
、少
し

が
っ
か
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
自

分
た
ち
の
自
慢
の
場
所
を
案
内
し
て

く
れ
た
り
、家
に
招
待
し
て
く
れ
た
り

し
て
、特
に
何
の
目
的
も
な
く
旅
を
し

て
い
る
私
の
遊
び
相
手
に
な
っ
て
く

れ
ま
す
。
彼
ら
も
、私
と
の
出
会
い
で
、

空
想
世
界
の
日
本
人
か
ら
、自
分
た
ち

と
同
じ
人
間
と
し
て
の
日
本
人
へ
と

認
識
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

最
近
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
や
、
同
性
愛

な
ど
の
性
的
少
数
者
が
メ
デ
ィ
ア
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き

ま
し
た
。そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を

も
と
に
、様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、そ
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
南
米
の
子
供
た
ち
が

思
っ
て
い
た
日
本
人
の
よ
う
に
、現
実

と
は
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

実
際
に
会
っ
て
み
る
と
、多
少
の
違

い
こ
そ
あ
れ
、基
本
的
に
は
同
じ
人
間

な
の
だ
と
気
づ
く
と
思
い
ま
す
。よ
く

見
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
似
て
い
よ
う
と
、

み
ん
な
ど
こ
か
違
っ
て
い
る
も
の
で

す
。
た
だ
、自
分
の
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
違
い
は
、ど
う
し
て
も
拡
大
解
釈

し
て
し
ま
い
や
す
い
の
で
す
。

仏
教
は
、自
分
の
持
っ
て
い
る
固
定

概
念
を
破
る
こ
と
で
心
を
柔
ら
か
く

す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。好
き
嫌

い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、様
々
な
価
値

観
と
の
出
会
い
が
、よ
り
広
い
世
界
へ

と
自
分
を
導
い
て
く
れ
る
の
で
す
。

　

思
い
か
ら
現
実
へ

德　

法　

寺　

杉　

谷　
　
　

浄　

真
実
信
心
海
に
帰
入
し
ぬ
れ
ば
、

衆
水
の
海
に
い
り
て
、

ひ
と
つ
あ
じ
わ
い
と
な
る

 
厭
厭
厭
厭
厭
厭 
『
尊
号
真
像
銘
文
』

『
尊
号
真
像
銘
文
』・
・
親
鸞
聖

人
が
、
ご
門
徒
に
渡
さ
れ
た
名

号
や
仏
語
に
書
き
加
え
た
解

説
文
を
集
め
た
も
の
。
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季
（
と
き
）
の
移
ろ
ひ
は
、

早
ふ
ご
ざ
い
ま
す
。
春
、
大
地

の
恵
み
は 
沈
丁
花 
の 
仄 
か
な
か

じ
ん
ち
ょ
う
げ 

ほ
の

ほ
り
か
ら
始
ま
り
…
秋
、
里
山

の
恵
み
は
、
金
木
犀
の
芳
醇
な
、

か
ほ
り
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り

ま
す
。
海
に
目
を
移
せ
ば
、
お

彼
岸
過
ぎ
あ
た
り
か
ら
、
少
し

ず
つ
潮
目
が
変
わ
る
の
は
古
か

ら
の
倣
ひ
で
す
。

夏
に
は
、
暑
さ
の
た
め
に
、

体
調
が
思
わ
し
く
な
ゐ
方
も
多

の
で
は
な
ゐ
で
せ
う
か
…
。
体

調
を
整
へ
る
一
品
に
『
お 
粥 
』

か
ゆ

が
適
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
云
ふ

を 
侔 
た
な
ゐ
。

まこ
の
時
、
ご
自
分
で
出
汁
を

取
っ
て
…
本
葛
餡
を
作
っ
て
み

て
は
如
何
で
せ
う
。
粥
の
上
に
、

葛
餡
を
の
せ
て
す
ゝ
る
と
身
体

が
落
ち
着
き
ま
す
。

※
昆
布
の
戻
し
方
は
、
水
一

リ
ッ
ト
ル
に
昆
布
一
〇
セ
ン
チ

一
枚
。

鰹
出
汁
は
沸
騰
し
た
お
湯
に

一
割
程
の
注
し
水
を
し
た
も
の

に
、
鰹
節
を
入
れ
る
と
、
嫌
味

の
な
い
琥
珀
色
の
澄
ん
だ
鰹
出

汁
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
お

番
茶
（
煎
茶
）
を
、
一
服
入
れ

る
の
と
同
じ
要
領
で
す
。
水
三

百
八
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル（
二
合
）

に
鰹
節
五
グ
ラ
ム
で
す
。

秋
と
も
な
れ
ば
、
お
弁
当
持

参
で
の
紅
葉
狩
り
も
ま
た
楽
し

ひ
…
シ
ン
プ
ル
な
、
出
汁
巻
き

玉
子
な
ど
い
か
が
で
せ
う
か
。

※
出
汁
巻
き
玉
子
の
比
率
は
、

卵
＝
三
個
に
対
し
て
出
汁
＝
一

が
基
本
。
こ
の
時
、
卵
の
量
に

沿
っ
た
容
量
で
作
っ
て
み
る
と

い
ゝ
で
せ
う
。
茶
碗
蒸
し
は
、

こ
れ
と
は
逆
に
、
卵
＝
一
個
に

対
し
て
出
汁
が
三
の
比
率
。

　

出
汁
巻
き
玉
子
の
甘
味
は
、

卵
＝
三
個
に
対
し
て
砂
糖
大
匙

一
杯
（
十
五
グ
ラ
ム
が
目
安
。）

晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
、

温
か
ひ
も
の
を
欲
す
る
の
も
ま

た
、
人
の
心
理
で
す
。
な
ら
ば
、

美
味
し
ひ
煮
物
な
ど
は
い
か
が

で
せ
う
か
。
出
汁
＝
十
四
に
対

し
て
、
薄
口
醤
油
＝
一
と
酒
＝

一
で
す
。
こ
れ
を
煮
詰
め
ま
す

が
（
中
火
の
弱
火
）、
出
汁
が
具

材
の
上
に
二
～
三
割
り
程
被
る

状
態
か
ら
、
三
割
程
煮
含
め
ま

す
。大

根
、
里
芋
な
ど
の
根
菜
類

は
、 
灰  
汁 
出
し
、 
下  
茹 
し
ま
す
。

あ 

く 

し
た 
ゆ
で

厚
揚
げ
、
練
り
物
、
白
滝
等
も

一
度
下
茹
で
し
て
か
ら
が
約
束

事
で
す
。 
鶏  
腿  
肉 
・
手
羽
元
は
、

と
り 
も
も 
に
く

一
度
湯
通
し
す
る
か
、
フ
ラ
イ

パ
ン
で
表
皮
を
焼
ひ
て
か
ら
。

近
年
、
料
理
の
世
界
も
カ
ラ

フ
ル
に
な
り
、
和
・
洋
・
中
・

伊
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
と
、
い

と
ま
が
な
ゐ
く
ら
ひ
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
?　

こ
れ
も
、
時
代
の

成
せ
る
こ
と
な
れ
ば
せ
ん
な
き

こ
と
ゝ
理
解
し
つ
ゝ
も
、
他
方
、

調
味
料
や
香
辛
料
な
ど
も
、
一

頃
の
時
代
と
異
な
り
、
豊
富
に

出
揃
っ
て
を
り
、
新
た
な
時
代

へ
、
味
覚
の
端
境
期
な
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。亦
、若
ひ
世
代
の
、

乳
製
品
・
ガ
ー
リ
ッ
ク
な
ど
然

り
…
少
し
、
不
粋
な
云
か
た
を

す
れ
ば
、
料
理
が
少
々
不
得
意

の
方
で
も
、
乳
製
品
の
バ
タ
ー

や
チ
ー
ズ
、 
大
蒜 
を
使
へ
ば
、

に
ん
に
く

何
方
で
も
そ
こ
そ
こ
の
料
理
に

な
る
の
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。

日
本
料
理
は
、
季
節
毎
の
海

の
幸
、
山
の
幸
の
恵
み
で
あ
り
、

四
季
を
り
を
り
の
素
材
同
士
が
、

互
ひ
に
補
ふ
と
い
ふ
一
見
不
合

理
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
他
方
、

日
本
の
等
し
ひ
共
通
分
母
で
あ

る
水
は
軟
水
で
す
。
故
に
、
ミ

ネ
ラ
ル
分
が
少
な
ひ
か
ら
、
昆

布
や
鰹
節
（
旨
み
）、
味
噌
で
補

ふ
と
云
ふ
構
図
で
す
。
亦
、
日

本
の
、
お
醤
油
・
お
味
噌
は
発

酵
食
品
で
あ
る
こ
と
は
、
何
方

さ
ん
も
良
く
ご
存
知
の
と
を
り

で
す
…
然
し
な
が
ら
、
醤
油
・

味
噌
は
、
塩
味
（
ミ
ネ
ラ
ル
成

分
を
含
む
）
と
、
旨
み
成
分
の

両
方
を
兼
ね
備
へ
て
ゐ
る
こ
と

を
、
作
り
手
側
は
余
り
意
識
し

て
ゐ
な
ひ
の
で
は
な
ゐ
で
せ
う

か
?　

日
頃
、
自
分
は
…
日
本

料
理
文
化
と
は
、
不
便
さ
の
な

か
の
、
心
地
よ
さ
に
あ
る
と
申

し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
日
々
、

皆
さ
ま
の
食
卓
に
、
い
さ
ゝ
か

で
も
お
役
に
立
れ
ば
倖
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

了

色
取
り
月
…
割
烹
・
音
羽
屋

宇
波
請
冶

請
さ
ん
の
料
理
小
話

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
略
歴
）

う
な
み　

せ
い
じ

一
九
四
八
年
・
七
尾
市
生

料
理
人
の
渡
世
へ
（
世
界
）

京
都
・
大
阪
・
博
多
・
東
京
を
へ

て
、
一
九
七
五
年
独
立
開
業
。

現
在
に
至
る
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死
を
迎
え
る

親
鸞
聖
人
は
聖
徳
太
子
を
、

日
本
の
お
釈
迦
様
と
仰
が
れ
る

ほ
ど
尊
敬
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
聖
徳
太

子
の
徳
を
た
た
え
る
和
讃
が
数

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

聖
徳
太
子
を
称
え
る
和
讃
の
中

に
、
死
期
の
近
づ
い
た
聖
徳
太

子
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。

ま
ず
、
死
の
床
に
あ
る
聖
徳

太
子
の
枕
も
と
で
、
妻
の
菩
岐

岐
美
郎
女
（
ホ
キ
キ
ミ
ノ
イ
ラ

ツ
メ
、
四
人
い
た
妻
の
中
で
最

も
身
分
が
低
い
橘
氏
の
出
身
で

す
が
、
聖
徳
太
子
が
一
目
ぼ
れ

を
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
最
も
寵

愛
を
受
け
て
い
た
后
）
が
た
ず

ね
ま
す
。

あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に

　

い
た
る
ま
で

つ
か
え
ま
つ
ら
む
と
ぞ

　

お
も
ふ

い
か
な
る
こ
こ
ろ

　

い
ま
し
て
か

お
わ
り
の
こ
と
を
ば

　

令
旨
あ
る

（
一
時
も
離
れ
ず
あ
な
た
の

そ
ば
で
お
仕
え
し
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
が
、
今
ど
の
よ
う
に

お
考
え
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
か
、
最
後
の
言
葉
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
）

こ
れ
に
対
し
て
聖
徳
太
子
が

答
え
た
の
が
次
の
和
讃
で
す
。

太
子
こ
た
へ

　

お
は
し
ま
す

は
じ
め
あ
れ
ば

　

お
わ
り
あ
る

さ
だ
ま
れ
る

　

よ
の
こ
と
わ
り
を

ゆ
め
ゆ
め
お
ど
ろ
き

　

お
も
わ
ざ
れ

ひ
と
た
び
は
か
な
ら
ず

　

む
ま
れ
し
め

ひ
と
た
び
は
か
な
ら
ず

　

し
ぬ
る
こ
と

ひ
と
の
つ
ね
の

　

み
ち
な
れ
ば

む
か
し
も
い
ま
も

　

た
え
ぬ
也

（
聖
徳
太
子
は
答
え
ら
れ
ま

し
た
。
始
め
が
あ
る
も
の
に
は

必
ず
終
わ
り
が
あ
る
の
が
、
こ

の
世
の
決
ま
り
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
私
が
死
ぬ
こ
と
も
驚
い
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
ひ
と
た
び
生

ま
れ
た
者
は
必
ず
死
ぬ
の
が
人

の
避
け
ら
れ
な
い
道
で
あ
る
こ

と
は
、
昔
も
今
も
変
わ
る
こ
と

は
な
い
の
で
す
）

こ
の
後
、
聖
徳
太
子
が
日
本

に
生
ま
れ
ら
れ
た
意
味
な
ど
を

語
る
和
讃
が
続
く
の
で
す
が
、

こ
こ
ま
で
の
和
讃
は
、
あ
ま
り

に
も
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の

当
た
り
前
の
こ
と
が
頷
け
な
い

の
で
す
。

賢
者
と
は
人
の
理
解
で
き
な

い
こ
と
が
分
か
る
人
だ
と
い
う

の
が
一
般
的
な
理
解
で
す
。
し

か
し
仏
教
で
は
、
当
た
り
前
の

こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
頷
け
る

人
を
賢
者
と
言
い
ま
す
。
逆
に

「
い
つ
の
間
に
か
齢
を
と
っ
て

し
ま
っ
た
」
と
か
「
な
ぜ
病
気

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
」
と
い
う
、
当
た
り
前
の
こ

と
を
頷
け
な
い
の
が
愚
者
で
す
。

聖
徳
太
子
は
賢
者
で
す
。
で
は
、

親
鸞
聖
人
は
と
い
う
と
愚
者
な

の
で
す
。「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

分
か
っ
て
い
る
」
と
い
い
な
が

ら
も
、
心
の
底
で
は
頷
け
な
い

の
で
す
。
頷
け
な
い
の
に
、
頷

い
て
い
る
ふ
り
を
し
て
い
る
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
頷

い
て
い
る
方
に
出
会
う
と
、
頭

が
下
が
り
ま
す
。

聖
徳
太
子
の
残
さ
れ
た
、
こ

の
当
た
り
前
の
よ
う
な
受
け
答

え
を
、
親
鸞
聖
人
が
わ
ざ
わ
ざ

和
讃
に
し
て
、
ご
門
徒
方
に
残

さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
親

鸞
聖
人
の
心
の
う
ち
を
伝
え
た

か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
五
十
一
回

德
法
寺

杉　

谷　
　
　

淨

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

一
月
三
日（
火
）

　

二
月
七
日（
火
）

　

三
月
七
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
。
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懐
石
（
か
い
せ
き
）

「
懐
石
」
と
い
う
と
、
料
理
を

思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
元
々
の
意
味

は
、
字
の
表
す
通
り
「
懐
に
入

れ
る
石
」
で
す
。

お
釈
迦
様
の
頃
か
ら
長
い
間
、

仏
教
の
僧
侶
は
正
午
前
に
二
食

取
る
だ
け
で
、
午
後
か
ら
翌
朝

ま
で
、
水
以
外
は
口
に
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
今
で
も
東
南
ア
ジ

ア
の
僧
侶
は
こ
れ
を
守
っ
て
い

ま
す
（
も
っ
と
も
、
水
の
代
わ

り
に
甘
い
炭
酸
飲
料
を
大
量
に

飲
ん
で
い
ま
す
が
）。中
国
や
日

本
の
僧
侶
は
、
早
く
か
ら
夕
食

を
取
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

禅
宗
の
僧
侶
は
こ
れ
を
守
っ
て

い
た
よ
う
で
す
（
今
は
夕
食
を

取
っ
て
い
ま
す
）。そ
こ
で
空
腹

を
紛
ら
わ
せ
る
た
め
に
、
懐
に

温
め
た
石
（
温
石
）
を
入
れ
ま

し
た
。
日
本
で
は
こ
の
習
慣
が

庶
民
に
も
広
が
り
、
平
安
時
代

か
ら
江
戸
時
代
ま
で
冬
の
防
寒

対
策
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

室
町
時
代
に
広
ま
っ
た
茶
の

湯
で
は
「
薄
茶
」「
濃
茶
」
を
喫

す
る
前
に
簡
単
な
料
理
が
提
供

さ
れ
ま
し
た
。
千
利
休
の
時
代

に
は
、
こ
れ
を
「
会
席
」
や
「
ふ

る
ま
い
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う

で
す
。
こ
れ
が
江
戸
時
代
に

な
っ
て
茶
道
と
し
て
理
論
化
さ

れ
る
と
、
禅
宗
の
僧
侶
が
用
い

て
い
た
空
腹
を
紛
ら
わ
す
「
懐

石
」
の
よ
う
な
、
し
の
ぎ
程
度

の
軽
い
食
事
と
い
う
意
味
で

「
会
席
」と
同
じ
音
の「
懐
石
」と

言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、「
懐
石
」
と
は

本
来
一
汁
三
菜
（
も
し
く
は
二

菜
）
程
度
の
軽
い
も
の
で
し
た
。

更
に
こ
の
三
菜
が
「
刺
身
（
向

付
）」「
煮
物
椀
」「
焼
き
物
」
と

決
め
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
、
こ

の
後
に
「
預
け
鉢
」（
あ
る
い
は

「
進
め
鉢
」）
と
い
う
炊
き
合
わ

せ
な
ど
の
料
理
が
出
さ
れ
、
最

後
に
「
菓
子
」
と
な
り
ま
す
。

こ
の
料
理
の
合
間
に
酒
が
振
舞

わ
れ
ま
す
。「
懐
石
」
と
い
う
言

葉
に
中
に
料
理
も
含
ま
れ
て
い

る
の
で
「
懐
石
料
理
」
と
は
言

い
ま
せ
ん
。

で
は
「
会
席
料
理
」
は
と
い

う
と
、
茶
道
と
は
関
係
な
く
料

理
や
お
酒
を
楽
し
み
な
が
ら
い

た
だ
く
料
理
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
茶
道
の

よ
う
な
特
別
な
作
法
は
あ
り
ま

せ
ん
。
料
理
の
量
も
し
の
ぎ
程

度
で
は
な
く
、
十
分
に
振
舞
わ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
献
立
は
「
懐

石
」
に
な
ら
い
一
汁
三
菜
が
基

本
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
酒
の

肴
と
し
て「
お
通
し
」「
揚
げ
物
」

「
蒸
し
物
」「
和
え
物
」「
酢
の
物
」

な
ど
が
添
え
ら
れ
ま
す
。

「
懐
石
」
と
「
会
席
料
理
」
の

違
い
は
、
御
飯
と
汁
が
出
さ
れ

る
順
番
で
す
。「
懐
石
」
で
は
茶

が
目
的
な
の
で
最
初
に
出
さ
れ

ま
す
が
、
お
酒
を
楽
し
む
こ
と

を
目
的
と
し
た
「
会
席
料
理
」

で
は
、
最
後
に
香
の
物
を
添
え

て
出
さ
れ
ま
す
。
本
来
、
歌
会

な
ど
の
宴
席
で
出
さ
れ
て
い
た

「
会
席
料
理
」が
贅
を
尽
く
し
た

も
の
で
あ
る
の
は
今
も
昔
も
変

わ
り
ま
せ
ん
が
、
し
の
ぎ
程
度

で
あ
っ
た
は
ず
の
「
懐
石
」
が

今
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
客

を
迎
え
る
側
の「
お
も
て
な
し
」

の
心
を
表
す
た
め
で
あ
る
と
い

い
ま
す
。
茶
の
湯
そ
の
も
の
が

日
本
仏
教
独
特
の
感
性
で
あ
る

「
わ
び
さ
び
」と
深
い
関
わ
り
の

中
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
て
も
「
懐
石
」
の
意
味
を

懐
に
抱
き
つ
つ
召
し
上
が
っ
て

み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

 
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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こ
の
夏
、
映
画
「
シ
ン
・
ゴ

ジ
ラ
」
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。
九

月
上
旬
の
時
点
で
観
客
動
員
数

は
四
百
二
十
万
人
を
超
え
た
と

い
う
。
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
幅
広
い
年
齢
層
が
楽
し
め
る

点
が
、
興
行
的
成
功
の
原
因
と

い
わ
れ
て
い
る
。

私
も
久
し
ぶ
り
に
映
画
館
に

足
を
運
ん
だ
。
大
画
面
の
中
で

縦
横
無
尽
に
暴
れ
ま
わ
る
ゴ
ジ

ラ
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
核
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
恐
ろ
し
さ
を
表
し
て

い
る
よ
う
だ
。
ま
さ
に
そ
の
映

像
は
、
東
日
本
大
震
災
の
時
の

原
発
事
故
を
想
起
さ
せ
る
。

今
回
の
ゴ
ジ
ラ
映
画
の
特
徴

は
、
ゴ
ジ
ラ
が
途
中
で
進
化
し

姿
を
変
え
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
最
初
東
京
湾
に
姿
を
現
し

た
時
、
政
府
は
そ
の
未
確
認
生

物
が
「
水
生
生
物
」
で
あ
る
と

の
見
解
を
出
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
陸
に
上
が
る
こ
と
は
な
い
、

上
陸
し
た
と
た
ん
に
死
ん
で
し

ま
う
と
発
表
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、「
不
必
要
に
国
民

の
不
安
を
あ
お
る
べ
き
で
は
な

い
」
と
い
う
、
お
決
ま
り
の

「
国
民
へ
の
配
慮
」が
は
た
ら
い

て
い
る
。
し
か
し
予
想
に
反
し

て
、
ゴ
ジ
ラ
は
陸
上
生
物
へ
と

進
化
を
遂
げ
、
事
態
は
一
変
す

る
。
そ
こ
で
は
ま
た
「
想
定
外

の
事
態
」
と
い
う
、
う
ん
ざ
り

す
る
ほ
ど
聞
き
慣
れ
た
言
葉
が

飛
び
交
う
。

「
ゴ
ジ
ラ
撃
退
」
が
、
自
衛
隊

の
出
動
要
件
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
の
憲
法
議
論
の
末
、
よ
う

や
く
政
府
は
自
衛
隊
の
出
動
を

決
断
す
る
。
し
か
し
政
治
家
た

ち
は
、
そ
の
時
点
で
ゴ
ジ
ラ
を

撃
退
し
た
後
の
政
局
の
こ
と
を

考
え
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
主

人
公
の
矢
口
蘭
堂
（
内
閣
官
房

副
長
官
）
は
、
彼
ら
の
考
え
を

「
根
拠
の
な
い
楽
観
主
義
」と
非

難
す
る
。
彼
は
、
そ
の
「
根
拠

の
な
い
楽
観
主
義
」
こ
そ
が
、

日
本
を
先
の
大
戦
に
巻
き
込
み
、

多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
の
だ

と
言
う
の
だ
。

「
根
拠
の
な
い
楽
観
主
義
」

「
国
民
へ
の
配
慮
」「
想
定
外
の

事
態
」
と
い
う
三
つ
の
単
語
を

つ
な
げ
て
み
る
と
、
今
も
昔
も

変
わ
ら
な
い
日
本
の
政
府
の
姿

勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
の
映
画
で
も
、
こ
の
三
つ
の

繰
り
返
し
が
、
緊
急
事
態
へ
の

対
応
を
ど
ん
ど
ん
遅
ら
せ
て
い

く
。
そ
し
て
つ
い
に
日
米
安
保

に
よ
る
米
軍
の
出
動
に
ま
で
事

態
は
及
ん
で
い
く
。

こ
の
作
品
は
、
一
九
五
四
年

に
作
ら
れ
た
初
代
ゴ
ジ
ラ
を
強

く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
核
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
象
徴
で
あ
る
巨
大
生

物
ゴ
ジ
ラ
に
、
人
類
は
ど
う
立

ち
向
か
え
ば
い
い
の
か
と
い
う

テ
ー
マ
は
共
通
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方

は
、
か
な
り
違
っ
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
九
五
四
年
度
版
は
、
科
学

技
術
は
人
間
に
と
っ
て
善
か
悪

か
と
い
っ
た
、
文
明
批
判
の
色

彩
が
色
濃
い
も
の
だ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
今
回
の
も
の
は
、
そ

う
い
っ
た
哲
学
的
問
題
は
影
を

潜
め
、
科
学
技
術
そ
の
も
の
よ

り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
扱
う

我
々
の
社
会
の
問
題
、
す
な
わ

ち
政
治
の
問
題
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
。
つ
ま
り
、
科
学
技
術

の
是
非
で
は
な
く
、
そ
れ
を
扱

う
日
本
の
政
治
の
未
熟
さ
と
制

度
的
不
備
を
描
い
て
い
る
の
で

あ
る
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

「
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
」

映
画
の
紹
介

　

平
成
二
十
九
年

　
　
　
　

年
忌
法
要
の
案
内

　
一
周
忌　
　
　
　

平
成
二
十
八
年
死
亡

三
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
七
年
死
亡

七
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
三
年
死
亡

十
三
回
忌　
　
　

平
成
十
七
年
死
亡

十
七
回
忌　
　
　

平
成
十
三
年
死
亡

二
十
五
回
忌　
　

平
成
五
年
死
亡

三
十
三
回
忌　
　

昭
和
六
十
年
死
亡

五
十
回
忌　
　
　

昭
和
四
十
三
年
死
亡
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私
は
、十
三
年
前
か
ら
、金
沢

市
内
の
某
私
立
高
校
の
数
学
の

非
常
勤
講
師
を
勤
め
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
今
二
学
期
の
中
間
テ

ス
ト
が
終
わ
り
、
採
点
を
済
ま

せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
つ
も
思

う
こ
と
だ
が
、数
学
と
い
う
教
科

は
、嫌
い
な
生
徒
に
と
っ
て
は
、ど

う
し
て
？
と
思
う
ほ
ど
嫌
な
も

の
ら
し
い
。私
自
身
は
、
結
構
面

白
い
と
思
っ
て
教
え
て
い
る
つ
も

り
だ
が
、
ど
う
も
そ
れ
が
生
徒

に
伝
わ
ら
な
い
。

そ
ん
な
日
々
の
中
で
、
本
棚
に

あ
っ
た『
小
説　

フ
ェ
ル
マ
ー
の
最

終
定
理
』と
い
う
本
を
ふ
と
手
に

取
っ
た
。本
の
帯
に
あ
る
「
数
学
っ

て
愛
な
ん
だ
」と
い
う
言
葉
が
目

を
引
い
た
。「
や
は
り
私
に
は
生

徒
に
対
す
る
愛
が
足
り
な
い
の

か
な
。」と
思
い
な
が
ら
、ペ
ー
ジ

を
め
く
っ
た
。

思
い
の
ほ
か
、
そ
れ
は
恋
愛
小

説
だ
っ
た
。そ
れ
も
、
フ
ェ
ル
マ
ー

の
最
終
定
理
に
関
心
を
持
っ
た

若
い
男
女
の
、で
あ
る
。

こ
こ
で
フ
ェ
ル
マ
ー
の
最
終
定

理
に
つ
い
て
の
解
説
は
退
屈
な

だ
け
だ
ろ
う
。（
と
思
っ
た
が
、
興

味
の
あ
る
方
は
、
最
後
の
解
説

を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。）

後
半
部
分
で
、
主
人
公
の
恋

人
は
言
う
の
だ
。「
で
も
、
中
身

は
わ
か
ら
な
く
て
も
、こ
ん
な
に

単
純
な
問
題
に
三
世
紀
半
も
世

界
中
の
数
学
者
が
挑
ん
で
き
た

と
い
う
話
は
、
公
式
一
個
覚
え

る
よ
り
よ
っ
ぽ
ど
お
も
し
ろ
い
わ

よ
ね
」

確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。

今
の
学
校
教
育
の
現
場
で
は
、す

で
に
出
来
上
が
っ
た
理
論
な
り

公
式
を
、何
の
疑
い
も
持
た
ず
に

覚
え
、
応
用
す
る
こ
と
だ
け
が

要
求
さ
れ
る
。そ
し
て
、
一
般
の

学
生
が
、
数
学
の
未
解
決
問
題

に
興
味
を
持
ち
、
研
究
す
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え

な
い
。そ
れ
は
、大
学
に
入
っ
て
か

ら
、
限
ら
れ
た
人
々
に
の
み
許
さ

れ
た
悦
楽
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
私
は
、
こ
の
話
は
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
だ
と
思
う
。
冒
頭
の

部
分
に
も
、「
こ
の
も
の
が
た
り

は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。が
、
数

学
史
に
関
す
る
記
述
は
、
お
お

か
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
ま

す
。」と
あ
る
。こ
の
テ
キ
ト
ー
さ

が
い
い
の
だ
ろ
う
。

こ
の
本
の
お
か
げ
で
、
少
し
は

生
徒
た
ち
に
優
し
く
な
れ
そ
う

な
気
が
す
る
。　

フ
ェ
ル
マ
ー
の
最
終
定
理

十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
数

学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
フ
ェ
ル
マ
ー

（
一
六
〇
一
年
～
一
六
六
五
年
）

が
、
予
想
し
た
定
理
で
あ
る
。彼

は
、
あ
る
数
学
書
の
余
白
に
、

「
３
以
上
の
自
然
数 
n 
に
つ
い

て
、
n
Ｘ
+
n

Ｙ
＝
n

Ｚ
と
な
る
自

然
数
の
組 
（
x
、 
y
、 
z
）は
存

在
し
な
い
」
と
い
う
メ
モ
を
書
き

込
ん
だ
。本
人
は
、
そ
れ
を
証
明

し
た
と
記
し
て
い
る
が
そ
の
証

明
は
ど
こ
に
も
残
っ
て
い
な
い
。

ｎ
が
２
の
と
き
は
、
直
角
三

角
形
の
三
辺
の
長
さ
に
つ
い
て
成

り
立
つ
「
三
平
方
の
定
理
」
の
式

に
な
る
。
こ
れ
を
満
た
す
自
然

数
の
解
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
数
と
い

わ
れ
て
い
る
。そ
の
中
で
も
、３
、

４
、
５
と
い
う
自
然
数
解
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

ｎ
が
３
以
上
の
時
に
は
、
こ
の
よ

う
な
自
然
数
解
は
存
在
し
な
い

と
い
う
の
だ
。

こ
の
定
理
は
、
フ
ェ
ル
マ
ー
の

大
定
理
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、

長
ら
く
証
明
も
反
証
も
な
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
フ
ェ
ル
マ
ー

予
想
と
も
称
さ
れ
た
。
三
六
〇

年
後
の
一
九
九
五
年
二
月
十
三

日
に
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
、

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ワ
イ
ル
ズ
に
よ
っ

て
完
全
に
証
明
さ
れ
、ワ
イ
ル
ズ

の
定
理
あ
る
い
は
フ
ェ
ル
マ
ー
・
ワ

イ
ル
ズ
の
定
理
と
も
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。 榎
榎
榎
榎 （
彰
）

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◎
春
彼
岸
法
要

三
月
二
十
日
（
祝
）

　

午
後
二
時
よ
り

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

『
小
説

　

フ
ェ
ル
マ
ー
の

　
　

最
終
定
理
』

日
沖
桜
皮 

著

株
式
会
社
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

本
の
紹
介

　

ひ　
お
き 
か　
に　
わ

◆
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  　

三
月　

杉
谷　
　

淨

 
榎 
　

四
月　

荒
木　

範
夫

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
。

◎
春
彼
岸

　

河
上
真
琴
創
作
展

　

三
月
十
七
日（
金
）～

　

二
十
三
日（
木
）

◎
春
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

　

三
月
二
十
日
（
祝
）

　

午
後
二
時
よ
り

　

講
師　

幸
村　
　

明

各
寺
の
ご
案
内


