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若
い
頃
に
ア
メ
リ
カ
の
ラ
ス
ベ
ガ

ス
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。上
の

写
真
は
そ
の
時
の
も
の
で
す
。二
十
歳

そ
こ
そ
こ
で
行
っ
た
中
米
旅
行
の
つ

い
で
に
、ロ
ス
か
ら
素
泊
ま
り
の
バ
ス

ツ
ア
ー
に
参
加
し
て
の
数
時
間
だ
け

の
滞
在
で
し
た
。ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
も

分
か
ら
な
い
ま
ま
、デ
ィ
ー
ラ
ー
に
教

え
て
も
ら
い
な
が
ら
小
銭
で
ち
ま
ち

ま
遊
ん
で
き
た
と
い
う
記
憶
が
あ
り

ま
す
。今
の
ラ
ス
ベ
ガ
ス
は
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
の
町
に
な
っ
た
よ
う
で

す
が
、当
時
は
博
打
と
酒
と
女
の
町
と

い
う
雰
囲
気
で
、私
の
よ
う
な
貧
乏
旅

行
者
は
、
好
奇
心
の
塊
に
な
っ
て
、
町

の
隅
っ
こ
の
方
を
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と

し
て
い
ま
し
た
。

　

賭
け
事
の
目
的
の
一
つ
が
お
金
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。お

金
が
無
い
た
め
に
、病
院
や
学
校
に
行

け
な
い
子
ど
も
た
ち
は
世
界
中
に
溢

れ
て
い
ま
す
。職
を
求
め
て
故
郷
を
捨

て
都
会
に
来
た
も
の
の
、思
う
よ
う
な

仕
事
が
得
ら
れ
な
い
人
た
ち
が
つ
く

る
ス
ラ
ム
街
も
、途
上
国
で
は
珍
し
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。も
っ
と
お
金

さ
え
あ
れ
ば
、と
思
っ
て
い
る
人
は
多

い
は
ず
で
す
。

　

た
だ
、賭
け
事
の
目
的
は
お
金
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
思
い
通
り

に
な
っ
た
時
の
興
奮
と
、負
け
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
ス
リ
ル
で
す
。こ
の

興
奮
と
ス
リ
ル
が
ス
ト
レ
ス
を
解
消

し
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
。自
分
を
苦

し
め
る
現
実
か
ら
眼
を
そ
ら
す
こ
と

が
出
来
る
の
で
す
。
し
か
し
、こ
れ
が

ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
対
す
る
依
存
症
を
生

み
ま
す
。今
問
題
に
な
っ
て
い
る
ネ
ッ

ト
依
存
症
は
、こ
の
興
奮
と
ス
リ
ル
だ

け
に
特
化
し
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と
も
い

え
ま
す
。も
ち
ろ
ん
運
営
し
て
い
る
と

こ
ろ
は
儲
か
る
の
で
す
が
。

　

仏
教
と
は
、現
実
と
向
き
合
い
な
が

ら
も
、過
度
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
開
放
し

て
く
れ
る
教
え
で
す
。楽
に
生
き
る
こ

と
の
極
み
が
「
極
楽
」
な
の
で
す
か
ら
。

た
ま
に
現
実
を
忘
れ
る
こ
と
も
気
分

転
換
に
な
り
ま
す
が
、ち
ゃ
ん
と
現
実

に
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
、現
実
そ
の
も

の
を
失
い
か
ね
ま
せ
ん
。も
っ
と
上
手

に
生
き
る
す
べ
を
仏
教
か
ら
学
ん
で

み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

　

ス
ト
レ
ス
と
依
存
症

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨　

外
道
の
所
有
の
三
昧
は
、

み
な
見
愛
我
慢
の
心
を
離
れ
ず
れ
ず
、

世
間
の
名
利
恭
敬
に
貪
着
す
る
が

ゆ
え
な
り

 
厭
厭
厭
厭
厭
厭
厭 
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
（
末
）

『
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
（
本
・
末
）

か
ら
な
る
。
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「
民
話
」に
出
会
っ
た
の
は
い

つ
だ
っ
た
か
な
。
子
ど
も
の
頃

「
ま
ん
が
日
本
む
か
し
ば
な
し
」

が
毎
週
楽
し
み
だ
っ
た
。
そ
れ

か
ら
布
団
の
中
で
毎
夜
聞
い
た

父
母
の
お
は
な
し
。「
エ
ル
マ
ー

の
冒
険
」「
長
く
つ
下
の
ピ
ッ

ピ
」。世
界
中
の
お
は
な
し
に
胸

を
躍
ら
せ
た
。

　

大
人
に
な
っ
て
出
産
し
た
頃

に
は
、
す
で
に
「
お
は
な
し
会
」

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
図
書

館
や
学
校
で
、
お
ば
ち
ゃ
ん
た

ち
が
お
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
る

会
。
す
ぐ
に
私
が
そ
の
世
界
に

魅
了
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、

や
っ
ぱ
り
子
ど
も
時
代
の
記
憶

が
宝
物
だ
っ
た
か
ら
か
な
。
小

学
校
や
図
書
館
で
こ
ど
も
た
ち

に
絵
本
や
紙
芝
居
、
語
り
、
わ

ら
べ
う
た
、
お
は
な
し
を
語
り

始
め
た
。

　

囲
炉
裏
で
民
話
を
語
る
と
い

う
習
慣
が
す
で
に
な
い
時
代
に

育
っ
た
私
た
ち
は
、
残
念
な
が

ら
昔
の
こ
ど
も
た
ち
の
よ
う
に

口
伝
で
民
話
を
覚
え
る
こ
と
は

か
な
わ
な
い
。
け
れ
ど
、
先
人

が
記
録
に
残
し
て
く
れ
た
言
葉

を
「
音
」
に
も
ど
し
て
語
り
伝

え
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
今
の

子
ど
も
た
ち
は
わ
た
し
た
ち
み

た
い
に
活
字
で
じ
ゃ
な
く
、
耳

で
民
話
を
覚
え
る
世
代
に
な
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
民
話
は
再

び
「
口
承
文
芸
」
と
し
て
よ
み

が
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

　

魂
に
言
葉
が
届
い
た
瞬
間
、

人
は
と
て
も
美
し
い
表
情
を
す

る
。
空
気
が
シ
ン
、
と
音
を
立

て
て
鎮
ま
り
、
瞳
が
透
明
に
深

度
を
増
す
。
時
々
そ
ん
な
美
し

い
瞬
間
に
出
会
う
。

　

民
話
に
は
、
祖
先
た
ち
が
後

世
に
語
り
継
ぎ
た
い
真
実
が
語

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
深
い
思
い

が
、
今
も
私
た
ち
の
魂
を
揺
さ

ぶ
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
住
む
土
地
の
物
語
は
、

子
ど
も
た
ち
に
誇
り
と
自
信
と

勇
気
を
与
え
る
。「
こ
の
土
地
に

伝
わ
る
お
は
な
し
だ
よ
」
と

言
っ
た
瞬
間
、
聞
き
手
の
瞳
が

ぐ
ん
と
輝
く
。
子
ど
も
た
ち
は

そ
れ
を
「
本
当
の
物
語
」
だ
と

信
じ
る
。
だ
っ
て
、
私
自
身
が

「
真
実
」を
語
っ
て
い
る
か
ら
ね
。

本
当
だ
と
思
わ
な
い
物
語
は
語

ら
な
い
よ
。

　

こ
こ
石
川
県
の
民
話
は
、
ほ

と
ん
ど
「
人
で
は
な
い
も
の
」

と
人
間
と
の
交
流
の
物
語
だ
っ

た
り
す
る
。
天
狗
、
龍
、
河
童
、

狐
、
狸
、
か
ぶ
そ
…
。
民
話
の

中
に
は
そ
ん
な「
異
な
る
も
の
」

た
ち
が
確
か
に
息
づ
い
て
い
る
。 　

「
人
で
は
な
い
も
の
」た
ち
の

存
在
を
感
じ
る
こ
と
は
、
実
は

と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
。
人
は

地
球
の
支
配
者
だ
ろ
う
か
？
人

が
一
番
賢
い
の
だ
ろ
う
か
？
民

話
に
は
人
の
驕
り
を
笑
い
飛
ば

す
叡
智
と
た
く
ま
し
さ
が
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
東
日
本
大
震
災
。

あ
の
日
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
。

建
物
を
飛
び
出
す
と
町
中
の
人

た
ち
が
空
を
見
上
げ
て
い
た
。

空
に
は
電
線
が
ゆ
ら
り
と
揺
れ
、

ま
る
で
ゴ
ジ
ラ
か
何
か
の
映
画

の
１
シ
ー
ン
の
よ
う
だ
っ
た
。

ふ
わ
ふ
わ
と
し
た
非
現
実
感
の

な
か
、
世
界
は
反
転
し
た
ま
ま

戻
ら
な
い
。
悪
夢
か
ら
目
の
覚

め
な
い
よ
う
に
。
私
は
子
ど
も

と
石
川
へ
と
逃
れ
た
。
で
も
悪

夢
は
覚
め
な
い
。

　

そ
ん
な
中
で
正
気
を
保
つ
手

段
は
「
語
る
」
こ
と
だ
っ
た
。

今
何
が
起
き
て
い
る
の
か
語
る

こ
と
。
未
来
へ
の
想
い
を
か
た

る
こ
と
。
過
去
を
振
り
返
る
こ

と
。

　

加
賀
藩
か
ら
相
馬
藩
へ
移
民

し
た
歴
史
を
描
い
た
「
相
馬
移

民
奇
譚
」。こ
の
朗
読
劇
を
見
て

「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
聞
い
て

き
た
話
そ
の
も
の
だ
」
と
喜
ん

で
く
れ
た
人
が
い
た
。
ミ
ヒ
ャ

エ
ル
エ
ン
デ
の
「
モ
モ
」
に
描

か
れ
る
世
界
は
今
の
日
本
そ
の

も
の
だ
と
思
っ
た
。

　

こ
の
夏
上
演
す
る
朗
読
劇

「
空
の
村
号
」は
飯
舘
村
全
村
避

難
を
取
材
し
た
現
代
の
民
話
だ
。

震
災
後
避
難
移
住
し
た
私
達
と

支
援
者
に
よ
る
舞
台
。
そ
れ
ぞ

れ
の
、
自
分
自
身
の
物
語
。

　

こ
れ
か
ら
も
私
は
語
り
続
け

る
。
物
語
が
語
っ
て
ほ
し
い
と

呼
び
掛
け
る
限
り
。

奈
良
井
伸
子

「
語
り
部
」
と
い
う
な
り
わ
い

奈
良
井
伸
子

一
九
六
九
年　

金
沢
市
生
ま
れ
。

小
学
校
時
代
よ
り
演
劇
に
親
し

み
、
出
産
を
期
に
語
り
の
世
界
と

出
会
い
、
川
手
鷹
彦
に
師
事
。
東

京
で
震
災
に
遭
い
帰
郷
。
現
在
、

石
川
県
の
民
話
を
中
心
に
、
今
伝

え
る
べ
き
物
語
を
語
り
続
け
る
。

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
演
劇
人
、
野

外
活
動
な
ど
と
の
コ
ラ
ボ
に
も

意
欲
的
に
取
り
組
む
。
出
演
作

「
相
馬
移
民
奇
譚
」「
モ
モ
」「
虹

の
戦
士
」
な
ど
。
能
美
民
話
の
会

会
員
。
わ
ら
べ
う
た
と
え
ん
げ
き

の
広
場
は
ち
み
つ
主
宰
。

を
救
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
」
と

り
違
っ
た
教
え
で
あ
っ
た
の
で

思
禅
師
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
に

わ

ん
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が
宝
物
だ
っ
た
か
ら
か
な
。
小

び
「
口
承
文
芸
」
と
し
て
よ
み

た
ち
が
確
か
に
息
づ
い
て
い
る
。
「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
聞
い
て

　
 
恵  
思  
禅  
師 

え 

し 

ぜ
ん 

じ

　

初
期
仏
教
は
永
遠
の
魂
と
さ

れ
る
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
を
認

め
ま
せ
ん
で
し
た
が
（
無
我
）、

イ
ン
ド
で
は
一
般
に
輪
廻
転
生

が
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、

徐
々
に
仏
教
も
方
便
と
し
て
輪

廻
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
が
日
本
に
仏
教
が

伝
わ
っ
て
来
た
頃
に
は
、
仏
教

が
輪
廻
を
説
く
教
え
と
し
て
理

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
聖
徳
太
子
を
讃
え

て
作
ら
れ
た
『
皇
太
子
聖
徳
奉

讃
』
に
は
こ
れ
を
覗
わ
せ
る
次

の
よ
う
な
和
讃
が
あ
り
ま
す
。

仏
法
興
隆
の
た
め
に
と
て

衡
州
衡
山
に
ま
し
ま
し
て

数
十
の
身
を
へ
た
ま
い
て

如
来
の
遺
教
弘
興
し
き

有
情
を
濟
度
せ
む
た
め
に

恵
思
禅
師
と
お
わ
し
ま
す

衡
山
般
若
台
に
て
は

南
岳
大
師
と
ま
う
し
け
り

　

こ
こ
に
は
「
聖
徳
太
子
は
仏

教
を
広
め
る
た
め
に
、
過
去
に

何
十
回
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
中
国
に
お
い
て

は
恵
思
禅
師
（
南
岳
大
師
）
と

し
て
生
き
て
い
た
こ
と
が
あ

る
」
と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
聖

徳
太
子
の
前
世
が
恵
思
禅
師
で

あ
っ
た
と
い
う
説
は
親
鸞
聖
人

が
生
ま
れ
る
以
前
、
奈
良
時
代

に
は
既
に
広
が
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
こ
れ
は
聖
徳
太
子
自
身

が
語
っ
た
の
で
は
な
く
、
唐
招

提
寺
で
有
名
な
鑑
真
和
上
が
日

本
へ
招
聘
さ
れ
た
時
「
か
つ
て

南
岳
恵
思
禅
師
が
亡
く
な
っ
た

後
、
日
本
の
王
子
と
し
て
生
ま

れ
変
わ
り
、
仏
教
を
広
め
衆
生

を
救
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
」
と

答
え
た
と
さ
れ
る
逸
話
に
因
る

よ
う
で
す
。
鑑
真
和
上
が
何
度

も
遭
難
し
な
が
ら
も
日
本
に
渡

ろ
う
と
し
た
の
は
、
尊
敬
す
る

恵
思
禅
師
を
慕
っ
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
恵
思
禅
師
と
は
六
世
紀

に
活
躍
し
た
中
国
の
僧
で
、
日

本
の
天
台
宗
の
ル
ー
ツ
で
あ
る

中
国
天
台
宗
の
第
二
祖
と
さ
れ

る
人
で
す
。
ち
な
み
に
開
祖
は

『
正
信
偈
』で
も
お
な
じ
み
の
竜

樹
で
す
。
実
際
に
は
三
祖
と
さ

れ
る 
智  
顗 
が
天
台
宗
を
興
し
て

ち 

ぎ

い
る
の
で
す
が
、
自
ら
を
祖
と

し
な
い
の
は
、
必
ず
師
を
た
て

る
と
い
う
仏
教
の
伝
統
で
す
。

イ
ン
ド
人
の
竜
樹
は
と
も
か
く
、

恵
思
は
智
顗
に
と
っ
て
直
接
の

師
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

伝
説
に
よ
り
ま
す
と
禅
に

よ
っ
て
悟
り
を
得
た
恵
思
禅
師

は
各
地
で
布
教
に
励
み
ま
す
が
、

当
時
の
仏
教
界
か
ら
激
し
い
迫

害
を
受
け
、
何
度
も
毒
殺
さ
れ

そ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

何
故
そ
こ
ま
で
嫌
わ
れ
た
の
か

は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
ま
で
の
仏
教
理
解
と
は
か
な

り
違
っ
た
教
え
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
各
地
を
転
々
と
す
る

う
ち
に
弟
子
も
増
え
、
光
州
の

大
蘇
山
で
智
顗
な
ど
の
弟
子
た

ち
に
『
法
華
経
』
と
『
大
品
般

若
経
』
を
中
心
と
し
た
教
え
を

説
い
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
迫

害
が
治
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
晩
年
に
は
智
顗
と

別
れ
、
門
弟
四
十
人
余
り
と
共

に
南
岳
衡
山
に
入
り
、
最
後
の

十
年
近
く
を
こ
こ
で
過
ご
し
て

い
ま
す
。
そ
の
教
え
は
、
初
期

に
は
厳
し
く
戒
律
を
守
り
禅
定

に
よ
っ
て
仏
と
衆
生
が
一
つ
に

な
る
「
一
心
」
を
得
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
ま
し
た
。
人
間
の

本
性
は
如
来
と
等
し
い
清
浄
な

も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

煩
悩
に
よ
っ
て
曇
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
、
座
禅
に
よ
っ
て

自
身
の
本
性
で
あ
る「
如
来
蔵
」

を
観
ず
る
こ
と
を
勧
め
た
の
で

す
。
し
か
し
晩
年
に
な
る
と
、

そ
の
教
え
は
『
法
華
経
』
に
重

点
が
移
り
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
が
仏
教
を
学
ん
だ

比
叡
山
は
『
法
華
経
』
を
中
心

と
す
る
天
台
宗
で
す
。
念
仏
系

の
仏
教
で
は
知
名
度
の
低
い
恵

思
禅
師
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
に

と
っ
て
は
中
国
を
代
表
す
る
偉

大
な
一
人
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
の
人
が
尊
敬
す
る
聖
徳

太
子
と
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
は
と
て
も
魅
力
的
な
こ

と
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
自
身
は
自
分
の
前
世

や
来
世
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
興

味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。
た
だ
、
自
分
の
尊
敬
す

る
先
師
方
が
、
自
分
た
ち
凡
夫

を
救
済
す
る
た
め
に
繰
り
返
し

こ
の
地
に
生
ま
れ
て
来
て
下

さ
っ
て
い
る
と
い
う
感
謝
の
念

は
抱
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
四
十
四
回

德
法
寺

杉　

谷　
　
　

淨
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も
う
一
つ
の
正
信
偈

　

寺
の
報
恩
講
に
お
参
り
さ

れ
た
こ
と
が
あ
る
方
な
ら
、
お

勤
め
の
中
で
、『 
正 

し
ょ
う 
信  
偈 
』
に

し
ん 

げ

大
変
よ
く
似
た
偈
文
が
唱
え

ら
れ
る
の
に
気
が
付
か
れ
た

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
、
通
称
『 
文  
類  
偈 
』
と
い
わ

も
ん 
る
い 

げ

れ
る
偈
文
で
、
報
恩
講
で
は
お

日
中
の
登
高
座
の
後
の
添
え

勤
め
で
用
い
ら
れ
る
偈
文
で

あ
る
。
通
常
大
変
早
口
で
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
聞

き
取
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
よ
く
聞
い
て
い
る

と
、「
西
方
不
可
思
議
尊
」
と

い
う
一
句
で
始
ま
る
こ
の
偈

文
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
耳
慣

れ
た
『
正
信
偈
』
の
文
言
が
出

て
く
る
。
ま
た
節
も『
正
信
偈
』

に
大
変
似
て
い
る
。

　

皆
さ
ん
が
慣
れ
親
し
ん
で

い
る
『
正
信
偈
』
は
、
親
鸞
聖

人
の
主
著
『
教
行
信
証
』（
正

式
に
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証

文
類
』）
の
中
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
実
は
親
鸞
聖
人
に
は
、

こ
れ
と
は
別
に
『
浄
土
文
類
聚

鈔
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
こ

の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の

が
、
今
述
べ
た
『
文
類
偈
』
で

あ
る
。

　
（
し
か
も
『
正
信
偈
』
の
正

式
名
称
が
、『
正
信
・
・
念
仏
偈
』
で
、

『
文
類
偈
』
の
正
式
名
称
が
『
念・

仏・
正
信
偈
』
だ
か
ら
、
や
や
こ

し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
判
り
や
す
い

よ
う
に
『
正
信
偈
』、『
文
類
偈
』

と
記
す
こ
と
に
す
る
。）

　
『
教
行
信
証
』
と
『
浄
土
文

類
聚
鈔
』
は
、
形
式
的
に
も
、

内
容
的
に
も
重
な
る
部
分
が

あ
る
が
、
後
者
の
方
が
圧
倒
的

に
短
い
。
そ
こ
で『
教
行
信
証
』

を
広
本
、『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
を
、

そ
の
内
容
を
要
約
し
た
と
い

う
意
味
で
、
略
本
と
呼
ぶ
こ
と

が
あ
る
。

　

さ
て
、
両
者
が
著
わ
さ
れ
た

順
番
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
り
、

い
ま
だ
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
は

聖
人
直
筆
の
も
の
が
現
存
し

て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

　

し
か
し
ど
ち
ら
が
先
か
と

い
う
問
題
は
、
研
究
者
の
間
で

は
少
な
か
ら
ず
重
要
な
問
題

で
あ
る
。
つ
ま
り
『
浄
土
文
類

聚
鈔
』
の
聖
経
と
し
て
の
重
要

性
に
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
略
本

が
先
な
ら
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か

に
広
本
の
草
稿
と
し
て
著
わ

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
完
全

な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
広
本
が
先
な
ら
ば
、
略
本

は
『
教
行
信
証
』
の
教
え
の
重

要
な
部
分
を
煮
詰
め
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
資
料
的

価
値
も
上
が
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
略
前
広
後
説

か
、
広
前
略
後
説
か
で
、
教
説

の
細
か
い
部
分
の
解
釈
が
微
妙

に
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
の
最
大
の
行
事

で
あ
る
報
恩
講
に
お
い
て
は
、

お
逮
夜
で
『
正
信
偈
』、
お
日

中
で
『
文
類
偈
』
の
順
番
で
勤

め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
報
恩
講
の

式
次
第
を
定
め
た
人
々
が
広

前
略
後
説
を
と
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
両
者
を
見
比
べ
る
と
、

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
は
荒
削
り

な
印
象
が
強
く
、『
教
行
信
証
』

の
方
が
文
章
も
整
っ
て
お
り

よ
り
完
成
度
が
高
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、『
浄
土
文
類
聚
鈔
』

は
『
教
行
信
証
』
の
草
稿
と
し

て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
略
前
広
後
説
が
現
在

で
は
一
般
的
で
あ
る
よ
う
だ
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

真
宗
豆
知
識

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 

　

八
月
五
日（
火
）

　

九
月
二
日（
火
）

　

十
月
七
日（
火
）

　

十
一
月
四
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
。

戸
の
初
期
の
代
表
作
で
あ
り
、

人
公
の
顔
が
唐
沢
寿
明
や
、
堺

の
作
品
の
主
要
な
要
素
が
、
こ

あ
る
。

本
の
紹
介
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文
類
』）
の
中
に
収
め
ら
れ
て
　

し
か
し
ど
ち
ら
が
先
か
と

な
印
象
が
強
く
、『
教
行
信
証
』

　

池
井
戸
潤
原
作
の
ド
ラ
マ
が
、

テ
レ
ビ
で
矢
継
ぎ
早
に
放
映
さ

れ
て
い
る
。『
半
沢
直
樹
』『
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
ゲ
ー
ム
』『
花
咲
舞
が

黙
っ
て
い
な
い
』・
・
・
・
ど
れ

も
高
視
聴
率
を
取
っ
て
い
る
と

い
う
。
何
を
隠
そ
う
私
も
そ
の

フ
ァ
ン
の
一
人
で
あ
る
。

　
『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
は
、
池
井

戸
の
初
期
の
代
表
作
で
あ
り
、

第
一
四
五
回
直
木
賞
受
賞
作
で

も
あ
る
。

　

主
人
公
の 
佃  
航  
平 
は
、
か
つ

つ
く
だ 
こ
う 
へ
い

て
ロ
ケ
ッ
ト
開
発
の
技
術
者
で

あ
っ
た
が
、
打
ち
上
げ
失
敗
の

責
任
を
取
ら
さ
れ
、
そ
の
任
を

解
か
れ
た
。
彼
は
、
父
の
残
し

た
佃
製
作
所
を
引
き
継
い
で
社

長
と
な
る
が
、
宇
宙
へ
の
夢
を

捨
て
き
れ
な
い
。
そ
ん
な
中
、

わ
ず
か
資
本
金
三
千
万
円
、
従

業
員
二
〇
〇
名
の
佃
製
作
所
は
、

最
高
水
準
の
ロ
ケ
ッ
ト
の
部
品

（
バ
ル
ブ
シ
ス
テ
ム
）の
開
発
に

成
功
す
る
・
・
・
・
・
。

　

読
み
進
め
る
に
つ
れ
て
、
主

人
公
の
顔
が
唐
沢
寿
明
や
、
堺

雅
人
に
か
さ
な
っ
て
く
る
か
ら

不
思
議
だ
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

池
井
戸
が
描
く
主
人
公
の
イ

メ
ー
ジ
は
一
定
し
て
い
る
。
権

力
に
媚
び
へ
つ
ら
う
こ
と
を
嫌

う
、
昔
気
質
の
実
直
な
頑
固
者
。

し
か
し
人
情
に
厚
く
、
仕
事
に

夢
と
生
き
が
い
を
求
め
て
い
る
。

個
人
的
に
も
共
感
で
き
る
人
物

像
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ロ
ケ
ッ
ト
開
発
を
国

か
ら
一
手
に
任
さ
れ
て
い
る
帝

国
重
工
研
究
所
に
と
っ
て
、
佃

製
作
所
の
バ
ル
ブ
シ
ス
テ
ム
は

何
と
し
て
も
手
に
入
れ
た
い
技

術
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は

ロ
ケ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
に
お
け
る

キ
ー
デ
バ
イ
ス
（
カ
ギ
を
握
る

重
要
な
部
分
）
だ
か
ら
だ
。
そ

こ
で
、
あ
の
手
こ
の
手
を
使
っ

て
佃
の
特
許
を
手
に
入
れ
よ
う

と
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
両
者

の
丁
々
発
止
の
ド
ラ
マ
が
展
開

さ
れ
る
。

　

弱
者
が
、
大
き
な
組
織
に
果

敢
に
挑
戦
し
、
最
後
に
鼻
を
明

か
す
と
い
う
筋
立
て
は
、
他
の

池
井
戸
作
品
に
も
共
通
し
て
い

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
彼

の
作
品
の
主
要
な
要
素
が
、
こ

の
作
品
に
す
べ
て
詰
ま
っ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

作
者
は
、
生
き
馬
の
目
を
抜

く
現
代
の
資
本
主
義
社
会
に
お

い
て
、
中
小
企
業
が
、
資
金
面

や
そ
の
他
に
お
い
て
、
い
か
に

困
難
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る

か
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

企
業
を
巡
る
二
つ
の
価
値
観
を

わ
か
り
や
す
い
形
で
対
置
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
採
算
と
効
率

を
重
視
す
る
大
企
業
の
論
理
と
、

手
作
業
と
品
質
に
こ
だ
わ
る
中

小
企
業
の
論
理
で
あ
る
。
そ
し

て
、
中
小
企
業
に
こ
そ
、
古
き

良
き
健
全
な
勤
労
観
の
も
と
で

プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
働
く
人
々

が
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る

の
だ
。

　

私
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
国

内
の
産
業
事
情
に
つ
い
て
不
案

内
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の

よ
う
な
名
も
な
い
企
業
の
実
直

な
職
人
気
質
が
日
本
の
産
業
を

支
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
や
や
自
信
を

失
い
か
け
た
私
た
ち
日
本
人
に
、

か
つ
て
の
雑
草
魂
を
思
い
出
さ

せ
て
く
れ
る
痛
快
さ
が
魅
力
で

あ
る
。

　

ち
な
み
に
本
作
品
は
三
上
博

主
演
で
w
o
w
o
ｗ
で
ド
ラ
マ

化
さ
れ
、
D
V
D
も
発
売
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
ぜ
ひ
見
て
み

た
い
と
思
う
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』

池
井
戸　

潤

小
学
館

一
七
〇
〇
円（
税
別
）

本
の
紹
介
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「
僧
伽
」
八
十
二
号
の
「
自
分

色
」
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
、

す
ぎ
た
カ
ズ
ト
さ
ん
が
個
人
で

発
行
し
て
い
る
雑
誌
で
す
。「
福

島
の
声
を
聴
き
、
語
り
合
い
、

そ
の
声
を
届
け
、
寄
り
添
い
、

三
・
一
一
以
降
の
生
き
方
を
模

索
す
る
新
雑
誌
」
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
で
、
原
発
事
故
で
今
な

お
多
く
の
方
々
が
様
々
な
問
題

に
直
面
し
て
い
る
福
島
の
今
を

届
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

事
故
の
あ
っ
た
二
〇
一
一
年

の
九
月
に
創
刊
号
が
発
行
さ
れ
、

今
年
の
五
月
に
は
八
号
を
迎
え

ま
し
た
。
今
回
は
、
す
ぎ
た
さ

ん
が
三
月
に
千
葉
の
房
総
半
島

か
ら
青
森
の
下
北
半
島
ま
で
を

車
で
取
材
し
て
き
た
ル
ポ
が
巻

頭
か
ら
七
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
四
十
枚

を
超
え
る
写
真
か
ら
は
ま
だ
先

の
見
え
な
い
復
興
の
様
子
が
覗

わ
れ
ま
す
。

　

三
号
と
三
・
一
一
号
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
相
馬
高
校
放
送
局

の
生
徒
達
が
、
卒
業
を
迎
え
る

に
あ
た
っ
て
今
ま
で
の
経
験
や

明
日
へ
の
思
い
を
語
っ
て
い
る

座
談
会
の
様
子
も
あ
り
ま
す
。

西
田
幾
多
郎
記
念
館
で
も
上
演

さ
れ
た
彼
女
た
ち
の
演
劇
は
全

国
で
話
題
と
な
り
ま
し
た
が
、

事
故
か
ら
三
年
が
経
ち
卒
業
を

迎
え
た
彼
女
た
ち
の
生
の
声
が

そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

他
に
、
い
わ
き
市
で
甲
状
腺

検
査
を
し
て
い
る
北
海
道
が
ん

セ
ン
タ
ー
の
医
師
や
、
飯
館
村

の
若
者
、
地
元
の
漁
師
の
方
の

声
な
ど
、
Ｔ
Ｖ
や
新
聞
に
出
て

い
る
専
門
家
で
は
な
い
、
現
地

の
人
た
ち
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
お
ま
け
で
す
が
、
私

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
四
ペ
ー
ジ

に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

他
に
も
盛
り
沢
山
の
内
容
で
す
。

　

す
ぎ
た
さ
ん
が
個
人
で
発
行

し
て
い
る
雑
誌
な
の
で
一
般
の

書
店
で
は
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ

ん
。
直
接
す
ぎ
た
さ
ん
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
ま
れ
る

か
、
德
法
寺
で
お
求
め
下
さ
い
。

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
あ
り
ま
す
。

六
〇
〇
円
の
中
か
ら
二
〇
〇
円

は
福
島
の
子
ど
も
た
ち
の
保
養

を
実
施
し
て
い
る
団
体
等
に
寄

付
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
是
非

一
度
手
に
と
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
。 榎
榎
榎
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

◎
秋
彼
岸
法
要

九
月
二
十
三
日
（
祝
）

午
後
二
時
よ
り

◎
報
恩
講

十
月
十
日
（
金
）

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 
榎 
八
月　

表　

美
智
子

 

九
月　

杉
谷　
　

淨

 

十
月　

幸
村　
　

明

 

十
一
月　

杉
谷　
　

淨

◎
秋
彼
岸

　

木
村
洋
介
写
真
展

　

九
月
二
十
日
（
土
）
か
ら

　
　
　

二
十
六
日
（
金
）
ま
で

◎
秋
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

　

九
月
二
十
三
日
（
祝
）

　

午
後
一
時
よ
り

　

講
師　

藤
原　

千
佳
子
氏

　

午
後
三
時
よ
り

　

Pray
forJapan  

上
映
会

各
寺
の
ご
案
内

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
德
法
寺
）

雑
誌
の
紹
介

『
Ｊ
‐
Ｏ
Ｎ
Ｅ
』

定
価　

六
〇
〇
円


