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昨
年
秋
に
、京
都
の
国
立
博
物
館
で

高
山
寺
所
蔵
の
「 
鳥  
獣 

ち
ょ
う 
じ
ゅ
う 
人  
物  
戯  
画 
」
が

じ
ん 
ぶ
つ 

ぎ 

が

展
示
さ
れ
ま
し
た
。平
安
時
代
か
ら
鎌

倉
時
代
に
か
け
て
描
か
れ
た
、日
本
最

古
の
漫
画
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
作
品

は
、
甲
乙
丙
丁
の
全
四
巻
に
わ
た
り
、

そ
の
長
さ
は
四
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え

ま
す
。
特
に
、
ウ
サ
ギ
や
サ
ル
、
カ
エ

ル
な
ど
が
擬
人
化
さ
れ
て
描
か
れ
て

い
る
甲
巻
は
誰
も
が
眼
に
し
た
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。絵
画
と
し
て
も

素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
が
、そ
こ
に
は

芸
術
作
品
に
は
決
し
て
描
か
れ
る
こ

と
の
な
い
、当
時
の
人
た
ち
の
生
活
の

様
子
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
ま

す
。
的
あ
て
や
腹
相
撲
、
首
相
撲
と

い
っ
た
遊
び
や
、博
打
で
丸
裸
に
さ
れ

た
男
と
そ
の
後
で
泣
く
女
な
ど
、今
の

日
本
に
は
無
い
も
の
か
ら
変
わ
ら
な

い
も
の
ま
で
、実
に
多
く
の
情
報
が
詰

め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
、明
ら
か
に
僧
侶
を
茶
化

し
て
い
る
場
面
が
数
箇
所
あ
り
ま
す
。

上
の
絵
は
そ
の
一
つ
で
す
。恰
幅
の
い

い
着
飾
っ
た
僧
侶
が
、と
て
も
仏
と
は

思
え
な
い
も
の
に
向
っ
て
読
経
し
て

い
ま
す
。
そ
の
後
に
は
、笑
い
な
が
ら

読
経
し
て
い
る
僧
侶
と
、居
眠
り
を
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
僧
侶
が
座
り
、

さ
ら
に
そ
の
後
に
は
泣
い
て
い
る
人

た
ち
が
い
ま
す
。こ
れ
は
鎌
倉
時
代
に

描
か
れ
た
丁
巻
の
絵
で
す
が
、こ
の
元

画
と
思
わ
れ
る
も
の
が
平
安
時
代
に

描
か
れ
た
甲
巻
に
あ
り
ま
す
。こ
ち
ら

で
は
カ
エ
ル
の
仏
に
対
し
て
サ
ル
の

僧
侶
が
読
経
し
、後
に
ウ
サ
ギ
と
キ
ツ

ネ
の
僧
侶
が
い
ま
す
。
他
に
も
、沢
山

の
供
物
を
も
ら
っ
て
ほ
く
そ
笑
む
サ

ル
の
僧
侶
の
絵
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
絵
を
寺
宝
と
し
て
伝
え
て
い

る
高
山
寺
は
、ひ
た
む
き
な
仏
教
へ
の

思
い
を
生
涯
貫
き
通
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
、
親
鸞
聖
人
と
同
時
代
の
僧
、

明
恵
上
人
の
寺
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
て
、本

来
の
目
的
を
見
失
う
こ
と
な
く
、常
に

初
心
を
忘
れ
な
い
た
め
に
は
、こ
の
よ

う
に
自
分
自
身
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な

視
線
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

自
分
に
対
す
る
陰
口
を
大
切
に
す
る

よ
う
に
と
い
わ
れ
た
、蓮
如
上
人
の
言

葉
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

自
身
を
俯
瞰
す
る

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨　

煩
は
、
み
を
わ
ず
ら
わ
す
。

悩
は
、
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
う
。

 
厭
厭
厭
厭
厭
厭
厭
厭
厭 
『
唯
信
鈔
勝
文
意
』

『
唯
信
鈔
勝
文
意
』

　

法
然
上
人
門
下
の
兄

弟
子
で
あ
る
聖
覚
法
印

が
書
か
れ
た
『
唯
信
鈔
』

を
親
鸞
聖
人
が
注
釈
し

た
も
の
。

高山寺蔵『鳥獣人物戯画』



僧　　　　　伽（サンガ） (２)第88号

ひ
ま
わ
り
教
室
に
は
、
医
療

的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
子
も
含

め
て
、
か
な
り
障
害
の
重
い
子

が
通
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

一
九
七
四
年
に
ス
タ
ー
ト
し
て

以
来
の
「
伝
統
」
と
言
え
ま
す
。

こ
の
「
障
害
」
の
重
さ
に
つ
い

て
は
一
応
の
基
準
が
あ
り
ま
す

が
、
社
会
の
も
の
さ
し
は
そ
れ

と
は
違
う
よ
う
で
す
。
以
前
は
、

今
か
ら
思
う
と
け
っ
こ
う
障
害

の
軽
い
子
が
「
障
害
が
重
い
か

ら
」
と
い
う
理
由
で
、
保
育
所

や
地
域
の
学
校
に
入
れ
て
も
ら

え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

最
近
は
、
そ
う
い
う
子
ら
も
保

育
所
へ
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
て
、
そ
の
意
味
で
は
社
会
の

受
け
入
れ
の
幅
が
広
が
っ
た
と

言
え
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
僕
は
、
日
頃
子
ど

も
た
ち
と
過
ご
す
時
、
子
ど
も

の
診
断
名
や
障
害
の
程
度
に
つ

い
て
は
、
全
く
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
無
頓
着
で
す
。
他
の
職
員

も
同
様
で
す
。
Ａ
ち
ゃ
ん
が
い

て
Ｂ
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
Ｃ
ち
ゃ

ん
が
い
て
Ｄ
ち
ゃ
ん
が
い
る
。

そ
れ
で
い
い
わ
け
で
す
。

Ａ
ち
ゃ
ん
は
絵
本
が
大
好
き

で
、
次
々
と
本
棚
か
ら
絵
本
を

出
し
て
は
、
パ
ラ
パ
ラ
と
め

く
っ
て
い
る
。
Ａ
ち
ゃ
ん
の
周

り
は
本
の
山
。

Ｂ
ち
ゃ
ん
は
歩
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、

お
ぼ
つ
か
な
い
足
ど
り
で
あ
っ

ち
へ
行
っ
た
り
こ
っ
ち
へ
行
っ

た
り
。
時
々
ド
ス
ン
と
お
尻
か

ら
落
ち
て
、
し
ば
ら
く
し
て
ま

た
立
ち
上
が
る
。

Ｃ
ち
ゃ
ん
は
大
き
な
音
や
声

が
怖
く
て
、
他
の
子
ら
や
大
人

た
ち
が
ノ
リ
ノ
リ
に
な
る
と
、

Ｃ
ち
ゃ
ん
の
顔
が
ひ
き
つ
っ
て

し
ま
う
。

Ｄ
ち
ゃ
ん
は
足
腰
が
し
っ
か

り
し
て
い
て
、
高
い
所
に
上
る

の
も
お
手
の
も
の
。
走
っ
た
り

跳
ん
だ
り
も
大
好
き
で
、
心
も

体
も
は
ず
ん
で
い
る
。

い
ろ
ん
な
子
が
い
て
、そ
れ
ぞ

れ
に
好
き
な
こ
と
が
あ
り
、苦
手

な
こ
と
や
怖
い
こ
と
が
あ
り
、そ

れ
ぞ
れ
に
現
在
取
り
組
ん
で
い

る
課
題
が
あ
る
。私
た
ち
は
そ
う

し
た
こ
と
の
一
つ
ひ
と
つ
を
気

に
か
け
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
と

遊
び
、食
事
や
排
泄
の
指
導
や
介

助
を
し
な
が
ら
の
日
々
で
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
子
ど
も
の

診
断
名
や
障
害
の
程
度
は
全
く

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
気
に
な
り

ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
こ
と

に
、
僕
の
話
を
聞
い
た
り
教
室

を
訪
れ
た
り
す
る
人
の
多
く
は
、

子
ど
も
の
「
障
害
名
」
や
「
障

害
の
程
度
」
を
知
ろ
う
と
し
ま

す
。「
あ
の
子
は
、
な
ん
と
い
う

障
害
で
す
か
」と
か「
そ
の
子
は
、

ど
の
程
度
の
遅
れ
が
あ
る
ん
で

す
か
」
と
か
。
そ
の
子
自
身
の

こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
と
い
う

よ
り
は
、
外
側
か
ら
な
が
め
て
、

レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
よ
う
に
し
て

子
ど
も
た
ち
を
捉
え
よ
う
と
し

ま
す
。

診
断
名
を
聞
い
て
も
、そ
の
子

自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
、本
当
は

何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。で
も
多
く

の
人
は
、そ
れ
を
聞
き
た
が
り
ま

す
。
知
り
た
が
り
ま
す
。
自
分
の

も
の
さ
し
を
使
っ
て
子
ど
も
の

こ
と
を
捉
え
た
い
よ
う
で
す
。そ

う
し
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。

他
方
僕
は
、
そ
の
子
自
身
を

理
解
し
よ
う
と
努
め
た
結
果
、

そ
の
子
の
こ
と
を
全
て
わ
か
っ

て
落
ち
着
け
て
い
る
か
と
言
え

ば
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
一
人
ひ

と
り
の
子
ど
も
に
つ
い
て
わ
か

ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
。
僕

が
も
し
、
他
の
人
た
ち
と
違
う

と
し
た
ら
、「
そ
の
子
の
こ
と
を

十
分
に
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
対
し
て
、
さ
ほ
ど
不
安

を
覚
え
ず
に
お
れ
る
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

Ａ
ち
ゃ
ん
や
Ｂ
ち
ゃ
ん
の
こ

と
を
一
〇
〇
％
わ
か
っ
て
い
る

か
ら
安
心
し
て
付
き
合
っ
て
い

る
、
と
い
う
よ
り
、「
子
ど
も
は

み
ん
な
謎
の
存
在
」「
そ
も
そ
も

他
人
の
す
べ
て
を
わ
か
る
は
ず

が
な
い
」
と
い
っ
た
思
い
で
子

ど
も
た
ち
と
過
ご
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、安
易
に
こ

ち
ら
の
も
の
さ
し
で
子
ど
も
を

云
々
す
る
こ
と
だ
け
は
し
な
い

で
お
こ
う
。な
る
べ
く
心
を
や
わ

ら
か
に
し
、目
の
前
の
子
ど
も
の

世
界
を
共
感
的
に
理
解
し
よ
う
。

そ
れ
が
、僕
の
子
ど
も
と
の
付
き

合
い
方
で
、そ
れ
は
け
っ
こ
う
楽

し
い
も
の
で
す
。

徳
田　

茂

心
を
や
わ
ら
か
に
し
て　

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

一
九
四
七
年
、
石
川
県
に
生
ま

れ
る
。
金
沢
大
学
文
学
部
卒
（
心

理
学
専
攻
）。
障
害
児
通
園
施
設

「
ひ
ま
わ
り
教
室
」
前
代
表
。「
白

山
・
野
々
市
つ
な
が
り
の
会
」
代

表
。「
障
害
児
を
普
通
学
校
へ
・

全
国
連
絡
会
」
代
表
。
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星
占
い

今
回
の
表
紙
に
高
山
寺
の

「
鳥
獣
人
物
戯
画
」の
こ
と
を
書

き
ま
し
た
が
、
京
都
国
立
博
物

館
で
開
か
れ
て
い
た
こ
の
展
示

に
、
高
山
寺
の
寺
宝
の
一
つ
と

し
て
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
『 
梵  
天  
火  
羅  
図 
』（
玄

ぼ
ん 
て
ん 

か 

ら 

ず

証
筆　

一
帖
）
が
あ
り
ま
し
た
。

実
は
こ
れ
は
密
教
の
占
星
術
が

記
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

月
・
火
・
水
・
木
・
金
・
土
・

日
の
七
曜
（
曜
と
は
光
り
輝
く

も
の
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で

は
月
と
太
陽
を
含
め
た
星
を
指

し
ま
す
。
現
在
の
曜
日
は
こ
れ

に
由
来
し
て
い
ま
す
）
に
羅
睺

（
ラ
ー
フ
）と
計
都（
ケ
ー
ト
ゥ
）

と
い
う
二
つ
の
架
空
の
星
を
加

え
た
九
曜
と
、
北
斗
七
星
の
真

言
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、先
勝
・
友
引
・
先
負
・

仏
滅
・
大
安
・
赤
口
は
六
曜
と

呼
ば
れ
、
や
は
り
占
い
に
使
わ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
国
か
ら

伝
わ
っ
た
即
吉
・
共
引
・
周
吉
・

虚
亡
・
泰
安
・
赤
口
が
日
本
で

変
化
し
た
も
の
で
す
。

高
山
寺
中
興
の
祖
と
さ
れ
る

明
恵
上
人
は
、『
華
厳
経
』
に
基

づ
く
華
厳
教
学
の
大
家
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
高

山
寺
が
伝
え
て
い
る
経
典
類
の

多
く
は
『
華
厳
経
』
に
関
す
る

も
の
が
多
く
を
占
め
ま
す
。
た

だ
、
中
国
で
は
華
厳
教
学
と
禅

は
密
接
に
関
係
し
て
い
た
た
め
、

明
恵
上
人
は
禅
に
も
精
通
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
当
時
日
本

で
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た

密
教
に
も
関
心
を
示
し
、
明
恵

上
人
独
特
の
華
厳
密
教
と
い
わ

れ
る
教
え
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
高
野
山
か
ら
多
く

の
密
教
経
典
も
高
山
寺
に
持
ち

込
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
明
恵
上
人

と
同
じ
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
親

鸞
聖
人
は
次
の
よ
う
な
和
讃
を

残
し
て
い
ま
す
。

五
濁
増
の
し
る
し
に
は

こ
の
世
の
道
俗
こ
と
ご
と
く

外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て

内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り

か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の

良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め

　

天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
つ

　

卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す

こ
こ
に
あ
る
「
道
俗
」
と
は
僧

侶
と
一
般
の
人
と
い
う
意
味
で

す
。
こ
の
世
が
濁
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
印
と
し
て
、
仏
教
の
僧

侶
や
そ
の
信
徒
が
、
表
向
き
は

仏
教
を
信
じ
て
い
る
よ
う
で
も
、

内
心
は
外
道
に
帰
依
し
て
い
る
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
日
に
ち
の

良
し
悪
し
を
神
々
に
手
を
合
わ

せ
な
が
ら
占
い
、
お
祈
り
を
す

る
こ
と
を
日
課
に
し
て
し
ま
っ

て
い
る
、
と
い
う
和
讃
で
す
。

占
い
の
歴
史
は
古
く
、
お
釈

迦
様
も
問
題
に
し
て
い
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
の
時
代
に
活
躍
し

た
六
師
外
道
と
い
わ
れ
る
宗
教

家
の
中
の
一
人
に
、マ
ッ
カ
リ
・

ゴ
ー
サ
ー
ラ
が
い
ま
す
。
彼
を

祖
と
す
る
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
カ
教

は
、
バ
ラ
モ
ン
教
や
ジ
ャ
イ
ナ

教
、
仏
教
な
ど
と
並
ぶ
イ
ン
ド

を
代
表
す
る
宗
教
で
し
た
。
万

物
は
宇
宙
を
支
配
す
る
原
理
に

よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ

お
り
「
人
間
の
努
力
は
無
駄
で

あ
る
」
と
い
う
宿
命
論
を
説
い

て
い
ま
す
。
そ
の
定
め
ら
れ
た

運
命
を
読
み
解
く
た
め
に
占
星

術
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
こ
の
教
え
を
最
も

危
険
で
下
等
で
あ
る
と
断
じ
て

い
ま
す
。
こ
の
教
え
は
宗
教
と

し
て
は
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
イ
ン
ド
占
星
術
な
ど
の

占
い
と
し
て
世
界
に
広
が
っ
て

い
ま
す
。

仏
教
が
イ
ン
ド
で
衰
退
し
て

行
く
中
で
、
次
第
に
バ
ラ
モ
ン

教
と
混
ざ
り
合
い
密
教
が
生
ま

れ
ま
す
。
こ
の
時
に
占
星
術
も

取
り
込
ま
れ
ま
す
。
空
海
に

よ
っ
て
密
教
が
日
本
に
伝
え
ら

れ
る
と
、
占
星
術
は
仏
教
の
一

部
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
恵
上

人
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
ま
し
た

が
、
親
鸞
聖
人
は
占
い
を
仏
教

と
は
相
容
れ
な
い
外
道
と
し
て

否
定
し
た
の
で
す
。
イ
ン
ド
占

星
術
そ
の
も
の
は
定
着
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が

「
前
世
か
ら
の
約
束
」と
い
う
言

い
方
で
、
こ
の
運
命
論
の
教
え

は
仏
教
に
混
入
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
憂
い
は

今
も
尽
き
る
こ
と
が
な
い
よ
う

で
す
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
四
十
五
回

德
法
寺

杉
　
谷
　
　
　
淨

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

二
月
三
日（
火
）

　

三
月
三
日（
火
）

　

四
月
七
日（
火
）

　

五
月
五
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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重
松
清
は
、
近
年
、
高
校
入

試
の
現
代
文
の
出
題
率
ナ
ン

バ
ー
ワ
ン
と
言
わ
れ
て
い
る
作

家
だ
。『
と
ん
び
』（
堤
真
一
主

演
）
と
い
う
ド
ラ
マ
を
、
以
前

テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。

父
と
子
の
半
生
を
描
い
た
も
の

だ
っ
た
が
、
妙
に
記
憶
に
残
る

も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
こ
こ
に
紹
介
す
る

『
流
星
ワ
ゴ
ン
』
も
、
父
と
子
を

描
い
た
作
品
で
あ
る
。
私
は
こ

の
二
つ
の
作
品
の
作
者
が
同
一

人
物
で
あ
る
こ
と
に
、
今
で
も

少
し
違
和
感
を
感
じ
て
い
る
。

『
と
ん
び
』
は
、
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ

う
な
父
と
息
子
の
人
生
を
リ
ア

ル
な
タ
ッ
チ
で
描
い
た
も
の
で

あ
っ
た
。一
方
、『
流
星
ワ
ゴ
ン
』

は
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
を
駆
使
し

た
、『
世
に
も
不
思
議
な
物
語
』

的
な
小
説
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
は
三
組
の
父
子

が
登
場
す
る
。
主
人
公
で
あ
る

永
田
一
雄
と
父
・
忠
雄
、
一
雄

と
息
子
の
広
樹
。
も
う
一
組
は
、

橋
本
と
呼
ば
れ
る
男
と
、
そ
の

息
子
・
健
太
。

実
は
、
最
後
の
父
子
は
、
す

で
に
事
故
で
死
ん
で
い
る

・
・
・
・
・
と
い

う
設
定
だ
。
橋
本
は
、
家
族
で

ド
ラ
イ
ブ
に
出
か
け
る
こ
と
を

夢
見
て
、
中
年
に
な
っ
て
か
ら

無
理
を
し
て
車
の
免
許
を
取
っ

た
。
し
か
し
初
め
て
出
か
け
た

信
州
の
観
光
道
路
で
事
故
に
遭

い
、
二
人
は
あ
っ
け
な
い
最
期

を
遂
げ
る
。
し
か
し
橋
本
父
子

の
霊
は
い
ま
だ
成
仏
で
き
ず
に
、

購
入
し
た
ワ
ゴ
ン
車
（
オ
デ
ッ

セ
イ
）
と
と
も
に
さ
ま
よ
っ
て

い
る
の
だ
。

一
方
、
主
人
公
永
田
一
雄
は
、

リ
ス
ト
ラ
さ
れ
、
家
庭
も
崩
壊

寸
前
の
、
さ
え
な
い
三
十
八
歳

の
中
年
男
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼

に
は
癌
で
死
に
か
け
て
い
る

父
・
忠
雄
が
い
る
。
も
と
も
と

父
が
苦
手
だ
っ
た
一
雄
は
、
当

然
、
父
に
近
況
を
素
直
に
話
せ

な
い
。
た
だ
自
ら
命
を
絶
つ
こ

と
を
考
え
な
が
ら
、
悶
々
と
し

た
日
々
を
送
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
一
雄
の
前
に
橋
本
父

子
の
乗
っ
た
ワ
ゴ
ン
車
が
現
れ

る
。
な
ぜ
だ
か
彼
ら
は
一
雄
の

身
の
上
を
す
べ
て
知
っ
て
い
て
、

一
雄
を
大
切
な
場
所

・
・
・
・
・
に
送
り
届

け
て
く
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、

一
年
前
の
東
京
の
雑
踏
の
中

だ
っ
た
。
思
え
ば
、
そ
こ
は
確

か
に
、
彼
の
運
命
の
歯
車
が
狂

い
始
め
た
分
岐
点
と
も
い
え
る

時
と
場
所
だ
っ
た
。

そ
し
て
そ
こ
に
現
れ
た
の
は
、

驚
い
た
こ
と
に
、
何
と
、
一
雄

と
同
い
年
の
、三
十
八
歳
の
父
・

忠
雄
だ
っ
た
。
も
と
も
と
父
は

裸
一
貫
で
事
業
を
立
ち
上
げ
た
、

気
骨
あ
ふ
れ
る
人
物
で
、
一
雄

と
は
正
反
対
の
性
格
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
父
が
自
ら
を
「
チ
ュ

ウ
さ
ん
」
と
名
乗
り
、
一
雄
の

力
に
な
っ
て
く
れ
る
と
い
う
。

そ
こ
か
ら
、
一
雄
の
壊
れ
か

け
た
人
生
の
、
も
つ
れ
た
運
命

の
糸
を
解
き
ほ
ぐ
す
道
の
り
が

始
ま
る
の
だ
が
・
・
・
・
・
。

こ
こ
に
重
松
が
主
人
公
に
語

ら
せ
た
独
白
が
あ
る
。
少
し
長

い
が
紹
介
し
た
い
。

「
三
十
八
年
生
き
て
き
て
、数

え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
人
に
出
会

い
、
い
く
つ
も
の
…
…
と
き
に

は
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
し

ま
う
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
関
係
を

結
ん
で
き
た
の
に
、
最
後
は
ひ

と
り
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
。
そ
ば
に

は
誰
も
残
ら
な
か
っ
た
。」

こ
れ
こ
そ
が
、
重
松
作
品
に

通
底
す
る
人
生
観
な
の
だ
と
思

う
。
人
は
一
生
の
う
ち
に
多
く

の
人
と
顔
を
合
わ
す
の
だ
が
、

そ
れ
は
単
に
目
の
前
を
通
過
し

て
い
く
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に

は
出
会
い
た
く
て
も
出
会
え
な

い
人
間
の
悲
し
み
が
あ
る
。
も

し
本
当
に
出
会
い
た
い
の
な
ら

ば
、
時
間
を
逆
行
さ
せ
る
し
か

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と

え
そ
れ
が
、
父
と
子
と
い
う
最

も
身
近
な
人
間
ど
う
し
の
関
係

だ
っ
た
と
し
て
も
。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

今
年
も
年
末
を
迎
え
、
年
忌

の
お
知
ら
せ
を
配
り
始
め
る
。

来
年
平
成
二
十
七
年
は
、
何
々

様
の
何
回
忌
で
す
と
い
う
お
知

ら
せ
だ
。
今
ま
で
多
く
の
人
を

お
見
送
り
し
て
き
た
。
寺
の
住

職
と
い
う
仕
事
も
つ
く
づ
く
因

果
な
仕
事
だ
と
思
う
。
私
の
目

の
前
に
多
く
の
人
が
現
れ
、

去
っ
て
い
っ
た
。
果
た
し
て
自

分
は
ど
れ
ほ
ど
の
人
と
出
会
う

こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
こ
の
『
流
星
ワ
ゴ

ン
』
は
、
来
年
一
月
か
ら
ド
ラ

マ
化
さ
れ
る
予
定
だ
。
主
人
公

の
一
雄
を
西
島
秀
俊
、
父
・
忠

雄
を
香
川
照
之
が
演
じ
る
と
い

う
。
か
つ
て
、
サ
ス
ペ
ン
ス
ド

ラ
マ
『
ダ
ブ
ル
フ
ェ
イ
ス
』
で
、

刑
事
と
や
く
ざ
を
演
じ
た
二
人

の
名
優
が
、
ど
ん
な
演
技
を
見

せ
て
く
れ
る
か
今
か
ら
楽
し
み

だ
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 　
（
彰
）

『
流
星
ワ
ゴ
ン
』

重
松
　
清 

著

講
談
社
文
庫

六
九
五
円

本
の
紹
介
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無  
為  
信 
（

む 

い 

し
ん

 
無  
為  
子 
）

む 

い 

し

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子

で
、
関
東
二
十
四
輩
の
第
十
一

番
で
あ
る
無
為
信
で
す
。

無
為
信
は
、
現
在
の
福
島
県

で
あ
る
岩
代
国
会
津
郡
柳
津

に
生
ま
れ
、
俗
名
は
武
田
信
勝

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
稲

田
で
親
鸞
聖
人
の
弟
子
と
な

り
、
親
鸞
聖
人
が
京
都
へ
戻
ら

れ
た
後
に
、
会
津
門
田
一
ノ
堰

に
無
為
信
寺
を
、
奥
州
宮
城
郡

（
現
在
の
宮
城
県
）
に
称
念
寺

を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

無
為
信
が
亡
く
な
っ
た
後

に
、
無
為
信
寺
は
磐
城
国
（
現

在
の
福
島
県
）
棚
倉
藩
主
内
藤

家
に
請
わ
れ
て
、
一
ノ
堰
か
ら

棚
倉
に
移
り
ま
す
が
、
内
藤
家

が
駿
河
国
（
現
在
の
静
岡
県
）

藤
枝
に
転
封
と
な
っ
た
た
め

に
、
無
為
信
寺
も
一
緒
に
藤
枝

に
移
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
、

京
都
六
条
に
移
り
ま
す
が
廃

寺
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
江

戸
時
代
に
な
っ
て
新
潟
に
再

興
さ
れ
ま
す
が
、
寺
が
転
々
と

し
た
上
に
一
旦
廃
寺
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
た
め
、
多
く
の
伝

承
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

な
ん
と
も
不
思
議
な
の
が

こ
の
法
名
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の

戒
名
や
法
名
は
漢
字
二
文
字

で
す
。「
無
為
」
と
は
、
仏
教

で
生
滅
し
た
り
変
化
し
た
り

し
な
い
永
遠
絶
対
の
真
実
を

あ
ら
わ
す
言
葉
で
、
常
に
変
化

し
続
け
る
「
有
為
」
の
反
対
語

で
す
。
で
す
か
ら
「
無
為
」
を

「
信
」
ず
る
と
い
う
法
名
は
、

意
味
と
し
て
は
お
か
し
く
は

無
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
別
の

名
前
が
彼
に
は
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
「
無
為
子
」
で
す
。
実
は

道
教
に
も
「
無
為
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
然

の
ま
ま
と
い
う
意
味
で
「
無
為

自
然
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は

「
道
」
と
並
ん
で
重
要
な
老
子

思
想
で
、『
老
子
』
の
中
に
頻

繁
に
登
場
し
て
い
ま
す
。
彼
が

親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
あ
る
と

同
時
に
、
道
教
の
道
士
で
あ
っ

た
と
し
た
な
ら
ば
、
最
後
に

「
子
」
の
付
く
名
前
も
三
文
字

の
法
名
も
頷
け
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
推
論
に

す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
聖
人
の

弟
子
に
は
修
験
道
の
行
者
も

い
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
道
教

の
道
士
が
い
た
と
し
て
も
お

か
し
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

逆
に
親
鸞
聖
人
が
、
宗
派
意
識

に
と
ら
わ
れ
ず
、
様
々
な
人
た

ち
と
交
流
を
も
っ
て
い
た
と

し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
ば
ら

し
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
無

為
信
の
寺
が
、
真
宗
の
歴
史
か

ら
一
度
消
え
た
こ
と
で
、
真
実

は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
今
は
福
島
県
の
会

津
に
「
無
為
信
」
と
い
う
名
前

の
日
本
酒
が
あ
る
そ
う
で
す
。

一
杯
飲
み
な
が
ら
消
え
て
し

ま
っ
た
歴
史
の
パ
ズ
ル
に
思

い
を
馳
せ
る
の
も
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

真
宗
人
物
伝
第
三
十
六
回

德
法
寺
　
杉
　
谷
　
　
　
淨

　

平
成
二
十
七
年

　
　
　
　

年
忌
法
要
の
御
案
内

　
一
周
忌　
　
　
　

平
成
二
十
六
年
死
亡

三
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
五
年
死
亡

七
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
死
亡

十
三
回
忌　
　
　

平
成
十
五
年
死
亡

十
七
回
忌　
　
　

平
成
十
一
年
死
亡

二
十
五
回
忌　
　

平
成
三
年
死
亡

三
十
三
回
忌　
　

昭
和
五
十
八
年
死
亡

五
十
回
忌　
　
　

昭
和
四
十
一
年
死
亡

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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◆
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　

三
月　

杉
谷　
　

淨

　
　
　

四
月　

細
川　

公
英

＊
一
月
・
二
月
は
天
候
が
悪
い

の
で
お
休
み
し
ま
す
。

◎
春
彼
岸

　

西
尾
賢
一
木
工
展

　

三
月
十
八
日
㈬
〜

　
　

二
十
四
日
㈫
ま
で

◎
春
彼
岸
中
日
及
び　

　

永
代
経
法
要

　

三
月
二
十
一
日
（
土
・
祝
日
）

　

午
後
二
時
よ
り

　

講
師　

藤
原　

正
洋 
氏

　

な
ん
だ
か
今
回
の
私
の
原
稿

に
は
、
ド
ラ
マ
の
題
名
や
俳
優

の
名
前
が
や
た
ら
多
く
出
て
き

て
し
ま
っ
た
。
別
に
年
末
年
始

に
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
見
る
こ
と

を
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。「
供
養
」
と
い
う
こ
と
の
意

味
を
、
読
者
の
皆
様
と
一
緒
に

考
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

年
末
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
か
人

を
神
妙
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
か
ら

不
思
議
だ
。
来
た
る
二
〇
一
五
年

が
、
皆
様
に
と
っ
て
素
晴
ら
し

い
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
。
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先
ほ
ど
『
流
星
ワ
ゴ
ン
』
の

紹
介
文
を
書
き
上
げ
た
ば
か
り

だ
。（
だ
か
ら
先
に
そ
ち
ら
を
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た

い
。）こ
の
高
倉
健
の
最
後
の
主

演
作
品
も
、
す
で
に
紹
介
し
た

重
松
清
の
小
説
と
同
一
の
テ
ー

マ
を
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
夫
婦
の

物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

富
山
で
刑
務
所
の
指
導
教
官
を

務
め
る
倉
島
英
二
に
、
亡
く

な
っ
た
妻
・
洋
子
か
ら
の
絵
手

紙
が
届
く
。
そ
こ
に
は
供
故
郷

の
海
に
散
骨
し
て
欲
し
い
僑
と

い
う
洋
子
の
想
い
が
記
さ
れ
て

い
た
。

　

そ
の
真
意
を
知
る
た
め
の
英

二
の
旅
が
始
ま
る
。富
山
か
ら
始

ま
り
、
飛
騨
高
山
、
京
都
、
下
関
、

北
九
州
市
、・・・・
そ
し
て
妻
の
故

郷
長
崎
県
平
戸
の
漁
港
・ 
薄  
香 
ま

う
す 

か

で
の
一
人
旅
で
あ
る
。そ
れ
は
ま

た
自
分
の
手
で
改
装
し
た
、ワ
ゴ

ン
車
で
の
旅
で
あ
っ
た
。

　

風
光
明
媚
な
地
で
出
会
う
さ

ま
ざ
ま
な
人
々
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
生
。
出
会
い
と
別
れ
。
そ

し
て
そ
れ
は
英
二
が
洋
子
の
深

い
愛
情
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ

る
旅
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
い
う
旅
を
題
材
に
し
た

映
画
を
、
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
と

い
う
。
そ
う
い
え
ば
、『
幸
福
の

黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』
も
、
北
海

道
を
舞
台
に
し

た
ロ
ー
ド
ム
ー

ビ
ー
だ
っ
た
。

『
幸
福
の
・・・・
』

は
、
生
き
て
い

・
・
・
・

る・
妻
へ
会
い
に

行
く
話
だ
っ
た
。

本
作
は
す
で
に

亡
く
な
っ
た
妻

へ
会
い
に
行
く

話
で
あ
る
。人
に
出
会
う
た
め
に
、

人
は
旅
を
続
け
な
く
て
は
な
ら

な
い
。こ
れ
は
人
生
に
お
け
る
永

遠
の
テ
ー
マ
な
の
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
英
二
の
車
は
、

流
星
ワ
ゴ
ン
の
よ
う
に
、
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
い
つ
か
二
人
で

旅
に
出
る
た
め
に
英
二
が
念
入

り
に
改
装
を
重
ね
て
き
た
車
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
妻
の
故
郷
を

尋
ね
る
英
二
の
旅
は
、
妻
の
人

生
を
逆
に
た
ど
る
二
人
連
れ
の

旅
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ

は
時
空
を
超
え
た
旅
と
言
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
映
画
で
は
、
妻
役
の
田
中

裕
子
を
は
じ
め
、佐
藤
浩
市
、長

塚
京
三
、
浅
野
忠
信
、
草
彅
剛
、

綾
瀬
は
る
か
、
ビ
ー
ト
た
け
し

な
ど
、
日
本
映
画
を
代
表
す
る

豪
華
な
顔
ぶ
れ
が
名
を
連
ね
て

い
る
。彼
ら
が
名
優
・
高
倉
健
の

最
後
を
見
送
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
し
ま
う
の
は
、私
一
人
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

中
に
、す
で
に
二
〇
一
二
年
に
亡

く
な
っ
た
名
脇
役
、大
滝
秀
治
の

名
の
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

こ
の
み
ち
や

　
　

い
く
た
り
ゆ
き
し

　
　
　

わ
れ
は
け
ふ
ゆ
く

　

こ
れ
は
英
二
が
旅
の
途
中
で

偶
然
出
会
う
、 
種  
田  
山  
頭  
火 
作

た
ね 

だ 

さ
ん 
と
う 

か

の
俳
句
で
あ
る
。

　

森
沢
明
夫
原
作
。二
〇
一
二
年
、

降
旗
靖
男
監
督
作
品
。
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編
集
後
記

『
あ
な
た
へ
』

映
画
の
紹
介

各
寺
の
ご
案
内


