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碑
に
つ
い
て
考
え
る 

杉
谷
伊
吹 

 

こ
ん
に
ち
は
、
皆
様
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

今
回
は
、
私
が
考
え
る
「
碑
」
の
存
在
に
つ
い
て
書
こ

う
と
思
い
ま
す
。
一
般
的
に
碑
と
言
え
ば
、
記
念
と
し
て

文
字
を
刻
ん
だ
石
の
事
を
指
し
ま
す
が
、
私
は
拡
大
解
釈

し
て
「
忘
れ
な
い
た
め
の
道
標
」
で
あ
れ
ば
碑
と
表
現
し

ま
す
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
旅
行
先
で
買
っ
た
思

い
出
の
品
や
、
家
族
で
撮
っ
た
記
念
写
真
な
ど
も
碑
に
該

当
す
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
先
人
の
残
し
た
遺
品
や
墓

も
、
私
に
と
っ
て
は
碑
の
一
つ
で
す
。
こ
れ
ら
の
碑
が
私

に
と
っ
て
一
体
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
を
言
語

化
し
て
確
か
め
る
と
い
う
内
容
の
文
章
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
今
回
は
完
全
な
私
見
と
し
て
書
く
の
で
、
仏
教
的

な
思
想
は
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
を
先
に
お
詫
び
申
し
上
げ

て
お
き
ま
す
。 

そ
れ
で
は
ま
ず
、
碑
が
何
故
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、 

 

そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。
真
っ
先
に
考
え
ら
れ

る
理
由
は
、
人
間
が
忘
れ
る
生
き
物
だ
と
い
う
事
で
す
。

先
ほ
ど
「
忘
れ
な
い
た
め
の
道
標
」
と
い
う
表
現
を
し
ま

し
た
が
、
人
間
と
は
何
も
せ
ず
に
ほ
っ
て
お
く
と
、
大
半

の
事
を
忘
れ
て
し
ま
う
生
物
な
の
で
す
。
個
々
で
程
度
の

差
は
あ
る
も
の
の
、
皆
が
皆
そ
の
は
ず
で
す
。
こ
の
人
間

に
備
わ
っ
た
忘
却
と
い
う
機
能
は
良
く
も
悪
く
も
必
要
な

も
の
で
す
。
精
神
的
に
解
決
し
き
れ
な
い
悩
み
や
苦
し
み

を
抱
え
た
と
き
、
そ
れ
に
対
し
て
肉
体
的
な
方
面
か
ら
干

渉
し
て
無
理
矢
理
遠
ざ
け
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。「
辛
い

こ
と
が
あ
っ
た
ら
酒
飲
ん
で
寝
て
忘
れ
る
‼
」
と
い
う
感

じ
で
す
ね
。
そ
れ
で
な
く
と
も
人
生
は
色
々
な
こ
と
が
起

き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
頭
に
置
い
た
ま
ま
で
は
、

煩
わ
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
事
で
し
ょ
う
。
そ
う
考
え
る

と
、
忘
れ
る
こ
と
は
自
己
防
衛
機
能
と
し
て
必
要
な
の
だ

と
分
か
り
ま
す
。
で
す
が
、
問
題
は
こ
の
忘
却
機
能
が
な

か
な
か
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

大
事
な
思
い
出
だ
け
保
存
し
た
ま
ま
に
し
て
お
き
た
く
て

も
、
そ
れ
が
出
来
る
ほ
ど
便
利
で
は
無
い
訳
で
す
。 

も
う
一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
人
間
が
抗
え
な

い
変
化
の
流
れ
に
身
を
置
い
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
事
で

す
。
大
前
提
と
し
て
、
人
間
は
生
き
て
い
る
限
り
、
常
に

「
な
に
か
」
を
失
い
続
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
新

し
く
得
る
モ
ノ
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
失
っ
た
も
の
は

基
本
的
に
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
時

間
や
命
が
不
可
逆
な
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
身
体
の
若
さ

や
故
人
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
現
実
に
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
過
去
は
取
り
戻
せ
な
い
も
の
の
積
み

重
ね
で
出
来
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
当
た
り
前
の
事
で
、
私

た
ち
は
そ
の
変
化
に
慣
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
碑
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
す
。 

 

自
分
を
取
り
巻
く
「
な
に
か
」
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
前

の
事
を
、
覚
え
て
お
く
た
め
の
「
碑
」
と
い
う
存
在
。 

 
 

そ
れ
が
あ
る
こ
と
で
、
大
事
な
思
い
出
を
心
に
留
め
て
お

く
こ
と
や
、
折
に
触
れ
て
思
い
返
す
こ
と
が
出
来
る
の
で

す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
道
の
り
を
知
る
こ
と

は
、
自
分
の
現
在
地
を
知
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
た
と

え
、
進
む
べ
き
道
を
見
失
っ
た
と
し
て
も
、
己
の
足
跡
を

確
認
す
れ
ば
、
目
指
し
て
い
た
方
向
が
分
か
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
が
「
碑
」
を
「
忘
れ
な
い
た
め
の
道
標
」
と
表
現
す

る
理
由
な
の
で
す
。 
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今
年
の
夏
は
多
く
の
方
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
夏
と
は

違
っ
た
過
ご
し
方
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
く
な
る
と
思
い

ま
す
。
特
に
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
。 

お
家
の
中
で
静
か
に
過
ご
す
な
ら
、
こ
ん
な
一
冊
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
毎
年
、
夏
の
初
め
に
、
私
が
繰
り
返
し
読

み
た
く
な
る
絵
本
で
す
。 

 

主
人
公
ウ
エ
ズ
レ
ー
の
住
む
町
で
は
、
家
の
形
は
ど
れ
も

同
じ
。
そ
し
て
、
男
の
子
の
髪
型
も
み
ん
な
同
じ
。
と
こ
ろ

が
、
ウ
エ
ズ
レ
ー
だ
け
髪
型
は
み
ん
な
と
違
う
し
、
皆
が
大

好
き
な
ピ
ザ
も
コ
ー
ラ
も
大
嫌
い
。
サ
ッ
カ
ー
に
も
興
味
な

し…

で
す
か
ら
ウ
エ
ズ
レ
ー
は
、
い
つ
も
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で

し
た
。
そ
ん
な
ウ
エ
ズ
レ
ー
を
両
親
は
心
配
し
つ
つ
も
、
そ

っ
と
見
守
っ
て
い
る
の
で
し
た
。 

そ
ん
な
ウ
エ
ズ
レ
ー
に
、
夏
休
み
の
自
由
研
究
の
テ
ー
マ

が
ひ
ら
め
き
ま
す
。 

「
自
分
だ
け
の
作
物
を
育
て
て
、
自
分
だ
け
の
文
明
を
つ
く

る
ん
だ
！
」 

庭
を
耕
す
と
、
夜
、
西
風
に
の
っ
て
種
が
飛
ん
で
き
ま
し

た
。
そ
の
種
か
ら
は
百
科
事
典
に
も
載
っ
て
な
い
新
し
い
作

物
が
育
ち
ま
し
た
。
実
は
桃
と
い
ち
ご
と
リ
ン
ゴ
が
混
ざ
っ

た
よ
う
な
味
が
し
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
実
を
自
分
で
作
っ
た

機
械
を
使
っ
て
絞
り
ジ
ュ
ー
ス
に
し
ま
し
た
。、
ジ
ュ
ー
ス
を

入
れ
る
カ
ッ
プ
は
硬
い
皮
を
乾
か
し
た
も
の
で
作
り
ま
す
。

根
っ
こ
も
お
芋
の
よ
う
な
美
味
し
さ
で
す
。
ま
た
、
茎
か
ら

と
っ
た
繊
維
か
ら
、
暑
い
夏
に
も
ぴ
っ
た
り
な
帽
子
や
、
軽

く
て
涼
し
い
服
も
作
り
ま
し
た
。
種
か
ら
は
虫
除
け
効
果
の

あ
る
油
を
搾
り
、
販
売
も
し
ま
し
た
。
ウ
エ
ズ
レ
ー
は
、
こ

の
植
物
を
「
サ
ル
ー
シ
ュ
」
と
名
づ
け
ま
す
。
こ
れ
は
、
風

に
そ
よ
ぐ
葉
っ
ぱ
の
音
か
ら
と
っ
た
名
前
で
す
。 

 

ウ
エ
ズ
レ
ー
は
、
日
時
計
を
作
り
、
一
日
を
八
つ
に
分
け

て
、
自
分
だ
け
の
時
間
を
決
め
ま
す
。
新
し
い
数
の
数
え
方

も
発
明
し
ま
す
。 

自
分
の
庭
を
、
ウ
エ
ズ
ラ
ン
デ
ィ
ア
（
ウ
エ
ズ
レ
ー
の
国
） 

と
名
付
け
ま
し
た
。
ウ
エ
ズ
レ
ー
は
、
庭
の
作
物
で
作
っ
た

道
具
で
、
一
人
で
遊
ぶ
ゲ
ー
ム
を
考
え
ま
し
た
。
す
る
と
、

近
所
の
子
供
た
ち
が
う
ら
や
ま
し
そ
う
に
覗
き
に
来
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
み
ん
な
で
遊
べ
る
ゲ
ー
ム
も
考
え
て
あ
げ
ま
し
た
。 

夜
は
、
庭
の
高
い
場
所
に
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
し
つ
ら
え
、
茎

で
つ
く
っ
た
笛
を
吹
き
、
空
を
見
上
げ
て
、
新
し
い
星
座
を

作
っ
た
り
し
な
が
ら
涼
し
く
過
ご
し
ま
し
た
。（
文
字
の
な
い

こ
の
ペ
ー
ジ
は
、
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
美
し
さ
と
静
け
さ

に
満
ち
て
い
ま
す
。） 

す
べ
て
の
も
の
に
新
し
い
名
前
を
つ
け
、
八
〇
個
の
文
字

も
自
分
で
作
り
、
ウ
エ
ズ
レ
ー
語
も
出
来
ま
し
た
。
種
か
ら

と
っ
た
油
に
ス
ス
を
混
ぜ
て
、
イ
ン
ク
を
作
り
、
ウ
エ
ズ
ラ

ン
デ
ィ
ア
の
歴
史
を
、
ウ
エ
ズ
レ
ー
語
で
書
き
あ
げ
ま
し
た
。 

 

夏
休
み
が
終
わ
り
、
学
校
が
始
ま
る
頃
に
は
、
ウ
エ
ズ
レ

ー
は
、
も
う
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 

 小
学
校
の
子
供
た
ち
に
絵
本
を
読
む
こ
と
を
何
度
も
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
絵
本
を
き
い
て
く
れ
る
子
供
達
の
顔
つ
き

が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
の
に
気
が
付
き
ま
す
。「
自
分
が

面
白
い
と
思
う
事
は
大
事
に
し
て
い
っ
て
い
い
」
と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
止
め
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
本

が
、
子
供
た
ち
の
心
に
「
未
来
の
種
」
を
植
え
つ
け
て
く
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
子
供
だ
け
で
な
く
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
自
粛
生
活
の
影
響
で
疲
れ
を

感
じ
て
い
る
、
大
人
の
方
に
も
お
薦
め
し
た
い
一
冊
で
す
。

（
杉
谷 

登
紀
子
） 

 



真
宗
人
物
伝
（
四
十
九
） 杉

谷 

浄 
 

 

鳥
喰

と
り
ば
み

の
唯 ゆ

い

円 え
ん

と
河 か

和
田

わ

だ

の
唯
円 

 

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、
関
東
二
十
四
輩
の
最
後
の

一
人
で
あ
る
鳥
喰
の
唯
円
で
す
。 

唯
円
と
い
え
ば
『
歎
異
抄
』
の
著
者
と
さ
れ
て
い
る
唯
円

も
い
ま
す
が
、
こ
の
唯
円
と
二
十
四
輩
の
唯
円
と
は
、
別
人

で
あ
る
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。
こ
の
場
合
『
歎
異
抄
』
の

唯
円
を
「
河
和
田
の
唯
円
」
二
十
四
輩
の
唯
円
は
「
鳥
喰
の

唯
円
」
と
言
い
ま
す
。 

 

「
鳥
喰
の
唯
円
」
を
開
基
と
し
て
い
る
西
光
寺
（
茨
城
県

常
陸
太
田
市
）
の
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
唯
円
の
俗
姓
は
橋
本
伊

予
之
守
網
宗
と
い
い
、
武
蔵
国
猶
山
の
城
主
の
家
に
生
ま
れ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
城
主
に
な
る
は
ず
で
し
た

が
、
一
人
息
子
の
清
千
代
丸
が
病
に
よ
り
八
歳
で
死
亡
し
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
を
嘆
い
た
綱
宗
は
、
弟
に
城
を
譲
り
修

行
者
と
な
り
ま
す
。
諸
国
を
巡
り
修
行
し
て
い
る
時
、
常
陸

国
那
珂
郡
鳥
喰
村
（
茨
城
県
那
珂
市
豊
喰
）
の
空
き
家
で
一

夜
を
過
ご
し
て
い
る
と
、
薬
師
如
来
が
夢
枕
に
現
れ
親
鸞
聖

人
の
も
と
へ
行
く
よ
う
に
と
の
霊
告
を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ

で
稲
田
に
お
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
に
会
い
に
行
き
弟
子
と
な
り

ま
す
。
唯
円
は
親
鸞
聖
人
の
有
縁
の
地
で
仏
法
を
伝
え
る
よ

う
に
と
の
仰
せ
に
従
い
、
鳥
喰
の
地
に
寺
を
建
立
し
、
円
寿

院
本
泉
寺
と
称
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
水
戸
頼
房
公
の
命
に

よ
り
現
在
の
地
に
移
転
し
た
折
に
、
山
号
寺
号
を
鳥
喰
山
無

量
光
院
西
光
寺
と
改
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

同
じ
く
「
鳥
喰
の
唯
円
」
を
開
祖
と
す
る
本
泉
寺
（
茨
城

県
常
陸
大
宮
市
野
上
）
の
寺
伝
で
は
、
唯
円
の
俗
姓
は
鳥
喰

六
郎
兵
衛
尉
朝
業
と
い
う
武
士
で
、
親
鸞
聖
人
の
弟
子
と
な

り
鳥
喰
村
に
本
泉
寺
を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
親
鸞
聖
人
の
孫
に
あ
た
る
如
信
上
人
の
後
見
と
な

り
、
更
に
本
願
寺
を
つ
く
ら
れ
た
覚
如
上
人
の
後
見
と
も
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
泉
寺
は
そ
の
後
、
江
戸
氏

と
佐
竹
氏
の
合
戦
な
ど
に
巻
き
込
ま
れ
各
地
を
転
々
と
し
ま

す
が
、
水
戸
城
主
・
徳
川
光
圀
の
命
に
よ
り
水
戸
領
内
に
戻

り
、
野
上
村
に
再
興
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 

一
方
で
「
河
和
田
の
唯
円
」
を
開
基
と
す
る
報
仏
寺
（
茨

城
県
河
和
田
）
の
本
尊
台
座
銘
に
は
「
当
寺
開
基
唯
円
大
徳
」

と
い
う
銘
と
「
正
応
一 

(1288) 

年
八
月
八
日
没
」
と
の
記

述
が
あ
り
ま
す
。『
慕
帰
絵
詞
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
の
初
め

に
、
唯
円
は
上
洛
し
て
、
覚
如
の
仏
教
に
関
す
る
質
問
に
答

え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
覚
如
の
『
口
伝
抄
』
に
も
書
か

れ
て
い
ま
す
。
当
時
と
し
て
は
高
齢
で
あ
っ
た
唯
円
は
、
死

を
覚
悟
し
て
京
都
に
赴
い
た
こ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
唯
円

は
こ
の
後
関
東
に
は
帰
ら
ず
吉
野
に
向
か
い
ま
す
。
奈
良
吉

野
下
市
の
秋
野
川
の
ほ
と
り
に
、
以
前
、
河
内
の
慶
西
坊
か

ら
頼
ま
れ
念
仏
の
教
え
を
説
い
て
い
た
庵
が
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
で
唯
円
は
最
期
を
む
か
え
ま
す
。
六
十
八
歳
で
し
た
。

こ
の
庵
は
現
在
、
立
興
寺
と
な
り
裏
山
に
は
墓
が
あ
り
ま
す
。 

河
和
田
の
唯
円
の
出
生
に
は
い
く
つ
か
の
伝
説
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
一
つ
が
、
親
鸞
聖
人
の
義
理
の
孫
説
で
す
。
最
後

ま
で
親
鸞
聖
人
の
お
世
話
を
し
た
の
は
末
娘
の
覚
信
尼
で
す
。

覚
信
尼
は
、
日
野
広
綱
に
嫁
し
て
覚
恵
を
出
産
し
ま
す
が
、

広
綱
の
没
後
に
小
野
宮
禅
念
と
再
婚
し
て
唯
善
を
生
ん
で
い

ま
す
。
小
野
宮
禅
念
も
再
婚
で
あ
り
、
先
妻
と
の
間
の
子
供

が
唯
円
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
唯
善
は
、
当
初
密
教
と
修

験
道
を
学
び
ま
す
が
、
そ
の
後
唯
円
を
師
と
し
て
念
仏
に
改

宗
し
ま
す
。
実
際
に
唯
善
が
唯
円
の
も
と
で
学
ん
だ
こ
と
は

『
存
覚
上
人
一
期
記
』
に
唯
善
が
「
奥
郡
川
和
田
」
に
住
ん

で
い
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
し
、
唯
円
が
小
野
宮
禅
念
の
子
供
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ

の
二
人
は
異
母
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
唯
円
と
唯

善
と
い
う
名
前
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
話
が
生

ま
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
唯
善
は
こ
の
後
、
関
東
で
専

修
念
仏
が
禁
止
さ
れ
そ
う
に
な
る
の
を
止
め
る
な
ど
の
活
躍

を
見
せ
ま
す
が
、
異
父
兄
の
覚
恵
と
大
谷
廟
堂
の
相
続
争
い

に
敗
れ
京
都
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

「
河
和
田
の
唯
円
」
と
「
鳥
喰
の
唯
円
」
の
出
生
に
大
き

な
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
人
が
別
人
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
『
二
十
四
輩
牒
』
や
『
親

鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
は
「
鳥
喰
の
唯
円
」
一
人
し
か
い

ま
せ
ん
。『
歎
異
抄
』
を
書
き
覚
如
や
唯
善
に
念
仏
を
教
え
た

よ
う
な
方
が
高
弟
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
不
自
然
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
高
弟
に
数
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
に
か
し
ら

の
理
由
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
鳥
喰
と
大

和
田
は
数
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
同
一
人

物
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

も
し
吉
野
を
訪
ね
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
墓
参
し
、
在

り
し
日
の
唯
円
大
徳
に
心
を
馳
せ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 



德
法
寺
か
ら
の
ご
案
内 

 

心
の
相
談
室 

毎
月
第
四
土
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
横

安
江
町
商
店
街
に
あ
る
「
い
ち
ょ
う
館
」
二
階
に
て
真
宗
大

谷
派
の
僧
侶
に
よ
る
「
心
の
相
談
室
」
を
開
い
て
お
り
ま
す
。

個
室
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
仏
事
は
も
ち
ろ
ん
、
家
庭

や
職
場
、
学
校
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
お
話
も
お
聞
き
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
す
。
予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
相
談
内
容

は
一
切
外
に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気
軽
に

お
訪
ね
く
だ
さ
い
。 

 サ
ン
ガ
茶
話
会 

毎
月
第
一
木
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
横

安
江
町
に
あ
る
東
別
院
敷
地
内
「
真
宗
会
館
」
一
階
囲
炉
裏

の
間
に
て
「
心
の
相
談
室
」
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
「
サ
ン
ガ
茶

話
会
」
を
開
い
て
お
り
ま
す
。
座
談
形
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。

僧
侶
や
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
方
々
と
お
話
し
ま
せ
ん
か
。
い

ろ
い
ろ
な
方
に
聞
い
て
ほ
し
い
話
、
聞
い
て
み
た
い
話
が
あ

る
方
は
お
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
他
の
参
加
者
の
話

を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
参
加
は
無
料
で
す
。

予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
出
入
り
も
自
由
で
す
の
で
、
途

中
参
加
、
途
中
退
室
で
も
大
丈
夫
で
す
。
お
茶
と
お
菓
子
を

用
意
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。 

德
法
寺
仏
教
入
門
講
座 

毎
月
二
十
一
日
午
後
七
時
半
よ
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

徳
法
寺
住
職 

杉
谷
淨 

 

八
月 

 

奈
良
仏
教
２ 

仏
教
と
道
教
・
神
道
の
関
係 

九
月 

 

奈
良
仏
教
３ 

南
都
六
宗
と
国
家
仏
教 

十
月 

 

平
安
仏
教 

 

七
月
か
ら
奈
良
仏
教
に
入
っ
て
い
ま
す
。
当
時
、
天
然
痘

や
ハ
ン
セ
ン
病
は
、
仏
教
の
お
し
え
を
守
ら
な
い
者
に
対
す

る
仏
罪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
飛
鳥
時
代
に
流

行
し
た
天
然
痘
を
抑
え
る
た
め
に
各
地
に
仏
教
寺
院
が
造
ら

れ
ま
す
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
更
に
天
然
痘
が
大
流
行
す

る
こ
と
に
な
り
、
全
国
に
国
分
寺
が
造
ら
れ
、
平
城
京
に
は

巨
大
な
毘
盧
遮
那
仏
（
奈
良
の
大
仏
で
す
）
が
造
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
建
造
の
た
め
の
課
税
と
労
役
が
、

天
然
痘
に
苦
し
む
庶
民
の
生
活
を
さ
ら
に
苦
し
い
も
の
に
し

て
し
ま
い
、
多
く
の
流
民
を
生
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

一
方
で
、
僧
尼
令
に
よ
り
民
間
伝
道
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る

中
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
の
上
で
庶
民
の
中
へ
と
入
っ

て
い
っ
た
行
基
の
よ
う
な
僧
侶
も
現
れ
ま
す
。 

奈
良
時
代
は
、
国
家
仏
教
の
中
か
ら
、
民
衆
救
済
の
仏
教

が
芽
生
え
始
め
た
時
代
で
し
た
。
こ
の
流
れ
が
平
安
仏
教
へ

と
繋
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

参
加
費
は
お
賽
銭
の
み
で
す
。
ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。 

 

徳
法
寺
秋
彼
岸
展 

阿
部
裕
介 

写
真
品
展 

九
月
十
九
日
（
土
）

か
ら
二
十
七
日
（
日
）

ま
で
、
ネ
パ
ー
ル
や

パ
キ
ス
タ
ン
の
山
間

部
に
住
む
人
々
の
日

常
を
写
真
に
収
め
て

い
る
阿
部
裕
介
さ
ん

の
写
真
展
を
行
い
ま

す
。 秋

彼
岸
法
要
及
び
永
代
経
法
要 

今
回
も
当
寺
住
職
が
法
話
を
し
ま
す
。
日
程
は
、
九
月
二

十
二
日
（
火
・
秋
分
の
日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ご
ろ
ま

で
で
す
。
読
経
の
後
、
徳
法
寺
住
職
の
法
話
が
あ
り
ま
す
。 

阿
部
裕
介
氏
ト
ー
ク
シ
ョ
ー 

二
十
二
日
法
話
終
了
後
、
午
後
三
時
ご
ろ
か
ら
写
真
家
の

阿
部
裕
介
氏
に
よ
る
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
を
行
い
ま
す
。
美
し
い

写
真
の
向
こ
う
に
あ
る
世
界
の
話
を
是
非
聞
い
て
み
て
く
だ

さ
い
。
ど
な
た
で
も
ご
自
由
に
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。 
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