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善
悪
の
ふ
た
つ 

総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」 

杉
谷 
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函
館
に
五
稜
郭
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
タ
イ
プ
の
城
跡
が

あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
末
期
に
日
米
和
親
条
約
の
締
結
に

よ
り
開
港
さ
れ
た
箱
館
（
現
在
の
函
館
）
の
郊
外
に
江
戸

幕
府
に
よ
っ
て
建
造
さ
れ
、
大
政
奉
還
の
後
も
明
治
維
新

政
府
が
政
庁
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
徳
川
幕
府
海

軍
指
揮
官
で
あ
っ
た
榎
本
武
揚
率
い
る
旧
幕
府
軍
残
党
は
、

蝦
夷
地
に
上
陸
す
る
と
明
治
政
府
軍
を
撃
破
し
、
五
稜
郭

を
占
領
し
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
政
府
軍
に
よ
る
箱
館
総

攻
撃
に
よ
り
榎
本
は
降
伏
し
、
再
び
明
治
政
府
の
手
に
戻

り
ま
し
た
。 

写
真
は
、
そ
の
五
稜
郭
と
土
方
歳
三
で
す
。
土
方
は
新

選
組
副
長
と
し
て
、
京
都
の
治
安
維
持
等
に
あ
た
っ
て
い

ま
し
た
が
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
薩
長
連
合
軍
に
敗
北

し
ま
す
。
そ
の
後
、
各
地
で
転
戦
し
な
が
ら
、
榎
本
ら
と

と
も
に
蝦
夷
地
に
渡
り
ま
し
た
。
榎
本
率
い
る
旧
幕
府
軍

残
党
は
、
函
館
に
続
き
松
前
か
ら
江
差
ま
で
占
領
し
、
独

自
の
政
治
組
織
を
作
り
、
選
挙
に
よ
っ
て
組
閣
を
行
い
ま

す
。
こ
の
結
果
、
土
方
は
陸
軍
奉
行
と
な
り
ま
し
た
。
新

政
府
軍
の
箱
館
総
攻
撃
が
始
ま
る
と
、
土
方
は
先
陣
で
指

揮
を
執
り
ま
す
が
、
乱
戦
の
最
中
、
腹
部
に
銃
弾
を
受
け

絶
命
し
ま
す
。
享
年
三
十
五
歳
（
満
三
十
四
歳
）
で
し
た
。

土
方
の
遺
体
は
五
稜
郭
内
に
埋
葬
さ
れ
た
と
も
、
別
の
場

所
に
安
置
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
で
も
判

明
し
て
い
ま
せ
ん
。 

剣
豪
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
土
方
で
す
が
、、
こ
の
写

真
か
ら
は
穏
や
か
な
好
青
年
の
印
象
を
受
け
ま
す
。
実
際

に
彼
に
対
す
る
評
価
は
、
人
に
よ
っ
て
大
き
く
分
か
れ
て

い
ま
す
。
明
治
維
新
政
府
に
抵
抗
し
て
、
最
後
ま
で
徳
川

幕
府
の
家
臣
と
し
て
の
立
場
を
守
り
続
け
た
「
忠
義
の
人
」

と
い
う
評
価
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
新
し
い
時
代
の

流
れ
に
つ
い
て
い
け
ず
、
い
た
ず
ら
に
内
戦
を
長
引
か
せ

た
「
旧
体
制
の
人
」
と
も
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
単
に

争
い
が
好
き
な
だ
け
の
「
好
戦
的
な
人
」
で
あ
っ
た
と
い

う
見
方
も
出
来
る
で
し
ょ
う
。
で
は
ど
れ
が
正
し
い
理
解

な
の
か
と
い
え
ば
、
誰
も
答
え
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
し

ょ
う
。 

人
の
価
値
観
は
、
生
き
て
き
た
環
境
に
よ
っ
て
作
ら
れ

ま
す
。
知
識
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
理
性
や
合
理
性
に
よ
っ

て
、
多
少
の
方
向
修
正
は
可
能
で
す
が
、
経
験
な
し
に
根

底
か
ら
変
え
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
自
分
と
同
じ
人
生
を

歩
ん
だ
人
は
世
の
中
に
一
人
も
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、

同
じ
価
値
観
を
持
っ
た
人
も
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
他
人
の
価
値
観
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
自

分
の
価
値
観
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
解
し
合
う
こ
と

が
で
き
な
く
て
も
、
互
い
の
価
値
観
を
尊
重
し
合
わ
な
け

れ
ば
、
私
た
ち
は
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
は
出
来
な
い
の

で
す
。
た
だ
し
、
他
人
を
貶
め
否
定
す
る
よ
う
な
価
値
観

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
、
殺
人
や
盗
み
が
許
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
で
す
。 

表
題
の
言
葉
は
、
親
鸞
聖
人
の
言
葉
と
し
て
『
歎
異
抄
』

に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
善
悪
と
は
価
値
観
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
自
分
の
価
値
観
で

し
か
物
事
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
善
悪
を

捨
て
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な

価
値
観
も
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
仏
教

な
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
自
分
の
価
値
観
を
絶
対
化
す

る
こ
と
な
く
、
本
当
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
と
い
う

こ
と
を
常
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
で
、
自
分
も
他
人
も
互

い
に
傷
つ
け
あ
う
こ
と
な
く
生
き
て
い
け
る
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

 

お土産に買ったクリアファイル 



ウ
ポ
ポ
イ
を
訪
ね
て 
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八
月
に
ウ
ポ
ポ
イ
（
民
族
共
生
象
徴
空
間
）
に
行
き
ま
し

た
。
ウ
ポ
ポ
イ
は
ア
イ
ヌ
文
化
の
継
承
や
普
及
な
ど
を
目
的

と
す
る
施
設
で
、
博
物
館
や
体
験
施
設
、
慰
霊
施
設
を
含
め
、

複
合
的
な
機
能
を
備
え
て
い
ま
す
。
白
老
（
し
ら
お
い
）
町

の
ポ
ロ
ト
湖
畔
に
か
つ
て
あ
っ
た
、
ポ
ロ
ト
コ
タ
ン
と
い
う

名
の
ア
イ
ヌ
文
化
に
関
す
る
施
設
を
作
り
変
え
る
形
で
誕
生

し
、
今
年
の
七
月
に
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
高
校
の

修
学
旅
行
で
ポ
ロ
ト
コ
タ
ン
を
訪
れ
て
い
た
の
で
、
新
旧
の

移
り
変
わ
り
も
目
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

広
大
な
ポ
ロ
ト
湖
を
渡
る
爽
や
か
な
風
、
草
木
が
茂
る
柔

ら
か
な
沿
岸
の
風
景
は
、
ポ
ロ
ト
コ
タ
ン
で
あ
っ
た
頃
を
偲

ば
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
し
た
が
、
施
設
内
の
造
作
は
大
き

く
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
建
物
を
含
む
真
新
し
い
設
備
や
、

植
え
ら
れ
た
ば
か
り
の
草
木
は
、
ま
だ
ど
こ
か
よ
そ
よ
そ
し

く
目
に
映
り
ま
す
。
若
い
職
員
が
多
か
っ
た
こ
と
も
印
象
的

で
、
設
備
も
人
材
も
（
ま
だ
）
こ
れ
か
ら
成
熟
し
て
ゆ
く
の

だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
ま
し
た
。 

残
念
な
が
ら
予
約
制
に
な
っ
て
い
た
博
物
館
に
は
入
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
他
の
施
設
や
舞
台
で
実
演
を
見
て
回

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
踊
り
や
演
奏
の
他
、
丸
木
舟
の
操

船
な
ど
多
彩
な
演
目
が
あ
り
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
紹
介
す
る
だ

け
で
な
く
、
職
員
の
伝
統
技
能
向
上
の
機
会
に
な
っ
て
い
ま

す
。
演
目
で
は
毎
回
進
行
役
の
職
員
に
よ
る
簡
単
な
解
説
が

入
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の
が
、「
私
は
今
、

伝
統
的
な
服
を
着
て
い
ま
す
が
、
普
段
は
皆
さ
ん
と
同
じ
よ

う
な
洋
服
を
着
て
い
ま
す
。」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。 

こ
れ
は
誤
解
を
防
ぐ
た
め
の
言
葉
で
し
ょ
う
が
、
同
時
に
、

「
和
人
」
と
同
じ
文
化
の
中
で
生
活
し
な
が
ら
も
、
自
ら
を

ア
イ
ヌ
民
族
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の
葛
藤
を
感
じ

さ
せ
る
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
断
片
的
に
し
か
残

っ
て
い
な
い
ア
イ
ヌ
文
化
を
ど
う
受
け
継
い
で
ゆ
く
の
か
、

何
を
も
っ
て
ア
イ
ヌ
民
族
を
定
義
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い

っ
た
問
い
に
も
直
結
し
ま
す
。 

 

そ
う
し
た
問
い
へ
の
回
答
は
、
究
極
的
に
は
、
個
々
人
が

自
ら
の
内
に
築
い
て
ゆ
く
し
か
な
い
も
の
で
す
。
た
だ
し
、

そ
れ
に
は
拠
り
所
と
な
る
知
識
や
経
験
が
不
可
欠
で
す
。
こ

の
こ
と
は
、
知
識
や
経
験
を
共
有
で
き
れ
ば
、
あ
る
程
度
共

通
し
た
認
識
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
ウ
ポ
ポ
イ
の
よ
う
な
施
設
が
、
ア
イ
ヌ
民
族

や
ア
イ
ヌ
文
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
発
信
し
て
ゆ

け
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
ア
イ
ヌ
民
族
や
ア
イ

ヌ
文
化
を
形
作
る
上
で
と
て
も
重
要
で
す
。 

 

ウ
ポ
ポ
イ
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
に
合
わ
せ
て

整
備
が
進
め
ら
れ
た
国
立
の
施
設
で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲

章
に
は
文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
も
、
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
等
で
、
開
催
地
の
先
住
民
族
に
ま
つ
わ
る
文
化
事
業
が

行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
開
催
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
ウ
ポ
ポ
イ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
合
わ
せ
た
公
開
と

い
う
、
世
界
的
な
ア
ピ
ー
ル
の
絶
好
の
機
会
を
逃
し
、
ま
た

感
染
対
策
と
し
て
入
場
制
限
や
イ
ベ
ン
ト
の
自
粛
を
迫
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
う
し
た
逆
境
の
中
で
も
、
こ
の
度
の
ウ
ポ
ポ
イ
の
設
置

及
び
公
開
に
よ
り
、
国
内
で
ア
イ
ヌ
民
族
や
ア
イ
ヌ
文
化
に

つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま

す
。
「
ウ
ポ
ポ
イ
」
と
は
、
ア
イ
ヌ
語
で
「（
お
お
ぜ
い
で
）

歌
う
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
関
心
の
高
ま
り
が
沢
山

の
人
の
中
で
長
く
続
い
て
ゆ
き
、
こ
れ
か
ら
の
ア
イ
ヌ
民
族

や
ア
イ
ヌ
文
化
の
あ
り
方
を
良
い
方
向
へ
と
導
く
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。 

 

 

ウポポイの野外施設 



ロ
ウ
ソ
ク
の
化
学 

太
田
多
一 

 

大
聖
寺
実
業
高
等
学
校
で
理
科
の
教
員
を
し
て
い
る
太
田

と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
縁
が
あ
り
、
文
章
を
書
く
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
二
〇
二
〇
年
一
月
頃
よ
り
猛
威
を
振
る
う
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
、
今
な
お
感
染
拡
大
の
第
二
波
で
油
断
を

許
さ
ぬ
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。（
九
月
初
頭
時
点
で
の
話

で
す
。）
緊
急
事
態
宣
言
の
出
さ
れ
た
四
月
と
五
月
は
在
宅
勤

務
が
推
奨
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
時
間
に
余
裕
が
で
き
ま
し
た

の
で
、
か
ね
て
よ
り
気
に
な
っ
て
い
た
一
冊
の
本
を
手
に
取

り
ま
し
た
。
そ
の
本
は
二
〇
一
二
年
に
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を

受
賞
し
た
吉
野
彰
さ
ん
が
、
幼
少
の
頃
読
ん
で
い
た
と
い
う

こ
と
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
『
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
』
で
す
。 

『
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
』
は
フ
ァ
ラ
デ
ー
の
法
則
（
注
）
で

有
名
な
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ァ
ラ
デ
ー
が
、
一
八
六
〇
年
に
英
国

王
立
研
究
所
で
青
少
年
に
向
け
て
行
っ
た
全
六
回
に
わ
た
る

ク
リ
ス
マ
ス
講
演
会
を
書
籍
化
し
た
も
の
す
。
内
容
は
、
な

ぜ
ロ
ウ
ソ
ク
が
燃
え
る
の
か
と
い
う
当
た
り
前
の
よ
う
で
実

は
と
て
も
奥
の
深
い
話
か
ら
始
ま
り
、
当
時
の
最
先
端
科
学

に
つ
い
て
の
学
術
的
な
話
か
ら
、
そ
の
時
代
の
生
活
様
式
や

使
っ
て
い
た
道
具
な
ど
が
垣
間
見
え
る
話
ま
で
、
幅
広
い
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
か
な
り
専
門
的
で
難
解
な
話
が
多
い

の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
ロ
ウ
ソ
ク
の
燃
焼
と
ヒ
ト
の
呼
吸
と

の
関
係
性
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。 

  

ロ
ウ
ソ
ク
は
、
蝋
を
燃
料
に
し
て
光
や
熱
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
放
出
し
ま
す
が
、
密
閉
さ
れ
た
容
器
に
入
れ
る
と
容
器
内

に
水
滴
が
生
じ
、
容
器
の
中
の
酸
素
を
使
い
切
る
と
炎
は
次

第
に
消
え
ま
す
。
ロ
ウ
ソ
ク
の
燃
焼
反
応
と
は
、
蝋
と
酸
素

を
燃
料
と
し
て
水
と
二
酸
化
炭
素
を
生
成
す
る
過
程
で
、
光

や
熱
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
出
す
（
ロ
ウ
ソ
ク
の
使
用
用
途

か
ら
も
「
取
り
出
す
」
と
い
う
表
現
に
し
ま
し
た
）
反
応
な

の
で
す
。
私
達
の
体
の
中
で
も
、
こ
の
現
象
と
よ
く
似
た
反

応
が
起
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
呼
吸
な
の
で
す
。 

 

私
達
ヒ
ト
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
心
臓
や
体
を
動
か

す
の
に
燃
料
が
必
要
で
す
。
植
物
の
場
合
、
光
合
成
に
よ
っ

て
自
ら
燃
料
を
合
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
ヒ
ト
の
場

合
、
外
か
ら
摂
取
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
食
事

で
す
。
食
事
に
よ
り
、
体
内
に
燃
料
と
な
る
有
機
物
（
炭
水

化
物
や
タ
ン
パ
ク
質
、
脂
質
な
ど
の
こ
と
）
を
取
り
込
む
の

で
す
。
こ
の
有
機
物
は
そ
の
ま
ま
だ
と
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
呼
吸
に
よ
り
摂
取
す
る
酸
素
を
使
っ
て
有
機
物

を
分
解
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
獲
得
で
き
る

の
で
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素
が
放
出
さ
れ
ま

す
。
こ
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
燃
焼
反
応

と
ヒ
ト
の
呼
吸
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
成
方
法
で
の
類
似
性

が
見
て
取
れ
る
の
で
す
。 

 

電
気
分
野
に
長
け
て
い
た
フ
ァ
ラ
デ
ー
で
す
が
、
こ
の
『
ロ

ウ
ソ
ク
の
科
学
』
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ゼ
ン
の
発
見

な
ど
化
学
分
野
で
も
功
績
を
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

幅
広
く
科
学
に
精
通
し
た
非
常
に
優
秀
な
フ
ァ
ラ
デ
ー
な
の

で
す
が
、
実
は
数
学
の
で
き
な
い
科
学
者
と
し
て
も
有
名
で

す
。
貧
し
い
家
庭
で
生
ま
れ
た
た
め
、
十
分
な
教
育
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
書
店
で
働
い
た

こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
科
学
の
面
白
さ
に
触
れ
、
特
に
電
気

分
野
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
で
、
科
学
者
へ
の
道
を
歩
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。
数
学
を
勉
強
し
て
い
な
か
っ
た
フ
ァ
ラ
デ

ー
は
、
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
は
不
得
手
で
し
た
が
、
代
わ

り
に
多
く
の
実
験
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
を

証
明
し
て
い
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
少
し
で
も
フ
ァ
ラ
デ
ー
や
『
ロ
ウ

ソ
ク
の
科
学
』、
ひ
い
て
は
科
学
と
い
う
分
野
に
興
味
を
持
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
こ
れ
幸
い
で
す
。
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
。 

 

注
、
フ
ァ
ラ
デ
ー
の
法
則…

電

磁
誘
導
に
お
い
て
、
一
つ
の
回
路

に
生
じ
る
誘
導
起
電
力
の
大
き

さ
は
そ
の
回
路
を
貫
く
磁
界
の

変
化
の
割
合
に
比
例
す
る
と
い

う
も
の
。 

 

 



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 

 

十
月 

 
 

平
安
仏
教
１ 

最
澄 

日
本
天
台 

十
一
月 

 

平
安
仏
教
２ 

空
海 

真
言
密
教 

三
月 

 
 

平
安
仏
教
３ 

平
安
浄
土
教 

 

十
月
か
ら
平
安
仏
教
に
入
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
の
頃
か
ら

奈
良
時
代
に
か
け
て
、
中
国
か
ら
様
々
な
流
派
の
仏
教
が
伝

来
し
て
き
ま
し
た
が
、
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
異
国

か
ら
伝
来
し
た
仏
神
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
仏
教
に
理
解
を
示
し
て
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
鎮

護
国
家
や
疫
病
退
散
、
怨
霊
退
治
と
し
て
の
仏
教
と
、
哲
学

を
伴
う
仏
教
教
理
と
の
関
係
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
か

っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
平
安
時
代
に
登
場
す
る
の
が
、
最
澄

と
空
海
と
い
う
二
人
の
天
才
僧
で
す
。
中
国
に
渡
っ
た
二
人

は
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
を
持
ち
帰
り
、
日
本
人
の
た
め
の
日
本

仏
教
の
基
礎
を
築
き
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
二
人
と
は
別
に
、

極
楽
浄
土
を
求
め
る
平
安
浄
土
教
も
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は

法
然
や
親
鸞
と
い
っ
た
鎌
倉
浄
土
教
の
土
台
と
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
日
本
独
自
の
陰
陽
道
や
神
道
も
急
速
に
そ
の
姿
を

変
え
て
い
き
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
。
ま
た
、
一
二
月
か
ら
二
月
ま
で
は
冬
休
み

と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

徳
法
寺
報
恩
講
案
内 

十
一
月
十
五
日
（
日
） 

六
月
に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
報
恩
講
で
す
が
、
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
り
十
一
月
に
延
期
し
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
コ
ロ
ナ

過
は
収
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
日
頃
の
生
活
を
見
直
す

大
切
な
ご
縁
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

午
後
一
時
よ
り 

正
信
偈
の
お
勤
め 

草
四
句
目
下
「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
」
次
第
六
首 

 

午
後
一
時
半
よ
り 

法
話 

 

荒
木
範
夫
氏 

 

午
後
三
時
よ
り 

 
 

講
演 

 

遠
山
和
大
氏 
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