
矢
吹
慶
輝
博
士
と
颯
田
本
真
尼

藤

吉

慈

海
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は

し

が

き

O

矢
吹
慶
輝

(
一
八
七
九
-

一
九
三
九
)
に
つ
い
て
の
研
究
は
最
近
か
な
り
な
さ
れ
て
い
る
が
、
颯
田
本
真
尼
(
一
八
四
五
-

一
九
二
八
)

に

つ
い
て
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
両
者
の
関
係
や
そ
の
思
想
信
仰
な

い
し
行
跡
に
つ
い
て
の
研
究
も
十
分
で
あ
る
と
は

言

え
な
い
。
両
者
は
共
に
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
社
会
事
業
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
人
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
小
論
文
に

お

い
て
は
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
追
求
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
颯

田
本
真

尼

に

つ
い

て

矢
吹
慶
輝
が
颯
田
本
真
尼
と
は
じ
め
て
出
合

っ
た
の
は
、
明
治
二
八
年
、
本
真
尼
が
山
形
県
酒
田
の
災
害
救
済
の
た
め
現
地
に
出
か
け

た
途
中
、
無
能
寺
に
立
寄

っ
た
時
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
矢
吹
慶
輝
が

一
七
才
の
と
き
で
、
東
北
支
校
に
入
学
し
た
翌
年
で
あ
る
が
お
そ

ら
く

ス
ト
ラ
イ
キ
を
お
こ
し
て
寺
に
帰
さ
れ
て
い
た
頃
と
思
わ
れ
る
。
本
真
尼
は
す
で
に
五

一
才
の
尼
僧
と
し
て
円
熟
し
て
い
た
頃
の
こ

と
で
あ
る
。
本
真
尼
は
若
く
し
て
出
家
し
三
年
不
臥
の
念
仏
を
し
た
程
の
人
で
道
心
堅
固
な
尼
僧
で
あ

っ
た
。
そ
の
本
真
尼
が
社
会
事
業

の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
難
民
救
恤
の
仕
事
に
転
身
し
た
の
は
、
明
治
二
十
二
年

(
一
八
八
九
)
九
月
十
日
、
十

一
日

の
三
河
湾

一
帯
の
台

風
に
よ
る
大
風
水
害
と
海
嘯
に
よ
る
激
甚
な
被
害
を
受
け
た
時
で
あ
る
。
そ
の
時
の
記
録
は

『
西
尾
市
史
』
『
吉
良
町
誌
』
『
一
色
町
誌
』

②

等

に
詳
し
い
が
、
本
真
尼
の
親
戚
で
あ
る
里
野
耕
斎
氏
と
矢
吹
慶
輝
博
士
の
記
録
に
よ
る
と
、
古
今
未
曽
有
の
台
風

に
よ
る
津
波

の
た
め

約
四
百
人
の
死
者
が
出
た
と
い
わ
れ
る
。
古
老
の
話
に
よ
る
と
海
嘯
の
た
め
、
入
び
と
は
地
上
に
吹
き
あ
げ
ら
れ
た
魚
を
手
づ
か
み
で
拾

っ
た
と
い
う
。
本
真
尼
の
い
た
吉
良
町
吉
田
伝
蔵
荒
子
に
あ

っ
た
徳
雲
寺
も
深
く
浸
水
し
た
が
、
そ
の
時
四
五
才
の
本
真
尼
は
、
こ
の
悲

惨
な
光
景
を
見
る
に
し
の
び
ず
、
念
仏
三
妹
の
生
活
か
ら
転
身
し
て
、
こ
の
よ
う
な
難
民
の
救
済
を
す
る
こ
と
こ
そ
家
族
を
も
た
ぬ
尼
僧
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の
使
命
で
あ
る
と
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、
三
河
地
方
に
生
き
仏
さ
ま
の
よ
う
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
岡
崎
市
伊
賀
町
に
あ
る
昌
光
律

寺

の
志
運
和
上
は
本
真
尼
の
志
を
よ
し
と
し
、
本
真
尼
等
と
共
に
死
者
の
回
向
弔
い
に
走
り
ま
わ
り
、
難
民
の
救
恤

に
勤
め
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
と
も
あ
れ
本
真
尼
は
弘
化
二
年

(
一
八
四
五
)
十

一
月
二
十
八
日
、
愛
知
県
幡
豆
郡
吉
田
町
伝
蔵
荒
子
三
五
八
に
颯
田
清
左
衛

門

の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
名
を

「
り
つ
」
と
い
っ
た
。
颯
田
家
は
も
と
元
禄
事
件
で
名
高
い
吉
良
家
に
も
関
係
の
あ
る
旧
家
で
、

代

々
農
業
に
従
事
し
て
い
た
。
両
親
と
も
仏
教
の
信
仰
が
篤
く
、
特
に
母
親
は
胎
教
を
重
ん
じ
懐
妊
中
に
三
帰
戒
を
受
け
、
夫
婦
と
も
魚

肉
を
さ
け
、
五
カ
月
間
、
毎
日
仏
前
で
礼
拝
を
し
た
と
い
う
。
そ
の
礼
拝
の
時
、
母
は
お
腹
の
中
に
い
る
子
供
の
た
め
に
、
さ
ら
に
続
け

て
百
遍
礼
拝
し
、
ど
ん
な
に
忙
し
い
日
で
も
、

一
日
と
し
て
こ
れ
を
欠
く
こ
と
は
な
か

っ
た
。
本
真
尼
の
兄
弟
は
十

二
人
あ

っ
た
が
、
そ

の
う
ち
六
人
も
出
家
し
、
生
ま
れ
た
子
供
に
は
み
な
三
帰
戒
を
授
け
て
も
ら

っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
信
仰
深
い
家
庭
に
育

っ
た
本
真
尼
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
施
す
こ
と
が
好
き
で
、
お
寺
の
前
を
通
る
と
必
ず
お
頭
儀
を
す

る
よ
う
な
子
供
で
あ

っ
た
。
十
才
の
頃
、
尼
僧
に
な
り
た
い
と
思

っ
て
両
親
に
話
し
た
が
、
長
女
で
あ
る
の
で
許
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
か

し
出
家
の
志
は
ま
す
ま
す
堅
く
、
普
通
の
人
と
異

っ
て
い
た
の
で
、
母
親
も
つ
い
に
尼
僧
に
な
る
こ
と
を
許
し
た
。

安

政

三
年

九
月

一

日
、
十
二
才
の
と
き
、
愛
知
県
碧
海
郡
旭
村
中
山
の
貞
照
院
の
天
然
和
上
に
つ
い
て
得
度
し
、
叔
母
に
あ
た
る
同
県
幡
豆
郡
横
須
賀
村
東

城

の
真
珠
庵
の
本
乗
尼
の
も
と
で
尼
僧
と
し
て
の
修
道
生
活
に
入

っ
た
。

さ
て
本
真
尼
の
出
家
に
つ
い
て
は
自
然
法
爾
な
動
き
が
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
有
名
な
慈
本
尼
の
感
化
の
あ

っ
た
こ
と
を
見
逃

し

て
は
な
ら
ぬ
。

慈
本
尼
は
徳
本
上
人
と
並
び
称
さ
れ
る
程
の
尼
僧
で
、
出
家
す
る
以
前
、
颯
田
家
で
子
守
と
し
て
働
い
て
い
た
。

そ
の
頃
そ
の
母
親
が

悲
業
な
死
を
と
げ
た
の
で
、
慈
本
尼
は
母
親
の
追
善
菩
提
の
た
め
に
深
夜
お
き
出
て
、
家
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る
廻
り
な
が
ら
二
時
間
ぐ
ら

い
お
念
仏
を
称
え
た
。
あ
る
夜
、
い
つ
も
の
よ
う
に
家
の
周
囲
を
廻

っ
て
い
る
と
、
母
の
姿
が
夢
の
よ
う
に
現
わ
れ
た
の
で
、
と
う
と
う
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出
家
し
て
加
茂
郡
三
舟
に
行

っ
て
修
行
し
た
。
こ
の
三
舟
に
お
け
る
修
行
は
厳
し
く
、
百
日
間
床
に
つ
か
ず
お
念
仏
し
た
と
い
う
。
こ
の

百

日
間
の
不
臥
の
念
仏
申
に
再
び
母
の
姿
を
感
見
し
た
の
で
、
深
く
自
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
世

に

「慈
本
尼
十
徳
」

と

い
う
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
に
は
日
中

一
食
な
り

二
に
は
昼
夜
不
臥
に
て
仏
前
に
ば
か
り
坐
し
、
別
の
寝
所
な
し

三
に
は
大
小
便
利
の
外
、
袈
裟
を
脱
が
ず

四
に
は
金
銭
を
貯
え
ず
、
三
衣

一
鉢
の
外
余
物
な
し

五
に
は
弥
陀
の
名
号
と
説
法

の
外
余
言
を
交
え
ず

六
に
は
断
食
し
て
法
界
の
亡
霊
に
回
向
す

七
に
は
在
俗
の
時
よ
り
持
戒
堅
操
の
人
な
れ
ば

一
生
涯
不
犯
の
人
な
る
べ
し

八
に
は
夏
の
夜
蚊
帳
を
用
い
ず

九
に
は
冬
の
日
綿
入
を
用
い
ず

十
に
は
肌
に
は
絹
類
を
用
い
ず

こ
の
よ
う
な
十
徳
が
伝
え
ら
れ
る
慈
本
尼
は
在
俗
時
代
に
颯
田
家
の
子
守
と
し
て
本
真
尼
を
育
て
た
。
本
真
尼
も
出
家
し
て
後
は
、
慈

本
尼
の
弟
子
で
あ
り
自
ら
の
叔
母
で
あ
る
本
乗
尼
に
よ

っ
て
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
本
乗
尼
も
本
真
尼
十
八
才
の
時
な
く

な

っ
た
の
で
、
報
恩
の
た
め
四
十
八
夜
の
別
時
念
仏
を
修
し
た
。
こ
の
別
時
念
仏
の
後
、
本
真
尼
は
真
珠
庵
か
ら
自
分
の
家
の
屋
敷
に
つ

く

っ
て
い
た
だ
い
た
小
庵
に
移
り
、
そ
こ
で
三
年
の
聞
、
不
臥
の
念
仏
を
厳
修
し
た
。
こ
の
十
八
才
か
ら
二
十
才
ま

で
の
不

臥

の
念

仏

中
、
何
か
好
相
を
感
見
し
た
ら
し
く
、
そ
れ
か
ら
不
退
転
の
道
力
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
三
年
不
臥
の
念
仏
を
修
し
た
真
の
念
仏
者
を
慕

っ
て
来
る
人
も
多
く
、
妹
の
諦
真
尼
を
は
じ
め
三
十
五

・
六
人
の
弟

子

が

で

き

た
。
そ
こ
で
こ
の
草
庵
に
も
本
堂
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
が
今
日
の
徳
雲
寺
の
お
こ
り
で
あ
り
、
当
時
は
慈
教
庵
と
言

っ
た
。
そ
し
て
明

治
十
年
五
月
か
ら
徳
雲
寺
と
い
う
寺
号
を
公
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
本
真
尼
は
文
久
二
年
正
月
、
中
山
の
貞
照
院
の
天
然
和
上
に
つ
い
て
律
を
学
び
、
三
年
不
臥
の
念
仏
の
後
、
慶
応
元
年
か
ら

二
年
に
か
け
て
寺
津
村
の
瑞
松
庵
に
い
た
実
英
尼
に
つ
い
て
浄
土
宗
学
を
学
び
、
ま
た
律
の
修
行
を
積
ん
だ
。
そ
し

て
、
明
治
十
四
年
十

二
月
、
三
十
七
才
の
時
、
妹
の
諦
真
尼
と
と
も
に
京
都
黒
谷
の
金
戒
光
明
寺
法
主
獅
子
吼
観
定
上
人
に
つ
い
て
浄
土
宗
の
宗
戒
両
脉
を
相

承
し
た
。

加
行
を
終
え
た
本
真
尼
は
、
そ
の
翌
年
七
月
に
徳
雲
寺
の
本
堂
再
建
を
発
願
し
、
翌
十
六
年
九
月
そ
の
竣
工
を
見

る
や
、
久
我
誓
円
尼

公
を
屈
請
し
て
入
仏
式
を
行

っ
た
。

し
か
し
、
当
時
の
日
本
仏
教
界
は
実
に
混
沌
た
る
も
の
が
あ

っ
た
。
肉
食
妻
帯
勝
手
た
る
べ
し
の
布
告
が
出
る
と
、
大
隈
重
信
を
笑
わ

せ
た
浄

・
こ
の
条
令
の
み
は
よ
く
実
行
さ
れ
・
厳
粛
な
僧
風
は
全
く
地
に
落
ち
た
・
加
う
る
に
廃
仏
毀
釈
の
あ
と
仏
法
は
滅
尽
す
る
か

 と
思
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

一
般
の
風
潮
の
中
に
あ

っ
て
、
僧
風
の
刷
新
を
叫
び
、

「我
執
を
の
ぞ
く
に
は
托
鉢
が

一
ば
ん
よ
い
」
と
言

っ
て
、
御
維
新
の
際
に
禁
ぜ
ら
れ
た
托
鉢
の
解
禁
を
政
府
当
局
に
請
願
し
た
高
僧
福
田
行
誠
の
芳
躅
や
、
東
京
に
目
白
教
園
を
創
設
し
て

持
戒
堅
固
な
修
道
生
活
を
送

っ
て
い
た
雲
照
律
師
の
高
風
や
、
当
時
岡
崎
市

の
昌
光
律
寺
に
あ

っ
て
持
戒
堅
固
な
生
活
を
し
て
い
た
志
運

和
上
等
に
よ
っ
て
三
河
国

一
帯
に
尊
く
も
伝
承
さ
れ
て
来
た
浄
土
律
の
厳
粛
な
僧
風
が
、
ど
ん
な
に
か
こ
の
若
い
尼
僧
の
修
道
生
活
を
浄

く
厳
し
く
策
励
し
た
こ
と
か
想
像
に
難
く
な
い
。

か
く
て
本
真
尼
は
ま
す
ま
す
修
行
を
積
み
、
明
治
十
八
年
四
十

一
才
の
と
き
貞
照
院
の
戒
幢
和
上
に
つ
き
形
同
沙
弥
戒
を
受
け
、
沙
弥

の
た
も
つ
べ
き
八
戒
を
厳
守
し
、
そ
の
行
業
は
い
よ
い
よ
純
化
さ
れ
て
行

っ
た
。
そ
し
て
明
治
二
十
年
九
月
に
は
教
師
補
に
任
ぜ
ら
れ
、



一35一

 

同
二
十
二
年
に
は
西
尾
町
寄
近
の
天
然
寺
を
兼
務
し
、
念
仏
の
弘
通
に
専
念
し
た
。
な
お
こ
の
間
に
四
国
八
十
八
カ
所
の
霊
蹟
巡
礼
や
西

国

三
十
三
カ
所
の
巡
礼
を
も
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
托
鉢
巡
礼

の
間
に
世
人
教
化
の
自
信
と
し

っ
か
り
し
た
素
地
が

で
き
た
よ
う
に
思
わ

れ

る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
業
純

一
な
念
仏
者
に
も
い
ろ
い
ろ
の
試
練
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
試
練

こ
そ
が
本
真
尼
の
生

涯
を
転
換
さ
せ
る
決
定
的
な
こ
と
と
な

っ
た
。

す
な
わ
ち
明
治
二
十
二
年
九
月
十

一
日
、
三
河
地
方

一
帯
を
襲

っ
た
台
風
と
午
後
六
時
頃
お
こ
っ
た
大
海
嘯
が
あ
り
、
三
河
湾
に
近
い

陸
地
は
す

っ
か
り
泥
海
と
化
し
、
樹
木
は
倒
れ
農
作
物
は
枯
れ
、
死
傷
者
も
多
く
、
徳
雲
寺
の
本
堂
も
深
く
水
に
浸

っ
た
。

一
夜
の
う
ち

に
、
物
言
わ
ぬ
骸
と
な

っ
た
百
数
人
の
遺
骸
の
前
に
立

っ
て
読
経
念
仏
し
て
い
た
本
真
尼
は
、
こ
れ
か
ら
そ
の
生
涯
を
、
こ
の
よ
う
な
難

民
救
済
に
捧
げ
よ
う
と
決
意
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
真
尼
に
と

っ
て

一
大
転
換
で
あ

っ
た
。
念
仏
三
昧
の
尼
僧
が

一
転
し
て
難
民

救
恤
の
仕
事
に
尽
瘁
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
自
行
か
ら
化
他

へ
、
自
利
か
ら
利
他

へ
、
智
慧
か
ら
慈
悲

へ
の

一
大
転

換

で

あ

っ

④

た
。
本
真
尼
四
十
五
才
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
翌
年
ま
た
お
こ
っ
た
美
濃
地
方
の
六
十
日
に
亘
る
大
震
災

の
時
は
、
既
に
志
運
和
上
の
名
古
屋

・
岡
崎
地
方

の
信
者
の
方
よ
り
か

ね
て
勧
募
し
て
あ

っ
た
衣
類
な
ど
二
十
二
梱
を
も

っ
て
現
地
に
行
き
、
岐
阜

・
大
垣
の
羅
災
者
二
千
九
百
戸
、
笠
松

・
竹
ケ
鼻
の
羅
災
者

千

三
百
戸
に
施
物
を
分
け
与
え
た
。
こ
れ
か
ら
本
真
尼
の
生
涯
は
こ
の
よ
う
な
布
施
行
の
連
続
で
あ

っ
た
。
明
治

二
十
八
年
五
月
に
は
山

形
県
酒
田
町
の
災
害
救
助
と
し
て
私
財
百
円
、
手
拭

・
風
呂
敷
な
ど
十
八
梱
を
罹
災
者
千
百
戸

へ
施
す
た
め
同
地
を
訪
れ
、
そ
の
被
害
の

甚
大
な
る
を
見
て
、
さ
ら
に
仙
台
1
東
京
間
を
往
復
し
救
済
に
つ
と
め
、
そ
の
年
は
三
河

へ
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
年
本
真

尼
は
無
能
寺
に
立
寄
り
若
き
日
の
矢
吹
慶
輝
に
は
じ
め
て
対
面
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
そ
の
翌
年
の
六
月
に
は
、
宮
城

・
岩
手

・
青
森
の
三
県
下
に
わ
た
る
三
陸
の
大
海
嘯
に
、
そ
の
罹
災

者
救
恤

の
た
め
、
雲
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照
律
師
は
じ
め
東
京
の
名
流
婦
人
よ
り
な
る
正
法
会
員
に
よ

っ
て
集
め
ら
れ
た
衣
類
そ
の
他
の
も
の
を
も

っ
て
、
親

し
く
災
害
地
を
た
ず

ね
救
恤
に
つ
と
め
た
。
そ
の
と
き
雲
照
律
師
よ
り
老
尼

へ
よ
せ
ら
れ
た
依
頼
状
は
、
律
師
自
筆
の

「
六
波
羅
蜜
」
の
扁
額
と
と
も
に
今
日

も
な
お
徳
雲
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
陸

の
海
嘯
の
と
き
、
本
真
尼
の
お
供
を
し
て
災
害
地

へ
お
も
む
い
た
祥
瑞
尼
は
、
筆
者
が
昭
和
十
八
年
の
夏
、
徳
雲
寺
を
訪
ね

た
と
き
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
て
下
さ

っ
た
。

「
老
師

(本
真
尼
)
は
私
を

つ
れ
て
稗
や
粟
を
食
べ
、
行
乞
し
な
が
ら
途
を
急
が
れ
ま
し
た
。
途
中
、
牛
や
馬
を

み
る
と
、
私
を
ふ
り

か
え
り
、
牛
や
馬
を
み
た
ら
な
、
お
れ
が
仏
に
な

っ
た
ら
救

っ
て
や
る
だ
と
い
う
願
を
お
こ
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
お
が

み
や
。
今
生
に
お
い
て
結
縁
し
て
お
か
な
い
と
、
後
に
な

っ
て
救
お
う
と
思

っ
て
も
縁
な
き
衆
生
は
救
え
な
い
こ
と
が
あ
る
で
な
と

申
さ
れ
ま
し
た
。
」

こ
の

一
事
を
も

っ
て
し
て
も
本
真
尼
の
布
施
行
が
単
な
る
慈
善
事
業
で
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
施
し
の
結
縁

に
よ

っ
て
念
仏
者
を

つ
く
り
、
浄
土

へ
の
旅
の
道
つ
れ
を

一
人
で
も
多
く
つ
く
ろ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
生
涯
の
念
願
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
施
し
の
行
脚
が
、
明
治
二
十
四
年
の
美
濃
の
震
災
か
ら
大
正
十
三
年
の
藤
沢
町
震
災
救
恤
ま
で
三
十

四
年
間
、
た
ゆ
み
な

く
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
足
跡
は
全
国
二
十
三
県
百
五
十
余
力
町
村
に
わ
た
り
、
施
物
を
施
し
た
戸
数
が
六
万
余
、
勧
化
結
縁
し
た
家
が
十

万
余
戸
に
及
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
北
は
北
海
道
か
ら
、
青
森

・
岩
手

・
秋
田

・
山
形

・
宮
城

・
福
島
の
六
県
に
及
び

、
長
野

・
神
奈
川

・

静
岡

・
愛
知

・
岐
阜

・
三
重
の
六
県
、
北
陸
地
方
で
は
新
潟

・
福
井
の
二
県
、
中
国
筋
で
は
兵
庫

・
鳥
取

・
広
島

・
島
根
の
四
県
、
四
国

・
九
州
で
は
徳
島

・
佐
賀

.
鹿
児
島
の
三
県
に
わ
た

っ
て
親
し
く
災
害
地
を
訪
れ
救
恤
に
つ
と
め
て
い
る
。
こ
の
三
十
四
年
間
に
施
し
の

行
脚
の
な
か

っ
た
の
は
明
治
二
十
六
、
七
年
の
二
年
だ
け
で
、
他
は
明
け
て
も
暮
れ
て
も
地
震

・
津
波

・
洪
水

・
火
災
な
ど
、
い
や
し
く

も
人
の
こ
ま

っ
て
い
る
噂
を
聞
く
と
、
す
ぐ
に
施
物
を
も

っ
て
飛
び
出
し
て
行
く
の
が
常
で
あ

っ
た
。
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そ
の
う
ち
特
に
災
害
の
範
囲
や
被
害
の
程
度
か
ら
、
大
き
な
施
し
の
あ

っ
た
の
は
、
明
治
二
十
四
年
の
美
濃
の
震
災
、
同
二
十
八
年
の

酒

田
の
災
害
、
そ
の
翌
年
の
三
陸
の
津
波
、
同
四
十
四
年

の
函
館
の
大
火
、
同
四
十
三
年
の
青
森
の
大
火
、
大
正
三
年
の
桜
島
の
噴
火
の

時
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
施
与
の
梱
数
も
、
多
い
と
き
に
は
二
百
七
十
余
梱

に
達
し
て
い
る
。
本
真
尼
の
晩
年
、
と
く

に
そ
の
病

臥

前

の

七
、
八
年
間
は
施
し
の
た
め
に
席
の
あ
た
た
ま
る
ひ
ま
が
な
か

っ
た
程
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
正
六
年
に
は
三
月
に
三
重
県
の
阿
漕
、
四

月

に
秋
田
県
の
能
代
、
七
月
に
新
潟
県
の
黒
条
、
出
雲
崎
、
上
川
西
、
十
月
に
青
森
県
大
鰐
村
、
十
二
月
に
弘
前
市
と
引
続
き
お
こ
っ
た

大
火
の
あ
と
を
、
矢
つ
ぎ
ば
や
に
廻

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
大
正
七
年
に
六
回
、
同
十
二
年
に
四
回
、
同
十
三
年

に

一
回
、
顕
著
な
も

の
だ
け
で
も
前
後
総
計
七
十
余
回
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
布
施
行
は
、
本
真
尼
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
慈
悲
心
か
ら
な
さ

れ

た

も

の

で
、
他
人
か
ら
頼
ま
れ
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。

し
か
も
こ
の
小
柄
な
本
真
尼
の
人
間
わ
ざ
と
も
思
え
な
い
大
布
施
行
は
、
と
り
た
て
て
言
う
べ
き
背
景
も
な
く
、
た
だ
心
か
ら
心

へ
の

信
者
の
ま
こ
こ
ろ
と
お
弟
子
た
ち
の
随
喜
の
行
と
に
よ

っ
て
、
三
十
余
年
間
う
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
行
わ
れ
た
。
五
万
余
戸
に
及
ぶ
大
布
施
行

　

が
、
か
弱
い
尼
僧
の
手
で
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
向
後
は
知
ら
ず
お
そ
ら
く
前
代
未
聞
の
事
で
あ
る
。

二
、
颯

田
本
真

尼

と
矢
吹

慶
輝

博
士

と

の
出

合

す
で
に
先
に
も
触
れ
た
が
、
日
本
に
お
け
る
社
会
事
業
の
先
駆
者
の

一
人
、
矢
吹
慶
輝
博
士
が
、
本
真
尼
と
は
じ
め
て
出

合

っ
た

の

は
、
本
真
尼
が
明
治
二
八
年
五
月
二

一
日
山
形
県
酒
田
町
の
災
害
救
恤
の
た
め
、
私
財
百
円
、
手
拭
、
風
呂
敷
な
ど
三
河
、
美
濃
、
東
京

の
篤
志
者
よ
り
寄
付
さ
れ
た
も
の
十
八
梱
を
も

っ
て
罹
災
者
千
百
戸
に
施
こ
し
に
行
く
途
中
、
無
能
寺
に
立
寄

っ
た
時
の
よ
う
で
あ
る
。

こ

お
り

 矢
吹
博
士
は
無
能
上
人
の
後
を
嗣
が
れ
た
矢
吹
良
慶
和
上

(
一
八
三
〇
ー

一
九
〇
六
)
の
お
弟
子
で
、
福
島
県
桑
折

町
に
あ
る
無
能
寺
に

入
山
し
た
の
が
七
才
の
と
き
で
あ
る
。
良
慶
和
上
は
二
百
五
十
戒
を
た
も

っ
た
持
戒
堅
颪
な
律
僧
で
、
本
真
尼
も
大
変
和
上
を
尊
敬
し
、
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無
能
寺
に
は
施
行
の
途
次
よ
く
参
詣
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
矢
吹
博
士
も
学
生
の
頃
か
ら
本
真
尼
の
と
こ
ろ

へ
来
ら
れ
て
親
し
く
し

て

い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
博
士
も
良
慶
和
上
の
養
嗣
と
な
り
そ
の
後
継
者
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
良
慶
和
上
遷
化
の
後
、

無
能
寺
の
後
継
問
題
で
心
労
が
多
く
、
本
真
尼
に
も
そ
の
こ
と
を
相
談
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
真
尼
は
矢
吹
博
士
よ
り
三
十
四
才
年
長

な
の
で
、
十
七

.
八
才
頃
、
五
十

一
.
二
才
の
本
真
尼
に
出
合

っ
た
矢
吹
博
士
は
、
こ
の
純
粋
な
尼
僧
に
傾
倒
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
博
士
も
そ
の
後
よ
く
鵠
沼

へ
行
か
れ
本
真
尼
の
教
え
を
聞
か
れ
た
が
、
矢
吹
博
士
が
仏
教
学
や
宗
教
学
を
や
り
、

さ
ら
に
社
会
事
業
に
興
味
を
持
た
れ
た
の
も
本
真
尼
の
影
響
に
よ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
博
士
は
無
能
寺
の
後
継
者
と
な
る
こ
と
を
断
念

し

、
結
婚
し
て
り

っ
ぱ
な
仏
教
学
者
と
な
り

『
三
階
教
之
研
究
』
で
学
士
院
恩
賜
賞
を
受
け

『
阿
弥
陀
仏
の
研
究
』
や

『
鳴
沙
余
韻
』
を

出
版
し
、
さ
ら
に
欧
米
の
社
会
事
業
調
査
等
も
な
し
、
大
正
大
学
に
社
会
事
業
研
究
室
を

つ
く

っ
て
後
進
の
指
導

に
あ
た

っ
た
。
博
士
は

「
私
な
ど
僧
侶
の
資
格
は
な
い
」
と
言

っ
て
、
自
ら
進
ん
で
鵠
沼
慈
教
庵

(後
の
本
真
寺
)
の
信
徒
総
代
を
し
て
い
ら
れ
た

そ
う

で

あ

る
。
博
士
が
本
真
尼
を
敬
慕
さ
れ
る
気
持
は
、
そ
の
著

『
本
真
老
尼
』
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
が
、
博
士
は
さ
ら
に
詳
細
な
本
真
尼
の

生
涯
を
書
く
つ
も
り
で
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
仕
事
を
完
成
せ
ず
し
て
浄
土

へ
帰
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
大
島
徹
水
大

僧
正
の
依
頼
で
筆
者
が

『布
施
行
者
颯
田
本
真
尼
』
を
非
売
品
と
し
て
出
版
し
た
の
は
昭
和
二
十
六
年

一
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
文
章
も

調
わ
ず
お
恥
し
い
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
本
を
大
島
徹
水
大
僧
正
と
矢
吹
慶
輝
博
士
に
捧
げ
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
後
、
春
秋
社
か
ら

改
訂
増
補
し
て

『布
施
の
行
者
颯
田
本
真
尼
』
と
し
て
再
出
版
し
た
の
は
昭
和
四
十
五
年
八
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。

思
わ
ず
私
事
些
日
;

て
し
ま
っ
た
が
、
矢
吹
博
士
は

『
三
階
教
之
研
究
』
の
出
版
に
つ
い
て
そ
の
序
文
に
次

の
よ
う
な
感
懐
を
述

べ
て

い
ら
れ
る
。

「
十
月
二
十
三
日
午
后
二
時
、
本
自
叙
並
に
巻
末
の
後
記
を
浄
書
し
了
る
。
乃
ち
先
づ
春
来
病
床
に
在
り
し
妻

に
此
の
旨
を
報
じ
、
相

共
に
本
稿
完
結
の
喜
を
頒
ち
し
が
、
図
ら
ざ
り
き
、
此
の
夕
、
妻
の
病
遽
に
革
ま
り
、
廿
四
日
午
前
零
時
三
十

七
分
、
偶
地
蔵
祭
日
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に
当
り
、
溘
焉
と
し
て
逝
く
。
成
書
近
き
に
在
り
て
忽
ち
這
の
眼
前
の
無
常
に
接
し
、
熟
、
十
有
余
年

の
既
往
を
回
顧
し
て
著
者
の

胸
中
実
に
感
慨
無
量
な
る
も
の
あ
り
。
同
月
廿
九
日
、
忘
妻
の
葬
儀
を
小
石
川
の
伝
通
院
に
挙
ぐ
る
や
、
三
十
余
年
来
の
著
者
が
竹

馬
の
友
、
小
野
鉱
造
博
士
の
弔
辞
に
日
く
、
著
者
の
今
日
あ
る
は
其
の
半
は
亡
妻
内
援
の
力
な
り
と
。
斯
く
て
本
書
は
又
著
者
に
と

り
て
、
長

へ
に
此
の
隠
れ
た
る
内
助
者
の
長
逝
を
記
念
す
る
も
の
と
な
れ
り
。
想
は
ざ
り
き
、
製
本
成
る
の
日
、
本
書
が
偶
、
亡
妻

永
劫
の
記
念
た
ら
ん
と
は
、
今
、
野
外
の
秋
色
漸
く
深
く
し
て
、
学
窓
、
哀
情
転
た
切
な
る
も
の
あ
り
。
併
せ

て
叙
末
に
附
記
す
。

大
正
十
五
年
十

一
月
十
三
日
遺
骨
の
側
に
て

著
者
又
識
」

学
士
院
恩
賜
賞

に
輝
く

『
三
階
教
之
研
究
』
が
矢
吹
博
士
に
と

っ
て
右
の
よ
う
な
哀
情
を
伴
う
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
を
感

慨

深

く

思

う
Q博

士
は
そ
の
翌
年
慈
教
慶
に
泉
谷
氏
と
共
に
発
起
と
な
り
地
蔵
尊
の
銅
像
を
建
立
し
、
十

一
月
六
日
開
眼
供
養
を
な
し
、
奥
様
の
遺
骨

を

そ
の
地
蔵
尊
の
銅
像
の
下
に
納
骨
さ
れ
た
。
本
真
尼
が
遷
化
し
た
の
は
、
そ
の
翌
年
昭
和
三
年
八
月
八
日
の
夜
十

二
時
で
、
八
十
四
年

の
生
涯
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
、
博
士
は
五
〇
才
で
あ
る
。

三
、
浄

土
教

者

の
社

会
事

業

矢
吹
博
士
が
社
会
事
業
に
関
心
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
矢
吹
良
慶
に
つ
い
て
七
才
の
と
き
、
得
度
し
た
と
き
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
芹

川
博
通
氏
の
指
摘
は
正
し
い
。
七
才
の
少
年
が
出
家
し
て
律
院
生
活
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
供
な
が
ら
何
等
か
世
の
た
め
人
の
た
め

に
つ
く
し
た
い
と
の
念
願
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
師
の
良
慶
和
上
は
高
徳
な
律
僧
で
、
識
見
卓
越
、
円
満
な
人
柄
で
、
子
女

へ
の
経
済

　
　

的
援
助
も
多
く
、
慈
善
事
業
に
も
熱
心
な
人
で
あ

っ
た
と
い
う
。
独
身
生
活
を
し
た
律
僧
な
れ
ば
、
多
く
の
青
少
年
を
支
援

し

教

化

を
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た
れ
る
こ
と
も
可
能
で
、
家
族
を
持
つ

一
般

の
僧
侶
の
な
し
得
な
い
こ
と
が
比
較
的
に
た
や
す
く
で
き
る
。
戒
律
生
活
と
慈
善
事
業
と
の

結

び
つ
き
は
そ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
。
三
陸
の
津
波
の
時
な
し
た
本
真
尼
の
献
身
的
救
恤
活
動
に
感
動
し
た
で
あ
ろ
う
若
き
日
の
矢
吹
博

士
は
、
僧
尼
の
戒
律
尊
重
の
あ
り
方
に
心
ひ
か
れ
た
に
相
異
な
い
。
戒
律
を
持
し
て
独
身
生
活
を
な
し
・
こ
の
よ
う
な
難
民
救
恤
に
あ
た

る
こ
と
こ
そ
が
現
代
の
僧
尼
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
で
も
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
二
十
才
の
と
き
明
治
三

一
年
六
月
東
北
支
校

と

い
わ
れ
た
浄
土
宗
学
尋
常
科
を
卒
業
し
、
同
年
九
月
東
京
小
石
川
に
あ

っ
た
浄
土
宗
学
高
等
学
院
高
等
正
科
に
入
学
し
・
明
治
三
五
年

七
月
同
校
を
卒
業
し
て
い
る
。
博
士
二
四
才
の
時
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
東
京
帝
国
大
学
に
入
学
す
る
た
め
同
年
九
月
中
学
郁
文
館
第
五
年

生

に
編
入
学
し
、
翌
年
七
月
第

二
口同
等
学
校
に
入
学
し
て
い
る
。
博
士
二
五
才
の
時
で
あ
る
。
矢
吹
博
士
は
明
治
二
十

一
年
六
月
七
日
矢

吹
良
慶
和
上
の
養
子
と
な
り
、
そ
の
後
継
者
と
な

っ
た
が
、
明
治
三
二
年
八
月
八
日
協
議
慧

し
て
佐
藤
姓
に
復
帰
し
て
い
恥

し
か
し

 明
治
三
九
年
九
月

一
四
日
良
慶
和
上
が
遷
化
さ
れ
た
の
で
、
博
士
は
明
治
四
〇
年

一
月
二
五
日
矢
吹
良
慶
の
選
定
家
督
相
続
入
と
な
り
矢

吹
姓
を
ま
た
名

の
っ
て
い
る
。
矢
吹
博
士
は
明
治
三
九
年
七
月
第

=
咼
等
学
校
を
卒
業
し
、
同
年
九
月
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
進
学

し
た
。
博
士
二
八
才
の
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
四
二
年
七
月
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
を
卒
業
し
、
そ
の
時
の
卒
業
論
文
が

「
阿
弥
陀
仏
の
研
究
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
な

っ
て
刊
行
さ
れ
る
が
、
今
日
さ
ら
に
復
刻
さ
れ
る
ほ
ど
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。
大

正
二
年
八
月
ま
で
同
大
学
院
に
在
籍
し
た
が
、
そ
の
間
、
明
治
四
二
年
九
月
天
台
宗
大
学
講
師
を
つ
と
め
、
明
治
四
三
年
四
月
宗
教
大
学

教
授
と
な
り
、
大
正
二
年
姉
崎
正
治
に
随

っ
て
渡
米
。
同
四
年
浄
土
宗
外
国
留
学
生
と
し
て

ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
お
よ
び

マ
ン
チ

ェ
ス
タ

ー

大
学
に
学
び
、
社
会
事
業
を
視
察
し
、
欧
州
で
は
敦
煌
古
写
本
等
を
調
査
し
六
年

一
月
帰
国
し
て
い
る
。

外
国
に
お
け
る
社
会
事
業
の
盛
ん
な
る
を
見
る
に
つ
け
、
浄
土
教
者
で
あ
り
戒
律
を
重
視
す
る
立
場
に
あ

っ
た
若
き
日
の
博
士
は
、
戒

律

に
つ
い
て
は
新
し
い
見
解
を
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
戒
を
持
す
る
者
こ
そ
社
会
事
業
に
従
事
す
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
よ

う

で
あ
る
。
帰
国
後
は
戒
律
の
大
切
な
こ
と
を
感
じ
つ
つ
も
寺
院
の
住
職
と
し
て
仏
道
を
行
ず
る
よ
り
学
問
の
世
界
に
お
い
て
活
躍
し
、
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仏
教
社
会
事
業
の
研
究
に
尽
瘁
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
自
覚
し
た
よ
う
で
あ
る
。
博
士
が
結
婚
生
活
に
踏
み
切

っ
た

の
も
、
そ
の
よ
う
な

自
覚
の
下
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
内
助
の
下
に
学
問
の
世
界
に
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
宗
教
大
学
に
社
会
事
業
科
を
設
け
後
進

の
指
導
を
し
、
三
輪
学
院
を
創
設
し
て
勤
労
青
少
年
の
教
育
に
献
身
し
た
こ
と
も
、
震
災
後
の
東
京
の
復
興
の
た
め

に
東
大
助
教
授
の
職

を
辞
し
て
社
会
局
長
の
勤
め
に
献
身
し
た
の
も
彼
の
実
践
的
欲
求
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
判
断
の

背
後
に
本
真
尼
の
無
心
な
社
会
救
済
活
動
の
あ

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

元
来
、
浄
土
教
と
い
う
も
の
は
、
厭
離
穢
土

・
欣
求
浄
土
を
基
本
と
す
る
、
現
世
よ
り
い
わ
ば
未
来
の
浄
土
往
生
を
期
す
る
宗
教
で
あ

る
。
現
世
の
幸
福
よ
り
も
来
世
の
幸
福
を
願
い
、
現
世
は
穢
土
で
あ
り
仮
り
の
宿
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
穢

土
を
厭
い
離
れ
て
来

世

の
浄
土

へ
往
生
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
教
で
あ

っ
た
。
鎌
倉
初
期
の
源
平
動
乱
の
時
代
に
生
き
た
法
然

(
=

三
三
ー

=

一
一
二
)
は
、

現
世

の
穢
土
性
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
乱
世
に
あ

っ
て
平
和
に
道
を
求
め
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
現
世
に

お

い
て
悟
を
開
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に

一
般
民
衆
を
救
い
う
る
宗
教
は
厳
し
い
修
道
生
活

で
は
な
く
、
誰
れ
に

で
も
実
践
で
き
る
教
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
法
然
が
四
三
才
ま
で
苦
ん
だ
の
は
、
そ
の
教
え
を
発
見
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
法

然

の
父
漆
間
時
国
も
明
石
源
内
武
者
定
明
に
よ

っ
て
重
傷
を
負
わ
さ
れ
、
や
が
て
死
ん
で
行

っ
た
。
そ
の
時
の
遺
言

は
意
外
に
も
仇
を
討

つ
こ
と
で
は
な
く
、
出
家
し
て
菩
提
を
弔
え
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
父
の
遺
言
忘
れ
が
た
く
母
と
別
れ
て

=
二
才

(
一
説

一
五
才
)
で

比
叡
山
に
登
り
、
ひ
た
す
ら
道
を
求
め
て
勉
学
と
修
行
に
は
げ
ん
だ
法
然
房
源
空
は
、

一
時
山
を
下

っ
て
南
都
や
醍
醐
の
碩
学
を
訪
ね
て

聞
法
し
た
が
、
解
脱
の
道
は
教
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
比
叡
山
に
帰

っ
た
法
然
は
ひ
た
す
ら
聖
典
を
読
み
、
自
ら
思
索
し
て
、
す
べ
て
の
人

の
救
わ
れ
る
道
を
探
求
し
た
。
そ
し
て
四
三
才
の
時
、
善
導
の
観
経
疏
を
読
み
、
自
ら
の
救
わ
れ
る
道
を
発
見
し
、

一
人
、
男
泣
き
に
泣

き
な
が
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
、
凡
夫
救
済
の
道
の
発
見
を
喜
び
、
山
を
下

っ
て
専
修
念
仏
の
教
え
を
説
い
た
。
こ
の
教
え
な
ら
万

機
普
益
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
人
で
も
平
等
に
救
わ
れ
る
と
い
う
自
信
を
持
つ
に
い
た

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
口
称
念
仏
の
教
え
は
当
時

の
人
心
に
投
じ
、
ま
た
た
く
間
に

「
一
天
四
海
み
な
法
然
が
弟
子
と
な
る
」

(選
時
抄
)
と
日
蓮
聖
人

を
し
て
言
わ
し
め
た
ほ
ど
に
、
津

々
浦

々
に
ま
で
広
ま

っ
た
。
浄
土
教
と
い
う
宗
教
は
そ
の
よ
う
な
教
え
で
あ

っ
た
。
現
世
に
お
い
て
は

念
仏
の
功
を
積
み
、
宗
教
的
慧
智
を
得
て
人
生
を
安
ら
か
に
全
う
し
、
死
後
は
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
期
す
る
教
え
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
教
え
か
ら
現
世

に
お
け
る
災
害
に
よ
る
難
民
を
救
済
す
る
よ
う
な
働
き
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
。
仏
教
と
は
智
慧
と
慈
悲
の
教

で
あ
る
と
し
て
も
、
当
時

の
浄
土
教
者
は
慈
悲
と
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
で
あ
り
、
こ
れ
を
あ
り
が
た
く
受
け
と
る
だ
け
で
、
自
ら
慈
悲
を

行
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
浄
土
教
者
は
た
と
え
悪
人
で
あ

っ
て
も
念

仏
す
れ
ば
阿
弥
陀
仏

の
他
力
本
願
に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
信
仰
が
普
及
し
て
い
て
、
ど
う
か
す
る
と
人
間
を
悪
に
導
く
よ
う

に
誤
解
さ
れ
さ
え
し
た
。
僧
侶
も
本
願
ぼ
こ
り
と
い
う
よ
う
に
、
弥
陀
の
本
願
は
絶
対
だ
か
ら
、
ど
ん
な
悪
人
で
も
救

っ
て
く
だ
さ
る
と

信
じ
、
悪
を
や
め
善
を
修
す
る
こ
と
す
ら
、
自
力
の
は
か
ら
い
で
あ
り
、
人
間
の
力
み
に
す
ぎ
ぬ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
浄

⑨

土
教
か
ら
難
民
救
済
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
れ
は

「
末
通
ら
ざ
る
慈
悲
」
だ
と
批
判
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。

浄
土
教
者
は
堕
落
し
た
と
言
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
他
力
救
済
の
教
え
に
甘
え
て
、
慈
悲
行
を
実
践
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
道
徳

的
生
活
を
す
る
こ
と
す
ら
自
力
作
善
と
批
判
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ

っ
て
僅
か
に
浄
土
律
を
奉
ず

る
僧
尼
の
み
は
、
そ

の
よ
う
な
堕
落
し
た
浄
土
教
者

へ
の
反
省
を
促
す
生
き
方
で
あ

っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
本
真
尼
が
浄
土
律
の
尼
僧
と
し
て
清
浄
な
修
道
生

活
を
貫
き
、
布
施
行
と
い
う
慈
悲
行
を
実
践
し
た
の
も
、
本
真
尼
に
と

っ
て
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
布
施
行
に
対

し
、
こ
れ
を
支
持
し
た
の
は
、
雲
照
律
師
、
志
運
和
上
等
、
日
本
仏
教
界
最
右
派
の
律
僧
た
ち
で
あ

っ
た
。
雲
照
律
師
は
真
言
律
、
志
運

和
上
は
浄
土
律
の
人
で
高
徳
の
誉
高
く
そ
の
信
者
た
ち
が
本
真
尼
の
布
施
行
を
支
持
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
浄
土
教
者
と
し
て

は
珍
ら
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
本
真
尼
の
布
施
行
が
浄
土
律
の
僧
尼
に
よ

っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

矢
吹
博
士

の
社
会
事
業

へ
の
関
心
も
、
博
士
が
福
島
県
桑
折
町
の
無
能
寺
と
い
う
浄
土
律
の
寺
に
青
少
年
時
代
を

す
ご
し
た
こ
と
に
基
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因
す
る
。
律
院
で
あ
り
律
僧
で
あ
れ
ば
、
扶
養
す
べ
き
家
族
は
な
く
、
救
う
べ
き
も
の
は
難
民
で
あ
り
、
困
窮
し
て
い
る
人
び
と
で
あ

っ

た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
か
ら
布
施
行
が
実
践
さ
れ
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
あ

っ
て
、
若
き
日
の
矢
吹
博
士
が
、
良
慶
和
上
を
師
と
し
て

感
化
を
受
け
、
こ
の
布
施
の
行
者
颯
田
本
真
尼
に
絶
対
の
信
頼
を
お
き
、
そ
の
讃
仰
者
と
な

っ
た
の
も
当
然
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

む

す

び

簡
単
に
矢
吹
博
士
と
本
真
尼
の
関
係
に
つ
き
論
述
し
、
浄
土
律
と
布
施
行
の
関
係
に
つ
き
考
え
て
見
た
。
十
分
に
意
を

つ
く
し
て
い
な

い
が
、
本
真
尼
の
念
仏
三
昧
の
生
活
か
ら
出
て
来
た
布
施
行

へ
の
転
身
の
あ
ざ
や
か
さ
、
そ
し
て
、
そ
の
布
施
行
が
や
は
り
念
仏
弘
通
に

通
ず
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
、
浄
土
律
や
真
言
律
の
人
び
と
が
布
施
行
に
よ

っ
て
僧
尼
の
対
社
会
的
な
役
割
を
果
さ
ん
と
し
た
こ
と
等
に

つ
き
考
え
て
見
た
。
し
か
し
な
が
ら
浄
土
教
と
布
施
行
と
い
う
か
社
会
福
祉
事
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
宗
教
的

に
も

っ
と
し

っ
か
り
し

た
教
理
的
基
礎
づ
け
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

注①

芹
川
博
通

「矢
吹
慶
輝
の
社
会
事
業
思
想
」
(長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
年
報
第
八
号
特
集
近
代
仏
教
と
社
会
福
祉
)
拙
稿

「矢
吹
慶
輝
の
浄
土

教
理
解
」
(花
園
大
学
研
究
紀
要

=

号
、
一
九
八
〇
)。
拙
稿

「矢
吹
慶
輝
に
つ
い
て
」
(仏
教
史
学
研
究
二
一二
巻
ー
一
昭
和
五
十
六
年

一
月
)

②

拙
著

『
布
施
の
行
者
颯
田
本
真
尼
』
春
秋
社
刊
。
『西
尾
市
史
』
五
七
三
頁
-
五
九

一
頁
。
『吉
良
町
誌
』
二
五
六
頁
ー
二
九
八
頁
。
『
一
色
町
誌
』

五
二
九
頁
ー
五
三
一
頁
。

、

③

出
口
英
二

「
日
本
の
近
代
化
と
宗
教
問
題
」

(『近
代
日
本
と
早
稲
田
大
学
の
思
想
群
像

1
』
早
稿
田
出
版
部
)
参
照

④

拙
者

『
布
施
の
行
者
颯
田
本
真
尼
』
の
年
表
は

『西
尾
市
史
』
や

『吉
良
町
誌
』

等
に
よ
り
三
河
地
方
大
海
嘯
の
年
を
明
治
二
十
二
年
に
訂
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

⑤

矢
吹
慶
輝

「社
会
救
済
事
業
の
先
駆
を
な
し
た
老
尼
僧
の
生
涯
」
(い
つ
も
世
に
隠
れ
て
奉
仕
の
為
に
尽
し
た
本
真
尼
の
八
十
年
の
生
涯
)
『主
婦
之

友
』
(新
年
特
別
号
)
大
正

一
四
年
一
月
。
矢
吹
慶
輝

『本
真
老
尼
』
慈
教
庵
、
昭
和

一〇
年
。
拙
著

『布
施
行
者
颯
田
本
真
尼
』
華
頂
文
社
、
昭
和



II

二
十

六
年
。
吉

田
久

一
『
日
本
近
代
仏
教
社
会

事
業
史
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
九
年

、
二
六
四
-
二
六

五
頁
。

拙
著

『
布
施
の
行
者

颯
田

本
真

尼
』
春
秋
社
、
昭
和
四
十

五
年
、
林
千

代

「
颯

田
本
真
尼
」
『
社
会
事
業

に
生
き
た
女
性

た
ち
」

ロ
メ
ス
出
版
、

昭
和
四
十
八
年

。

⑥

芹

川
博

通

「
矢
吹
慶
輝
の
社
会

事
業
思
想
」

一
頁
。

⑦

拙
稿

「
矢
吹
慶
輝
に

つ
い
て
」

(『
仏
教
史
学

』
第

二
十
三
巻
第

一
号

)

⑧

こ
の
件

に

つ
い
て
は
拙
稿

「
矢
吹
慶
輝
に

つ
い
て
」
(仏
教
史
学
第
≡

二
巻

一
号
)

一
=

一頁
参
照
。

⑨

歎

異

抄



タミ眇(1憂究軍【専」二

颯

田

本

真

尼

矢吹博士や本真尼 と

親 しかった大島徹水大僧正



本真 ・諦 真両尼の墓のある京都市右京 区鳴滝町泉谷にある西寿寺

本真尼のいた愛知県吉良町吉田にある徳雲寺


