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意
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昨
年
九
月
二
十
六
日
、
山
鹿
素
行
の
菩
提
寺
で
あ

る
牛
込
宗
参
寺
で
三
百
三
十
三
回
忌
の
法
要
が
執
り

行
は
れ
だ
。
当
日
は
山
鹿
家
本
家
御
夫
妻
を
初
め
と

し
て
、
素
行
曾
会
員
二
十
数
名
の
列
席
の
も
と
法
要

が
厳
粛
に
営
ま
れ
、
列
席
者
全
員
の
焼
香
の
後
に
山

鹿
家
当
主
か
ら
の
御
挨
拶
が
あ
り
、
そ
の
後
、
陸
軍

大
将
乃
木
希
典
が
か
つ
て
素
行
轟
前
に
奉
じ
た
祭
文

が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。

今
、
山
鹿
素
行
と
言
っ
て
も
知
る
者
は
少
な
い
。

せ
い
ぜ
い
忠
臣
蔵
で
赤
穂
浪
士
討
ち
入
り
の
時
の
太

鼓
が
山
鹿
流
陣
太
鼓
で
は
な
か
つ
た
か
と
反
応
す
る

く
ら
ゐ
で
あ
る
。

知
る
者
が
少
な
い
の
も
無
理
が
無
い
。
手
も
と
に

あ
る
高
校
教
科
書
『
最
新
日
本
史
』
（
明
成
社
）
を
見

て
も
、
山
鹿
素
行
に
つ
い
て
は
　
「
儒
学
の
発
達
」
と

い
ふ
項
目
に
次
の
や
う
な
紹
介
が
載
せ
て
あ
る
だ
け

で
あ
る
。

（
宋
・
明
の
儒
学
の
説
を
退
け
、
孔
子
・
孟
子
の
原

典
に
返
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
古
学
派
が
生
ま
れ

た
。
山
鹿
素
行
は
、
治
国
平
天
下
を
実
行
す
る
の
が

聖
人
の
道
で
あ
り
、
こ
れ
を
学
ぶ
の
が
聖
学
で
あ
る

と
し
て
、
礼
に
基
づ
く
士
道
論
を
説
い
た
。
）
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こ
こ
か
ら
伝
は
る
こ
と
は
、
宋
・
明
の
儒
学
の
説
、

つ
ま
り
当
時
江
戸
幕
府
の
指
導
理
念
と
し
て
絶
対
的

権
威
を
持
っ
て
ゐ
た
朱
子
学
を
却
げ
、
直
接
孔
孟
の

原
点
に
学
ぶ
と
い
ふ
聖
学
を
主
張
、
そ
れ
が
儒
学
史

の
中
で
は
古
学
派
と
喜
ば
れ
る
一
つ
の
流
派
を
形
成

し
た
。
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
士
道
を
説
い
た
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
古
学
派
に
属
す
る
儒
学
者
と
し
て
は
、

む
し
ろ
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
祖
練
の
方
が
名
高
い
だ
ら

う
が
、
そ
れ
は
素
行
が
儒
者
と
し
て
よ
り
、
兵
学
者

と
し
て
世
に
立
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
士
道
と
い

ふ
語
で
、
武
士
道
を
説
い
た
人
物
と
し
て
高
名
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
武
家
の
時
代
が
終

は
り
、
文
明
開
化
の
時
代
に
な
る
と
、
儒
学
や
兵
学

は
や
が
て
洋
学
に
取
っ
て
代
は
ら
れ
、
忘
れ
ら
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
山
鹿
素
行
は
、
む
し
ろ
明
治
以
後
に
そ
の

主
著
『
中
朝
事
貰
』
の
名
と
と
も
に
広
く
国
民
に
知

ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
希
有
の
思
想
家
で
あ
っ
た
の

だ
。
冒
頭
で
法
要
の
事
を
紹
介
し
た
中
に
、
乃
木
大

将
の
祭
文
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
と
書
い
た
。
い
っ
た

い
乃
木
大
将
と
山
鹿
素
行
と
は
、
ど
の
や
う
な
繋
が

り
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
法
要
を
主
催
し
た

素
行
含
創
立
の
歴
史
に
深
く
関
係
し
て
あ
る
。

乃
木
希
典
は
長
州
藩
の
支
藩
で
あ
る
長
府
藩
の
江

戸
上
屋
敷
で
生
を
受
け
た
。
父
は
江
戸
諒
の
藩
士
で

あ
っ
た
が
、
事
起
き
て
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
　
長

府
に
戻
る
こ
と
と
な
り
、
希
典
十
歳
、
父
と
共
に
長

府
に
移
っ
た
。
そ
こ
で
漢
学
や
武
道
な
ど
の
修
業
を

始
め
た
の
で
あ
る
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
　
十

六
歳
の
時
に
父
と
対
立
し
、
家
を
飛
び
出
し
た
。
徒

歩
で
萩
に
向
か
ひ
、
そ
こ
で
山
鹿
流
兵
学
者
玉
木
文

之
進
の
も
と
に
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
抑

も
玉
木
家
は
乃
木
家
の
親
戚
筋
に
当
た
る
。
文
之
進

は
父
の
許
し
も
得
ず
に
出
奔
し
て
き
た
希
典
を
厳
し

く
叱
責
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
は
許
し
て
家
に

住
ま
は
せ
、
農
作
業
の
傍
ら
学
問
を
厳
し
く
指
導
し

た
の
で
あ
る
。

玉
木
文
之
進
と
聞
い
て
吉
田
松
陰
の
叔
父
と
気
づ

く
人
は
少
な
く
な
い
管
だ
。
松
陰
の
父
杉
百
合
之
助

の
弟
で
あ
り
、
玉
木
家
へ
養
子
に
入
っ
て
ゐ
る
。
ち

な
み
に
百
合
之
助
の
も
う
一
人
の
弟
大
助
の
養
子
先

が
吉
田
家
で
あ
り
、
松
陰
は
こ
の
叔
父
大
助
の
後
を

継
い
で
長
州
藩
の
山
鹿
流
兵
学
師
範
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
松
陰
は
吉
田
家
に
養
子
に
入
っ
た
後
も
杉
家

の
家
族
と
生
活
を
共
に
し
て
ゐ
た
。
そ
こ
で
父
百
合

之
助
か
ら
松
陰
の
教
育
を
託
さ
れ
た
の
が
文
之
進
で

あ
り
、
そ
の
叔
父
か
ら
徹
底
的
に
学
問
を
仕
込
ま
れ

た
の
で
あ
る
。
い
か
に
厳
し
い
指
導
で
あ
っ
た
か
は
、

司
馬
遼
太
郎
の
小
説
『
世
に
棲
む
日
々
』
に
詳
し
く

描
か
れ
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
た
の
で
、
今
で

は
広
く
知
ら
れ
る
て
ゐ
る
。

以
上
か
ら
も
分
か
る
や
う
に
、
玉
木
文
之
進
を
中

心
に
山
鹿
流
兵
学
思
想
は
吉
田
松
陰
と
乃
木
希
典
に

伝
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
松
陰
と
希
典
と
は
十
九
年

の
年
齢
差
が
あ
り
、
希
典
が
学
問
を
本
格
的
に
始
め

た
と
き
に
は
松
陰
は
既
に
こ
の
世
の
人
で
は
な
か
つ
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た
。
松
下
村
塾
は
も
と
も
と
文
之
進
に
よ
り
家
塾
と

し
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
を
継
い
だ
の

が
松
陰
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
わ
づ
か
三
年
の
こ
と
で

し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
三
年
間
の
師
弟
の
結

び
つ
き
が
、
そ
の
後
の
日
本
の
歴
史
を
変
へ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
松
陰
恐
る
べ
し
。
そ
し
て
そ
の
松
陰
が

先
輔
と
呼
ん
で
終
生
尊
崇
し
た
の
が
山
鹿
素
行
で
あ

った。さ
て
、
そ
の
乃
木
希
典
と
素
行
合
の
関
係
で
あ
る

が
、
素
行
合
の
設
立
に
最
も
尽
力
し
た
の
が
乃
木
大

将
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
始

ま
り
は
、
日
露
戦
争
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
桑

港
総
領
事
で
あ
っ
た
柳
谷
謙
太
郎
は
離
任
の
挨
拶
に

時
の
大
統
領
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
も
と
を

訪
ね
た
。
そ
の
時
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
日
本
勝
利
の

祝
意
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
日
本
が
勝
利
で
き
た
の

は
武
士
道
に
よ
る
と
思
ふ
と
言
っ
た
さ
う
だ
。
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
は
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
を
読
ん
で

を
り
、
武
士
道
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
ゐ
た
。
そ
こ

で
柳
谷
に
、
日
本
に
お
い
て
武
士
道
を
説
い
て
最
も

偉
い
人
は
誰
か
と
問
う
た
の
で
あ
る
が
、
柳
谷
は
答

へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

柳
谷
は
、
帰
国
す
る
と
す
ぐ
に
東
京
帝
国
大
学

の
東
洋
哲
学
の
泰
斗
井
上
哲
次
郎
博
士
を
訪
ね
、
そ

れ
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
博
士
の
答
へ
は
、
そ
れ
は
江

戸
時
代
の
有
名
な
兵
学
者
で
あ
り
、
赤
穂
義
士
た
ち

を
訓
育
し
た
山
鹿
素
行
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
聞
い
た
柳
谷
は
、
そ
の
や
う
な
立
派
な

人
が
世
に
埋
も
れ
て
ゐ
る
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ

る
。
是
非
法
要
を
営
み
た
い
と
言
ふ
と
、
博
士
は
そ

れ
な
ら
山
鹿
素
行
を
深
く
尊
崇
し
て
ゐ
る
乃
木
大
将

と
野
村
子
爵
（
靖
、
吉
田
松
陰
弟
子
）
に
相
談
し
た
ら

よ
か
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
、
博
士
自
ら
伸
介
の
労
を

と
っ
た
。
二
人
は
大
変
喜
び
、
明
治
三
十
九
年
九
月

二
十
六
日
素
行
先
生
の
命
日
に
関
係
者
多
数
集
ひ
、

宗
参
寺
で
法
要
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、

索
行
合
が
中
心
と
な
っ
て
毎
年
法
要
を
行
ひ
、
昨
年

が
没
後
三
百
三
十
三
回
忌
の
法
要
と
な
っ
た
の
で
あ

る。

山
鹿
素
行
は
、
武
士
道
の
大
成
者
で
あ
る
と
同

時
に
日
本
論
の
先
擁
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
書
が

『
中
朝
草
薮
』
で
あ
る
。
そ
の
書
で
素
行
は
日
本
と

は
い
か
な
る
国
で
あ
る
か
、
主
に
『
日
本
書
紀
』
に

拠
り
な
が
ら
真
実
の
日
本
に
つ
い
て
説
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
書
に
籠
め
ら
れ
た
山
鹿
素
行
の
思
ひ
は
、

乃
木
大
将
に
よ
る
素
行
合
の
結
成
や
該
書
出
版
な
ど

に
よ
り
、
明
治
に
な
っ
て
新
た
な
命
が
吹
き
込
ま
れ
、

今
で
も
国
体
論
の
名
著
と
し
て
、
細
々
と
で
は
あ
る

が
、
大
切
に
読
み
継
が
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（会員）

二
又
隣
道
の
教
訓

藤

　

井

　

雅

　

和

い
ま
福
岡
県
北
九
州
市
の
日
豊
本
線
城
野
駅
か
ら

分
岐
し
て
大
分
県
日
田
市
の
久
大
本
線
夜
明
駅
に
至

る
鉄
道
路
線
は
日
田
彦
山
線
と
喜
ば
れ
て
ゐ
る
。
昨

年
七
月
の
豪
雨
に
よ
っ
て
一
部
不
通
が
続
い
て
を

り
、
な
り
ゆ
き
が
心
配
さ
れ
る
。

こ
の
線
は
昭
和
二
十
年
当
時
は
南
小
倉
彦
山
間
し

か
開
通
し
て
を
ら
ず
、
国
鉄
添
田
線
と
言
は
れ
て
ゐ

た
。
た
だ
、
そ
の
南
に
線
路
は
建
設
中
で
、
い
く
つ

か
の
随
道
（
ト
ン
ネ
ル
）
は
す
で
に
竣
工
し
て
ゐ
た
。

大
東
亜
戦
争
末
期
、
小
倉
市
周
辺
に
あ
っ
た
火
薬

類
を
疎
開
さ
せ
る
べ
く
、
こ
の
未
使
用
の
随
道
の
中

の
二
又
陰
道
と
青
木
随
道
な
ど
を
そ
の
保
管
場
所
に

撰
ん
で
移
し
、
陸
軍
省
が
管
理
を
し
て
ゐ
た
。
し
か

る
に
、
終
戦
に
よ
り
、
火
薬
類
は
占
領
軍
に
接
収
さ

れ
、
十
一
月
八
日
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
十
二
日
に
は

占
領
軍
の
米
軍
少
尉
ユ
ル
ト
ン
・
ユ
ー
イ
ン
グ
が
引

き
取
り
に
来
て
、
現
地
を
管
轄
す
る
添
田
警
察
署
に

火
薬
の
焼
却
処
分
を
言
ひ
渡
し
た
。

警
察
署
は
民
間
の
警
防
団
に
依
頼
し
、
作
業
を
行

ふ
。
ユ
ー
イ
ン
グ
は
ま
づ
、
遠
方
の
古
木
駿
道
に
行

っ
て
そ
こ
で
火
薬
に
火
を
つ
け
て
み
て
爆
発
は
し
な

い
な
ど
と
主
張
し
た
。
次
に
彦
山
駅
の
方
に
戻
っ
て

二
又
陛
道
の
火
薬
に
も
、
ユ
ー
イ
ン
グ
自
身
か
又
は

ユ
ー
イ
ン
グ
に
命
令
さ
れ
た
者
が
点
火
し
た
。
十
五

時
頃
と
い
は
れ
る
。
ユ
ー
イ
ン
グ
ら
は
燃
焼
経
過
を

見
届
け
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
自
動
車
を
駆
っ
て
煽
っ

て
行
っ
た
。

見
張
り
に
残
っ
た
巡
査
は
、
隠
遁
入
口
か
ら
「
龍

の
舌
」
の
や
う
に
伸
び
縮
み
す
る
炎
を
見
た
と
い
ふ
。

「
龍
の
舌
」
　
は
や
が
て
太
く
長
く
な
り
、
彦
山
川
を

越
え
て
対
岸
の
民
家
を
焼
い
た
。
火
の
見
の
半
鐘
が

鳴
ら
さ
れ
、
村
人
が
数
十
人
駆
け
つ
け
消
火
作
業
に

あ
た
っ
た
。
が
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
二
日
十
七

時
十
五
分
過
ぎ
、
二
又
陸
運
は
大
爆
発
を
起
こ
し
た
。

睦
道
を
覆
っ
て
ゐ
た
土
砂
が
半
径
二
キ
ロ
に
飛
び
散

り
、
落
合
二
又
の
村
は
埋
ま
っ
て
百
四
十
玉
名
が
死
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亡
、
負
傷
者
百
五
十
名
を
超
え
る
大
惨
事
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
爆
発
で
二
又
隣
道
は
消
滅
し
、
跡
は
切
り
通

し
の
や
う
に
な
っ
て
、
隠
遁
が
穿
た
れ
て
ゐ
た
丸
山

は
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
事
故
直
後
に
彦
山
駅
に
到
着
予
定
で
あ
っ
た

列
車
は
少
年
駅
員
の
機
転
に
よ
り
駅
前
方
で
停
車
し

て
難
を
逃
れ
た
が
、
こ
の
美
談
さ
へ
忘
れ
ら
れ
る
程

の
事
件
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
惨
劇
は
占
領
軍
の
報
道
規
制
に
よ
り
中
央
で

は
一
切
報
道
さ
れ
ず
、
二
日
後
に
地
元
紙
が
僅
か
に

報
道
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
後
に
住
民
の
一
部
か
ら

国
が
辞
へ
ら
れ
、
一
審
は
国
の
勝
訴
、
二
審
と
最
高

裁
で
は
「
（
旧
）
陸
軍
と
警
察
署
の
責
任
」
と
さ
れ
、

つ
ま
り
国
が
敗
訴
し
て
確
定
し
た
。
こ
の
最
終
判
決

は
昭
和
三
十
一
年
四
月
に
出
て
ゐ
る
。
し
か
し
事
件

の
発
生
が
占
領
下
で
あ
っ
た
と
は
い
へ
、
講
和
条
約

発
効
後
の
こ
の
決
定
は
著
し
く
理
不
尽
な
裁
判
で
あ

る
と
い
は
ざ
る
を
え
な
い
。

米
軍
が
取
っ
た
責
任
は
、
事
件
直
後
に
小
倉
司
令

部
の
米
軍
中
佐
ウ
オ
ッ
チ
が
菓
子
を
持
っ
て
弔
問
見

舞
ひ
に
来
た
こ
と
と
、
ユ
ー
イ
ン
グ
を
か
た
ち
ば
か

り
に
軍
法
会
議
に
か
け
た
こ
と
ぐ
ら
ゐ
で
あ
る
。
し

か
し
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
た
ユ
ー
イ
ン
グ
は
「
免

官
降
等
本
国
送
還
」
と
い
ふ
判
決
で
、
無
傷
で
帰
国

し
て
ゐ
る
。
な
ほ
青
木
隠
遁
の
火
薬
は
そ
の
後
四
十

日
に
わ
た
っ
て
燃
え
続
け
た
。
以
上
、
佐
々
木
冨
泰

民
ら
の
資
料
に
よ
る
。

実
は
二
又
と
青
木
の
二
つ
の
随
道
内
の
火
薬
は
、

そ
の
島
や
詰
め
方
、
随
道
の
長
さ
に
遵
ひ
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
為
に
一
方
は
爆
発
し
、
他
方
は
し
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ユ
ー
イ
ン
グ
は
そ
れ
を
確
認

す
る
こ
と
な
く
火
を
放
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
火
薬
の

取
り
扱
ひ
に
無
知
の
専
門
外
の
者
の
所
業
で
あ
る
。

生
半
可
の
知
識
、
即
ち
素
人
の
考
へ
で
な
け
れ
ば
、

こ
の
や
う
な
事
態
は
出
来
し
な
い
。

占
領
下
に
進
駐
し
て
き
た
米
軍
人
や
そ
の
他
の
米

人
の
中
に
は
全
く
の
素
人
が
多
数
ゐ
た
。
そ
れ
が
あ

ら
う
事
か
、
大
手
を
振
っ
て
我
が
国
を
躁
瑚
し
た
。

も
う
一
度
言
ふ
が
、
素
人
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
九
州

の
山
奥
で
の
出
来
事
は
、
そ
の
氷
山
の
一
角
の
判
り

や
す
い
例
で
あ
る
。

戦
後
の
教
育
政
策
は
か
う
し
た
連
中
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
か
や
う
に
し
て
憲

法
や
教
育
制
度
な
ど
、
我
が
国
の
根
幹
に
関
は
る
制

度
を
米
国
の
素
人
に
よ
っ
て
い
ぢ
ら
れ
た
。
そ
の
傷

跡
の
深
さ
は
二
又
駿
道
の
惨
事
に
も
匹
敵
す
る
。

占
領
下
に
作
ら
れ
た
制
度
や
条
文
は
す
べ
て
見
直

し
を
し
て
、
改
め
る
も
の
は
早
急
に
改
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
員
）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
（
二
）

第
二
回

爽
や
か
な
心
（
承
前
）
　
河
野
省
三

朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
は
、
如
何
に
も
清
ら
か
で
あ

り
、
さ
う
し
て
単
純
に
さ
っ
ぱ
り
し
た
眺
め
で
あ
り

ま
す
。
嫌
味
と
か
毒
々
し
い
と
か
い
ふ
所
の
な
い
、

清
い
み
や
び
な
姿
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
私
ど
も
日

本
人
と
し
て
の
心
の
特
色
が
現
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
吾
々
日
本
人
の
祖
先
は
、
か
う
い
ふ
心
持
を

明
く
、
浄
く
、
正
し
く
、
直
き
心
と
も
申
し
ま
し
て
、

道
徳
の
根
抵
と
な
る
心
は
、
こ
1
に
あ
る
と
信
じ
て

居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

か
ゝ
る
さ
ば
や
か
な
大
和
心
を
本
質
と
す
る
神
道

は
、
た
ゞ
こ
の
み
や
び
な
心
を
心
と
し
て
、
一
途
に

わ
が
皇
室
を
尊
び
、
わ
が
国
家
を
愛
し
て
来
た
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
神
道
の
信
仰
が
大
使
の
自
然
に
存

し
て
居
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
ま
す
。
神
社
は
わ
が

神
道
を
形
に
生
か
し
た
経
典
で
あ
り
ま
し
て
、
彼
の

鳥
居
と
い
ひ
、
鎮
守
の
森
と
い
ひ
、
氏
神
の
御
社
養

い
ひ
、
何
れ
も
皆
清
ら
か
に
簡
素
と
い
ふ
こ
と
を
尚

ん
で
ゐ
ま
す
。
そ
こ
に
お
参
り
い
た
し
ま
す
と
、
私

た
ち
の
心
は
お
の
づ
か
ら
す
が
I
－
し
い
さ
は
や
か

な
気
分
に
な
っ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
五

十
鈴
川
の
清
い
流
れ
に
、
二
千
年
の
昔
か
ら
鎮
座
ま

し
ま
す
皇
大
神
宮
に
詣
り
ま
す
と
、
何
人
も
西
行
法

師
と
同
じ
や
う
に
、

な
に
ご
と
の
お
は
し
ま
す
か
は
し
ら
ね
ど
も

か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
ゝ

と
い
ふ
感
じ
に
打
た
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
何

と
は
な
し
に
感
ぜ
ら
れ
る
尊
い
心
が
、
即
ち
日
本
人

の
神
に
対
す
る
あ
り
の
ま
1
の
姿
で
あ
り
ま
し
て
、

最
も
気
品
の
高
い
宗
教
的
の
情
操
で
あ
り
ま
す
。

明
治
天
皇
の
御
製
の
中
に
も
、

浅
み
ど
り
澄
み
わ
た
り
た
る
大
空
の

ひ
ろ
さ
を
お
の
が
心
と
も
が
な

と
い
ふ
御
製
が
あ
り
ま
す
る
が
、
こ
の
気
分
を
持
っ

て
ゐ
る
こ
と
が
大
切
な
心
が
げ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

御
詠
を
拝
締
し
ま
す
と
、
如
何
に
も
清
ら
か
に
さ
は
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や
か
な
大
御
心
を
し
の
び
奉
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。

思
へ
ば
も
う
十
三
年
の
昔
に
な
り
ま
す
が
、
私
は

明
治
天
皇
に
因
み
奉
る
一
つ
の
挿
話
を
持
っ
て
居
り

ま
す
。
そ
れ
は
明
治
天
皇
の
御
一
年
祭
の
行
ば
れ
た

時
の
こ
と
で
し
た
。
あ
る
小
さ
い
田
舎
町
の
小
学
校

の
庭
で
、
町
民
の
遙
拝
式
が
行
は
れ
ま
し
た
。
伏
見

桃
山
の
方
に
向
つ
て
祭
壇
を
設
け
、
程
よ
く
煽
っ
た

と
こ
ろ
に
並
び
ま
し
た
老
幼
男
女
は
、
そ
の
町
長
を

代
表
者
と
し
て
一
同
桃
山
の
御
陵
を
遥
拝
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
式
に
遅
れ
た
町
民
た
ち
は
、
い
づ

れ
も
静
か
に
樹
薬
の
立
つ
祭
壇
の
前
に
至
っ
て
恭
し

く
遥
拝
し
て
は
立
去
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
年
の

頃
は
五
十
歳
ぐ
ら
ゐ
の
八
百
屋
さ
ん
が
あ
り
ま
し

た
。
つ
ゝ
ま
し
薄
か
非
擦
壇
の
前
に
立
っ
て
伏
し
拝

み
ま
し
た
が
、
臆
正
治
ろ
に
左
の
小
脇
か
ら
綺
麗

に
束
ね
た
一
束
の
生
蓋
を
取
り
出
し
ま
し
て
、
丁

寧
に
祭
壇
に
捧
げ
置
い
て
、
一
歩
退
い
て
一
礼
し
て

立
去
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
目
撃
し
た
私
は
、

ま
こ
と
に
涙
ぐ
ま
し
い
感
に
う
た
れ
た
の
で
あ
り
ま

す。
皆
さ
ん
、
昏
々
日
本
人
の
心
の
底
に
は
、
か
う
い

ふ
飾
り
気
の
な
い
、
自
然
に
単
純
で
あ
っ
て
、
し
か

も
清
ら
か
な
大
和
心
が
溝
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り

ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
心
を
日
々
の
生
活
に
う
つ
し

ま
し
て
、
物
を
清
ら
か
に
し
心
を
さ
は
や
か
に
し
て
、

偽
ら
ざ
る
力
強
い
社
会
を
築
い
て
行
き
た
い
も
の
で

あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
さ
ば
や
か
な
心
を
基
礎
と
し

た
生
活
を
、
常
に
、
快
活
に
し
て
真
面
目
な
る
態
度

と
申
し
て
居
り
ま
す
が
、
日
本
人
の
気
分
と
態
度
と

は
、
ど
こ
ま
で
も
快
活
に
し
て
真
面
目
な
る
所
に
一

番
よ
く
真
価
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ま

す
。
（
ラ
ヂ
オ
講
演
集
）
　
　
「
中
等
薪
国
文
巻
二

【
教
科
書
所
載
の
脚
注
　
前
回
分
も
含
む
】

河
野
省
三
　
明
治
十
五
年
埼
玉
県
に
生
る
。
文
学
博

士
。
国
文
学
者
。
国
華
院
大
壁
学
長
。

明
治
神
宮
　
東
京
市
渋
谷
区
代
代
木
に
鎮
座
。
官
幣

大
社
。
明
治
天
皇
及
び
昭
憲
皇
太
后
を
奉
祀
す
る
。

さ
し
の
ぼ
る
云
々
の
御
製
　
明
治
四
十
二
年
の
御

作。
神
道
　
神
な
が
ら
の
道
。
わ
が
国
の
神
を
敬
す
る
道
。

本
居
宣
長
　
号
は
鈴
廼
屋
。
伊
勢
松
坂
の
人
。
享
和

元
年
（
二
四
六
一
）
　
没
。
年
七
十
二
。

五
十
鈴
川
　
三
重
県
（
伊
勢
国
）
度
会
郡
。
皇
大
神

宮
の
ほ
と
り
を
流
れ
て
ゐ
る
川
。

西
行
法
師
　
俗
名
佐
藤
義
満
。
出
家
し
て
諸
国
を
行

脚
し
た
歌
僧
。
建
久
元
年
（
一
八
五
〇
）
　
没
。
年

七
十
三
。

浅
み
ど
り
云
々
の
御
製
　
明
治
三
十
七
年
の
御
作
。

伏
見
桃
山
　
京
都
市
伏
見
区
桃
山
町
。
明
治
天
皇
御

陵
の
地
。

（
編
集
考
証
）
括
弧
内
の
年
数
は
皇
紀
。

お
願
ひ

皆
様
に
は
ご
健
勝
に
新
年
を
御
迎
へ
に
な
っ
た
こ

と
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
、
日
本
教
師
会
の
教
育
研
究
大
会
は
下
記
の

や
う
に
本
年
八
月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

今
年
は
明
治
百
五
十
年
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
で

明
治
維
新
以
来
の
我
が
国
の
教
育
を
顧
み
て
、
そ
の

内
容
を
検
証
す
る
と
い
ふ
主
題
設
定
を
予
定
し
て
ゐ

ま
す
。平

成
三
十
年
度
は
東
京
都
教
師
会
の
主
管
で
す
。

準
備
や
当
日
の
運
営
な
ど
に
つ
い
て
会
員
の
皆
様
の

ご
協
力
を
お
顧
ひ
し
ま
す
。

【
日
本
教
節
会
第
五
十
八
回
教
育
研
究
大
会
】

日
時平

成
3
0
年
8
月
4
日
（
土
）
　
1
2
‥
0
0
～
1
7
‥
0
0

8
月
5
日
（
日
）
　
9
‥
0
0
ー
1
2
‥
0
0

会
場

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
（
私
学
会
館
）
」

（

〒

1

0

2

－

0

0

7

3

千
代
田
区
九
段
北
四
の
二
の
二
十
五

0

3

－

3

2

6

1

－

9

9

2

1

）

研
究
主
題

「
明
治
維
新
か
ら
百
五
十
年

－
近
代
教
育
の
功
罪
－
」

主
管東

京
都
教
師
会

◎
「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投
稿

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
字
数
は
三
千
字
程
度
以

内
で
お
願
い
し
ま
す
。
た
だ
し
こ
れ
よ
り
長
い
も

の
は
数
次
に
分
け
て
掲
載
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
写
真
や
図
版
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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