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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、浄
土
真
宗
が
盛
ん
な
地
域
の
一
つ
、芸
予
諸
島
大
三
島
の
野
々

江
集
落
（
愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
野
々
江
）
の
盆
踊
り
の
事
例
か
ら
、

死
者
供
養
へ
の
情
感
と
真
宗
生
活
と
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
当
地

の
人
び
と
は
日
々
の
門
徒
生
活
を
送
り
な
が
ら
も
身
内
の
不
幸
と
い
っ
た

非
日
常
時
に
は
教
義
に
み
ら
れ
な
い
死
者
供
養
の
盆
踊
り
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
民
俗
的
心
意
を
考
察
す
る
た
め
に
、
以
下
、
仏
教
と
盆
踊
り
を

め
ぐ
る
先
行
研
究
の
課
題
、
野
々
江
の
真
宗
生
活
の
概
要
、
新
盆
の
観
察

真
宗
門
徒
の
死
者
供
養
に
み
る
民
俗
的
心
意

─
愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
野
々
江
の
イ
ハ
イ
を
背
負
う
盆
踊
り
─

柏
木
亨
介

記
録
、
寺
側
（
住
職
）
に
よ
る
盆
踊
り
の
解
釈
、
の
順
に
確
認
し
て
い
き
、

野
々
江
の
真
宗
門
徒
は
新
盆
の
踊
り
を
通
し
て
家
族
を
失
っ
た
悲
し
み
の

解
消
を
図
っ
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て
い
く
。

一　

供
養
と
い
う
情
感
へ
の
眼
差
し
─
民
俗
宗
教
論
と
し
て

の
盆
踊
り
研
究
─

（
一
）
現
代
盆
踊
り
研
究
の
課
題

　

民
俗
宗
教
論
の
う
ち
、
と
り
わ
け
仏
教
と
民
俗
と
の
関
係
は
仏
教
と
土

着
の
文
化
と
の
習
合
状
態
に
着
目
す
る
仏
教
民
俗
学
の
分
野
か
ら
議
論
さ
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れ
て
き
た
。
仏
教
宗
派
の
な
か
で
も
、
浄
土
真
宗
の
普
及
地
域
で
は
「
門

徒
も
の
知
ら
ず
」
と
表
現
さ
れ（
１
）て

い
る
よ
う
に
、
教
義
上
、
葬
儀
で
は
位

牌
を
用
い
な
い
、
墓
地
に
塔
婆
を
立
て
な
い
、
盆
の
精
霊
棚
を
作
ら
な
い

な
ど
、
在
地
の
民
俗
を
否
定
す
る
一
面
が
あ
る
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
て
い

る
。
真
宗
門
徒
が
供
養
の
た
め
の
盆
踊
り
を
行
う
こ
と
は
教
義
の
上
で
は

奇
妙
な
話
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
教
団
、
教
義
と
在
地
の
民
俗
と
の
関
係

性
を
先
行
研
究
で
は
着
目
し
て
き
た
の
で
あ
る
〔
蒲
池　

一
九
九
三
、

二
〇
一
三
、
な
ど
〕。

　

盆
踊
り
自
体
は
仏
教
が
庶
民
に
定
着
し
て
い
く
過
程
で
成
立
し
た
仏
教

民
俗
の
典
型
例
で
あ
っ
て
、
真
宗
地
帯
で
あ
る
本
稿
の
調
査
地
で
も
行
わ

れ
て
い
る
。
盆
踊
り
普
及
の
定
説
は
、
一
遍
上
人
が
始
め
た
踊
り
と
と
も

に
念
仏
を
唱
え
る
踊
り
念
仏
が
、
十
五
世
紀
頃
に
は
芸
能
化
・
娯
楽
化
し

て
盆
に
死
者
供
養
の
た
め
に
踊
る
念
仏
踊
り
と
な
り（
２
）、

さ
ら
に
近
世
に
は

風
流
踊
り
の
影
響
を
受
け
て
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
各
地
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
〔
俵
木　

二
〇
一
五　

一
〇
〜
一
三
〕。

す
な
わ
ち
、
往
生
を
目
的
と
し
た
踊
り
か
ら
死
者
供
養
を
目
的
と
し
た
踊

り
へ
、
そ
し
て
風
流
化
し
た
娯
楽
の
た
め
の
民
俗
芸
能
と
い
う
変
遷
を

辿
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
盆
踊
り
研
究
で
は
娯
楽
面
に
注
目
し
、
世
相
を
理

解
す
る
た
め
の
格
好
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
明
治
初
期
の
盆
踊

り
禁
止
令
に
み
ら
れ
る
当
時
の
風
紀
や
〔
伊
東
・
來
田　

二
〇
一
九　

九
七
〜
一
〇
三
、
同　

二
〇
二
〇　

一
〜
一
四
、
山
沢　

二
〇
二
二　

一

〜
一
五
、
な
ど
〕、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
地
方
の
過
疎
化
集
落
や
都

会
の
新
た
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
様
相
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
〔
大

石　

二
〇
二
〇
、
な
ど
〕。
さ
ら
に
近
年
で
は
各
地
の
盆
踊
り
が
文
化
財

に
指
定
さ
れ
る
例
も
増
え
、
そ
の
保
存
や
継
承
が
地
域
社
会
の
活
性
化
に

果
た
す
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
状
況
を
受
け
て
、
最
近
で
は
震
災
復
興

や
地
域
振
興
に
文
化
財
と
し
て
の
盆
踊
り
が
果
た
す
役
割
を
分
析
す
る
研

究
動
向
が
現
れ
て
い
る
〔
陳　

二
〇
一
四　

一
三
〜
三
〇
、
下
田　

二
〇
一
七　

七
七
〜
八
七
、
な
ど
〕。

　

そ
の
一
方
、
現
代
の
盆
踊
り
の
民
俗
宗
教
的
側
面
、
つ
ま
り
現
代
社
会

に
お
け
る
信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
本
稿
が
取
り
上
げ
る
大
三
島
町
野
々
江
の
盆
踊
り
は
イ
ハ
イ
と

呼
ば
れ
る
箱
を
背
負
う
形
態
の
盆
踊
り
で
あ
る
が
、
同
形
式
の
も
の
は
瀬

戸
内
地
域
に
み
ら
れ
、香
川
県
の
与
島
、櫃
石（
以
上
坂
出
市
）、本
島（
丸

亀
市
）、
岡
山
県
の
児
島
半
島
（
倉
敷
市
）、
愛
媛
県
の
岩
城
島
（
越
智
郡

上
島
町
）、
怒
和
島
（
松
山
市
）、
広
島
県
の
大
崎
上
島
（
豊
田
郡
大
崎
上

島
町
）
な
ど
で
行
わ
れ
て
お
り
〔
溝
渕　

二
〇
〇
六　

一
〜
一
三
、
木
下　

二
〇
一
八　

五
七
〜
六
三
〕、
そ
の
う
ち
香
川
県
の
与
島
と
櫃
石
の
盆
踊

り
は
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
に
「
与
島
・
櫃
石
の
盆
踊
」
と
し
て
「
記
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録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
に
選
択
さ
れ
て
い

る
〔
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
編　

二
〇
〇
六　

一
六
二
〜

一
六
八
〕。
し
か
し
そ
れ
ら
の
報
告
で
は
供
養
目
的
の
踊
り
で
あ
る
こ
と

が
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
在
地
の
寺
院
と
の
関
係
で
こ
れ
を
捉
え
て

お
ら
ず
、
そ
の
地
域
社
会
に
お
け
る
宗
教
生
活
と
の
関
連
か
ら
イ
ハ
イ
を

背
負
う
盆
踊
り
の
意
義
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
怒
和
島
の
事
例

研
究
で
は
、
盆
踊
り
を
通
し
て
離
島
に
お
け
る
人
び
と
の
繋
が
り
の
生
成

が
指
摘
さ
れ
る
が
〔
荒
井　

二
〇
〇
六　

五
五
〜
七
三
〕、
こ
れ
は
生
者

ど
う
し
の
繋
が
り
に
す
ぎ
ず
、
生
者
と
死
者
と
の
繋
が
り
と
い
う
宗
教
的

側
面
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
課
題
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
過
疎
・
高
齢
化
が
進
む
現
代
の

地
方
社
会
に
お
け
る
、
死
者
を
踊
り
に
託
し
て
送
る
と
い
う
人
び
と
の
情

感
と
真
宗
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
に
す
る
。

（
二
）
本
研
究
の
視
点
─
文
化
財
学
か
ら
現
代
民
俗
学
へ
─

　

確
か
に
盆
踊
り
に
は
風
流
と
い
う
特
性
が
あ
る
た
め
に
、
研
究
者
が
踊

り
の
新
規
性
や
創
造
性
に
着
目
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
背
景
を
研

究
す
る
こ
と
は
妥
当
な
取
り
組
み
で
あ
る
し
、
民
俗
芸
能
か
ら
文
化
財
へ

の
視
点
の
転
換
は
必
然
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
古
く
か
ら
岩
本
通
弥
が

批
判
し
て
い
た
「
戦
後
民
俗
学
の
文
化
財
学
化
」
と
い
う
問
題
は
〔
岩
本　

一
九
九
八　

一
七
〜
三
三
〕、
人
間
存
在
自
体
へ
の
眼
差
し
の
放
棄
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
盆
踊
り
研
究
に
お
い
て
生
者
と
死
者
と
の
関
係
を
問
わ

な
い
こ
と
は
こ
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
現
代
民
俗
学
に
と
っ
て
核
心
的
な
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
民
俗
学
は
そ
の
成
立
背
景
か
ら
し
て
同
時
代
の
社
会
経
済
の
ト
レ

ン
ド
、
つ
ま
り
近
代
化
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
人
び
と
お
よ
び

そ
の
生
活
に
関
心
を
払
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
覇
権
、
普
遍
、
中
心
、

主
流
と
さ
れ
る
社
会
的
位
相
と
は
異
な
る
次
元
で
展
開
す
る
人
間
の
生
」

の
内
在
的
理
解
が
期
待
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
〔
島
村　

二
〇
一
八　

一
六
〕。民
俗
学
が「
野
の
学
問
」と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
、
民
俗
と
は
す
で
に
文
化
財
指
定
と
い
う
行
政
か
ら
の
一
定
の
支
援
に

よ
っ
て
そ
の
保
存
や
伝
承
が
保
証
さ
れ
た
も
の
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
高
齢
化
に
よ
っ
て
増
加
す
る
死
者
の
見
送
り
を
過
疎
化
集
落

で
は
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
行
為
自
体
は
あ
く
ま
で
私
的

領
域
の
こ
と
で
あ
っ
て
公
的
支
援
の
対
象
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

が
、
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
公
共
性
の
高
い
情
報
で
あ
り
、
こ
れ
を
追

求
す
る
知
的
営
為
こ
そ
現
代
民
俗
学
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
盆
踊
り
の
芸
態
で
は
な
く
当
事
者
の
認

識
を
問
う
立
場
を
と
り
、
当
事
者
の
情
感
と
真
宗
の
教
義
と
の
折
り
合
い

の
つ
け
方
に
着
目
す
る
。
か
つ
て
筆
者
は
福
島
県
い
わ
き
市
の
じ
ゃ
ん
が
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ら
念
仏
踊
り
を
事
例
と
し
て
、
神
葬
祭
地
域
で
あ
っ
て
も
供
養
を
求
め
る

人
び
と
の
心
意
の
存
在
を
指
摘
し
た
が
〔
柏
木　

二
〇
〇
九
ａ　

三
一
〜

四
六
〕、
本
稿
で
は
真
宗
地
帯
に
お
け
る
供
養

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

ま
た
、
真
宗
と
民
俗
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
で
は
、
真
宗
と
い
え
ど
も
在
地

の
民
俗
と
の
習
合
状
態
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
真
野
俊
和

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
と
表
現
す
る
人
び
と
の
意
識

に
い
ま
一
度
着
目
し
、「
真
宗
の
異
質
性
」
や
「
真
宗
的
人
格
」
と
い
う

部
分
に
改
め
て
着
目
す
る
こ
と
で
〔
真
野　

二
〇
〇
九　

一
一
二
〜

一
一
八
〕、
供
養
を
め
ぐ
る
門
徒
の
考
え
方
の
特
徴
を
捉
え
た
い
。
よ
っ

て
次
章
で
は
門
徒
の
宗
教
生
活
の
記
述
に
も
紙
幅
を
割
く
こ
と
に
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
調
査
地
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）

十
一
月
に
実
施
さ
れ
た
筑
波
大
学
の
民
俗
実
習
調
査
に
よ
る
報
告
書
が
あ

り
、
聞
き
書
き
を
も
と
に
し
た
野
々
江
の
盆
踊
り
の
報
告
が
あ
る
〔
岡
田　

二
〇
〇
六　

二
六
五
〜
二
七
三
〕。
筆
者
も
本
調
査
に
同
行
し
た
が
、
さ

ら
に
平
成
二
十
年（
二
〇
〇
八
）八
月
に
盆
踊
り
の
観
察
を
行
っ
た
ほ
か
、

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
ま
で
調
査
地
に
定
期
的
に
通
っ
て
追
加
調

査
を
行
っ
た
。
本
稿
の
調
査
資
料
は
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
追
加
調
査
で

得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二　

野
々
江
の
宗
教
生
活
─
真
宗
門
徒
の
祖
先
祭
祀
─

（
一
）
概
要

　

本
稿
の
調
査
地
で
あ
る
愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
野
々
江
は
、
芸
予
諸

島
の
愛
媛
県
側
最
北
端
の
大
三
島
の
南
西
部
に
位
置
す
る
、
近
世
の
野
々

江
村
の
範
囲
と
重
な
る
い
わ
ゆ
る
民
俗
学
的
ム
ラ
で
あ
る
。
行
政
地
区
と

し
て
も
機
能
し
て
お
り
、
地
元
住
民
は
ブ
ラ
ク
（
部
落
）
と
も
呼
ぶ
。

　

野
々
江
は
約
二
七
〇
戸
（
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）
当
時
）
の
う
ち

の
ほ
と
ん
ど
が
真
宗
門
徒
の
、
い
わ
ゆ
る
真
宗
村
落
で
あ
る
。
門
徒
は
同

町
宮
浦
の
教
善
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
と
同
町
口
総
の
万
福
寺
（
同

派
）
で
お
よ
そ
半
数
ず
つ
に
分
か
れ
て
い
る（
３
）。

そ
の
ほ
か
は
宮
浦
の
大
通

寺
（
曹
洞
宗
）
の
檀
家
が
二
〇
戸
ほ
ど
で
あ
る（
４
）。

　

野
々
江
の
下
部
組
織
に
は
、
行
政
の
末
端
組
織
と
し
て
機
能
す
る
地
縁

的
な
ク
ミ
（
組
）、
親
類
以
上
の
深
い
付
き
合
い
を
す
る
隣
接
三
〜
五
軒

で
構
成
さ
れ
る
ト
ナ
リ
（
隣
）、
葬
式
の
互
助
組
織
で
一
〇
〜
三
〇
軒
程

度
で
構
成
さ
れ
る
コ
ウ
グ
ミ
（
講
組
）
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
真
宗
行
事

の
実
施
単
位
で
あ
る
ブ
ッ
コ
ウ
（
仏
講
）
が
一
一
組
あ
る
（
平
成
二
十
三

年
（
二
〇
一
一
）
当
時
）。

　

仏
講
は
報
恩
講
や
オ
チ
ナ
ミ
講
な
ど
の
真
宗
行
事
を
実
施
す
る
た
め
の
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門
徒
の
組
織
で
あ
る
が
、
禅
宗
の
イ
エ
で
も
仏
講
に
参
加
し
た
り
宿
を
務

め
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
共
感
し
た
と
い

う
よ
り
も
地
域
の
行
事
と
い
う
気
持
ち
で
真
宗
の
行
事
に
参
加
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
過
疎
・
高
齢
化
で
宿
の
受
け
手
が
減
少
し
て
い
く
な
か
で
、
禅

宗
の
人
も
宿
を
申
し
出
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
で
あ
る（
５
）。
こ
の
こ

と
か
ら
、
野
々
江
の
人
び
と
は
宗
派
の
や
り
方
や
教
義
に
先
立
っ
て
周
囲

の
行
動
に
合
わ
せ
て
き
た
と
い
え
る（
６
）。
そ
の
際
に
は
真
宗
と
禅
宗
と
い
う

宗
派
の
区
別
を
お
互
い
に
意
識
し
て
お
り
、
渡
部
圭
一
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、「
禅
宗
的
な
も
の
の
純
化
が
生
じ
、
真
宗
と
の
対
比
が
鮮
明
に
な
り
、

禅
宗
ら
し
さ
・
真
宗
ら
し
さ
の
相
互
イ
メ
ー
ジ
が
進
ん
で
き
た
」
と
い
え

よ
う
〔
渡
部　

二
〇
〇
九　

七
〕。

　

野
々
江
の
人
び
と
の
話
に
よ
る
と
、
当
地
は
島
と
い
う
地
理
的
条
件
か

ら
耕
地
面
積
は
少
な
く
、
農
耕
に
は
不
向
き
な
土
地
で
、
戦
前
は
野
々
江

ヘ
ン
ド
（
＝
乞
食
の
意
）
と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
ほ
ど
経
済
的
に
恵
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
イ
エ
の
跡
取
り
以
外
は
出
稼
ぎ
な
ど
で
島
を
出

て
い
く
傾
向
が
あ
る
た
め（
７
）野

々
江
は
い
く
つ
か
の
同
族
で
編
成
さ
れ
る
社

会
で
は
な
く
、
個
々
の
イ
エ
や
個
人
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
社

会
で
あ
る
。
戦
後
は
柑
橘
栽
培
で
島
全
体
が
経
済
的
に
潤
い
、
ミ
カ
ン
御

殿
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
家
屋
を
建
て
る
者
も
現
れ
た
と
い
う
。

（
二
）
イ
エ
の
象
徴
と
し
て
の
仏
壇

１
．
概
要

　

戦
後
、
柑
橘
栽
培
で
経
済
的
余
裕
が
出
て
き
た
と
き
、
野
々
江
の
人
び

と
は
家
屋
と
仏
壇
と
墓
に
お
金
を
か
け
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
イ
エ
の
象

徴
と
い
わ
れ
、
イ
エ
を
立
派
に
す
る
こ
と
が
人
生
の
目
標
と
話
す
話
者
も

い
た
。

　

一
般
的
に
シ
ン
ヤ
（
分
家
の
こ
と
）
の
場
合
は
、
亡
く
な
っ
た
者
が
現

れ
な
い
か
ぎ
り
そ
の
イ
エ
で
先
祖
を
祀
る
こ
と
は
な
い
が
、
野
々
江
で
は

真
宗
に
せ
よ
禅
宗
に
せ
よ
シ
ン
ヤ
に
仏
壇
を
置
く
こ
と
は
一
般
的
で
あ

る
。
シ
ン
ヤ
の
あ
る
話
者
（
真
宗
）
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
仏
壇
は
先
祖

で
は
な
く
阿
弥
陀
如
来
を
祀
る
施
設
で
あ
り
、「
イ
エ
の
象
徴
」
だ
か
ら

置
く
の
だ
と
い
う
。
実
際
に
は
分
家
し
て
す
ぐ
に
仏
壇
を
購
入
す
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
い
つ
ま
で
も
仏
壇
を
置
か
な
い
で
い
る
と
陰
口
を
叩
か
れ

か
ね
な
い
と
話
す
。

　

ま
た
、
シ
ン
ヤ
は
い
つ
ま
で
も
本
家
の
墓
に
お
参
り
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
か
ら
、
な
る
べ
く
早
め
に
墓
を
建
て
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。
こ

の
話
者
は
生
前
に
墓
を
建
て
、
す
で
に
法
名
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
彼
の

孫
か
ら
誰
も
入
っ
て
い
な
い
墓
を
参
る
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
際
、「
墓
に

は
先
祖
の
魂
が
入
っ
て
る
と
思
っ
て
お
参
り
せ
ぇ
」
と
伝
え
た
と
い
い
、

お
盆
の
と
き
な
ど
は
線
香
を
も
っ
て
お
参
り
す
る
と
い
う
。
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仏
壇
や
墓
は
イ
エ
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
つ
て
は
結
婚
の
際

に
は
イ
エ
の
仏
壇
を
見
て
判
断
し
た
と
の
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

２
．
仏
壇

　

野
々
江
で
は
経
済
的
に
余
裕
が
あ
る
と
宗
派
を
問
わ
ず
仏
壇
で
も
墓
で

も
人
並
み
は
ず
れ
た
も
の
に
買
い
換
え
る
傾
向
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
た
と

え
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏
壇
が
あ
る
場
合
で
も
買
い
替
え
る
イ
エ
は

多
く
、
傷
ん
で
金
箔
が
剥
げ
た
り
す
れ
ば
、
も
の
が
良
け
れ
ば
彩
色
し
、

悪
け
れ
ば
買
い
換
え
る
と
い
う（
８
）。

　

一
般
的
に
真
宗
仏
壇
と
禅
宗
仏
壇
と
の
大
き
な
違
い
は
、
外
観
と
し
て

は
真
宗
仏
壇
は
金
箔
を
貼
っ
た
金
仏
壇
で
、
禅
宗
仏
壇
は
紫
檀
、
黒
檀
を

用
い
た
木
目
の
仏
壇
で
あ
り
、
本
尊
は
真
宗
が
阿
弥
陀
如
来
で
禅
宗
が
釈

迦
如
来
、
真
宗
で
は
位
牌
を
置
か
な
い
、
な
ど
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
真
宗
仏
壇
】

　

真
宗
仏
壇
は
金
箔
を
貼
っ
た
金
仏
壇
で
、
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
、
そ
の

右
側
に
親
鸞
聖
人
、
左
側
に
蓮
如
上
人
の
脇
掛
を
配
置
し
、
過
去
帳
を
置

き
、
位
牌
は
置
か
な
い
。
そ
の
ほ
か
御
文
章
を
箱
に
入
れ
て
仏
壇
の
脇
に

置
い
て
大
切
に
保
管
し
て
い
る
。
本
尊
に
一
番
近
い
と
こ
ろ
に
仏
飯
と
穀

物
類
を
あ
げ
、
そ
の
次
に
ゴ
シ
ョ
ウ
ゴ
ン
を
供
え
る
。
ゴ
シ
ョ
ウ
ゴ
ン
と

は
粉
を
丸
め
て
団
子
に
し
、そ
れ
を
桐
の
木
に
貼
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

ゴ
シ
ョ
ウ
ゴ
ン
を
あ
げ
な
い
と
き
は
、
御
仏
飯
の
次
に
餅
を
供
え
る
。
そ

の
次
に
菓
子
類
、
果
物
を
供
え
る
。

　

熱
心
な
門
徒
は
毎
晩
仏
壇
の
前
で
お
勤
め
を
し
て
い
る
。
正
信
偈
を
全

部
唱
え
る
と
三
〇
分
ち
か
く
か
か
る
の
で
、
嘆
佛
偈
だ
け
で
済
ま
せ
て
御

文
章
を
読
む
と
い
う
門
徒
も
い
る
。

　

熱
心
な
門
徒
の
場
合
で
も
、
真
宗
仏
壇
で
は
本
来
置
か
な
い
遺
影
や
位

牌
、
先
祖
へ
の
供
物
を
置
く
場
合
が
あ
る
。
あ
る
門
徒
は
わ
ざ
わ
ざ

一
〇
〇
年
以
上
前
の
貴
重
な
仏
壇
を
買
い
求
め
る
ほ
ど
の
篤
信
家
で
あ
る

が
、
そ
の
仏
壇
に
は
亡
く
な
っ
て
間
も
な
い
家
族
の
遺
影
が
飾
ら
れ
て
い

る
。
同
じ
段
に
は
イ
エ
の
先
祖
へ
の
供
物
（
果
物
、
羊
羹
）
が
供
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
別
の
門
徒
は
わ
ざ
わ
ざ
高
価
な
金
粉
の
仏
壇
に
買
い
替

え
る
ほ
ど
の
篤
信
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻
の
両
親
の
位
牌
を
置

い
て
い
る
。
妻
の
実
家
は
禅
宗
で
、
本
来
は
義
兄
が
継
ぐ
は
ず
で
あ
っ
た

が
先
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
彼
の
イ
エ
が
代
わ
っ
て
祀
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、彼
ら
は
仏
壇
自
体
の
設
置
に
は
強
い
拘
り
を
み
せ
る
が
、

荘
厳
は
宗
派
の
や
り
方
に
厳
格
に
合
わ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、
イ
エ
の
事

情
に
よ
っ
て
柔
軟
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【
禅
宗
仏
壇
】

　

禅
宗
仏
壇
の
特
徴
は
紫
檀
、
黒
檀
で
本
尊
は
釈
迦
如
来
、
位
牌
を
置
く
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こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
禅
宗
の
イ
エ
の
仏
壇
は
真
宗
式
の
金
仏
壇

に
な
っ
て
い
る
。
野
々
江
の
ほ
と
ん
ど
の
イ
エ
が
真
宗
な
の
で
、
そ
れ
合

わ
せ
て
話
者
の
祖
父
が
真
宗
仏
壇
を
購
入
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
仏
壇
の
本
尊
は
釈
迦
如
来
で
禅
宗
式
、
脇
掛
が
親
鸞
聖
人
と
蓮
如

上
人
で
真
宗
式
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
１
）。
位
牌
が
置
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
調
査
当
時（
平
成
十
七
年
）に
亡
く
な
っ
た
話
者
の
母
の
も
の
で
、

こ
れ
以
外
に
位
牌
は
な
い
。
そ
の
他
に
過
去
帳
が
あ
り
、
修
證
義
が
経
机

に
置
か
れ
て
い
る
。

　

も
と
も
と
こ
の
仏
壇
の
本
尊
は
真
宗
式
の
阿
弥
陀
如
来
で
あ
っ
た
と
い

う
。
大
通
寺
（
曹
洞
宗
）
の
先
代
住
職
は
そ
れ
を
見
て
も
特
に
何
も
言
わ

な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
話
者
が
檀
家
総
代
の
と
き
に
禅
宗
式
の
釈
迦
如
来

像
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
位
牌
は
話
者
の
母
が
亡
く
な
っ
た
と
き

に
初
め
て
作
り
、
そ
れ
ま
で
の
位
牌
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
話
者
の
祖
父
は
金
仏
壇
で
阿
弥
陀
如
来
を
祀
り
、
位
牌

を
置
か
な
い
と
い
う
典
型
的
な
真
宗
仏
壇
を
購
入
し
た
が
、
話
者
の
代
に

な
っ
て
禅
宗
仏
壇
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

（
三
）
真
宗
門
徒
の
年
中
行
事

１
．
概
要

　

真
宗
生
活
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
言
え
ば
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
た
め
に
阿

写真１　禅宗の真宗式仏壇



國學院雑誌　第 123 巻第９号（2022年） ─ 8 ─

弥
陀
仏
に
救
い
を
求
め
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
か
ら
、
他
宗
派
と
比

べ
た
場
合
の
行
事
の
特
徴
と
し
て
は
、
門
徒
が
集
ま
り
唱
和
す
る
、
墓
参

り
で
先
祖
に
対
し
て
供
物
を
差
し
出
さ
な
い
、
先
祖
を
「
供
養
す
る
」
と

い
う
言
い
方
を
し
な
い
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
真
宗
の
年
中
行
事
は
寺

院
本
堂
で
執
り
行
う
も
の
と
住
職
が
ム
ラ
の
仏
講
を
回
っ
て
執
り
行
う
も

の
に
大
別
さ
れ
る
。
本
堂
の
行
事
（
教
善
寺
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

御
正
忌
報
恩
講
（
一
月
：
親
鸞
聖
人
の
祥
月
命
日
の
法
要
）

彼
岸
会
（
三
月
・
九
月
）、

永
代
経
法
要
（
四
月
：
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
名
前
で
御
懇
志
を
寺
に

上
げ
て
永
代
の
お
勤
め
を
果
た
す
）

花
祭
（
四
月
：
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
、
現
在
は
降
誕
会
と
合
わ
せ

て
催
行
）

降
誕
会
（
五
月
：
親
鸞
聖
人
の
誕
生
日
）

初
産
式
（
五
月
：
現
在
は
二
年
に
一
回
、
降
誕
会
と
合
わ
せ
て
勤
行
）

仏
教
婦
人
会
総
会
・
研
修
会
（
六
月
）

盂
蘭
盆
会
（
八
月
：
目
連
尊
者
の
母
が
苦
し
み
か
ら
抜
け
た
こ
と
に

因
む
法
要
）

報
恩
講
法
要
（
十
月
：
本
山
の
報
恩
講
に
先
立
っ
て
行
う
各
寺
の
お

勤
め
）

除
夜
会
・
修
正
会
（
年
末
年
始
：
年
末
年
始
の
お
勤
め
）

　

一
方
、
ム
ラ
を
回
る
行
事
に
は
オ
チ
ナ
ミ
コ
ウ
（
御
因
講
）、
オ
ヒ
ボ

ト
ケ
、
報
恩
講
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
前
述
の
仏
講
単
位
で
行
い
、
住
職
が

各
講
を
回
り
、
お
勤
め
と
法
話
を
す
る
。
住
職
に
よ
る
と
、
真
宗
は
布
教

を
重
視
し
て
い
る
の
で
法
話
は
大
切
な
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
で

お
勤
め
と
法
話
を
行
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
熱
心
な
講
員
は
自
身
の
所
属

先
と
は
別
の
仏
講
の
お
勤
め
と
法
話
に
も
足
を
運
ん
だ
の
で
、
毎
回
同
じ

法
話
を
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
な
る
べ
く
目
新
し
い
話
を
す
る
た
め
の

準
備
が
大
変
だ
っ
た
と
い
う
。

　

法
話
の
な
か
で
も
門
徒
が
喜
ぶ
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
っ

て
、
門
徒
が
喜
ぶ
内
容
は
難
解
な
仏
教
用
語
を
使
わ
ず
、
話
が
分
か
り
や

す
く
、
身
近
な
問
題
や
情
緒
的
で
感
情
移
入
し
や
す
い
も
の
に
な
る
と
い

う
。
教
義
的
な
話
の
み
で
は
門
徒
が
退
屈
し
て
し
ま
う
の
で
、
教
義
的
な

こ
と
と
情
緒
的
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
理
と
情
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
話
を

し
て
い
る
と
い
う（
９
）。

　

以
下
で
は
野
々
江
で
の
真
宗
行
事
を
紹
介
し
て
い
く
。

２
．
オ
チ
ナ
ミ
コ
ウ

　

住
職
が
言
う
に
は
、
こ
の
行
事
は
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
に
因
ん
で
み
ん

な
が
集
ま
っ
て
そ
の
教
え
を
聞
く
会
で
、
他
地
域
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な

い
と
い
う
。



真宗門徒の死者供養にみる民俗的心意─ 9 ─
　

一
月
の
御
正
忌
が
終
わ
っ
た
後
の
二
十
七
、二
十
八
日
ぐ
ら
い
か
ら
月

末
に
か
け
て
、
住
職
が
各
仏
講
の
宿
を
回
っ
て
お
勤
め
と
法
話
を
し
て
い

く
。
宿
は
だ
い
た
い
回
り
番
で
決
ま
っ
て
お
り
、
講
員
が
米
や
野
菜
を
持

ち
寄
っ
て
煮
染
め
や
モ
グ
リ
（
野
菜
の
混
ぜ
御
飯
）
な
ど
を
作
っ
て
み
ん

な
で
食
べ
、
そ
れ
か
ら
仏
壇
の
前
で
お
勤
め
を
し
、
法
話
を
聞
く
。
昼
の

お
勤
め
は
午
後
三
時
く
ら
い
で
終
わ
り
、そ
れ
か
ら
夕
食
の
支
度
を
始
め
、

夕
食
後
の
午
後
七
時
ぐ
ら
い
か
ら
再
び
お
勤
め
を
し
て
、
法
話
を
す
る
。

丸
一
日
か
け
て
オ
チ
ナ
ミ
講
を
し
、
翌
日
は
別
の
講
に
行
く
。
現
在
で
は

高
齢
化
や
門
徒
数
の
減
少
に
よ
っ
て
数
年
前
か
ら
夜
の
部
を
無
く
し
、
食

事
も
弁
当
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
在
で
は
昼
食
の
弁

当
を
一
緒
に
い
た
だ
い
て
か
ら
お
勤
め
と
法
話
を
し
て
、
午
後
四
時
か
ら

五
時
頃
に
は
帰
っ
て
い
く
。

３
．
オ
ヒ
ボ
ト
ケ

　

二
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
お
紐
解
き
を
行
う
が
、
野
々
江
で
は
オ

ヒ
ボ
ト
ケ
と
か
オ
ヘ
ボ
ト
ケ
な
ど
と
読
ん
で
い
る
。
経
典
を
紐
解
く
と
い

う
意
味
で
あ
る）

（1
（

。
こ
れ
も
オ
チ
ナ
ミ
講
と
同
様
、
住
職
が
仏
講
を
回
っ
て

お
勤
め
と
法
話
を
行
う
。

４
．
盂
蘭
盆

　

野
々
江
で
盂
蘭
盆
と
い
う
場
合
は
盆
踊
り
な
ど
ム
ラ
の
な
か
で
行
う
盆

行
事
の
こ
と
を
指
し
、
寺
で
の
お
勤
め
の
こ
と
は
盂
蘭
盆
会
、
盆
会
な
ど

と
呼
ぶ
。
盆
の
期
間
中
、
住
職
は
門
徒
宅
を
回
る
こ
と
は
な
い
。
ム
ラ
の

各
イ
エ
で
は
正
信
偈
を
お
勤
め
す
る
な
ど
各
々
で
行
っ
て
い
る
。
寺
が
主

催
す
る
盂
蘭
盆
会
は
盆
（
八
月
十
五
日
）
が
過
ぎ
て
か
ら
行
い
、
門
徒
が

寺
に
集
ま
っ
て
法
話
を
聞
く
。

　

野
々
江
で
は
各
組
で
行
う
盆
踊
り
と
、
部
落
全
体
で
行
う
盆
踊
り
が
あ

る
。
さ
ら
に
新
盆
（
ア
ラ
ボ
ン
）
の
イ
エ
で
は
供
養
の
た
め
の
盆
踊
り
を

イ
エ
の
カ
ド
（
庭
先
）
と
部
落
の
広
場
で
行
う
。

　

組
の
盆
踊
り
の
な
か
で
も
、
中
通
組
で
行
な
わ
れ
る
盆
踊
り
は
部
落
全

体
で
行
う
盆
踊
り
よ
り
も
流
行
っ
て
い
て
、
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
あ
る
話

者
が
青
年
の
頃
は
一
組
の
青
年
が
二
〇
名
ほ
ど
い
て
、
阿
多
古
神
社
の
裏

の
屋
敷
の
カ
ド
で
踊
っ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
阿
多
古
神
社
の
前
で

踊
っ
て
い
る
。

　

新
盆
の
盆
踊
り
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
。

５
．
報
恩
講

　

報
恩
講
は
住
職
が
門
徒
の
イ
エ
を
一
軒
ず
つ
回
る
。
門
徒
の
イ
エ
で
は

餅
を
搗
き
、
親
類
を
全
員
招
待
し
、
子
ど
も
も
泊
ま
っ
た
り
し
て
親
睦
が
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図
ら
れ
て
い
た
。
現
在
は
米
と
ミ
カ
ン
の
収
穫
時
期
と
重
な
る
の
で
十
月

に
し
て
い
る
が
、
以
前
は
十
二
月
に
し
て
い
た
。
あ
る
話
者
が
子
ど
も
の

頃
は
報
恩
講
と
秋
祭
り
が
一
番
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
住

職
が
お
勤
め
と
法
話
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。

（
四
）
野
々
江
の
葬
送
儀
礼

　

野
々
江
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
の
論
点
に
関

わ
る
部
分
の
み
を
記
す
。

　

葬
送
儀
礼
は
地
縁
組
織
の
組
で
は
な
く
隣
組
と
講
組
で
行
い
、
隣
組
が

喪
家
の
身
の
回
り
の
手
伝
い
な
ど
補
助
的
役
割
を
担
う
の
に
対
し
て
、
講

組
は
穴
掘
り
や
食
事
の
準
備
の
ほ
か
読
誦
に
よ
る
故
人
の
葬
送
と
い
う
宗

教
的
役
割
を
担
う
。

　

通
夜
で
は
住
職
を
呼
ば
ず
、
隣
組
と
講
組
だ
け
で
過
ご
す
。
お
経
の
上

手
な
者
一
名
を
先
達
に
選
び
、彼
に
従
っ
て
み
ん
な
で
正
信
偈
を
唱
え
る
。

　

本
葬
で
は
住
職
が
仏
説
阿
弥
陀
経
を
唱
え
る
。
焼
骨
後
、
火
葬
場
か
ら

骨
壷
を
イ
エ
に
持
ち
帰
り
、遺
影
と
一
緒
に
仏
壇
に
安
置
す
る
。夕
食
後
、

講
組
の
者
と
正
信
偈
を
唱
え
る
。
翌
日
、
遺
族
と
隣
組
の
者
だ
け
で
納
骨

を
行
う
。
本
葬
の
際
に
初
七
日
法
要
も
済
ま
せ
る
イ
エ
も
あ
る
。

　

初
七
日
で
は
住
職
が
仏
説
阿
弥
陀
経
を
唱
え
る
。
中
陰
法
要
に
は
講
組

の
者
は
参
列
せ
ず
、
遺
族
の
一
人
が
先
達
を
務
め
て
正
信
偈
を
唱
え
る
。

四
十
九
日
は
住
職
を
呼
び
、
講
組
も
参
列
す
る
。

　

土
葬
の
時
代
は
四
華
花
を
埋
葬
地
に
四
本
立
て
た
が
、
現
在
で
は
火
葬

場
で
二
本
焼
き
、
残
り
二
本
を
墓
に
立
て
る
。
最
近
は
寺
の
指
導
で
塩
を

使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
昔
は
使
う
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た

と
い
う
。三　

野
々
江
の
新
盆
─
平
成
二
十
年
八
月
十
五
日
の
観
察
記

録
─

（
一
）
概
要

　

野
々
江
で
は
八
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
に
か
け
て
盆
踊
り
を
行
う
。
盆

踊
り
に
は
、
傘
踊
り
、
剣
踊
り
な
ど
の
風
流
化
し
た
娯
楽
の
た
め
の
踊
り

と
、
イ
ハ
イ
と
呼
ば
れ
る
箱
を
背
負
い
、
両
手
に
シ
ャ
シ
ャ
キ）

（（
（

を
持
っ
て

ゆ
っ
た
り
と
上
下
に
振
る
、
新
盆
の
供
養
の
た
め
の
踊
り
の
二
種
類
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
踊
り
手
が
輪
に
な
っ
て
踊
る
形
式
で
あ
る
。

　

娯
楽
の
た
め
の
踊
り
は
大
三
島
各
地
で
行
わ
れ
る
盆
踊
り
と
概
ね
同
じ

や
り
方
で
、
十
四
日
は
地
縁
組
織
の
組
ご
と
、
十
五
日
は
部
落
全
体
で
行

う
。
組
の
盆
踊
り
は
阿
多
古
神
社
や
お
大
師
さ
ん
と
い
っ
た
信
仰
対
象
物

近
く
の
広
場
で
青
年
が
中
心
と
な
っ
て
踊
り
、
踊
り
好
き
な
者
は
他
の
組

の
踊
り
に
も
参
加
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、
部
落
全
体
で
行
う
も
の
よ
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り
も
賑
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
。
部
落
全
体
で
行
う
も
の
は
学
校
跡
の
広

場
で
野
々
江
の
婦
人
会
が
主
導
し
て
踊
る
。
大
正
生
ま
れ
の
話
者
が
若
い

頃
は
午
前
〇
時
頃
ま
で
踊
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

十
六
日
、
新
盆
の
イ
エ
で
は
カ
ド
（
庭
先
）
で
親
族
や
故
人
の
友
人
た

ち
と
踊
っ
た
後
、
広
場
に
行
っ
て
他
の
新
盆
の
人
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て

再
び
踊
る
。
平
成
一
〇
年
代
に
会
社
勤
め
の
者
に
配
慮
し
て
開
催
日
を

十
六
日
か
ら
十
五
日
に
変
更
し
、
現
在
で
は
部
落
の
広
場
で
新
盆
の
踊
り

を
行
っ
た
後
に
娯
楽
の
た
め
の
踊
り
を
行
っ
て
い
る
。

　

新
盆
の
踊
り
の
実
施
は
あ
く
ま
で
遺
族
の
任
意
で
あ
る
。
新
盆
の
イ
エ

は
毎
年
一
〇
軒
く
ら
い
あ
る
が
、
島
外
に
出
て
い
る
イ
エ
（
タ
ビ
の
者
）

も
盆
に
帰
っ
て
き
て
盆
踊
り
に
参
加
す
る
こ
と
が
あ
る
。
島
外
に
出
た
者

も
あ
く
ま
で
「
タ
ビ
」
の
状
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
ム
ラ
の
一
員

と
し
て
死
後
の
世
界
に
送
り
出
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
野
々
江
の
新
盆

は
イ
エ
と
ム
ラ
の
両
面
か
ら
死
者
を
供
養
す
る
か
た
ち
を
と
る
。

　

今
回
筆
者
が
見
学
し
た
の
は
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
八
月
十
五
日

の
新
盆
の
踊
り
で
あ
る
。
こ
の
日
、
集
落
は
帰
省
し
た
家
族
た
ち
で
い
つ

も
よ
り
人
通
り
が
多
く
、
家
々
か
ら
人
び
と
の
声
や
物
音
が
聞
こ
え
て
く

る
様
子
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
話
者
（
國
貞
一
三
氏
）
の
案
内

で
新
盆
の
イ
エ
に
行
き
、
カ
ド
で
行
う
盆
踊
り
、
部
落
の
広
場
で
行
わ
れ

る
盆
踊
り
を
観
察
し
た
。

（
二
）
イ
エ
の
カ
ド
（
庭
先
）
で
の
盆
踊
り

　

こ
の
年
、
新
盆
を
迎
え
る
Ａ
家
で
は
、
仏
壇
の
前
に
提
灯
二
対
、
本
尊

の
前
に
法
名
が
書
か
れ
た
紙
、果
物
二
個
、菓
子
二
包
み
を
供
え
て
い
た
。

　

仏
壇
の
横
に
は
イ
ハ
イ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
（
写
真
２
）。
こ
れ
は
、

空
箱
に
白
紙
を
貼
っ
て
縦
置
き
に
し
、
内
底
部
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の

六
字
名
号
と
、
そ
の
左
下
に
俗
名
と
享
年
を
書
き
、
竹
の
花
立
に
挿
し
た

シ
ャ
シ
ャ
キ
一
対
、
ロ
ウ
ソ
ク
一
対
、
菓
子
、
果
物
を
入
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

そ
の
隣
の
居
間
で
は
親
戚
な
ど
が
集
ま
っ
て
歓
談
し
て
い
る
。
午
後
六

時
五
十
五
分
、
Ａ
家
の
家
族
、
親
戚
、
友
人
の
総
勢
一
九
名
が
浴
衣
と
下

駄
履
き
も
し
く
は
草
履
履
き
の
姿
で
カ
ド
に
出
て
、
輪
に
な
っ
て
踊
り
始

め
る
。
Ａ
家
の
跡
取
り
が
イ
ハ
イ
を
背
負
い
、
鈴
を
手
に
持
っ
て
ゆ
っ
た

り
と
し
た
リ
ズ
ム
で
叩
き
な
が
ら
、
ズ
ル
ズ
ル
と
足
を
運
ぶ
よ
う
に
し
て

時
計
回
り
に
歩
い
て
い
く
。輪
の
外
側
で
は
一
人
が
空
の
一
斗
缶
を
叩
き
、

数
人
が
口
説
き
を
唄
い
、
輪
の
中
の
家
族
、
親
戚
、
友
人
た
ち
は
そ
の
歌

と
缶
の
音
に
合
わ
せ
て
両
手
に
持
っ
た
シ
ャ
シ
ャ
キ
を
振
っ
て
回
る
（
写

真
３
）。
輪
の
進
行
方
向
に
右
足
左
足
の
順
に
一
歩
ず
つ
踏
み
な
が
ら
、

両
手
を
左
下
に
払
っ
て
少
し
上
に
戻
し
な
が
ら
身
体
を
輪
の
中
心
に
向

け
、
右
足
の
つ
ま
先
で
地
面
に
軽
く
叩
き
つ
つ
、
両
手
を
腰
の
位
置
ま
で

下
げ
て
す
ぐ
に
胸
の
位
置
ま
で
戻
す
。
そ
し
て
一
歩
後
退
す
る
。
こ
の
二
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歩
進
ん
で
一
歩
戻
る
と
い
う
一
連
の
動
作
を
繰
り
返
す
。
カ
ド
で
の
盆
踊

り
は
午
後
七
時
五
分
に
終
わ
り
、
そ
の
ま
ま
一
同
は
部
落
の
盆
踊
り
が
行

わ
れ
る
広
場
ま
で
繰
り
出
し
て
い
く
。
Ａ
家
の
盆
踊
り
の
所
要
時
間
は

一
〇
分
で
あ
っ
た
。

（
三
）
ム
ラ
の
広
場
で
の
盆
踊
り

　

部
落
の
盆
踊
り
は
、
か
つ
て
は
公
会
堂
の
前
で
行
っ
て
い
た
が
、
現
在

は
廃
校
と
な
っ
た
元
小
学
校
の
校
庭
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
広
場
に
は
夕
方

に
「
平
成
二
十
年
度
新
盆
者
名
簿
」
と
書
か
れ
た
掲
示
板
が
設
置
さ
れ
、

写真２　イハイ（箱の上には踊りのと
きに鳴らす鈴を置いている。鉦を叩く
イエもある）

写真３　カド踊り（左側にはイハイを背負う男性が見える）
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昨
年
の
盆
か
ら
一
年
間
に
亡
く
な
っ
た
野
々
江
の
一
一
名
の
名
前
と
享
年

が
書
か
れ
て
い
る
（
写
真
４
）。
新
盆
の
踊
り
の
実
施
は
遺
族
の
任
意
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
掲
示
は
ム
ラ
か
ら
故
人
を
送
り
出
し
た
い
と
い
う
遺
族

の
気
持
ち
の
現
れ
で
あ
り
、
ま
た
人
び
と
も
掲
示
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

改
め
て
故
人
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
掲
示
板
の
前
に
は
蝋

燭
台
一
対
、
仏
花
一
対
、
焼
香
台
、
供
物
を
載
せ
た
祭
壇
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。

　

広
場
の
中
央
に
は
櫓
が
組
ま
れ
、
中
に
太
鼓
と
放
送
機
材
が
置
か
れ
、

上
か
ら
広
場
の
端
に
向
か
っ
て
提
灯
が
八
方
に
張
ら
れ
て
い
る
。
午
後
七

時
過
ぎ
に
は
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
い
て
、「
き
よ
し
の
ズ
ン
ド
コ
節
」

が
流
れ
て
広
場
は
賑
わ
っ
て
い
る
。
午
後
七
時
三
十
分
に
新
盆
の
家
族
が

櫓
の
周
り
を
踊
り
始
め
る
。
櫓
で
は
歌
の
上
手
な
男
性
五
〜
六
人
が
マ
イ

ク
を
回
し
な
が
ら
口
説
き
を
唄
っ
て
い
る
。
新
盆
の
一
一
軒
の
家
族
に
加

え
て
故
人
と
縁
の
あ
る
人
も
輪
に
加
わ
る
の
で
、
一
〇
〇
人
近
く
が
踊
っ

て
い
る
（
写
真
５
）。
踊
っ
て
く
れ
た
人
に
は
新
盆
の
イ
エ
か
ら
缶
ジ
ュ
ー

ス
や
菓
子
な
ど
の
お
礼
の
品
が
渡
さ
れ
る
。
お
礼
の
品
が
余
っ
た
と
し
て

も
持
ち
帰
ら
ず
、
す
べ
て
渡
し
て
し
ま
う
し
き
た
り
で
あ
る
と
い
う
。
午

後
八
時
よ
り
婦
人
会
に
よ
る
踊
り
（
刀
踊
り
、
笠
踊
り
、
日
傘
踊
り
）
が

始
ま
り
、
周
囲
の
人
も
加
わ
っ
て
踊
る
。
八
時
五
十
二
分
に
終
了
し
、
一

同
、
櫓
に
集
ま
っ
て
お
茶
を
飲
む
。

写真４　新盆を確認する人びと
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先
に
も
述
べ
た
が
、
新
盆
の
踊
り
が
十
六
日
か
ら
十
五
日
に
移
動
し
た

た
め
、以
上
の
よ
う
な
新
盆
と
部
落
の
踊
り
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

四　

真
宗
と
民
俗
と
の
関
係
性
─
盆
踊
り
の
実
践
を
め
ぐ
る

供
養
の
意
味
─

（
一
）
真
宗
の
教
義
と
地
域
社
会
の
習
俗
慣
行
と
の
関
係
性
─
理
を
中
心

に
─

　

野
々
江
の
門
徒
は
篤
信
家
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
の
教
義
か

ら
は
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
供
養
の
た
め
の
盆
踊
り
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
、
寺
院
の
住
職
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

教
善
寺
の
住
職
が
言
う
に
は
、
周
囲
の
人
び
と
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
供

養
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
合
い
が
浄
土
真
宗
の
言
葉
に
は
な
く
、
真
宗
行

事
の
意
義
と
は
あ
く
ま
で
亡
く
な
っ
た
人
を
縁
に
し
て
私
が
そ
の
法
に
会

う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
盂
蘭
盆
会
の
法
話
で
は
縁
と
し
て
目
連
尊
者
の

話
を
聞
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
盂
蘭
盆
と
い
う
言
葉

の
元
来
の
意
味
は
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
と
い
う
目
連
尊
者
の
母
の
苦
し
み
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
救
わ
れ
た
こ
と
へ
の
喜
び
の
法
要
、
歓
喜
会
と
し

て
盂
蘭
盆
会
を
行
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
住
職
の
思
い
と
門
徒
が
代
々
受
け
継
い
で
き
た
思
い
と
の
あ

写真５　広場での新盆の踊り（みんなが一緒になって踊る）
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い
だ
に
は
常
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
今
ま
で
感
じ
て
き
た
こ
と
も
事

実
で
、
そ
れ
は
実
態
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思

い
が
あ
る
と
い
う
。
供
養
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
亡
く
な
っ
た
人
に
対
す

る
自
分
の
思
い
を
行
動
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
が
救
わ
れ
て

い
く
面
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
亡
く
な
っ
た
人
だ
け
で
な
く
、
生

き
て
い
る
人
た
ち
の
な
か
に
も
絆
が
深
ま
る
と
か
、
縁
が
で
き
る
と
か
、

そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
も
あ
る
の
で
、
供
養
の
た
め
の
行
事
を
行
う
こ
と

に
対
し
て
特
に
問
題
視
し
て
い
な
い
と
い
う
。

　

以
上
の
住
職
の
説
明
か
ら
は
、
盆
踊
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
生
き

て
い
る
人
た
ち
の
縁
が
さ
ら
に
深
く
な
る
と
い
う
、
真
宗
の
教
義
に
合
致

す
る
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
住
職
は
さ
ら
に
続
け
て
死

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

真
宗
は
先
祖
供
養
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
使
わ
な
い
も
の
の
「
死
」

は
究
極
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
死
は
現
実
と
し
て
あ
り
、
死
後
と
は
浄

土
に
生
ま
れ
て
仏
に
な
る
と
い
う
最
後
の
完
成
さ
れ
た
姿
で
あ
り
、
そ
れ

を
否
定
し
て
は
仏
教
で
は
な
く
な
る
。
あ
く
ま
で
も
生
前
の
生
活
は
お
念

仏
を
中
心
に
生
活
を
し
て
、
死
後
は
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
と
な
り
、
最
後

は
そ
こ
で
悟
り
に
至
る
。
生
き
て
い
る
あ
い
だ
は
そ
の
悟
り
に
は
至
れ
な

い
が
、
死
後
、
阿
弥
陀
仏
は
必
ず
私
を
浄
土
に
迎
え
て
仏
に
し
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
も
今
生
き
て
い
る
者
も
同
じ
教
え
を
繋
げ
て
い
け

ば
、
や
が
て
自
分
自
身
も
浄
土
に
生
ま
れ
て
同
じ
仏
に
な
る
。
そ
れ
を
言

い
表
し
た
の
が
、
阿
弥
陀
経
の
な
か
の
「
倶
会
一
処
」
と
い
う
、
倶
に
一

つ
の
世
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。

　

供
養
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
仏
教
用
語
と
民
俗
語
彙
と
の
あ
い
だ
に
乖

離
が
あ
る
。
仏
教
的
な
意
味
は
、
目
連
尊
者
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
母
を
救

う
た
め
に
行
っ
た
人
び
と
へ
の
饗
応
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
野
々
江

の
人
び
と
が
い
う
と
こ
ろ
の
供
養
は
追
悼
と
い
う
意
味
に
近
い
。住
職
は
、

生
の
人
び
と
と
死
の
人
び
と
を
法
縁
と
い
う
概
念
で
結
び
、
そ
の
世
界
観

を
浄
土
と
措
定
し
て
両
者
の
関
係
を
説
く
。
す
な
わ
ち
供
養
を
め
ぐ
る
民

俗
を
真
宗
的
に
解
釈
し
て
両
者
の
齟
齬
を
解
消
し
て
い
る
。
そ
し
て
以
上

の
説
明
は
先
に
紹
介
し
た
法
話
の
理
と
情
の
う
ち
理
の
部
分
で
あ
る
。

（
二
）
住
職
に
よ
る
盆
踊
り
の
実
践
─
情
を
中
心
に
─

　

野
々
江
の
人
た
ち
に
と
っ
て
新
盆
の
踊
り
は
人
生
に
お
い
て
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
重
要
な
行
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
盆
踊
り
は
特
別
な
も
の
か
」

と
い
う
筆
者
の
問
い
か
け
に
対
す
る
あ
る
話
者
の
次
の
発
言
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ね
、
一
番
よ
く
わ
か
る
の
は
、
箱
を
お
ん
ぶ
し
て
み
た
ら
わ
か
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り
ま
す
わ
い
。
こ
れ
は
ね
、
言
葉
で
ち
ょ
っ
と
言
え
ん
で
す
ね
。
や
は
り
、

ど
う
言
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
か
、
別
れ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
そ
の
人
間
を

思
わ
ん
こ
と
な
い
で
し
ょ
う
。
思
い
を
も
っ
て
、
踊
り
に
合
わ
せ
て
鉦
を

つ
き
よ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
こ
れ
は
特
別
な
、
人
間
と
し
て
の
哀
愁
と
い

う
ん
で
す
か
ね
。 
寂
し
さ
と
い
う
ん
で
す
か
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
言
い

よ
う
が
な
い
で
す
わ
い
ね
。

　

そ
し
て
、
野
々
江
の
門
徒
た
ち
は
、
教
善
寺
の
住
職
が
母
を
失
く
し
た

と
き
に
新
盆
の
踊
り
を
勧
め
た
。
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）、
教
善
寺

の
本
堂
で
住
職
が
イ
ハ
イ
を
背
負
い
、野
々
江
の
門
徒
と
一
緒
に
踊
っ
た
。

イ
ハ
イ
と
や
シ
ャ
シ
ャ
キ
は
門
徒
が
用
意
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
住
職
の
話
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
新
盆
の
踊
り
で

は
な
い
が
、
教
善
寺
が
所
在
す
る
宮
浦
地
区
で
は
大
通
寺
（
曹
洞
宗
）
の

盆
踊
り
が
あ
っ
て
、同
地
区
の
教
善
寺
門
徒
も
参
加
し
て
い
る
。し
か
し
、

住
職
、
彼
の
父
、
祖
父
の
代
か
ら
こ
の
盆
踊
り
に
は
参
加
せ
ず
、
盆
で
は

本
堂
で
お
勤
め
を
さ
せ
て
も
ら
う
だ
け
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
住
職
の
母
の
盆
の
法
要
を
本
堂
で
勤
め
る
旨
、
門
徒
に
案

内
を
し
た
と
こ
ろ
、
仏
教
婦
人
会
の
会
長
か
ら
夫
が
使
っ
た
箱
が
あ
る
の

で
背
中
に
負
っ
て
踊
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。
住
職
は
踊
り
方
を
知
ら
な

か
っ
た
が
、「
御
院
家
さ
ん
は
背
中
に
負
う
て
輪
を
叩
い
と
っ
た
ら
え
え
」

と
言
わ
れ
、
教
善
寺
の
門
徒
の
大
半
は
野
々
江
の
人
た
ち
で
あ
る
の
で
、

み
ん
な
で
踊
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

門
徒
が
箱
を
持
っ
て
来
て
、
表
面
に
南
無
阿
弥
陀
仏
、
俗
名
、
歳
を
書

き
、
両
側
に
竹
筒
で
花
立
を
作
り
、
真
ん
中
に
蝋
燭
二
本
、
供
物
の
果
物

（
ブ
ド
ウ
）
を
テ
ー
プ
で
落
ち
な
い
よ
う
に
貼
り
付
け
て
イ
ハ
イ
を
作
っ

た
。
そ
し
て
、
通
常
の
盆
の
法
要
で
は
お
勤
め
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
法
話

を
始
め
る
が
、
こ
の
と
き
は
お
勤
め
の
後
、
盆
踊
り
を
行
っ
た
。
住
職
は

イ
ハ
イ
を
背
中
に
背
負
い
、
輪
に
な
っ
て
本
堂
の
な
か
を
回
り
、
野
々
江

の
門
徒
た
ち
が
浴
衣
を
着
て
、
手
に
シ
ャ
シ
ャ
キ
を
持
ち
、
踊
っ
て
く
れ

た
と
い
う
。

　

住
職
は
こ
れ
ま
で
野
々
江
の
新
盆
の
踊
り
の
話
を
何
回
も
聞
い
て
い
た

ほ
か
、
踊
っ
て
い
る
の
を
見
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
お
と
な
し
い
踊

り
で
、
亡
く
な
っ
た
人
を
偲
ぶ
に
相
応
し
い
よ
う
な
踊
り
で
あ
っ
た
と
記

憶
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
背
負
っ
て
み
た
感
想
を
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

　

背
負
っ
て
初
め
て
分
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
軽
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
大
工
さ
ん
か
な
ん
か
に
作
っ
て
も
ら
っ
て
、
桐
か
な
ん
か
の
材
で
作
っ

て
軽
い
ん
で
す
よ
。
軽
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
背
負
う
と
、
な
ん
か
母

を
背
負
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
。
な
ん
か
じ
っ
と
来
る
よ
う
な
。
気
分
的
に
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ね
。
生
前
に
最
後
、
骨
折
し
た
り
し
ま
し
て
ね
、
最
後
は
認
知
症
に
な
っ

た
り
し
て
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。そ
の
時
、何
度
か
背
負
う
こ
と
は
あ
っ

た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
時
と
ま
た
全
然
違
っ
た
感
じ
で
。
母
の
人
生
を
背

負
う
よ
う
な
感
じ
で
。
な
ん
か
気
分
と
し
ま
し
て
ね
、
生
き
て
き
た
九
四

歳
で
す
か
ら
ね
。
九
四
歳
の
人
生
を
背
負
う
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
母

の
人
生
の
重
み
い
う
の
を
背
負
っ
て
み
て
初
め
て
感
じ
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
ね
。
だ
か
ら
た
だ
、
今
ま
で
見
て
て
変
わ
っ
た
行
事
だ
な
と
か
ね
、

変
わ
っ
た
風
習
を
す
る
ん
だ
な
と
、
見
て
た
の
と
自
分
が
実
際
に
背
負
っ

て
み
る
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
も
ん
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
自
分

の
親
を
背
負
っ
た
り
、あ
る
い
は
な
か
に
は
子
ど
も
を
ね
、先
立
っ
て
行
っ

た
子
ど
も
を
背
負
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
い
ろ
ん
な
思
い
を
背

負
う
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
が
ね
、
自
分
が
背
負
っ
て
み
て
初
め
て
感

じ
ま
し
た
ね
。

　

住
職
は
今
ま
で
野
々
江
の
盆
踊
り
を
単
な
る
こ
の
地
域
の
独
特
の
風
習

と
考
え
て
い
た
が
、
イ
ハ
イ
を
背
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
身
近
な
人
の
人
生

を
背
負
い
、
様
々
な
こ
と
を
感
じ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た

と
い
う
。
そ
し
て
、「
本
当
に
よ
う
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
す
ね
」
と
、
盆
踊
り
を
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
感
想
を
述
べ
る
。
門

徒
も
新
盆
の
踊
り
は
よ
い
も
の
だ
と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
住
職

に
も
勧
め
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
と
語
る
。

　

教
善
寺
の
先
代
住
職
が
亡
く
な
っ
た
時
は
周
囲
か
ら
盆
踊
り
を
勧
め
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
今
回
、
盆
踊
り

を
勧
め
ら
れ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
身
内
の
死
に
対
し
て

門
徒
の
同
情
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
住
職
の
法
話
は
理
詰
め

で
は
な
く
情
緒
的
な
面
も
含
ん
で
い
た
こ
と
で
、
門
徒
も
母
を
失
っ
た
住

職
の
気
持
ち
を
慮
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
て
、
盆
踊
り
を
勧
め
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

住
職
が
踊
り
を
し
て
よ
か
っ
た
と
の
感
想
を
門
徒
に
述
べ
た
こ
と
を
受

け
て
、
野
々
江
の
人
び
と
も
改
め
て
新
盆
が
大
切
な
行
事
で
あ
る
こ
と
を

再
認
識
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
改
め
て
新
盆
の
踊
り
の
意
義
に
つ
い
て
あ

る
門
徒
は
、「
負
う
て
み
ん
と
わ
か
ら
ん
や
ろ
う
な
あ
、言
え
ん
、言
え
ん
、

言
葉
で
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
か
ね
。お
ん
ぶ
し
て
み
た
ら
わ
か
っ
と
っ
て
、

新
盆
い
う
の
は
大
事
な
も
ん
じ
ゃ
ろ
う
と
思
い
ま
す
わ
い
」
と
述
べ
る
の

で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

野
々
江
で
は
熱
心
な
門
徒
で
さ
え
も
地
元
の
習
慣
に
基
づ
い
て
故
人
の

供
養
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
住
職
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
死
に
向
き
合
う
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こ
と
は
仏
教
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
住
職
も
門
徒
の
勧
め
で

盆
踊
り
を
行
っ
た
よ
う
に
在
地
の
民
俗
を
容
認
し
て
お
り
、
お
勤
め
後
の

法
話
で
は
理
と
情
の
調
和
に
配
慮
し
て
い
る
。

　

住
職
に
よ
る
筆
者
へ
の
説
明
で
は
、
盆
踊
り
を
通
し
て
自
分
自
身
が
救

わ
れ
、
死
者
と
生
者
と
の
あ
い
だ
に
絆
が
深
ま
る
法
縁
と
し
て
捉
え
、
情

の
部
分
を
理
を
以
っ
て
説
く
こ
と
で
盆
踊
り
に
宗
教
的
意
義
を
与
え
て
い

た
。
法
話
自
体
の
分
析
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
説
明
を
踏
ま
え
る
と

お
そ
ら
く
門
徒
に
向
け
て
の
法
話
も
民
俗
の
意
義
を
真
宗
的
に
説
い
て
い

き
、
門
徒
は
日
々
の
真
宗
生
活
に
お
い
て
理
と
し
て
の
教
義
に
し
ば
し
ば

触
れ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
真
宗
行
事
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
情
と
し
て
の

民
俗
行
事
の
存
在
意
義
を
実
感
す
る
。

　

野
々
江
で
は
娯
楽
の
た
め
の
盆
踊
り
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
は

人
口
減
少
や
高
齢
化
の
影
響
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
を
継
続
す
る
積
極
的

理
由
が
見
当
た
ら
な
い
結
果
と
い
え
る
。
一
方
、
供
養
の
た
め
の
踊
り
の

意
義
は
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
び
と
の
情
感
が
法
縁
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
こ
と
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
踊
り
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と

努
力
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
情
感
に
よ
っ
て
続

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
家
族
の
死
を
悲
し
み
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
イ
ハ

イ
を
背
負
っ
て
盆
踊
り
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
び
と
の
情
感
の
存
在

を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
感
覚
に
真
宗
的
意
義
が
説
か
れ
る
こ
と
で

盆
踊
り
が
伝
承
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）『
旅
と
伝
説
』
六–

七
に
所
収
さ
れ
た
滋
賀
県
高
島
郡
西
庄
村
（
現
高
島
市
）
か
ら

の
調
査
報
告
で
は
、「
門
徒
も
の
知
ら
ず
と
云
う
て
真
宗
の
人
は
、
他
宗
に
比
し

て
葬
式
其
他
の
事
で
も
忌
み
事
を
あ
ま
り
云
ひ
ま
せ
ん
の
で
私
も
あ
ま
り
知
り
ま

せ
ん
」
と
の
記
述
が
あ
る
〔
井
花　

一
九
三
三　

一
一
三
〕。
こ
の
言
葉
の
元
来

の
意
味
は
「
門
徒
物
忌
み
せ
ず
」
と
さ
れ
、
真
宗
の
葬
送
儀
礼
に
は
物
忌
み
と
穢

れ
に
関
わ
る
習
俗
の
否
定
も
し
く
は
再
解
釈
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
〔
蒲
池　

二
〇
一
三
（
一
九
九
三
）　

一
三
四
〜
一
四
八
〕。

（
２
）『
看
聞
御
記
』（
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
七
月
十
五
日
条
）
や
『
春
日
権
神
主
師

淳
記
』（
一
四
九
七
）
に
風
流
、
芸
能
と
し
て
の
盆
踊
り
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
３
）『
大
三
島
町
誌
』
に
よ
る
と
、
万
福
寺
は
も
と
も
と
愛
媛
県
北
宇
和
郡
吉
田
裡
町

に
あ
っ
た
が
、
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
、
口
総
に
遷
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の

住
職
は
、
明
治
二
四
年
か
ら
同
三
三
年
（
一
八
九
一
〜
一
九
〇
〇
）
ま
で
教
善
寺

の
住
職
だ
っ
た
断
流
氏
が
務
め
た
と
い
う
〔
大
三
島
町
誌
編
纂
会
編　

一
九
八
八　

一
三
二
五
〜
一
三
二
六
〕。

（
４
）
野
々
江
の
人
び
と
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
曹
洞
宗
の
二
宗
派
を
「
真
宗
」、「
禅

宗
」
と
呼
び
分
け
て
い
る
の
で
、
本
稿
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
表
記
す
る
。

（
５
）
教
善
寺
住
職
の
話
に
よ
れ
ば
、
大
三
島
町
宮
浦
は
禅
宗
が
多
い
地
域
で
あ
り
、
そ

こ
の
真
宗
門
徒
も
周
囲
の
イ
エ
に
合
わ
せ
て
盆
の
精
霊
棚
を
作
っ
て
禅
宗
の
和
尚

に
棚
経
を
あ
げ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
大
三
島
で
は
宗
派
を
超

え
て
行
事
に
参
加
す
る
例
が
よ
く
み
ら
れ
る
と
い
う
。
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ま
た
、
同
じ
く
真
宗
村
落
で
あ
る
同
町
宗
方
で
は
、
禅
宗
の
行
事
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
檀
家
は
真
宗
を
意
識
し
て
読
経
時
に
唱
和
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
は
声
と
そ
れ
を
写
し
た
経
本
の
か
た
ち
を
媒
介
に
し
て
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。〔
渡
部　

二
〇
〇
九　

一
〜
三
四
〕。

（
６
）
民
俗
の
伝
承
を
方
向
づ
け
る
力
学
を
ム
ラ
内
の
人
間
関
係
に
求
め
た
論
考
と
し
て

拙
稿
〔
柏
木　

二
〇
〇
九
ｂ　

三
八
〜
五
四
〕
が
あ
る
。

（
７
）
島
外
に
出
て
い
る
者
を
タ
ビ
の
者
と
い
う
。

（
８
）
野
々
江
の
仏
壇
と
仏
事
に
つ
い
て
は
す
で
に
筆
者
に
よ
る
報
告
が
あ
り
〔
柏
木　

二
〇
〇
六　

二
三
五
〜
二
四
五
〕、
本
稿
第
二
章
の
一
部
は
そ
こ
か
ら
引
用
し
て

い
る
。

（
９
）
昭
和
三
十
年
代
は
高
座
を
使
っ
て
法
話
を
し
て
い
た
と
い
う
。
野
々
江
で
は
倉
庫

に
高
座
が
保
管
さ
れ
て
い
て
、
宿
に
持
っ
て
い
っ
て
高
座
を
作
っ
て
い
た
。
住
職

が
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
に
先
代
の
父
の
跡
を
継
い
で
法
話
を
始
め
た
頃

は
何
回
か
高
座
を
使
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
高
座
で
話
を
し
て
い
た
か
た
ち
か

ら
黒
板
を
使
っ
て
講
義
形
式
で
話
を
す
る
形
へ
の
変
化
は
、
法
話
の
比
重
も
情
か

ら
理
へ
と
移
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。 

 

　

ま
た
、
住
職
の
祖
父
は
法
話
の
名
人
で
、
座
が
落
ち
て
し
ま
う
ほ
ど
大
勢
の
門

徒
が
集
ま
る
こ
と
か
ら
「
座
落
と
し
」
の
異
名
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
。
住
職
が

祖
父
の
遺
品
を
整
理
し
て
い
た
時
に
法
話
の
原
稿
が
出
て
き
た
の
で
読
ん
だ
と
こ

ろ
、
真
宗
の
教
義
を
中
心
に
書
い
て
あ
り
、
情
で
は
な
く
理
で
書
か
れ
て
い
た
。

理
の
話
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
気
が
あ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
当
時
は
聞
く
側
も
相

当
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

（
10
）『
大
三
島
町
誌
』
に
よ
る
と
オ
ヒ
ボ
ト
ケ
は
「
新
春
を
迎
え
最
初
に
聖
教
を
ひ
も

と
い
て
法
縁
に
あ
う
と
こ
ろ
か
ら
き
た
名
称
」
で
あ
る
と
い
う
〔
大
三
島
町
誌
編

纂
会
編　

一
九
八
八　

一
四
六
五
〜
一
四
六
六
〕。

（
11
）
シ
ャ
シ
ャ
キ
は
地
元
で
の
呼
称
。
ヒ
サ
カ
キ
の
こ
と
。

参
考
文
献

荒
井
真
帆　

二
〇
〇
六
「
愛
媛
県
元
怒
和
地
区
の
新
盆
供
養
踊
り
に
関
す
る
社
会
学
的

考
察
」『
近
畿
大
学
農
学
部
紀
要
』
三
九

伊
東
佳
那
子
・
來
田
享
子　

二
〇
一
九
「
盆
踊
り
の
禁
止
と
復
興
に
関
す
る
歴
史
的
研

究
─
岐
阜
県
郡
上
お
ど
り
を
事
例
に
─
」『
中
京
大
学
体
育
研
究
所
紀
要
』
三
三

伊
東
佳
那
子
・
來
田
享
子　

二
〇
二
〇
「
明
治
時
代
に
布
達
さ
れ
た
盆
踊
り
禁
止
令
の

記
載
内
容
に
関
す
る
研
究
」『
中
京
大
学
体
育
学
論
叢
』
六
一‒

一

井
花
伊
左
衞
門　

一
九
三
三
「
滋
賀
県
高
島
郡
西
庄
村
」『
旅
と
伝
説　

誕
生
と
葬
礼
号
』

六‒

七

岩
本
通
弥　

一
九
九
八
「『
民
俗
学
』
を
対
象
と
す
る
か
ら
民
俗
学
な
の
か
─
な
ぜ
民
俗

学
は
『
近
代
』
を
扱
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
─
」『
日
本
民
俗
学
』
二
一
五

大
石 

始　

二
〇
二
〇
『
盆
踊
り
の
戦
後
史
─
「
ふ
る
さ
と
」
の
喪
失
と
創
造
─
』
筑
摩

書
房

大
三
島
町
誌
編
纂
会
編　

一
九
八
八
『
大
三
島
町
誌　

一
般
編
』
大
三
島
町

岡
田
真
帆　

二
〇
〇
六
「
新
盆
に
よ
る
地
域
統
合
と
そ
の
変
遷
」『
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
よ
う

こ
そ
！
２
０
０
５
─
芸
予
諸
島
の
民
俗 

愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
─
』
筑
波
大
学
民

俗
学
研
究
室

柏
木
亨
介　

二
〇
〇
六
「
野
々
江
八
幡
神
社
・
仏
壇
・
教
善
寺
門
徒
の
行
事
─
そ
れ
ら

を
維
持
す
る
心
掛
け
に
つ
い
て
─
」『
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
よ
う
こ
そ
！
２
０
０
５
─
芸
予

諸
島
の
民
俗 

愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
─
』
筑
波
大
学
民
俗
学
研
究
室

柏
木
亨
介　

二
〇
〇
九
ａ
「
哀
し
み
の
解
消
と
し
て
の
民
俗
─
い
わ
き
市
の
じ
ゃ
ん
が

ら
念
仏
踊
り
を
通
し
て
─
」『
民
俗
学
論
叢
』
二
四

柏
木
亨
介　

二
〇
〇
九
ｂ
「
和
歌
森
太
郎
の
伝
承
論
に
お
け
る
社
会
規
範
概
念
」『
史
境
』

五
九

蒲
池
勢
至　

一
九
九
三
『
真
宗
と
民
俗
信
仰
』
吉
川
弘
文
館

蒲
池
勢
至　

二
〇
一
三
（
一
九
九
三
）「
門
徒
も
の
知
ら
ず
─
脱
落
し
た
習
俗
─
」『
真

宗
民
俗
史
論
』
法
蔵
館



國學院雑誌　第 123 巻第９号（2022年） ─ 20 ─

木
下
恵
介　

二
〇
一
八
「
大
崎
上
島
の
盆
踊
り
に
つ
い
て
」『
広
島
商
船
高
等
専
門
学
校

紀
要
』
四
〇

島
村
恭
則　

二
〇
一
八
「
民
俗
学
と
は
何
か
─
多
様
な
姿
と
一
貫
す
る
視
点
─
」
古
家

信
平
編
『
現
代
民
俗
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
』
吉
川
弘
文
館

下
田
雄
次　

二
〇
一
七
「
民
俗
芸
能
の
復
元
・
復
興
支
援
の
プ
ロ
セ
ス
─
青
森
県
七
戸

町
上
原
子
集
落
の
盆
踊
り
─
」『
地
域
社
会
研
究
』
一
〇

真
野
俊
和　

二
〇
〇
九
「
フ
ォ
ー
ラ
ム　
『
仏
教
民
俗
』
あ
る
い
は
『
真
宗
と
民
俗
』
と

い
う
問
い
方
」『
日
本
民
俗
学
』
二
五
八

瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
編　

二
〇
〇
六「
櫃
石
の
盆
踊
り
」「
与
島
の
灯
籠
踊
り
」『
日

本
の
民
俗
芸
能
調
査
報
告
書
集
成
17
四
国
地
方
の
民
俗
芸
能
１　

香
川
』
海
路
書
院

陳 

玲　

二
〇
一
四
「
新
潟
県
長
岡
市
山
古
志
に
お
け
る
盆
踊
り
再
興
─
変
化
の
な
か
の

民
俗
行
事
と
個
人
─
」『
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
五

俵
木 

悟　

二
〇
一
五
「
な
ぜ
盆
に
踊
る
の
か
─
盆
踊
り
の
ル
ー
ツ
」『
て
ん
と
う
虫
』 

七
＋
八
月

溝
渕
茂
樹　

二
〇
〇
五
「
中
部
瀬
戸
内
・
位
牌
を
背
負
う
盆
踊
り
の
覚
え
書
き
」『
瀬
戸

内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
紀
要
』
一
八

山
沢
拓
見　

二
〇
二
二
「
年
中
行
事
の
禁
止
と
存
続
─
明
治
時
代
の
新
潟
県
内
に
お
け

る
盆
踊
り
実
施
状
況
か
ら
の
考
察
─
」『
高
志
路
』
四
二
四

渡
部
圭
一　

二
〇
〇
九
「「
正
信
偈
」
読
誦
に
お
け
る
経
本
と
声
」『
日
本
民
俗
学
』

二
五
八


