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昨
年
末
よ
り
ナ
グ
プ
ー
ル
に
人
材
を
派
遣
し
て
、
佐
々
井
上
人
の

食
事
や
身
の
回
り
の
お
世
話
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
第
１

次
支
援
隊
と
し
て
、
古
川
和
也
さ
ん
、
姫
野
智
久
さ
ん
２
名
が
イ
ン

ド
入
り
し
て
く
れ
ま
し
た
。
南
天
会
と
し
て
、
往
復
の
旅
費
と
保
険

代
を
支
援
い
た
し
ま
し
た
。
滞
在
支
援
カ
ン
パ
を
い
た
だ
い
た
方
に

は
、
あ
た
た
か
い
ご
支
援
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
（
詳
し
い
内
容

は
会
計
報
告
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
。

　

毎
朝
和
食
を
中
心
に
食
事
の
お
世
話
を
し
て
、
佐
々
井
上
人
の
体

調
も
安
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
整
い
、
日

本
と
の
連
絡
も
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
第
２
次
支
援
隊
の
手
塚
直
人
さ
ん
が
滞
在
し
て
い
ま
す
（
２

／
25
～
４
／
23
予
定
）
。
そ
の
後
の
支
援
隊
に
つ
い
て
も
数
名
の
方

か
ら
応
募
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
継
続
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
い
た
だ
け
る

人
は
是
非
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

「
佐
々
井
秀
嶺
資
料
室
」
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
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）　

で
は
現
地
の
様
子
な
ど
を
定
期
的
に

レ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

 

[

支
援
隊
感
想]

　

今
回
、
佐
々
井
さ
ん
の
サ
ポ
ー
ト
で
行
っ
て

き
ま
し
た
姫
野
で
す
！

　

海
外
経
験
が
全
く
無
い
状
態
で
行
く
の
は
家

族
や
友
達
か
ら
も
心
配
や
反
対
を
受
け
ま
し
た

が
、
世
界
に
出
る
こ
と
・
そ
し
て
佐
々
井
さ
ん

に
会
う
こ
と
で
何
か
変
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

初
日
か
ら
大
慌
て
で
し
た
。
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー

か
ら
ナ
グ
プ
ー
ル
へ
の
乗
り
換
え
が
１
時
間
し

か
な
く
、
数
十
キ
ロ
の
旅
行
か
ば
ん
を
持
っ
て

急
い
で
移
動
、
無
事
到
着
し
た
と
お
も
い
き
や
、

宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
で
は
ヒ
ュ
ー
ズ
が
飛
び
、
慣

れ
な
い
英
語
で
ス
タ
ッ
フ
に
伝
え
る
等
、
先
行

き
が
不
安
で
し
た
。

　

翌
日
、
佐
々
井
さ
ん
と
初
対
面
し
ま
し
た
。

最
初
の
印
象
は
〝
怖
い
″
で
し
た
。
と
い
う
の

も
、
イ
ン
ド
人
と
話
す
時
の
声
圧
が
凄
い
の
で

佐
々
井
さ
ん
の
迫
力
に
ビ
ビ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
龍
樹
菩
薩
寺
で
も
８
０
歳
を
超
え
て
い
る

と
は
思
え
な
い
大
き
な
声
で
多
く
の
イ
ン
ド
人

に
演
説
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
佐
々
井
さ
ん
の
た
め
に
日
本
料
理
を

作
り
に
行
く
の
が
目
的
の
一
つ
な
の
で
、
日
本

の
調
味
料
を
持
っ
て
行
き
作
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
野
菜
や
肉
は
イ
ン
ド
の
市
場
で
購
入

す
る
の
で
す
が
、
慣
れ
な
い
英
語
を
駆
使
し
て

買
い
物
を
し
ま
し
た
が
何
を
言
っ
て
る
の
か
分

か
ら
な
い
時
も
あ
る
の
で
テ
ン
パ
ッ
て
し
ま
い

も
う
一
人
の
支
援
隊
の
古
川
君
に
助
け
を
求
め

る
事
が
多
か
っ
た
で
す
（
笑
）
。

　

沢
山
の
レ
シ
ピ
を
考
え
て
作
り
ま
し
た
が
、

毎
日
の
お
味
噌
汁
（
鶏
肉
入
り
）
は
特
に
喜
ば

れ
ま
し
た
。
（
あ
と
羊
羹
と
餅
が
大
好
物
で
し

た
。
）

　

イ
ン
ド
で
の
生
活
も
最
初
は
大
変
で
し
た
。

ま
ず
お
風
呂
が
な
い
こ
と
。
シ
ャ
ワ
ー
は
あ
る

が
お
湯
が
出
る
の
に
数
分
待
た
な
い
と
出
な
い
。

ト
イ
レ
に
紙
が
な
い
。
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

以
外
の
水
を
口
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
。
こ
う

や
っ
て
思
い
出
す
と
日
本
の
基
準
と
比
べ
る
と

生
活
し
に
く
い
感
じ
で
す
が
、
人
間
っ
て
慣
れ

る
ん
で
す
ね
。
一
週
間
も
し
な
い
う
ち
に
そ
れ

が
当
た
り
前
だ
と
思
い
な
が
ら
生
活
し
ま
す

（
笑)

。

　

イ
ン
ド
ラ
寺
で
の
生
活
に
関
し
て
は
お
湯
が

出
る
環
境
が
な
か
っ
た
の
で
コ
イ
ル
ヒ
ー
タ
ー

と
い
う
水
を
温
め
て
く
れ
る
機
械
を
手
に
入
れ
、

毎
日
バ
ケ
ツ
一
杯
の
お
湯
で
全
身
を
洗
う
生
活

で
し
た
。
今
思
う
と
凄
か
っ
た
な
・
・
・
。

　

佐
々
井
さ
ん
と
の
生
活
は
と
て
も
楽
し
か
っ

た
で
す
。
食
事
中
は
イ
ン
ド
で
の
生
活
の
話
な

ど
を
し
て
く
れ
た
り
、
若
い
こ
ろ
の
家
出
の
話

を
聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
佐
々
井
さ
ん
が
よ
く
使
わ
れ
る
言

葉
〝
春
の
海 

終ひ
ね
も
す日

の
た
り
の
た
り
か
な
″
こ

の
言
葉
が
今
で
も
私
の
胸
の
中
に
残
っ
て
ま
す
。

佐
々
井
さ
ん
も
イ
ン
ド
で
う
ま
く
い
か
ず
焦
る

と
き
は
天
に
向
っ
て
コ
レ
を
叫
ぶ
そ
う
で
す
。

そ
れ
を
言
う
と
落
ち
着
く
と
い
う
こ
と
で
、
今

の
自
分
も
焦
っ
た
と
き
は
心
の
な
か
で
こ
の
言

葉
を
叫
ん
で
落
ち
着
か
せ
て
い
ま
す
。

ナグプール
滞在支援隊
第１次
古川和也さん（12/24 ～ 1/22）
姫野智久さん（12/24 ～ 2/9）
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アンベードカル博士 
生誕 125周年
改宗 60周年

　

二
人
き
り
で
話
せ
る
最
後
の
日
に
は
、
「
姫

野
君
は
と
て
も
成
長
し
た
、
最
初
は
ひ
ょ
ろ
っ

と
し
て
頼
り
な
い
感
じ
だ
っ
た
け
ど
、
今
は
目

に
力
が
あ
り
と
て
も
凛
々
し
く
な
っ
た
」
と
褒

め
て
い
た
だ
き
、
イ
ン
ド
に
来
て
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
ま
す
。

　

私
は
佐
々
井
さ
ん
に
会
う
こ
と
が
で
き
と
て

も
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
佐
々
井
さ

ん
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
事
で
私
自
身
も
成
長
す
る

き
っ
か
け
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
も
南
天
会
の
御
支
援
が
な
け
れ
ば
で
き

な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
っ
て
ま
す
。
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
佐
々
井
秀
嶺
さ
ん
と
南
天
会
の

活
躍
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。　

佐
々
井
上
人
は
昨
年
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
記

念

協

会
（D

r
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の
会
長
に
就
任
し
、
今

年
の
様
々
な
行
事
の
中
心
役
と
し
て
多
忙

な
日
々
を
送
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
１
月
か
ら
来
年
の
４
月
ま
で
、
毎

月
末
２
８
日
、
２
９
日
に
イ
ン
ド
各
地
の

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
研
究
者
、
活
動
家
（
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ラ
イ
ト
）
、
お
坊
さ
ん
を
ナ
グ

プ
ー
ル
に
招
へ
い
し
て
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
を

国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
検
討
会
が
開
催
さ

れ
、
佐
々
井
上
人
は
そ
の
座
長
を
勤
め
ま
す
。

　

４
月
１
４
日
は
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
誕
生
日

で
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
・
ジ
ャ
ヤ
ン
テ
ィ
（
生
誕

祭
）
が
各
地
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
ナ
グ
プ
ー
ル
で
は
、

前
日
夜
の
市
中
行
進
、
当
日
の
デ
ィ
ク
シ
ャ
・
ブ
ー

ミ
（
改
宗
広
場
）
で
の
記
念
式
典
に
人
々
が
集
結
し
、

１
２
５
周
年
の
今
年
は
盛
大
に
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

　

今

年

の

改

宗

記

念

式

典
（D

h
a
m
m
a
 
C
h
a
k
r
a
 

P
r
a
v
a
r
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n
 
D
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n

）
は
、
２
０
０
６
年
の
改
宗
５
０

周
年
黄
金
祭
か
ら
１
０
年
の
６
０
周
年
記
念
大
会

で
、
１
０
月
１
１
日
開
催
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１
９
５
６
年
１
０
月
１
４
日
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
法

の
勝
利
の
日
と
い
う
こ
と
で
、
仏
暦
に
従
っ
て
毎
年

開
催
日
は
前
後
し
ま
す
。
こ
の
日
を
中
心
に
一
週
間

に
わ
た
っ
て
ナ
グ
プ
ー
ル
で
は
改
宗
式
な
ど
の
様
々

な
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
１
０
日
に
は
国
際
仏
教

徒
大
会
、
前
夜
祭
市
中
行
進
、
当
日
１
１
日
に
佐
々

井
上
人
を
導
師
と
し
て
三
帰
五
戒
２
２
の
誓
い
の
全

体
唱
和
が
行
わ
れ
、
期
間
中
１
０
０
万
人
の
仏
教
徒

が
ナ
グ
プ
ー
ル
に
集
結
し
ま
す
。
南
天
会
で
は
、
こ

の
日
に
合
わ
せ
て
団
体
旅
行
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。

詳
し
く
は
同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
の
機
会
に
是
非
ナ
グ
プ
ー
ル
へ
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

２
０
１
６
年
は
、
後
世
の
仏
教
史
に
特
筆
さ
れ
る

年
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

人
間
解
放
の
父
：
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
生
誕

１
２
５
年
に
し
て
、
仏
教
復
興
宣
言
６
０
年
の
記
念

す
べ
き
年
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
昨
年
、
わ

が
国
の
高
野
山
上
に
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
像
が
建

立
さ
れ
た
こ
と
は
…
些
か
政
治
的
ゴ
タ
ゴ
タ
が
あ
っ

た
と
は
い
え
…
ま
さ
に
仏
祖
の
冥
祐
と
云
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

日
本
で
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
存
在
が
一
般
向

﹁
闘
う
﹂仏
教
徒高

山
龍
智

本
年
２
０
１
６
年
は
、
イ
ン
ド
仏
教
復
興
の
大
導
師
Ｂ
・

Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
生
誕
１
２
５
周
年
、
そ
し
て

１
９
５
６
年
の
ナ
グ
プ
ー
ル
に
お
け
る
集
団
改
宗
か
ら
６
０
周

年
と
い
う
記
念
の
年
に
当
た
り
ま
す
。
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け
に
紹
介
さ
れ
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
故
山
際

素
男
先
生
と
佐
々
井
秀
嶺
師
の
出
会
い
だ
っ
た
。
１
９
８
１
年
、

イ
ン
ド
取
材
中
の
故
先
生
は
在
印
邦
人
か
ら
「
も
う
１
５
年
も

不
可
触
民
と
暮
ら
し
て
い
る
日
本
人
僧
侶
が
い
る
」
と
聞
き
、

駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
三
角
大
陸
の
ど
真
ん
中
、
ナ
グ

プ
ー
ル
市
を
訪
ね
た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
は
〈
異
相
〉
の
日

本
僧
：
佐
々
井
秀
嶺
師
。
「
こ
の
人
に
は
何
か
〈
憑
い
て
〉
い
る
」

と
直
感
し
た
山
際
先
生
の
問
い
に
、
た
め
ら
い
な
が
ら
も
語
り

始
め
た
佐
々
井
師
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
空
前
絶
後
の
物
語
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
師
の
心
を
鷲
掴
み
に
し
イ
ン
ド
の
大
地
に

繋
ぎ
止
め
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
仏
教
復
興
運
動
…
。
す

べ
て
は
、
こ
の
ふ
た
り
の
日
本
人
の
邂
逅
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

爾
来
、
佐
々
井
師
渡
印
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
を
経
て
、
つ
い

に
日
印
公
式
の
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
像
が
建
立
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
現
代
イ
ン
ド
仏
教
徒
の
「
闘
い
」
は
今
も
や
む
こ
と

が
な
い
。
去
る
１
月
１
７
日
、
イ
ン
ド
南
部
の
ハ
イ
デ
ラ
バ
ー

ド
市
に
お
い
て
、
被
抑
圧
階
級
、
い
わ
ゆ
る
〝
不
可
触
民
″
の

大
学
生
ロ
ヒ
ー
ト
・
ヴ
ェ
ム
ラ
氏(

２
６
才)

が
、
カ
ー
ス
ト

差
別
に
よ
っ
て
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。
彼
の
遺
書
に
は
こ
う

記
さ
れ
て
い
た
。

「F
o
r
 
o
n
e
 
l
a
s
t
 
t
i
m
e
.
 
J
a
i
 
B
h
e
e
m

」(

最
期
の
時
で
す
、

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
に
勝
利
あ
れ)

…
念
の
た
め
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
義
の
原
則
で
は
、
被
抑
圧
階
級
は

輪
廻
転
生
で
き
な
い
。
虫
の
よ
う
に
涌
い
て
来
る
存
在
と
さ
れ

る
か
ら
だ
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
彼
の
記
し
た
「o

n
e

」
を

読
ん
で
ほ
し
い
…
。

　

あ
ま
り
に
も
悲
し
い
死
の
衝
撃
は
イ
ン
ド
各
地
を
揺
る
が
せ
、

首
都
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
や
商
業
都
市
ム
ン
バ
イ
で
学
生
ら
を
中
心

に
抗
議
運
動
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

　

さ
て
今
日
、
各
方
面
で
云
々
さ
れ
る
《
寛
容
》
＝

t
o
l
e
r
a
n
c
e
.

い
つ
ぞ
や
我
が
国
で
も
「
日
本
的
寛
容
を
世
界

へ
」
な
ど
と
夜
郎
自
大
な
高
説
を
垂
れ
た
者
も
い
た
よ
う
だ
。

し
か
し
寛
容
と
は
、
多
数
派
強
者
の
自
制
を
こ
そ
云
う
の
で

あ
っ
て
、
少
数
派
弱
者
に
適
応
を
強
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
い

ま
イ
ン
ド
で
は
、
仏
教
徒
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

な
ど
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
主
張
に
対
し
、
圧
倒
的
多
数
派

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
「I

n
t
o
l
e
r
a
n
c
e
 
(

不
寛
容)

」
と
批

判
し
て
い
る
。
和
を
乱
す
な
、
大
勢
が
そ
う
言
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
と
。
ロ
ヒ
ー
ト
氏
を
自
死
へ
と
追
い
や
っ
た
の
は
、
ま

さ
に
こ
の
「
寛
容
」
と
い
う
名
の
順
応
強
制
で
あ
っ
た
。
ど
こ

か
我
が
国
の
空
気
に
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
は
私
だ
け
だ

ろ
う
か
。

　

現
在
、
日
本
在
住
の
イ
ン
ド
仏
教
徒
は
、
約
５
０
世
帯
を
越

え
る
。
彼
ら
は
、
生
活
者
と
し
て
日
本
社
会
の
中
で
文
化
や
言

語
の
違
い
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
ブ
ッ
ダ
と
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
博
士
、
そ
し
て
サ
サ
イ
・
ジ
ー
の
教
え
を
心
の
支
え
に
生
き

て
い
る
。

　

仏
教
の
故
国
イ
ン
ド
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
だ
っ
た
彼
ら
は
、
仏

2

4 高野山大学に建てられた
日本初のアンベードカル博士像

ナグプールの仏教青年団事務所で気合いを込める佐々井秀嶺師

ロヒート氏の自死で蜂起した現代インド仏教徒の
学生たちとアンベードカル博士像
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１
．
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
に
つ
い
て

　

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
活
動
年
代
は
１
５
０
―
２
５
０
年
頃

と
推
定
さ
れ
、
大
乗
仏
教
八
宗
の
祖
と
も
仰
が
れ
る
人
物
で
あ

る
。
密
教
（
真
言
宗
）
の
伝
承
で
は
「
龍
猛
」
と
も
呼
ば
れ
る

他
、
「
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
」
と
い
う
名
の
人
物
が
複
数
名
い

た
と
い
う
説
も
あ
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
死
後
約
１
０
０

年
後
に
書
か
れ
た
と
い
う
最
古
の
伝
記
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
龍
樹

菩
薩
伝
』
に
よ
る
と
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
出
身
地
は
「
南

天
竺
」
（
現
在
の
中
部
～
南
イ
ン
ド
）
で
、
バ
ラ
モ
ン
の
家
庭

に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
バ
ラ
モ
ン
の
学
問
を
修
め

た
後
、
こ
の
世
の
快
楽
を
追
求
す
る
生
活
を
送
っ
た
が
、
最
終

的
に
欲
望
が
苦
し
み
と
災
い
の
根
源
で
あ
る
と
悟
っ
た
。
そ
の

後
、
彼
は
近
く
の
山
の
中
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
詣
で
、
出
家
受
戒

し
て
仏
教
僧
と
な
っ
た
と
い
う
。　

　

そ
の
後
、
わ
ず
か
９
０
日
の
間
に
そ
の
地
に
伝
わ
る
経
・
律
・

論
の
三
蔵
を
次
々
と
読
破
し
、
そ
の
全
て
の
内
容
を
理
解
し
た

と
い
う
。
彼
は
さ
ら
に
他
の
経
典
を
求
め
て
「
雪
山
」
に
到
り
、

一
人
の
老
比
丘
か
ら
大
乗
仏
典
を
授
け
ら
れ
た
。
彼
は
そ
こ
で

初
め
て
大
乗
経
典
に
接
し
、
そ
れ
を
読
ん
で
そ
の
思
想
に
強
く

惹
か
れ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
諸
国
を
遍
歴
し
て
あ
ら
ゆ
る
仏

典
に
通
暁
し
、
ま
た
様
々
な
外
道
の
論
師
た
ち
と
論
争
し
て
彼

ら
を
全
て
打
ち
負
か
し
た
と
い
う
。
や
が
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
は
、
大
海
の
中
の
宮
殿
（
龍
宮
）
に
お
い
て
、
大
龍
（
マ
ハ
ー

ナ
ー
ガ
）
菩
薩
か
ら
七
宝
の
箱
に
秘
め
ら
れ
た
大
乗
経
典
、
深

奥
な
る
秘
典
、
ま
た
無
量
の
妙
法
を
授
か
る
と
そ
れ
を
読
み
進

め
、
最
終
的
に
「
無
生
の
二
忍
（
人
と
諸
存
在
は
空
で
あ
る
と

い
う
真
理
を
確
信
し
、
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
）
」
の
境
地
に
至
っ

た
。
そ
れ
を
見
届
け
た
龍
は
彼
を
再
び
「
南
天
竺
」
に
送
り
還

し
た
。

　

そ
の
後
は
サ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
朝
王
家
の
護
衛
隊
の
将
軍
と

な
り
活
躍
し
て
い
た
が
、
い
つ
し
か
王
の
目
に
留
ま
り
一
連
の

対
論
の
後
、
王
か
ら
の
帰
依
と
庇
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
導
き
に
よ
り
、
宮
殿
に
い
た
１
万
人
の

バ
ラ
モ
ン
が
全
て
髪
を
剃
り
、
戒
律
を
受
け
て
仏
教
僧
と
な
っ

た
と
い
う
。
最
期
は
、
彼
に
敵
対
心
を
抱
い
て
い
た
上
座
部
仏

教
の
法
師
と
の
問
答
の
後
、
退
い
て
静
か
な
庵
室
に
入
り
出
て

来
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
彼
の
弟
子
が
戸
を
破
っ
て
中
を
確
認

す
る
と
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
す
で
に
蝉
の
抜
け
殻
の
よ
う

に
な
っ
て
死
ん
で
い
た
と
い
う
。

　

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
以
上
の
よ
う
な
遍
歴
・
求
道
・
研
究

の
中
で
、
大
乗
仏
教
の
創
始
と
確
立
を
決
定
的
に
す
る
多
数
の

論
書
や
大
乗
経
典
の
注
釈
を
述
作
し
た
。
主
な
著
作
に
、『
中
論
』

（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
、
漢
訳
）
、『
六
十

頌
如
理
論
』
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
）
、
『
空
七
十
論
』
（
チ
ベ
ッ

ト
語
訳
の
み
）
、
『
廻
諍
論
』
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
、
チ

ベ
ッ
ト
語
訳
、
漢
訳
）
、『
広
破
論
』
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
）
、『
宝

行
王
正
論
』
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
［
断
片
］
、
チ
ベ
ッ
ト

訳
、
漢
訳
）
、
『
菩
提
資
量
論
』
（
漢
訳
の
み
）
、
『
四
讃
』
（
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
）
、
『
菩
提
心
釈
』
（
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
［
断
片
］
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
、
漢
訳
）
、『
十
二

門
論
』
（
漢
訳
の
み
）
、
『
方
便
心
論
』
（
漢
訳
の
み
）
、
『
大
智
度

論
』
（
『
二
万
五
千
頌
般
若
経
』
に
対
す
る
注
釈
書
、
漢
訳
の
み
）
、

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
（
『
華
厳
経
』
「
十
地
品
」
に
対
す
る
注
釈
書
、

龍
樹
と
日
本
仏
教
諸
派
の
関
係

志
賀 

浄
邦
（
京
都
産
業
大
学
・
准
教
授
）

教
国
と
思
っ
て
移
り
住
ん
だ
日
本
が
〈
宗
派
国
〉
だ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
日
本
で
も
相
変
わ
ら
ず
自
分
た
ち
が
少
数
派
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
一
番
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
、
な
ん
で
こ
ん
な
に
小
さ
く
分

か
れ
て
る
ん
で
し
ょ
う
か
、
シ
ュ
ー
ハ
。
不
思
議
で
す
ね
。
ブ
ッ

ダ
の
教
え
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
、
す
ご
く
ハ
ッ
キ
リ
し
て
る

も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
、
僕
ら
は
」

　

私
が
師
父
佐
々
井
秀
嶺
か
ら
教
え
ら
れ
、
固
く
命
じ
ら
れ
た

こ
と
の
第
一
は
、
「
イ
ン
ド
仏
教
徒
を
敬
え
」
だ
っ
た
。
「
日
本

の
坊
さ
ん
の
中
に
は
一
般
の
信
者
を
〈
在
家
さ
ん
〉
な
ど
と
呼

ん
で
僧
侶
よ
り
格
下
の
よ
う
に
言
う
人
も
い
る
が
な
、
そ
れ

じ
ゃ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ブ
ラ
ー
マ
ン(

※
注
：
波
羅
門
。
カ
ー

ス
ト
最
高
位
の
世
襲
の
聖
職
者)

と
変
わ
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

ブ
ッ
ダ
は
そ
れ
こ
そ
在
家
出
身
だ
。
つ
ま
り
な
、
ブ
ッ
ダ
か
ら

お
預
か
り
し
て
る
の
が
、
仏
教
徒
な
ん
だ
よ
」

　

２
０
１
６
年
を
後
世
の
仏
教
史
に
特
筆
さ
れ
る
年
に
出
来
る

か
ど
う
か
、
そ
れ
は
今
後
の
日
本
仏
教
の
存
続
に
関
わ
る
こ
と

で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
高
山
師
ブ
ロ
グ
『
て
や
ん
Ｄ
ａ
ｙ
！
』
よ
り
転
載
）

高山龍智師
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漢
訳
の
み
）な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
う
ち
、ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ
の
真
作
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
が
持
た
れ
て
い
る
作
品

も
あ
る
。

　

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
中
国
・
チ
ベ
ッ

ト
・
日
本
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
史
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
る
。
彼
の
思
想
的
影
響
は
、
「
八
宗
の
祖
師
」
と
い
う

呼
称
の
通
り
、
広
汎
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
に
起

源
を
も
つ
大
乗
仏
教
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
展
開
史
は
、
視
点
を

変
え
れ
ば
龍
樹
思
想
の
発
展
・
展
開
史
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
と
思
想
は
、
種
々
の
国

と
地
域
に
多
大
な
思
想
的
影
響
を
及
ぼ
し
て
現
代
に
至
っ
て
い

る
。

２
．
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
天
台
宗
（
開
祖
：
最
澄
）
の
関
係

　

中
国
・
天
台
宗
の
教
義
の
根
本
は
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
依
拠

し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
同
宗
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
帰
せ

ら
れ
る
『
大
智
度
論
』
の
説
を
指
南
と
仰
ぎ
、『
涅
槃
経
』
を
『
法

華
経
』
の
教
義
を
補
完
す
る
書
物
と
し
、
『
大
品
般
若
経
』
の

所
説
を
観
法
（
修
行
の
方
法
）
と
す
る
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た

他
の
経
典
や
論
書
の
説
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
心

を
高
め
、
仏
教
の
教
え
に
対
す
る
理
解
を
深
め
実
践
す
る
こ
と

を
勧
め
る
。

　

中
国
に
お
け
る
同
宗
の
開
祖
は
智
者
大
師
・
智
顗
（
５
３
８

―
５
９
７
年
）
で
あ
る
が
、
そ
の
教
義
の
系
統
は
、
彼
以
前

（
南
北
朝
時
代
・
北
斉
）
に
出
た
慧
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
天
台
宗
の
初
祖
と
も
さ
れ
る
慧
文
は
、
『
大
智
度
論
』
お

よ
び
『
中
論
』
に
依
拠
し
て
、
後
に
天
台
宗
の
根
本
教
義
と
な

る
「
一
心
三
観
」
の
説
を
立
て
た
。
「
一
心
三
観
」
の
う
ち
「
一

心
」
と
は
一
時
に
観
念
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
「
三
観
」
と
は

空
観
・
仮
観
・
中
観
の
こ
と
を
指
す
。
従
っ
て
「
一
心
三
観
」

と
は
、
現
象
世
界
を
否
定
的
に
捉
え
る
空
観
、
現
象
世
界
を
肯

定
的
に
捉
え
る
仮
観
、
こ
の
両
者
が
揃
っ
て
初
め
て
真
理
が
体

得
さ
れ
る
と
い
う
中
観
が
心
の
中
で
同
時
に
起
こ
る
こ
と
と
い

う
意
味
と
な
る
。

　

こ
の
「
一
心
三
観
」
の
教
え
は
、
慧
文
か
ら
慧
思
（
天
台
宗

第
二
祖
）
に
授
け
ら
れ
、
慧
思
か
ら
天
台
宗
の
開
祖
・
智
顗
に

伝
授
さ
れ
る
。
（
龍
樹
を
開
祖
と
し
、
慧
文
を
第
二
祖
、
慧
思

を
第
三
祖
、
智
顗
を
第
四
祖
と
す
る
伝
承
も
あ
る
。
）
智
顗
は

慧
思
の
下
で
法
華
三
昧
を
修
し
て
開
悟
に
至
り
、
そ
れ
ま
で
の

中
国
仏
教
を
総
合
し
天
台
教
学
を
確
立
し
た
。
そ
の
後
、
天
台

宗
の
教
え
は
、
智
顗
（
天
台
宗
・
宗
祖
）
か
ら
章
安
（
第
二
祖
）
、

智
威
（
第
三
祖
）
、
恵
威
（
第
四
祖
）
、
玄
朗
（
第
五
祖
）
、
妙

楽
（
第
六
祖
）
、
道
遂
（
第
七
祖
）
へ
と
相
承
さ
れ
る
。
日
本

の
最
澄
（
７
６
７
―
８
２
２
年
）
は
唐
に
渡
っ
て
道
遂
や
行
満

に
師
事
し
、
帰
国
後
は
比
叡
山
に
お
い
て
天
台
宗
を
開
宗
し
た
。

以
上
よ
り
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
『
大
智
度
論
』
に
説
か
れ

た
思
想
が
、
天
台
宗
の
祖
師
た
ち
に
よ
っ
て
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

３
．
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
真
言
宗
（
開
祖
：
空
海
）
の
関
係

　

空
海
（
７
７
４
―
８
３
５
年
）
に
よ
る
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付

法
伝
』
お
よ
び
『
真
言
付
法
伝
』
に
よ
る
と
、
真
言
宗
の
起
源

と
し
て
以
下
の
よ
う
な
「
南
天
鉄
塔
」
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
の
滅
後
７
０
０
年
頃
、
龍
猛
（
イ
ン

ド
出
身
）
と
い
う
人
物
が
南
天
竺
（
現
在
の
南
～
中
部
イ
ン

ド
）
に
あ
る
鉄
塔
を
開
き
、
そ
こ
で
金
剛
薩
埵
に
会
っ
て
秘
密

の
真
言
の
法
門
（
『
大
日
経
』
お
よ
び
『
金
剛
頂
経
』
）
を
授

か
っ
た
。
そ
の
後
、
龍
猛
は
真
言
の
法
門
を
広
く
伝
え
た
と
い

う
。
金
剛
薩
埵
は
、
根
本
教
主
で
あ
る
大
日
如
来
か
ら
こ
の
法

を
授
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
龍
猛
は
こ
れ
を
弟
子
の
龍
智
（
イ
ン

ド
出
身
、
イ
ン
ド
名
：N

ā
g
a
b
o
d
h
i

）
に
伝
授
し
た
。
そ
れ
以

後
真
言
の
法
脈
は
、
善
無
畏
（
６
３
７
―
７
３
５
年
、
東
イ
ン

ド
出
身)

、 

金
剛
智
（
６
６
９
―
７
４
１
年
、
中
イ
ン
ド
出
身
）
、 

一
行
（
６
３
７
―
７
２
７
年
、
中
国
出
身
）
、
不
空
三
蔵
（
７
０
５

―
７
７
４
年
、
北
イ
ン
ド
出
身
）
、
恵
果
（
７
４
６
―
８
０
６
年
、

中
国
出
身
）
へ
と
伝
え
ら
れ
る
。
８
０
４
年
、
空
海
は
正
規
の

遣
唐
使
の
留
学
僧
と
し
て
唐
に
渡
っ
た
が
、
長
安
に
い
た
恵
果

を
訪
ね
、
以
後
約
半
年
間
彼
に
師
事
し
た
。
恵
果
は
空
海
を
密

教
の
奥
義
の
継
承
者
と
し
て
認
め
、
そ
の
奥
義
を
余
す
と
こ
ろ

な
く
伝
授
し
た
。

　

真
言
宗
の
伝
承
の
系
譜
と
し
て
、
「
付
法
の
八
祖
」
（
教
法
の

系
譜
）
と
「
伝
持
の
八
祖
」
（
真
言
宗
を
保
持
し
伝
え
た
祖
師

の
系
譜
）
の
二
種
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
空
海
の
『
秘

密
曼
荼
羅
付
法
伝
』
お
よ
び
『
真
言
付
法
伝
』
に
従
っ
た
も

の
で
あ
る
。
「
付
法
の
八
祖
」
と
は
、
大
日
如
来
（
第
一
祖
）
、

金
剛
薩
埵
（
第
二
祖
）
、
龍
猛
菩
薩
（
第
三
祖
）
、
龍
智
菩
薩

（
第
四
祖
）
、
金
剛
智
（
第
五
祖
）
、
不
空
（
第
六
祖
）
、
恵
果

（
第
七
祖
）
、
空
海
（
第
八
祖
）
を
指
し
、
「
伝
持
の
八
祖
」
と

は
、
龍
猛
（
第
一
祖
）
、
龍
智
（
第
二
祖
）
、
金
剛
智
（
第
三

祖
）
、
善
無
畏
（
第
四
祖
）
、
不
空
（
第
五
祖
）
、
一
行
（
第
六
祖
）
、

恵
果
（
第
七
祖
）
、
空
海
（
第
八
祖
）
を
指
す
。

　

『
中
論
』
等
を
著
し
た
中
観
派
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）

と
密
教
の
祖
師
と
し
て
の
龍
猛
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
真
言
宗
の
所
依
の
経
典
で
、
空
海
の
思
想
に
も
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
『
大
日
経
』
に
も
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

の
空
の
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
大
日
経
』
に

説
か
れ
る
「
空
性
の
了
知
」
（
縁
起
・
中
道
を
了
知
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
断
見
と
常
見
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
）
、
「
本
不

生
」
（
心
お
よ
び
一
切
法
は
本
来
不
生
・
不
滅
・
不
可
得
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
思
想
）
、
「
極
無
自
性
心
」
（
真
言
門
の
菩
薩

の
心
は
空
性
の
了
知
に
よ
り
、
究
極
の
無
自
性
心
と
な
る
。
無
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自
性
心
と
は
唯
識
説
で
い
う
と
こ
ろ
の
三
性
に
対
す
る
三
無
自

性
の
心
と
も
考
え
ら
れ
る
）
な
ど
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の

空
思
想
の
発
展
形
態
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
お
、

善
無
畏
（
伝
持
第
四
祖
）
に
よ
る
『
大
日
経
疏
』
の
漢
訳
（
一

行
訳
）
に
は
、
『
中
論
』
『
十
二
門
論
』
『
大
智
度
論
』
等
の
所

説
が
各
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

４
．
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
浄
土
宗
（
開
祖
：
法
然
）
の
関
係

　

鎌
倉
時
代
の
凝
然
大
徳
（
１
２
４
０
―
１
３
２
１
年
）
に
よ

る
仏
教
教
理
の
綱
要
書
で
あ
る
『
八
宗
綱
要
』
に
よ
る
と
、
往

生
浄
土
の
教
え
の
源
は
、
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（
馬
鳴
）
作

と
伝
え
ら
れ
る
『
大
乗
起
信
論
』
に
端
を
発
す
る
と
さ
れ
る
。

同
書
の
「
修
行
信
心
分
」
と
い
う
章
の
末
尾
に
は
、
仏
の
優
れ

た
方
便
と
し
て
の
「
専
修
念
仏
」
と
そ
れ
に
よ
る
極
楽
浄
土
へ

の
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
。こ
れ
を
受
け
て
、ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
が
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
「
易
行
品
」
に
お
い
て
「
難
易
二
道
」

を
説
い
た
と
す
る
。

　

浄
土
宗
の
開
祖
・
法
然
（
１
１
３
３
ー
１
２
１
２
年
）
は
『
選

択
本
願
念
仏
集
』
に
お
い
て
、
「
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
ら
か

に
す
る
教
え
」
と
「
補
完
的
に
往
生
浄
土
を
明
ら
か
に
す
る
教

え
」
の
二
種
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
正
し
く
往
生
浄
土
を
明

ら
か
に
す
る
経
典
（
正
依
の
経
典
）
と
し
て
は
、
『
大
無
量
寿

経
』
『
観
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
「
浄

土
の
三
部
経
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
世
親
の
『
浄

土
論
（
往
生
論
）
』
を
加
え
て
、
「
三
経
一
論
」
と
も
い
う
。
一

方
、
補
完
的
に
往
生
浄
土
を
明
ら
か
に
す
る
経
典
・
論
書
（
傍

依
の
経
論
）
と
し
て
、『
華
厳
経
』『
法
華
経
』『
随
求
陀
羅
尼
経
』

『
尊
勝
陀
羅
尼
経
』
と
い
っ
た
経
典
と
『
大
乗
起
信
論
』
『
究
竟

一
乗
宝
性
論
』
『
十
住
毘
婆
娑
論
』
『
摂
大
乗
論
』
等
の
論
書
を

挙
げ
て
い
る
。
従
っ
て
、
法
然
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
帰
せ

ら
れ
る
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
「
補
完
的
に
往
生
浄
土
を
明
ら

か
に
す
る
教
え
」
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

上
述
の
通
り
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
第
９
章
「
易
行
品
」
の
中
に
、

「
信
方
便
」
に
よ
る
「
易
行
道
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

信
心
を
方
便
と
す
る
易
行
の
こ
と
で
阿
弥
陀
仏
を
は
じ
め
と
す

る
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
名
を
聞
き
、
そ
れ
ら
の
名
を
称
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
不
退
転
の
初
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
の
こ

と
を
い
う
。
法
然
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
中
で
、
曇
鸞
の

『
往
生
論
註
』
を
通
じ
て
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
趣
意
を
引
用

し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
難
行
道
と
易
行
道
の
二
つ
の
道
に
つ

い
て
紹
介
し
た
後
に
、
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
、
聖
道
門
（
自
力

の
修
行
に
よ
る
道
）
と
浄
土
門
（
信
心
を
方
便
と
す
る
往
生
浄

土
の
道
）
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
難
易
二

道
の
思
想
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
か
ら
曇
鸞
・
法
然
を
経
て
、

親
鸞
へ
と
受
け
継
が
れ
、
日
本
浄
土
教
の
根
幹
を
成
す
も
の
と

な
っ
た
。

５
．
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
浄
土
真
宗
（
開
祖
：
親
鸞
）
の
関
係

　

浄
土
真
宗
の
開
祖
・
親
鸞
（
１
１
７
３
―
１
２
６
３
年
）
は
、

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
を
浄
土
真
宗
の
「
七
祖
（
七
高
僧
）
」
の

一
人
と
し
て
自
著
に
お
い
て
そ
の
功
績
を
讃
え
て
い
る
。
七
祖

と
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
・
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ウ
（
世
親
あ
る

い
は
天
親
）
（
以
上
イ
ン
ド
出
身
）
・
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
（
以

上
中
国
出
身
）・
源
信
・
法
然
（
以
上
日
本
出
身
）
を
指
す
。
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
の
内
、
主
に
引
用
さ
れ
る
の
は
『
十
住

毘
婆
沙
論
』
で
あ
る
。
例
え
ば
、
親
鸞
に
よ
る
『
顕
浄
土
真
実

教
行
証
文
類
』
（
以
下
『
教
行
信
証
』
）
に
お
い
て
は
、
同
書
の

「
入
初
地
品
」
「
地
相
品
」
「
浄
地
品
」
「
易
行
品
」
か
ら
文
章
を

引
用
し
て
い
る
。
そ
の
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
の
末
尾
に

収
め
ら
れ
て
い
る
偈
文
は
「
正
信
念
仏
偈
」
と
呼
ば
れ
、
浄
土

真
宗
の
信
徒
が
勤
行
等
の
場
面
で
日
常
的
に
読
誦
す
る
経
典
で

あ
る
。
そ
の
中
に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
を
讃
え
る
箇

所
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
以
下
の
通
り
、
『
楞
伽
経
』
の
一
節

を
引
用
す
る
形
で
始
ま
る
。

　

釈
迦
如
来
は
、
楞
伽
山
に
お
い
て
（
『
楞
伽
経
』
に
お

い
て
？
）
人
々
の
た
め
に
宣
言
し
た
。
南
方
（
中
部
）
イ

ン
ド
に
龍
樹
大
士
が
現
れ
て
、
存
在
（
有
）
と
非
存
在
（
無
）

の
二
元
的
な
見
方
を
こ
と
ご
と
く
論
破
す
る
。
ま
た
彼
は
、

こ
の
上
な
い
大
乗
の
教
え
を
説
き
広
め
、
歓
喜
の
境
地
（
初

地
）
に
到
達
し
て
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
。

（
『
教
行
信
証
』「
行
巻
（
正
信
念
仏
偈
）
」 C

f
.
 

『
入
楞
伽
経
』

［
菩
提
流
支
訳
］
大
正6

7
1
,
 
v
o
l
.
 
1
6
,
 
5
6
9
a
2
2
–
2
7

）

　

こ
の
一
説
は
ブ
ッ
ダ
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
出
現
を
予
言

す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
『
楞
伽
経
』

は
一
般
に
４
ー
５
世
紀
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
来
前

後
関
係
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
登
場
し
た
後
『
楞
伽
経
』

が
成
立
す
る
と
い
う
順
序
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

時
代
的
な
前
後
関
係
は
問
題
と
な
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
親

鸞
は
『
楞
伽
経
』
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
一
節
を
借
用
し
て
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
出
自
と
功
績
を
紹
介
し
た
と
い
う
の
は
事
実

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
思
想
と
し
て
は
、
有
と
無
の
二
元
論
的

見
方
を
離
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
不
二
の
思
想
あ
る
い
は
空
の
思

想
を
主
張
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
親
鸞
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
「
易
行
品
」
に
説
か

れ
る
信
心
を
方
便
と
す
る
易
行
道
の
教
え
を
簡
潔
な
形
で
提
示

す
る
。
内
容
的
に
は
、
法
然
の
理
解
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　

（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
）
ち
ょ
う
ど
陸
路
で
の
旅
が

困
難
で
苦
し
く
水
路
で
の
旅
が
安
心
で
楽
し
い
も
の
で
あ
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る
よ
う
に
、
（
自
力
の
修
行
は
）
難
行
で
（
阿
弥
陀
仏
に

対
す
る
信
心
と
称
名
念
仏
は
）
易
行
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
。

ま
た
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
）
、
阿
弥
陀
仏
の
本
来
の

願
い
を
憶
念
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
即
時
に
不
退
転
の
境
地

（
歓
喜
地
）
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
よ
く
常
に
阿

弥
陀
如
来
の
名
号
を
称
え
て
、
如
来
の
慈
悲
と
誓
願
の
恩

に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
述
べ
た
。
（
『
教
行
信
証
』

「
行
巻
（
正
信
念
仏
偈
）
」
よ
り
）

　

同
様
に
、
『
高
僧
和
讃
』
の
中
に
も
龍
樹
菩
薩
を
顕
彰
す
る

首
（
計
１
０
首
）
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
『
楞
伽
経
』
『
十

住
毘
婆
沙
論
』
『
大
智
度
論
』
を
主
な
典
拠
と
し
て
い
る
。
『
大

智
度
論
』
に
つ
い
て
は
、
引
用
・
参
照
さ
れ
る
箇
所
が
一
部
に

限
ら
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
は
「
念
仏
三
昧
」
の
重
要
性
と
効

果
を
謳
っ
た
も
の
が
多
い
。
な
お
、
親
鸞
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
の
主
著
と
さ
れ
る
『
中
論
』
に
は
引
用
・
言
及
す
る
こ
と
が

な
い
。

６
．
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
日
蓮
宗
（
開
祖
：
日
蓮
）
の
関
係

　

日
蓮
宗
は
『
妙
法
法
華
経
』
を
殊
の
ほ
か
重
ん
じ
る
が
、
同

経
が
伝
え
ら
れ
た
系
譜
に
つ
い
て
、
釈
尊
―
智
顗
（
中
国
天
台

宗
の
開
祖
）
―
最
澄
（
日
本
天
台
宗
の
開
祖
）
―
日
蓮
と
次
第

す
る
も
の
を
「
外
相
承
」
あ
る
い
は
「
三
国
四
師
相
承
」
（
「
迹

門
相
承
」
）
と
い
い
、
日
蓮
自
身
を
上
行
菩
薩
の
化
身
で
あ
る

と
し
て
、
釈
尊
―
上
行
菩
薩
―
日
蓮
と
次
第
す
る
系
譜
を
「
内

相
承
」
（
「
本
門
相
承
」
）
と
称
し
後
者
を
重
ん
じ
る
。
上
行
菩

薩
と
は
「
優
れ
た
修
行
を
行
う
菩
薩
」
と
い
う
意
味
で
、
『
法

華
経
』
「
従
地
涌
出
品
」
に
登
場
す
る
。
同
章
で
は
、
釈
尊
が

説
法
を
終
え
る
と
、
大
地
の
至
る
と
こ
ろ
が
割
れ
、
そ
の
割
れ

目
か
ら
夥
し
い
数
の
菩
薩
た
ち
が
現
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

彼
ら
は
釈
尊
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
の
伝
道
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
し
て
予
言
さ
れ
る
。
上
行
菩
薩
は
、
そ
れ
ら
の
菩
薩
の
集

団
を
率
い
る
４
人
の
指
導
者
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。

　

日
本
仏
教
の
他
の
祖
師
と
比
較
す
る
と
、
日
蓮
（
１
２
２
２

―
１
２
８
２
年
）
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
を
引
用
・
参

照
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、『
大
智
度
論
』
『
中
論
』

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
『
菩
提
資
量
論
』
『
菩
提
心
釈
』
な
ど
へ
の

言
及
が
見
ら
れ
る
。
日
蓮
は
著
作
の
中
で
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
を
「
龍
樹
」
の
み
な
ら
ず
「
龍
猛
」
と
も
呼
ぶ
も
の
の
、「
龍
勝
」

と
呼
ぶ
例
は
な
い
。
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
対
し
て
は
、
同
書

の
「
易
行
品
」
が
浄
土
教
の
念
仏
行
の
正
当
化
に
援
用
さ
れ
て

い
る
た
め
、
否
定
的
な
態
度
を
取
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下

に
見
る
よ
う
に
『
大
智
度
論
』
に
対
し
て
は
肯
定
的
な
見
方
を

し
て
い
る
。

　

こ
の
龍
樹
菩
薩
は
『
大
智
度
論
』
と
い
う
文
章
に
お
い

て
、
『
華
厳
経
』
『
般
若
経
』
等
は
妙
な
る
教
え
で
は
な
く
、

『
法
華
経
』
こ
そ
が
妙
な
る
教
え
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
『
大
智
度
論
』
と
は
、
龍
樹
菩
薩
に
よ
る
論
書
で
、

鳩
摩
羅
什
と
い
う
人
物
が
中
国
に
伝
え
た
。
（
『
大
田
殿
女

房
御
返
事
』
よ
り
）

　

日
蓮
は
、
大
乗
の
経
論
の
中
で
も
『
法
華
経
』
が
「
妙
な
る

教
え
」
で
あ
る
と
説
く
『
大
智
度
論
』
を
高
く
評
価
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
実
際
に
、
『
大
智
度
論
』
に
は
数
あ
る

経
典
の
中
で
も
『
法
華
経
』
か
ら
の
引
用
が
最
も
多
く
、
著
者

と
さ
れ
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
も
『
法
華
経
』
を
重
視
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、こ
の
『
大
田
殿
女
房
御
返
事
』は
『
即

身
成
仏
抄
』
と
も
別
称
さ
れ
る
が
、
大
乗
仏
教
で
説
か
れ
る
「
即

身
成
仏
」
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
で
も
あ
る
。
同
書
の
中
で
日

蓮
は
、
龍
樹
菩
薩
に
関
わ
る
複
数
の
論
書
を
検
討
し
つ
つ
、
最

終
的
に
は
『
大
智
度
論
』
に
依
拠
し
て
『
法
華
経
』
に
見
ら
れ

る
「
即
身
成
仏
」
の
思
想
を
説
き
明
か
し
て
い
る
。

　

一
方
、
真
言
宗
が
所
依
の
経
典
の
一
つ
と
し
、
ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
に
帰
せ
ら
れ
る
『
菩
提
心
釈
』
（
漢
訳
は
『
菩
提
心
離

相
論
』
）
に
も
「
即
身
成
仏
」が
説
か
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
菩

提
心
釈
』
で
は
、
二
乗
（
声
聞
・
独
覚
）
の
修
行
者
の
即
身
成

仏
は
認
め
る
も
の
の
、
凡
夫
の
身
の
ま
ま
で
の
即
身
成
仏
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。
日
蓮
は
こ
れ
に
反
対
し
、
凡
夫
の
即
身
成

仏
も
認
め
る
『
法
華
経
』
の
所
説
こ
そ
が
正
当
な
も
の
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。

７
．
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
禅
宗
（
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
）
の
関
係

　

中
国
禅
宗
の
祖
師
・
慧
能
（
６
３
８
―
７
１
３
年
）
に
よ
る
『
六

祖
壇
経
』や
曹
洞
宗
の
開
祖
・
道
元
（
１
２
０
０
―
１
２
５
３
年
）

に
よ
る
『
正
法
眼
蔵
』
（
「
仏
祖
」
巻
）
に
は
、
「
西
天
二
十
八

祖
」
と
い
う
イ
ン
ド
に
お
け
る
禅
宗
の
祖
師
の
系
譜
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
第
一
祖
か
ら
順
に
、
１
．
摩
訶

迦
葉
大
和
尚
、
２
．
阿
難
陀
大
和
尚
、
３
．
商
那
和
修
大
和
尚
、
４
．

優
婆
毱
多
大
和
尚
、
５
．
提
多
迦
大
和
尚
、
６
．
弥
遮
迦
大
和

尚
、
７
．
婆
須
蜜
多
大
和
尚
、
８
．
仏
陀
難
提
大
和
尚
、
９
．
伏

駄
蜜
多
大
和
尚
、
10
．
波
栗
湿
縛
大
和
尚
、
11
．
當
那
夜
奢
大
和

尚
、
12
．
馬
鳴
大
和
尚
、
13
．
迦
毘
摩
羅
大
和
尚
、
14
．
那
伽
閼

刺
樹
那
大
和
尚
（
龍
樹
、
龍
勝
、
龍
猛
と
も
呼
ば
れ
る
）
、
15
．

伽
那
提
婆
大
和
尚
、
16
．
羅
睺
羅
多
大
和
尚
、
17
．
僧
伽
難
提
大

和
尚
、
18
．
伽
耶
舎
多
大
和
尚
、
19
．
鳩
摩
羅
多
大
和
尚
、
20
．

闍
夜
多
大
和
尚
、
21
．
婆
修
盤
頭
大
和
尚
、
22
．
摩
拏
羅
大
和
尚
、

23
．
鶴
勒
那
大
和
尚
、
24
．
獅
子
大
和
尚
、
25
．
婆
舎
斯
多
大
和
尚
、

26
．
不
如
蜜
多
大
和
尚
、
27
．
般
若
多
羅
大
和
尚
と
続
き
、
第

二
十
八
祖
が
菩
提
達
磨
（
ボ
ー
デ
ィ
ダ
ル
マ
）
大
和
尚
と
な
る
。

南
イ
ン
ド
出
身
と
さ
れ
る
こ
の
ボ
ー
デ
ィ
ダ
ル
マ
（
５
―
６
世
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イ
ン
ド
交
通
事
情
私
感

　

イ
ン
ド
の
交
通
事
情
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
も

私
の
感
想
と
お
断
り
し
た
上
で
お
伝
え
し
ま

し
ょ
う
。

　

何
度
か
イ
ン
ド
に
来
ら
れ
た
方
に
は
特
別
な

事
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
日

本
の
そ
れ
と
は
随
分
と
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、

時
に
は
、
そ
う
そ
う
、
と
う
な
ず
い
て
頂
け
る

の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
い
る
お
寺
は
、
お
い
で
に
な
っ
た
方
は

お
分
か
り
で
し
ょ
う
が
、
村
に
入
る
直
前
、
道

路
に
竹
に
ロ
ー
プ
が
付
い
た
遮
断
器
が
あ
り
ま

す
。
何
の
た
め
な
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
番
屋

が
あ
り
、
夜
間
は
別
と
し
て
大
抵
門
番
の
お
じ

さ
ん
が
椅
子
に
座
っ
て
ま
す
。
こ
こ
を
通
り
抜

け
る
と
す
ぐ
、
「
こ
こ
か
ら
が
、
嘗か

つ

て
あ
の
玄

奘
三
蔵
法
師
も
訪
れ
て
い
た
シ
ル
プ
ル
で
す

よ
ぉ
～
」
と
い
う
標
識
が
立
っ
て
い
ま
す
。

　

シ
ル
プ
ル
の
村
へ
入
っ
た
途
端
、
右
側
に

建
っ
て
い
る
の
が
こ
の
村
唯
一
の
仏
教
寺
で
す
。

バ
ス
停
も
寺
の
前
で
す
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ

の
お
寺
か
ら
シ
ル
プ
ル
地
区
が
始
ま
る
の
で
す
。

お
寺
は
、
イ
ン
ド
で
仏
教
を
保
護
し
た
王
様
の

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
名
の
付
い
た
ア
シ
ョ
ー
カ
ツ

リ
ー
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
季
節
に
よ
っ

て
は
４
０
度
を
超
え
る
日
中
の
暑
さ
か
ら 

バ

ス
を
待
つ
人
た
ち
を
護
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
、
急
に
家
並
み
が
立
ち
並
び
、
お

店
な
ど
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
す
か
ら
、
ま
ず
目
立
つ
の
が
牛
達

で
す
。
野
良
犬
も
多
く
、
猿
も
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
真
っ
黒
い
顔
を
し
た
尾
っ
ぽ
の
長
い
ハ
ヌ

マ
ー
ン
ラ
ン
グ
ー
ン
と
い
う
猿
が
お
寺
の
庭
の

ア
シ
ョ
ー
カ
ツ
リ
ー
を
飛
び
回
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
因
み
に
数
多
い
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
様

に
ハ
ヌ
マ
ー
ン
と
い
う
お
猿
が
い
ま
す
。
猿
も

イ
ン
ド
で
は
神
様
に
な
っ
て
い
ま
す

　

で
も
主
役
は
何
と
言
っ
て
も
お
牛
さ
ま
。
牛

は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
様
が
乗
る
乗
り
物
と
し

て
崇
め
ら
れ
て
ま
す
。

　

寺
の
前
が
所
謂
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
な
る

の
で
す
が
、
こ
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
、
野

良
牛
か
、
飼
わ
れ
て
い
る
牛
達
な
の
か
？
見
分

け
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
白
や
、
茶
色
の
牛
達
、
又
、

黒
い
水
牛
達
の
集
団
が
、
我
が
物
顔
で
行
き
来

し
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
８
０
％
と
い
わ
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
は
牛
肉
を
食
べ
な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、

イ
ン
ド
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
多
い
で
す
か
ら

全
て
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
彼
ら
の
食
用
と

し
て
の
牛
な
の
か
も
？
知
れ
ま
せ
ん
。
日
本
で

よ
く
見
る
よ
う
な
黒
と
白
の
ま
だ
ら
模
様
の
ホ

ル
ス
タ
イ
ン
は
、
見
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
パ
ッ
ク
入
り
の
牛
乳
の

シ
ル
プ
ル
よ
り
。

（
３
）

イ
ン
ド
・

シ
ル
プ
ル
在
住

平
野
文
興(

大
顕
龍
興)

紀
）
と
い
う
人
物
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
禅
の
教
え
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
。
中
国
で
の
禅
宗
の
法

脈
は
、
初
祖
を
ボ
ー
デ
ィ
ダ
ル
マ
と
し
て
、
第
二
祖
慧
可
、
第
三
祖
僧
璨
、
第
四
祖
道
信
、
第
五

祖
弘
忍
、
第
六
祖
慧
能
と
続
く
。
第
五
祖
の
弘
忍
の
時
、
南
北
二
宗
（
北
＝
漸
梧
、
南
＝
頓
悟
）

に
分
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
は
南
宗
の
分
派
（
五
派
）
の
う
ち
の
二
つ
で
あ
る
。

　

道
元
は
、
自
著
に
お
い
て

　

西
天
東
土
、
出
家
在
家
の
菩
薩
・
祖
師
お
ほ
し
と
い
ふ
と
も
、
龍
樹
祖
師
に
お
よ
ば
ず
。（
『
正

法
眼
蔵
』
「
出
家
功
徳
」
よ
り
）

　

と
述
べ
て
お
り
、
多
く
の
祖
師
の
中
で
も
と
り
わ
け
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
功
績
を
重
要
視
し

て
い
る
他
、
主
著
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
『
大
智
度
論
』
か
ら
の
引
用
が
多
数
見
ら
れ
る
。
ま
た

道
元
は
、
比
叡
山
・
延
暦
寺
で
出
家
し
天
台
教
学
を
修
め
た
後
、
１
２
２
３
年
入
宋
し
て
中
国
曹

洞
宗
の
禅
師
・
天
童
如
浄
よ
り
印
可
を
受
け
た
。

　

な
お
栄
西
も
、
比
叡
山
で
出
家
し
天
台
教
学
を
学
ん
だ
後
、
入
宋
し
、
中
国
臨
済
宗
黄
龍
派
の

虚
庵
懐
敞
の
下
で
禅
の
修
行
を
行
っ
た
。
帰
国
後
は
、
日
本
に
お
い
て
臨
済
宗
を
開
き
、
『
興
禅

護
国
論
』
を
著
し
た
。
『
興
禅
護
国
論
』
に
も
、
随
所
に
『
大
智
度
論
』
の
所
説
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。

『
龍
族
』
で
は
、
会
員
様
各
位
か
ら
の
寄
稿
を

随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

佐
々
井
上
人
に
対
す
る
思
い
、
研
究
の
成
果
な
ど
、
皆
様
か
ら
の
自
由
な

投
稿
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
写
真
も
添
え
て
頂
け
ま
す
と
、
よ
り
見

栄
え
の
す
る
記
事
と
な
り
ま
す
。

・
原
稿
は
事
務
局
宛
に
メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送
で
お
送
り
下
さ
い
。

・
原
稿
料
等
は
お
支
払
い
致
し
兼
ね
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承
下
さ
い
。
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味
が
日
本
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
い
ま
い
ち
コ

ク
を
感
じ
ま
せ
ん
。
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

ど
う
も
水
牛
の
お
乳
ら
し
い
の
で
す
。

　

値
段
は
１
リ
ッ
ト
ル
７
５
ル
ピ
ー
で
す
か

ら
、
１
ル
ピ
ー
１
．
９
円
と
し
て
、
約
１
５
０

円
。
因
み
に
玉
子
も
、
一
個
５
～
６
ル
ピ
ー
で

す
か
ら
１
０
個
買
う
と
約
１
０
０
〜
１
２
０
円

と
な
り
ま
す
。
日
本
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
？

と
思
い
ま
す
。
し
か
も
殻
が
薄
く
、
割
れ
や
す

く
、
ま
た
暑
い
陽
射
し
の
中
で
運
ば
れ
売
ら
れ

て
い
る
せ
い
か
、
割
っ
た
時
の
黄
身
の
盛
り
上

が
り
を
感
じ
ま
せ
ん
。
日
本
で
今
い
く
ら
し
て

い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
物
価
が
安
い
と

言
わ
れ
る
イ
ン
ド
に
し
て
は
、
そ
れ
程
安
い
と

は
思
え
ま
せ
ん
。

　

野
菜
類
は
安
い
と
思
い
ま
す
が
、
同
じ
名
前

の
野
菜
で
も
品
種
改
良
が
進
ん
で
い
な
い
の
か
、

あ
る
い
は
こ
の
今
の
味
が
イ
ン
ド
の
人
達
の
好

み
な
の
か
？
日
本
の
味
に
慣
れ
た
私
に
は
、
イ

マ
イ
チ
な
気
が
し
ま
す
。
暑
さ
の
せ
い
か
、
ナ

ス
、
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
、
皆
、

皮
が
厚
く
て
硬
い
の
で
す
。

　

ま
た
、
買
っ
た
も
の
の
傷
ん
で
い
る
の
が

あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
中
に
は
捨
て
る
の
も
あ

り
ま
す
か
ら
、
果
た
し
て
日
本
で
言
わ
れ
て
い

る
程
安
い
の
か
ど
う
か
？
額
面
通
り
と
は
い
か

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
多
く
す
み
ま
せ
ん
。

勿
論
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
も
沢
山
あ
り
ま
す
。

　

話
が
ず
れ
ま
し
た
。
そ
の
辺
の
事
情
は
、
ま

た
の
機
会
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
牛
達
で
す
が
、
時
に
は
数
頭
で
、
時
に

は
１
０
０
〜
１
５
０
頭
を
超
え
る
大
集
団
で
道

路
を
歩
い
て
ま
す
か
ら
、
当
然
行
き
交
う
車
は
、

出
会
え
ば
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
さ
ざ
る
を
え
ま
せ

ん
。
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
続
け
て
牛
達
に

道
を
あ
け
て
も
ら
い
ま
す
。

　

ま
、
彼
ら
も
慣
れ
た
も
ん
で
、
ま
た
車
が
来

た
わ
い
、
と
ば
か
り
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
鳴
っ
て

い
よ
う
が
、
お
か
ま
い
な
し
。
図
体
が
大
き
い

せ
い
で
し
ょ
う
。
動
き
が
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン

で
す
。
車
が
近
づ
い
て
き
た
な
と
思
っ
て
も 

ゆ
っ
く
り
と
、
の
ん
び
り
と
、
道
を
譲
る
と
い
っ

た
あ
り
さ
ま
で
す
。

　

ヤ
ギ
も
集
団
で
移
動
し
て
い
る
時
に
出
会
い

ま
す
が
、
彼
ら
は
臆
病
な
の
か
、
動
き
が
素
早

く
、
す
ぐ
道
を
開
け
て
く
れ
ま
す
。

　

牛
達
は
時
に
は
、
高
速
道
路
を
歩
い
て
い
た

り
、
寝
そ
べ
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
、
油
断
な

り
ま
せ
ん
。
実
は
私
は
夜
、
バ
イ
ク
で
走
っ
て

い
る
時
こ
の
牛
と
ぶ
つ
か
り
合
い
、
ち
ょ
っ
と

間
違
え
ば
大
怪
我
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
事
情
は
長
く
な
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
も
、
い
つ
か
別
の
機
会
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

牛
っ
て
近
く
で
見
る
と
大
き
い
の
で
、
怖
い

気
が
し
ま
す
。
近
づ
い
て
み
る
と
と
て
も
優
し

い
目
を
し
て
い
る
の
で
す
が
…
。
歩
き
方
も
、

首
を
上
下
に
振
り
、
リ
ズ
ム
感
良
く
ウ
ン
ウ
ン

と
う
な
ず
き
な
が
ら
歩
い
て
ま
す
。
で
も
そ
の

点
、
水
牛
の
方
は
図
体
が
大
き
い
し
、
黒
い
し
、

う
な
ず
き
歩
き
で
は
な
く
大
き
な
月
型
の
ツ
ノ

を
槍
の
様
に
構
え
て
顎
を
突
き
出
し
、
突
進
す

る
よ
う
に
歩
い
て
来
る
の
で
、
集
団
で
向
か
っ

て
く
る
と
怖
く
て
迫
力
が
あ
り
、
近
寄
り
が
た

い
で
す
。

　

た
だ
、
か
な
わ
ん
と
思
う
の
は
、
か
れ
ら
は

公
衆
道
徳
を
知
ら
な
い
の
で
す
。
公
道
な
の
に

平
然
と
、
脱
糞
、
排
尿
を
し
て
い
く
の
で
す
。

道
路
に
は
常
時
、
彼
ら
の
排
泄
し
た
も
の
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
大
便
も
小
便
も
そ
れ
ら
を
車
が

ふ
み
つ
け
、
埃
と
し
て
舞
い
上
が
っ
て
、
私
達

の
鼻
啌
に
入
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
空

気
そ
の
も
の
が
い
つ
も
微
か
に
臭
う
の
で
す
。

[

こ
れ
ぞ
、
イ
ン
ド
の
香
り]

と
思
え
る
か
ど

う
か
？
が
前
回
の
ト
イ
レ
事
情
と
と
も
に
、
イ

ン
ド
へ
足
を
向
か
わ
せ
る
一
つ
の
分
か
れ
道
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
も
、
彼
ら
が
立
ち
止
ま
っ
て
や
っ
て
く

れ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て

燃
料
と
し
て
拾
っ
て
行
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
も

い
て
生
活
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
も
歩

き
な
が
ら
や
ら
れ
る
と
散
ら
ば
る
の
で
拾
え
な

い
の
で
す
。

　

ま
た
、
う
っ
か
り
珍
し
げ
に
一
緒
に
歩
い
て

い
た
り
す
る
と
、
何
の
前
触
れ
も
な
く
い
き
な

り
落
と
し
た
り
流
し
た
り
す
る
の
で
、
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
実
際
の
被
害
者

の
一
人
で
す
。

　

農
村
地
域
で
す
か
ら
、
農
業
用
車
両
が
多
く
、

ト
ラ
ク
タ
ー
が
荷
台
を
引
っ
張
っ
て
、
工
事
の

砂
や
作
業
員
を
何
処
か
へ
運
ん
だ
り
、
ス
ク
ー

ル
バ
ス
と
し
て
子
供
達
を
荷
台
に
満
載
し
て
学

校
へ
運
ん
だ
り
し
て
ま
す
。

　

そ
の
ト
ラ
ク
タ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
ま
た
凄

い
。
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
や
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ

ン
ジ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
懐
か
し
い
焼

玉
エ
ン
ジ
ン
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
？
バ
ー

ン
、
バ
ー
ン
、
バ
ン
、
バ
ン
、
バ
ー
ン
、
バ
ン
、

…
…
と
い
っ
た
。
物
凄
い
音
を
鳴
り
響
か
せ
て

走
っ
て
ま
す
。

　

こ
の
様
な
日
常
風
景
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ

こ
シ
ル
プ
ル
で
は
、
幼
か
っ
た
頃
の
日
本
の
時

代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
で
す
。
私
の

年
齢
も
戻
っ
て
く
れ
れ
ば
良
い
と
思
う
の
で
す

が
…
…(

^
-
^
)

　

さ
て
、
市
街
地
域
の
交
通
事
情
で
す
。

　

こ
こ
シ
ル
プ
ル
は
都
会
か
ら
離
れ
た
寒
村
な

の
で
、
こ
の
小
さ
な
村
の
交
通
事
情
を
伝
え
て

も
イ
ン
ド
全
体
と
し
て
の
話
に
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
こ
こ
か
ら
車
で
約
２
．
５
時
間
、
空
港

の
あ
る
街
ラ
イ
プ
ー
ル
ま
で
時
々
行
き
ま
す
の

で
、
こ
の
比
較
的
大
き
な
街
の
交
通
事
情
を
お

伝
え
す
る
こ
と
で
、
イ
ン
ド
の
交
通
事
情
と
し

て
興
味
深
い
事
を
お
伝
え
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
交
通
ル
ー
ル
は
あ
り
、
日
本
と

同
じ
左
側
通
行
で
す
。

　

が
…
…
。
そ
の
は
ず
な
ん
で
す
が
、こ
の
ル
ー

ル
が
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
。
な
の
で
す
。

ハ
ッ
キ
リ
言
っ
て
、
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
ク
チ
ャ
で
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す
。

　

最
近
、
道
路
の
整
備
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て

い
て
、
こ
の
チ
ャ
ッ
テ
ィ
ス
ガ
ル
州
は
近
年

(

２
０
０
０
年
１
１
月)

に
、
州
と
し
て
分
離

し
た
事
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
全
体
の

イ
ン
フ
ラ
整
備
の
一
環
と
し
て
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
新
し
く
出
来
た
道
路
は
日
本
の

高
速
道
路
の
よ
う
で
、
片
側
３
車
線
の
広
い
快

適
な
も
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
所
を
バ
イ
ク
で
風
を
切
っ
て
走
る

の
は
実
に
快
適
で
、
日
本
と
は
違
い
、
一
年
中

バ
イ
ク
シ
ー
ズ
ン
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
こ
の
快
適
道
路
が
市
街
地
に
入
っ

て
い
く
と
、
我
々
の
感
覚
か
ら
す
る
と
と
ん
で

も
な
い
状
況
に
急
変
し
ま
す
。

　

当
然
交
差
点
が
増
え
る
の
で
、
混
雑
し
て
き

ま
す
。

　

一
応
、
と
言
っ
て
お
き
ま
す
、
一
応
信
号
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
青
だ
と
思
っ
て
安
心
し

て
走
っ
て
行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
交
差
点
に

差
し
か
か
る
ま
え
か
ら
警
笛
を
鳴
ら
し
、
ス

ピ
ー
ド
を
落
と
し
て
左
右
確
認
し
て
通
ら
な
い

と
危
険
で
す
。
前
方
を
横
切
る
車
両
は
た
と
え

赤
に
な
っ
て
い
て
も
、
大
丈
夫
だ
な
と
思
え
ば

横
切
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
。
そ
れ
も
か
な
り
ぎ

り
ぎ
り
で
横
切
っ
て
行
き
ま
す
。
相
手
も
、
こ

ち
ら
が
速
度
を
緩
め
る
の
が
当
然
だ
、
と
言
わ

ん
ば
か
り
で
す
。
で
す
か
ら
こ
ち
ら
が
青
だ
と

は
い
え
、
必
ず
し
も
安
全
に
通
行
可
能
で
は
な

い
の
で
す
。

　

交
差
点
に
警
察
官
が
い
て
も
、
お
構
い
無
し

で
す
。
そ
の
警
察
官
は
、
信
号
無
視
を
咎
め
る

の
で
は
な
く
、
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
交
通
整

理
を
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
な
ど
は
大
騒
ぎ
で
す
。

交
差
点
は
い
つ
も
、
ギ
ャ
ー
ピ
ー
、
ギ
ャ
ー

ピ
ー
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
不
協
和
音
の
大
演
奏

会
場
と
な
り
ま
す
。
我
先
に
と
争
う
の
で
う
る

さ
い
の
な
ん
の
！

　

こ
の
、
ギ
ャ
ー
ピ
ー
で
す
が
、
日
本
人
の
鳴

ら
す
警
笛
の
感
覚
と
は
少
し
違
う
気
が
し
ま
す
。

常
に
鳴
ら
し
て
、
こ
ち
ら
の
存
在
を
、
知
ら
し

め
て
い
る
。
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。
事
実
、
ト

ラ
ッ
ク
の
後
ろ
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ

ど
「
警
笛
な
ら
せ(

ホ
ー
ン 

ブ
ロ
ー)

」
と

大
き
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

思
え
ば
、
道
路
を
利
用
し
て
い
る
の
は
、
人

間
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
す
。
牛
様
も
ご
利
用

な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
我
々
も
彼
ら
と

と
も
に
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
等
に
も
こ

ち
ら
の
存
在
を
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

市
街
地
の
混
雑
し
て
い
る
道
路
で
あ
れ
、
ス

ピ
ー
ド
を
出
し
て
走
っ
て
い
る
快
適
道
路
で
あ

れ
、
彼
ら
牛
様
達
は
、
我
ら
人
間
の
都
合
な
ど

知
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
堂
々
と
道
路

を
横
切
っ
た
り
、
混
雑
道
路
の
横
に
寝
そ
べ
っ

て
ま
す
か
ら
、
混
雑
を
増
長
し
ま
す
。

「
ワ
シ
ら
は
、
ず
っ
と
前
か
ら
こ
の
辺
り
に
住

ん
で
い
た
ん
だ
モ
ン
ネ
〜
。
あ
ん
た
ら 

ワ
シ

ら
の
居
場
所
を
邪
魔
せ
ん
と
い
て 

モ
ウ
〜
！
」

と
ば
か
り
で
す
。

　

こ
の
排
気
ガ
ス
の
充
満
し
て
い
る
道
路
で
あ

の
よ
う
に
集
団
で
、
あ
る
い
は
２
～
３
頭
で
我

慢
し
な
が
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
は 

[

人
間
は
我
ら
の
場
所
を
奪
う
な
！]

と
で
も

看
板
を
立
て
て
、
あ
る
い
は
集
団
で
デ
モ
行
進

を
し
て
抗
議
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

　

私
の
牛
と
の
事
故
も
、
彼
ら
の
勇
気
あ
る
一

頭
が
、
我
を
顧
み
ず
抗
議
を
し
て
き
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
衝
突
し
た
時
、
彼
は
右
顔
面
を

強
力
な
衝
撃
力
で
傷
を
負
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

目
を
や
ら
れ
て
な
け
れ
ば
良
い
が
と
思
っ
て
い

ま
す
が
…
…
。
私
が
道
路
に
倒
れ
、
彼
を
振
り

返
っ
て
み
た
時
、
彼
が
こ
ち
ら
を
ジ
ッ
と
見
て

い
ま
し
た
。
あ
の
時
の
顔
が
今
も 

思
い
出
さ

れ
ま
す
。

　

車
は
、
ト
ラ
ッ
ク
を
多
く
見
ま
す
。
大
変
多

い
で
す
。
そ
れ
も
運
転
席
が
高
い
大
き
な
ト

ラ
ッ
ク
で
、
殆
ど
片
側
に
２
輪
ず
つ
の
１
０
輪
、

１
６
輪
、
２
０
輪
な
ど
が
、
埃
を
ま
き
散
ら
し 

ガ
ン
ガ
ン
走
っ
て
ま
す
。
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
進

め
て
い
る
た
め
で
し
ょ
う
、
イ
ン
ド
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
感
じ
ま
す
。

　

で
も
、
車
そ
の
も
の
は
か
な
り
古
さ
を
感
じ

さ
せ
ま
す
。
タ
イ
ヤ
も
す
り
減
っ
て
い
る
ト

ラ
ッ
ク
が
多
く
、
パ
ン
ク
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。

道
端
で
タ
イ
ヤ
交
換
を
し
て
い
る
の
を
よ
く
見

か
け
ま
す
。

　

バ
ス
も
同
じ
で
、
古
く
、
キ
ズ
だ
ら
け
。
こ

の
暑
い
国
で
、
し
か
も
公
共
の
バ
ス
に
エ
ア
コ

ン
が
な
い
の
は
理
解
し
が
た
い
で
す
。

１
２
月
の
寒
い
頃
ネ
パ
ー
ル
に
行
っ
た
時
な
ど

は
、
暖
房
が
な
く
、
と
て
も
寒
く
て
、
窓
も
車

が
揺
れ
る
ご
と
に
開
い
て
し
ま
う
の
で
、
手
で

押
さ
え
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
も
あ
り

ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
新
興
国
の
交
通
事
情
は
、

日
本
の
そ
れ
と
は
随
分
違
い
、
人
も
荷
物
と
お

な
じ
く
、
単
に
運
搬
す
る
対
象
物
な
の
だ
と
知

ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
せ
い
か
運
転
は
荒
っ
ぽ
く
、

彼
の
自
家
用
車
、
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
？
ス
ピ
ー
ド
を
楽
し
ん
で
い
る

か
の
様
な
怖
さ
を
感
じ
ま
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
の
殺
人
的
な
混
雑
に
は
か
な
い
ま

せ
ん
が
、
バ
イ
ク
が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
。

　

バ
イ
ク
は
１
２
０
〜
１
５
０
Ｃ
Ｃ
が
主
流
で
、

多
く
は
二
人
で
乗
っ
て
い
て
、
時
に
は
三
人
、

四
人
、
あ
る
い
は
子
供
を
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
に

座
ら
せ
、
も
う
一
人
の
子
供
は
後
ろ
で
運
転
手

の
お
父
さ
ん
に
抱
き
つ
き
、
そ
の
後
ろ
に
お
母

さ
ん
が
ひ
と
り
は
お
ん
ぶ
し
て
も
う
ひ
と
り
は

抱
っ
こ
し
て
五
人
乗
り
、
更
に
ペ
ッ
ト
の
犬
も

乗
せ
、
６
人
乗
り
？
と
い
う
バ
イ
ク
も
走
っ
て

ま
す
。

　

も
し
事
故
で
も
起
き
た
ら
、
真
っ
先
に
幼
い

子
供
が
犠
牲
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
タ
ン
ク
の
上
の
子
供
も
、
埃
の
多
い
道

を
、
先
頭
で
目
を
シ
バ
つ
か
せ
な
が
ら
、
よ
く

我
慢
し
て
乗
っ
て
い
る
な
あ
と
感
心
し
ま
す
。

バ
イ
ク
は
家
族
に
と
っ
て
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
カ
ー

な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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タ
ク
シ
ー
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
オ
ー
ト
リ

ク
シ
ャ
ー
と
い
わ
れ
る
三
輪
車
で
す(

因
み
に

リ
ク
シ
ャ
ー
と
い
う
言
い
方
は
、
日
本
の
人
力

車
が
基
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す)

。

　

２
５
０
Ｃ
Ｃ
位
の
オ
ー
ト
バ
イ
を
三
輪
車
に

し
て
、
そ
れ
に
荷
台
と
屋
根
を
付
け
た
と
い
っ

た
感
じ
の
も
の
で
、
定
員
は
一
人
か
ら
、
乗
れ

る
だ
け
何
人
で
も
。
と
い
う
庶
民
の
足
と
し
て

利
用
さ
れ
て
ま
す
。
す
し
詰
め
状
態
で
走
っ
て

い
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
１
０
人
以
上
の

も
あ
り
ま
す
。

　

雨
が
降
っ
て
く
る
と
大
変
で
す
。
ド
ア
ー
が

な
い
の
で
、
濡
れ
る
ま
ま
我
慢
し
な
が
ら
乗
っ

て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

オ
ー
ト
リ
ク
シ
ャ
ー
で
は
な
く
、
サ
イ
ク
ル

リ
ク
シ
ャ
ー
そ
の
も
の
も
健
在
で
、
自
転
車
を

三
輪
車
に
し
て
荷
台
を
つ
け
、
人
力
パ
ワ
ー
で 

人
や
荷
物
を
運
ん
で
く
れ
ま
す
。
で
も
定
員
は

せ
い
ぜ
い
四
人
ま
で
で
し
ょ
う
。
そ
の
出
力
に

も
よ
る
で
し
ょ
う
が
…
…
。
私
も
利
用
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
一
所
懸
命
ペ
ダ
ル
を
踏
ん

で
い
る
の
を
見
て
、
な
ん
だ
か
申
し
訳
な
い
様

な
気
分
に
な
っ
て
き
て 

そ
れ
以
来
利
用
し
て

い
ま
せ
ん
。

　

自
転
車
も
多
く
走
っ
て
ま
す
が
、
こ
れ
が
夜

に
な
る
と
怖
い
存
在
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。[ 

明
け
は
良
い
、
良
い
、
暗
く
は
怖
い]

 

で
す
。

自
転
車
に
は
ラ
イ
ト
が
付
い
て
な
い
の
で
す
。

つ
け
る
と
持
っ
て
行
か
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ

う
か
？
ラ
イ
ト
の
付
い
て
い
る
自
転
車
は
見
た

事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
せ
め
て
反
射
板
が
つ
い
て

い
れ
ば
い
い
の
に
ぃ
、
と
思
う
の
で
す
が
…
…
。

　

市
街
地
を
離
れ
れ
ば
、
夜
は
道
路
に
は
街
灯

が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
対
向
車
の
ラ
イ
ト
に
気

を
取
ら
れ
て
い
る
と
、
突
然
暗
闇
の
中
か
ら
、

自
転
車
や
人
が
目
前
に
現
れ
て
く
る
の
で
す
。

し
か
も
、
対
向
し
て
く
る
車
の
多
く
が
、
何
故

か
ラ
イ
ト
を
上
向
き
に
し
て
走
っ
て
い
る
の
で

す
。
私
は
メ
ガ
ネ
を
か
け
て
い
る
の
で
、
眩
し

く
て
全
く
前
が
見
え
な
く
な
る
時
が
あ
り
ま
す
。

道
路
に
突
然
地
面
か
ら
湧
い
た
よ
う
に
、
ま
さ

し
く
幽
霊
の
よ
う
に
突
然
、
ふ
あ
〜
と
現
れ
る

の
で
す
。
怖
い
で
す
。
危
険
極
ま
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
さ
ら
に
、
道
路
に
は
所
々
、
車
の
ス

ピ
ー
ド
を
抑
え
さ
せ
る
た
め
で
し
ょ
う
、
小
山

が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
気
づ
か
ず
そ
の

ま
ま
走
っ
て
い
る
と
、
車
に
ド
ー
ン
と
大
き
な

衝
撃
が
来
ま
す
。
時
に
は
二
列
、
三
列
も
小
山

が
あ
り
ま
す
。
ド
ン
、
ド
ン
、
ド
ン
と
バ
ウ
ン

ド
し
ま
す
。
バ
イ
ク
も
う
っ
か
り
し
て
い
る
と

ハ
ン
ド
ル
を
取
ら
れ
ま
す
。
夜
な
ど
は
特
に
見

落
と
し
ま
す
。
怖
い
で
す
。
危
険
極
ま
り
ま
す
。

　

今
だ
に
な
ぜ
、
こ
ん
な
危
険
な
物
を
設
置
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
？
し
か
も
そ
の
度
に
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
か
ら
、
燃
料

の
消
費
が
増
え
ま
す
。
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
設

置
し
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
行
政
の
取

り
払
え
！
の
一
言
で
、
車
の
燃
費
も
向
上
す
る

だ
ろ
う
し
、
積
ん
で
い
る
荷
物
の
損
傷
も
、
車

の
痛
み
も
違
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
に
。
と
思
う

の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と

も
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
ほ

ど
、
何
か
の
事
情
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
イ

ン
ド
の
不
思
議
の
一
つ
で
す
。

　

ま
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
物
事
は
不
思

議
だ
か
ら
こ
そ
、
解
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
こ

に
魅
力
を
感
じ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
が
イ

ン
ド
で
、
私
は
そ
の
度
に

[
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と
叫
ん
で
自
分
を
納
得
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

お
伝
え
し
た
い
事
は
そ
の
他
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
、
今
回
は
こ
の
辺
で
閉
じ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

南
天
会
会
員
で
岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
華
蔵

寺
住
職
の
阿
形
国
明
師
が
企
画
さ
れ
た
「
仏
様

に
出
逢
う
旅
」
に
参
加
し
ま
し
た
。
僧
俗
合
わ

せ
て
３
コ
ー
ス
３
０
名
が
参
加
し
て
移
動
と
行

事
を
繰
り
返
す
前
代
未
聞
の
ツ
ア
ー
と
な
り
ま

し
た
。
行
程
順
に
レ
ポ
ー
ト
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

２
月
４
日
、
節
分
の
翌
日
逃
げ
る
よ
う
に
日

本
を
出
発
す
る
の
は
毎
年
の
こ
と
な
が
ら
、
今

回
は
主
催
者
で
は
な
い
と
い
う
心
の
余
裕
が
あ

り
が
た
か
っ
た
（
こ
の
時
期
の
ナ
グ
プ
ー
ル
訪

問
は
、
チ
ャ
テ
ィ
ス
ガ
ル
州
ド
ン
ガ
ル
カ
ル
で

行
わ
れ
る
国
際
仏
教
徒
大
会
へ
の
参
列
と
い
う

佐
々
井
上
人
の
希
望
を
受
け
て
、
去
年
ま
で
３

年
連
続
で
自
分
が
主
催
者
と
な
り
参
拝
団
を
組

ん
で
い
ま
し
た
）
。

　

関
西
国
際
空
港
に
到
着
す
る
と
、
そ
れ
ら
し

き
お
坊
さ
ん
が
声
を
か
け
て
き
た
。
全
日
程
で

同
室
と
な
っ
た
岡
山
吉
永
町
の
内
海
さ
ん
で
あ

マ
ン
セ
ル
・
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

両
塔
礼
拝

佐
伯 

隆
快
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る
。
ま
た
南
天
会
か
ら
の
参
加
者
、
土
岐
信
子

さ
ん
も
合
流
。
そ
し
て
団
長
の
阿
形
さ
ん
と
若

手
僧
侶
の
皆
さ
ん
が
、
た
く
さ
ん
の
梱
包
荷
物

と
長
大
な
箱
を
携
え
て
登
場
。
な
ん
と
両
界
曼

荼
羅
の
掛
け
軸
を
持
っ
て
行
く
と
言
う
。
荷
物

を
分
配
し
て
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
を
済
ま
せ
、
い
ざ

デ
リ
ー
へ
。

　

エ
ア
イ
ン
デ
ィ
ア
は
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
も
こ

こ
ろ
も
ち
シ
ー
ト
が
広
い
気
が
す
る
。
香
港
経

由
で
イ
ン
ド
時
間
午
後
１
０
時
デ
リ
ー
到
着
。

入
国
審
査
が
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
ホ
テ
ル
に

到
着
し
た
と
き
に
は
１
２
時
を
過
ぎ
て
い
た
。

現
地
ガ
イ
ド
の
シ
ャ
ル
マ
さ
ん
が
明
日
（
今
日
）

の
予
定
を
発
表
、
３
時
起
床
４
時
出
発
、
な
ん

だ
そ
り
ゃ
？
し
か
も
Ｃ
コ
ー
ス
の
人
は
今
デ

リ
ー
に
着
い
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
シ
ャ
ル
マ
さ

ん
が
迎
え
に
行
く
と
い
う
（
私
は
Ｂ
コ
ー
ス
で

参
加
。
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｅ
コ
ー
ス
が
あ
り
Ａ
と
Ｄ
は

募
集
の
過
程
で
消
滅
）
。
イ
ン
ド
は
大
体
こ
う

い
う
と
こ
ろ
だ
と
い
う
が
…
…
。

　

２
月
５
日
、
Ｃ
コ
ー
ス
の
人
々
が
合
流
し
て

２
１
人
と
な
り
早
朝
便
で
ラ
イ
プ
ー
ル
へ
。
ラ

イ
プ
ー
ル
空
港
に
は
、
佐
々
井
上
人
自
ら
お
出

迎
え
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
中
村
龍
海
さ
ん
、

滞
在
支
援
隊
の
姫
野
さ
ん
も
い
る
。
一
同
バ
ス

に
乗
り
込
ん
で
、
仏
旗
は
た
め
く
バ
ン
テ
ー

ジ
ー
号
を
追
い
か
け
ル
ー
ト
６
を
東
へ
、
シ
ル

プ
ー
ル
を
目
指
す
。
道
路
が
良
く
て
な
か
な
か

早
い
。
マ
ハ
ー
ナ
デ
ィ
河
を
越
え
る
と
左
に
曲

が
り
シ
ル
プ
ー
ル
専
用
道
路
へ
。
チ
ャ
テ
ィ
ス

ガ
ル
州
が
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す
大
遺
跡

シ
ル
プ
ー
ル
到
着
。
遺
跡
の
入
り
口
に
建
つ

シ
ュ
ー
レ
イ
・
サ
サ
イ
・
ブ
ッ
ダ
・
ビ
ハ
ー
ラ

に
て
、
お
茶
を
い
た
だ
き
お
勤
め
を
し
た
。
こ

こ
に
「
シ
ル
プ
ル
よ
り
」
を
寄
稿
さ
れ
て
い
る

平
野
文
興
さ
ん
が
止
住
し
て
い
る
が
、
こ
の
と

き
は
一
時
帰
国
中
。

　

シ
ル
プ
ー
ル
は
広
い
。
中
村
龍
海
さ
ん
の
説

明
で
、
佐
々
井
上
人
発
見
の
お
寺
や
巨
大
な
市

場
の
跡
、
王
宮
跡
な
ど
を
歩
い
て
見
学
。
玄
奘

三
蔵
が
訪
れ
た
ダ
ク
シ
ナ
ー
コ
ー
サ
ラ
国
の
都

城
と
い
わ
れ
、
ま
た
パ
ー
ン
ド
ゥ
王
朝
後
期
の

都
、
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
ラ
デ
ー
バ
大
王
が
建
設
し
た

密
教
都
市
な
ど
と
期
待
は
遠
大
だ
が
、
現
地
は

い
た
っ
て
の
ど
か
な
村
で
あ
る
。
こ
の
日
の
ホ

テ
ル
は
、
チ
ャ
テ
ィ
ス
ガ
ル
州
が
シ
ル
プ
ー

ル
へ
の
観
光
客
を
見
込
ん
で
建
て
た
招
待
所
。

「
な
に
分
ま
だ
接
客
に
馴
れ
て
い
な
い
も
の
で

…
…
」
を
合
言
葉
に
、
食
事
の
準
備
や
部
屋
の

準
備
が
遅
れ
気
味
。
し
か
し
新
し
く
割
と
き
れ

い
な
部
屋
で
静
か
な
田
舎
の
夜
を
過
ご
す
。

　

２
月
６
日
、
こ
の
日
の
こ
と
を
私
は
「
ド
ン

ガ
ル
カ
ル
し
ば
り
」
と
言
う
。
国
際
仏
教
徒
大

会
の
開
催
が
こ
の
日
と
決
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、

こ
の
日
を
中
心
に
日
程
を
組
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
か
ら
だ
。
朝
６
時
半
出
発
。
途
中
バ
ス
の

中
で
１
０
年
前
に
佐
々
井
上
人
が
特
集
さ
れ
た

「
世
界
ふ
し
ぎ
発
見
」
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
上
映
。
あ

ら
た
め
て
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
の
偉
業
を
認
識
し
て

も
ら
う
。
４
時
間
余
り
で
ド
ン
ガ
ル
カ
ル
到
着
。

黄
金
の
大
仏
が
輝
く
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
山
の
麓
の

平
原
に
主
催
者
発
表
３
万
人
の
仏
教
徒
が
集
結

す
る
。
市
内
か
ら
会
場
ま
で
３
キ
ロ
の
パ
レ
ー

ド
に
、
佐
々
井
上
人
も
途
中
ま
で
歩
い
て
参
加

さ
れ
た
。
ダ
ン
マ
セ
ー
ナ
（
法
兵
軍
）
の
隊
列

と
共
に
、
老
若
男
女
が
同
じ
方
向
を
向
い
て
サ

サ
イ
・
バ
ン
テ
に
従
っ
て
歩
く
。
鼓
笛
隊
や
剣

舞
な
ど
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
な
か
な
か
の
早
足

で
進
む
。

　

山
上
の
大
仏
様
に
お
参
り
し
、
下
り
て
く

る
と
大
天
幕
の
会
場
に
ひ
な
壇
が
設
え
ら
れ
、

佐
々
井
上
人
を
中
心
に
日
本
人
参
拝
団
も
ゲ
ス

ト
席
に
座
る
。
こ
こ
か
ら
夕
方
の
５
時
過
ぎ
ま

で
、
ス
ピ
ー
チ
や
踊
り
が
延
々
と
繰
り
広
げ
ら

れ
た
。
歌
や
踊
り
は
ブ
ッ
ダ
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
博
士
を
称
え
る
内
容
で
、
い
わ
れ
な
き
差
別

を
受
け
る
ダ
リ
ッ
ト
の
悲
哀
を
演
じ
る
歌
も

あ
っ
た
。

　

我
ら
が
滞
在
支
援
隊
の
姫
野
さ
ん
は
バ
ン

テ
ー
ジ
ー
の
言
い
つ
け
で
、
「
上
を
向
い
て
歩

こ
う
」
と
マ
ラ
ー
テ
ィ
語
の
歌
を
熱
唱
し
た
。

こ
れ
が
な
か
な
か
上
手
い
！
靄
に
か
す
む
大
平

原
に
姫
野
さ
ん
の
歌
声
が
響
き
渡
っ
た
。
土
岐

さ
ん
は
詩
吟
を
披
露
さ
れ
た
。

　

し
か
し
毎
度
な
が
ら
意
味
の
解
ら
な
い
ス

ピ
ー
チ
を
何
時
間
も
聞
き
続
け
る
の
は
大
変
で

あ
る
。
今
回
は
高
齢
の
方
も
参
加
さ
れ
て
い
る

の
で
、
阿
形
さ
ん
も
気
が
気
で
は
な
い
。
夕
日

が
差
し
始
め
た
午
後
５
時
に
遅
れ
て
登
場
の
州

の
文
化
大
臣
の
ス
ピ
ー
チ
が
は
じ
ま
る
前
、
あ

と
１
０
分
で
終
わ
る
か
ら
待
て
と
い
う
司
会
者

の
マ
イ
ク
を
奪
い
、
強
引
な
が
ら
も
日
本
人
全

員
で
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
、
代
表
の
阿
形
さ
ん

と
私
を
残
し
て
、
皆
さ
ん
は
会
場
を
後
に
し
た
。

こ
の
後
、
割
れ
た
ガ
ラ
ス
の
上
で
女
性
が
踊
る

な
ど
不
思
議
な
演
目
な
ど
が
あ
り
実
際
に
は
１

時
間
後
に
散
会
と
な
っ
た
。

　

一
路
ナ
グ
プ
ー
ル
へ
。
夜
の
ル
ー
ト
６
を
西

へ
ひ
た
走
る
。
先
発
し
た
皆
さ
ん
は
途
中
で
料

金
所
渋
滞
に
突
入
し
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
逆
走
と
い

う
恐
怖
を
味
わ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
午
後
１
１

時
、
仏
都
ナ
グ
プ
ー
ル
に
到
着
。
ト
ラ
ベ
ル
サ

ラ
イ
の
石
田
さ
ん
曰
く
、
「
も
っ
と
も
ハ
ー
ド

な
一
日
が
終
わ
っ
た
。
」
（
し
か
し
そ
の
認
識
は

甘
か
っ
た
？
）

　

２
月
７
日
、
Ｅ
グ
ル
ー
プ
９
名
の
人
々
が
深

夜
デ
リ
ー
着
２
時
間
仮
眠
４
時
出
発
の
Ｃ
コ
ー

ス
と
同
じ
行
程
で
ナ
グ
プ
ー
ル
に
到
着
。
全

コ
ー
ス
３
０
名
う
ち
揃
い
、
マ
ン
セ
ル
南
天
鉄

塔
へ
。
こ
の
度
の
二
大
行
事
の
一
つ
、
懺
悔
百

礼
庭
讃
真
言
念
誦
行
の
法
要
を
修
行
し
た
。

　

バ
ス
の
中
で
参
加
者
一
人
一
人
に
坐
布
と
サ

ポ
ー
タ
ー
の
入
っ
た
袋
が
配
ら
れ
た
。
麓
の
文

殊
師
利
菩
薩
大
寺
で
衣
帯
を
整
え
、
ほ
ら
貝
を

鳴
ら
し
て
マ
ン
セ
ル
の
丘
へ
登
る
。
今
回
は
バ

ン
テ
ー
ジ
ー
も
同
行
さ
れ
た
。
複
雑
な
石
組
み

を
見
な
が
ら
頂
上
に
至
り
、
中
心
に
壇
を
設
え

た
。
導
師
は
高
野
山
親
王
院
安
田
弘
明
師
。
親

王
院
は
１
２
０
０
年
前
イ
ン
ド
を
目
指
し
な
が

ら
マ
レ
ー
シ
ア
で
薨
去
さ
れ
た
真
如
法
親
王
の

お
寺
で
あ
る
。
Ｅ
コ
ー
ス
で
来
た
阿
形
師
の
弟
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の
宗
治
さ
ん
が
持
参
し
た
六
尺
の
角
塔
婆
を
開

眼
し
、
龍
樹
菩
薩
増
進
仏
果
を
祈
る
。

　

僧
俗
共
に
南
天
鉄
塔
の
中
心
に
向
か
い
、
一

礼
、
一
礼
、
懺
悔
文
を
唱
え
な
が
ら
五
体
投
地

す
る
。
弘
法
大
師
の
付
法
伝
に
よ
る
と
、
龍
猛

菩
薩
鉄
塔
開
扉
の
折
、
金
剛
神
に
遮
ら
れ
た
龍

猛
菩
薩
は
至
心
に
懺
悔
し
て
塔
中
に
入
っ
た
と

い
う
。
「
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
何
か
一
つ
懺
悔
す

る
こ
と
を
決
め
て
、
一
心
に
礼
拝
し
て
ほ
し

い
。
」
と
阿
形
さ
ん
。

　

我
昔
所
造
諸
悪
業　

皆
由
無
始
貪
瞋
痴

　

従
身
語
意
之
所
生　

一
切
我
今
皆
懺
悔

皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
何
を
懺
悔
さ
れ
た
か
、
空
は

高
く
地
平
は
開
け
穏
や
か
な
風
そ
よ
ぐ
マ
ン
セ

ル
の
丘
は
、
な
ん
と
も
心
地
よ
い
場
所
で
あ
っ

た
。

　

庭
讃
、
真
言
念
誦
滞
り
な
く
終
了
し
、
法
要

後
、
南
天
鉄
塔
の
説
明
を
し
た
私
は
、
バ
ン
テ
ー

ジ
ー
に
「
鉄
塔
は
開
い
た
で
し
ょ
う
か
？
」
と

聞
い
て
み
た
。
「
開
い
た
と
思
い
ま
す
。
」
と
バ

ン
テ
ー
ジ
ー
。
あ
り
が
た
や
龍
樹
菩
薩
の
故
地

に
参
拝
し
、
こ
こ
ま
で
の
こ
と
が
出
来
る
と
は
。

我
々
の
目
的
は
一
つ
成
就
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ビ
ハ
ー
ラ
サ
イ
ト
を
見
学
し
、
龍
樹
菩
薩

大
寺
で
昼
食
を
い
た
だ
い
て
市
内
に
も
ど
り
、

佐
々
井
上
人
の
住
坊
イ
ン
ド
ラ
・
ブ
ッ
ダ
・
ビ

ハ
ー
ラ
へ
。
昨
年
完
成
し
た
女
子
寮
で
Ｅ
コ
ー

ス
の
人
を
中
心
に
御
詠
歌
が
披
露
さ
れ
、
女
の

子
た
ち
は
お
返
し
に
と
三
帰
戒
の
歌
を
歌
っ
て

く
れ
た
。

　

デ
ィ
ク
シ
ャ
・
ブ
ー
ミ
は
車
窓
か
ら
遥
拝
し
、

Ｄ
ｒ
．
バ
バ
サ
ー
ヘ
ブ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
国

際
空
港
へ
。
飛
行
機
の
チ
ケ
ッ
ト
の
関
係
で

Ｃ
、
Ｅ
コ
ー
ス
の
人
は
デ
リ
ー
へ
帰
り
、
明
日

ま
た
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
で
合
流
す
る
。

実
に
Ｅ
コ
ー
ス

の
人
は
日
帰
り

ナ
グ
プ
ー
ル
と

い
う
強
行
軍
で

あ
っ
た
。

　

２
月
８
日
、

Ｂ

コ

ー

ス

の

我

々

は
、

バ

ン
テ
ー
ジ
ー
と

一
緒
に
一
旦
デ

リ

ー

へ
。

デ

リ
ー
空
港
の
待
ち
合
わ
せ
時
間
に
、
参
加
者
の

宇
喜
多
さ
ん
が
バ
ン
テ
ー
ジ
の
前
に
正
座
し
て

教
え
を
乞
う
た
。
「
宇
喜
多
と
い
え
ば
私
の
主

君
筋
に
あ
た
り
ま
す
。
」
と
宇
喜
多
直
家
、
秀

家
の
話
。
そ
う
い
え
ば
、
福
山
か
ら
参
加
の
笹

井
さ
ん
。
群
馬
か
ら
長
柄
（
ナ
ガ
ラ
）
さ
ん
。

位
田
さ
ん
の
俗
名
が
龍
樹
と
い
う
、
な
ど
と
因

縁
浅
か
ら
ぬ
人
々
が
参
加
し
て
い
た
。
阿
形
さ

ん
の
狙
い
や
如
何
？

　

夕
方
４
時
過
ぎ
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
到
着
。
し
か

し
Ｃ
、
Ｅ
コ
ー
ス
の
方
々
の
飛
行
機
が
遅
れ
に

遅
れ
、
こ
の
日
予
定
の
ス
ジ
ャ
ー
タ
村
で
の
お

逮
夜
法
要
は
夜
８
時
を
過
ぎ
て
か
ら
の
開
始
と

な
っ
た
。
ス
ジ
ャ
ー
タ
村
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
前
で

一
人
一
人
に
配
ら
れ
た
灯
篭
に
火
を
灯
し
、
御

詠
歌
や
和
讃
、
中
島
み
ゆ
き
の
「
糸
」
な
ど
を

歌
い
、
静
か
に
祈
る
。
そ
の
後
、
灯
篭
を
持
っ

て
大
菩
提
寺
ま
で
行
列
し
、
大
塔
前
に
て
Ｅ

コ
ー
ス
の
古
賀
さ
ん
が
明
日
の
土
砂
加
持
法
要

の
た
め
の
祭
文
を
読
み
上
げ
た
。
こ
の
と
き
阿

形
さ
ん
、
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
、
石
田
さ
ん
、
な
ぜ

か
鬼
気
迫
る
も
の
が
…
…
。
移
動
の
疲
れ
も
あ

り
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
町
の
不
穏
な
空
気
が
、
大

塔
上
空
に
渦
巻
い
て
見
え
た
（
の
は
私
だ
け

か
？
）
。

　

２
月
９
日
、
朝
４
時
起
床
。
朝
食
を
と
り
荷

物
を
ま
と
め
バ
ス
に
乗
り
込
み
大
菩
提
寺
へ
。

６
時
か
ら
い
よ
い
よ
今
回
の
メ
イ
ン
と
な
る
土

砂
加
持
法
要
を
修
行
す
る
。
実
は
こ
の
法
要
は

事
前
に
申
し
込
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

昨
日
大
菩
提
寺
管
理
委
員
会
に
あ
い
さ
つ
に

行
っ
た
阿
形
さ
ん
に
無
情
に
も
「
そ
ん
な
法
要

は
認
め
ら
れ
な
い
。
」
と
の
通
告
が
あ
り
、
困
っ

た
阿
形
さ
ん
は
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
に
相
談
、
再
び

管
理
委
員
会
に
行
き
、
自
ら
も
管
理
委
員
の
一

人
で
あ
る
佐
々
井
上
人
の
一
言
に
よ
り
、
午
前

６
時
か
ら
９
時
の
３
時
間
、
金
剛
宝
座
北
側
の

一
画
を
開
放
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

宝
座
を
囲
む
欄
楯
に
両
界
曼
荼
羅
を
掲
げ
、

尼
連
禅
河
の
砂
を
並
べ
て
密
壇
が
荘
厳
さ
れ
た
。

導
師
は
団
長
の
阿
形
師
。
私
は
胎
蔵
曼
荼
羅
の

前
に
坐
し
て
念
誦
す
る
。
金
剛
界
側
に
は
、
移

動
を
促
さ
れ
て
も
動
じ
ず
に
座
り
続
け
る
女
の

人
。
職
衆
が
禅
河
の
砂
を
加
持
し
て
法
要
が
始

ま
っ
た
。
土
砂
加
持
次
第
に
し
た
が
っ
て
声
明

の
声
が
響
き
、
お
経
を
唱
え
な
が
ら
大
塔
を
巡

る
。
佐
々
井
上
人
も
回
廊
の
縁
に
座
り
一
部
始

終
を
見
守
っ
て
お
ら
れ
た
。

　

法
要
を
終
え
て
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
感
慨
は

一
様
で
は
な
い
と
思
う
が
、
個
人
の
思
い
を
超

え
て
大
塔
は
そ
び
え
立
つ
。
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
の

「
や
り
ま
し
た
な
！
」
の
一
言
が
何
よ
り
も
う

れ
し
か
っ
た
。

　

こ
の
後
も
ツ
ア
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
で

続
き
、
バ
ラ
ナ
シ
、
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
、
ア
グ
ラ

な
ど
を
巡
り
帰
国
し
た
。
尼
連
禅
河
の
砂
を
南

天
会
会
員
の
皆
様
に
と
阿
形
さ
ん
か
ら
預
か
っ

て
い
る
の
で
、
同
封
い
た
し
ま
す
。
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南天会会計報告（Ｈ２７．１１．１８～Ｈ２８．３．１５） 

月 日 摘要 収入金額 支出金額 差引残高 
11 18 前期繰越   203,534 
11 24 振替用紙印字代（５００枚）  602 202,932 
11 30 会費（振込） 25,000  227,932 
12 1 一時帰国写真印刷代・インド発送代（中村龍海）  77,854 150,078 
12 4 龍族５号作製費  22,400 127,678 
12 7 龍族５号発送費  18,960 108,718 
12 19 交流会会場お礼（真成院）  10,000 98,718 
12 19 滞在支援カンパ 30,000  128,718 
12 19 会費（現金） 10,000  138,718 
12 30 滞在支援カンパ（振込） 285,500  424,218 
12 30 会費（振込） 90,000  514,218 
1 30 滞在支援カンパ（振込） 45,500  559,718 
1 30 会費（振込） 10,000  569,718 
2 3 滞在支援カンパ（振込） 100,000  669,718 
2 3 第２次滞在支援隊渡航費援助（１名）  150,000 519,718 
2 11 会費（現金） 15,000  534,718 
2 12 本売上 5,000  539,718 
2 18 第１次滞在支援隊渡航費援助（２名）  349,580 190,138 
2 29 第３次滞在支援隊渡航費援助（１名）  100,000 90,138 
2 30 会費（振込） 5,000  95,138 
3 15 収支合計 621,000 729,396 95,138 

（単位 円） 
滞在支援カンパ合計：    ４６１，０００円 
滞在支援隊渡航費援助合計： ５９９，５８０円 
※第３次滞在支援隊は、第２次の手塚直人さんの後、南天会世話人の小林三旅さんが滞在予定です。 
※渡航費援助の内容は、日本～インド航空券、海外旅行保険料、ビザ申請代等の必要経費で、現地の滞在費用は

各自の出費となります。 
 
《 滞在支援カンパ協力者御芳名 》 ※敬称略 五十音順 
朝倉誠 石村庄右 市橋美緒奈 岩佐澄隆 漆間宣隆 江幡誠 岡本佳子 亀田しのぶ 川村美知枝 黒澤雄

太 河野太通 小山美津江 佐々木なおみ 宍戸末美 志村智子 関口英弥 関口昌子 関口雄太 関戸咲子 

高山龍智 田口裕視 武田英敬 武山博子 田中徳雲 遠山睦子 長坂公一 長瀬拓磨 藤原博元 宮淵泰存 

森下正志 山口眞一 山本昌子 米盛輝雄 

 

佐々井上人用ｉＰＡＤ、インターネット通信機器は、滞在支援隊を企画された大谷様、山本様より佐々井上人に

寄贈されました。 
 

また、奧平心月さんより切手 関口昌子さん、山田尚子さんより交流会お茶菓子を頂戴しております。 

その他、世話人賛同人各会員の皆様から様々なご支援をいただいております。 
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◆
南
天
会
現
況
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
現
在
）

正
式
会
員
数　

131
名

賛
同
人
（
五
十
音
順
・
敬
称
略
）

岩
佐
澄
隆
（
仏
国
土
を
つ
く
ろ
う
会
会
長
）

漆
間
宣
隆
（
浄
土
宗
浄
土
院
住
職
・
前
岡
山
県
佛
教
会
会
長
）

奧
平
心
月
（
釣
月
庵
庵
主
）

織
田
隆
深
（
高
野
山
真
言
宗
真
成
院
住
職
・
密
門
会
会
長
）

黒
澤
雄
太
（
剣
士
・
日
本
武
徳
院
師
範
） 

小
池
一
郎
（
株
式
会
社
マ
ク
シ
ス
・
シ
ン
ト
ー
常
務
取
締
役
）

島
影　

透
（
株
式
会
社
サ
ン
ガ
社
長
）

高
山
龍
智
（
佐
々
井
上
人
お
弟
子
） 

土
屋
信
裕
（
顕
本
法
華
宗
弘
通
所
法
華
行
者
の
会
主
宰
）

冨
士
玄
峰
（
臨
済
宗
・
元
ナ
グ
プ
ー
ル
同
友
会
世
話
人
） 

宮
淵
泰
存
（
日
蓮
宗
妙
光
寺
住
職
・
長
野
県
修
法
師
会
会
長
） 

宮
本
光
研
（
真
言
宗
御
室
派
元
執
行
）

宮
本
龍
勝
（
佐
々
井
上
人
お
弟
子
）　
　
　
　

 

山
本
宗
補
（
フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

※ 

賛
同
人
に
つ
い
て

当
会
の
主
旨
を
理
解
し
、
協
力
、
推
薦
す
る
人
を
賛
同
人
と

し
、
お
名
前
を
公
表
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

賛
同
頂
け
る
方
は
是
非
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※ 

世
話
人
に
つ
い
て

南
天
会
諸
業
務
を
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
は
皆
世
話
人
と

し
、
特
に
任
命
等
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ど
な
た
で
も
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ご支援・ご入会について

◆
◇ 

ナ
グ
プ
ー
ル
滞
在
支
援 

◆
◇

　

南
天
会
で
は
、
一
定
期
間
ナ
グ
プ
ー
ル
に
滞
在
し
て

直
接
佐
々
井
上
人
の
お
手
伝
い
や
健
康
管
理
が
で
き
る

日
本
人
ス
タ
ッ
フ
の
派
遣
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

巻
頭
記
事
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
記
念
す
べ
き
第
一

次
支
援
隊
は
無
事
任
務
を
果
た
し
帰
還
し
ま
し
た
。
一

時
健
康
を
危
ぶ
ま
れ
た
佐
々
井
上
人
も
、
い
つ
も
の
調

子
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
信
頼
で
き
る
ス
タ
ッ

フ
の
き
め
細
か
い
ケ
ア
が
常
に
受
け
ら
れ
、
何
よ
り
好

き
な
日
本
食
を
取
れ
る
と
い
う
の
が
力
に
な
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

続
い
て
現
在
、
第
二
次
支
援
隊
が
ナ
グ
プ
ー
ル
入
り

し
て
い
ま
す
。
入
れ
替
わ
り
で
第
三
次
支
援
隊
の
派
遣

も
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
支
援
が
実
現
で
き
ま
す
の
も
、

南
天
会
会
員
の
皆
様
が
佐
々
井
上
人
に
対
す
る
熱
い
思

い
を
寄
せ
て
下
さ
る
お
陰
で
す
。
ご
協
力
下
さ
い
ま
し

た
皆
様
お
一
人
お
一
人
に
感
謝
致
し
ま
す
。

　

今
後
も
継
続
し
て
支
援
を
続
け
て
い
け
ま
す
よ
う
、

よ
り
一
層
の
ご
協
力
を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
卒

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

・
渡
航
費
カ
ン
パ
の
ご
協
力
＝
同
封
の
振
込
用
紙
に
て

下
記
口
座
に
お
振
込
下
さ
い
。
次
な
る
要
員
を
送

り
出
し
、
支
援
を
継
続
す
る
た
め
に
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

・
滞
在
支
援
要
員
募
集
＝
日
本
食
の
調
理
な
ど
健
康

面
の
補
助
、
ま
た
日
本
と
の
連
絡
を
密
に
す
る
こ

と
が
主
な
任
務
と
な
り
ま
す
。
滞
在
期
間
は
１
〜

３
ヶ
月
程
度
。
南
天
会
か
ら
は
往
復
渡
航
費
、
保

険
、
ビ
ザ
申
請
な
ど
の
経
費
が
援
助
さ
れ
ま
す
。

現
地
で
の
滞
在
費
用
は
自
費
と
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
南
天
会
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

◆
◇ 

そ
の
他
ご
支
援
（
特
別
支
援
） 

◆
◇

時
期
、
金
額
を
問
わ
ず
随
時
お
受
け
致
し
て
お
り
ま
す
。

《 

南
天
会
ご
入
会
を
ご
希
望
の
場
合 

》

振
込
用
紙
に
「
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
電
話
番
号
（
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
）
」
、
通
信
欄
に
「
会
員
種
類
（
支
援
、
一

般
、学
生
）
」
を
ご
明
記
の
上
、
会
費
を
送
金
く
だ
さ
い
。

会
費
納
入
後
、
確
認
書
類
を
封
書
に
て
お
送
り
い
た
し

ま
す
。

※
領
収
証
が
必
要
な
方
は
、
通
信
欄
に
そ
の
由
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

【
会
員
種
類
と
年
会
費
】

支
援
会
員　

１
０
，
０
０
０
円
以
上
／
年

一
般
会
員　

５
，
０
０
０
円
以
上
／
年

学
生
会
員　

２
，
０
０
０
円
以
上
／
年

　
　
　
　
　
　
　
　

（
※
大
学
生
ま
で
）

《
各
種
お
振
込
先
》

【
金
融
機
関
名
】　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

【
加
入
者
名
】　

南
天
会

【
口
座
番
号
】　

０
１
３
８
０

―

０

―

９
０
１
６
４

同
封
の
振
込
用
紙
、
ま
た
は
郵
便
局
備
え
付
け
の
払
込

取
扱
票
に
て
お
振
込
下
さ
い
。

※
ご
入
会
を
希
望
せ
ず
ご
支
援
の
み
の
方
は
、
通
信
欄

に
「
入
会
不
要
」
と
ご
記
入
下
さ
い
。
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６
月
︑
佐
々
井
上
人
一
時
帰
国
！

佐
々
井
秀
嶺
上
人
は
今
年
も
６
月
を
中
心
に
一
時
帰
国
さ
れ
る
予
定
で
す
。

滞
在
中
の
予
定
な
ど
、
会
員
の
方
に
は
後
日
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

第
６
回 

南
天
会
交
流
会

日
程
：
４
月
２
３
日
（
土
）
午
後
２
時
～
午
後
５
時

場
所
：
神
戸
Ｊ
Ｂ
ク
ラ
ブ
（
神
戸
青
年
仏
教
徒
会
）

神
戸
市
中
央
区
楠
町
５
―
４
―
１
６
―
１
０
２
号

（
ワ
コ
ー
レ
大
倉
山
フ
ラ
ッ
ツ1

階)

ア
ク
セ
ス
：
◆
Ｊ
Ｒ
神
戸
駅
下
車
徒
歩
１
０
分

◆
新
幹
線
新
神
戸
駅
か
ら
市
営
地
下
鉄
西
神
中
央
行
き
、

大
倉
山
下
車
、
徒
歩
５
分

◆
阪
急
、
阪
神
神
戸
下
車
徒
歩
７
分

内
容
：
・
冨
士
玄
峰
師
の
お
話

・
座
談
会

・
事
務
連
絡

・
佐
々
井
上
人
一
時
帰
国
に
つ
い
て

参
加
費
：
無
料

第
７
回　

南
天
会
交
流
会　

日
程
：
６
月
５
日
（
日
）　

午
後
２
時
～
午
後
５
時

場
所
：
真
成
院

東
京
都
新
宿
区
若
葉
２
―
７
―
８

電
話 

０
３
―
３
３
５
１
―
７
２
８
１

ア
ク
セ
ス
：
東
京
メ
ト
ロ
四
谷
三
丁
目
駅
、

ま
た
は
Ｊ
Ｒ
四
谷
駅
下
車
、
徒
歩
７
分

駐
車
場
に
は
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。
近
辺
の
有
料
駐
車
場
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

内
容
：
佐
々
井
上
人
を
囲
ん
で
座
談
会
を
行
い
ま
す
。　

参
加
費
：
無
料

◆
同
封
別
紙
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

４
月
１
７
日
（
日
）

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
生
誕
１
２
５
周
年
記
念
日

主
催
：B

A
I
A
E
 
J
a
p
a
n

日
程
：
４
月
１
７
日
（
日
）　

午
後
１
時
半
よ
り
午
後
６
時
半
ま
で

場
所
：
中
新
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

海
老
名
市
中
新
田
２
―
１
６
―
１
４

電
話　

０
４
６
―
２
３
１
―
７
４
３
８

１
０
月
９
日
～
１
５
日

ナ
グ
プ
ー
ル
・
ム
ン
バ
イ
の
旅
７
日
間

大
改
宗
式
６
０
周
年
記
念
に
参
列
す
る
南
天
会
の
ツ
ア
ー
で
す
。

添
乗
員
と
し
て
、
南
天
会
会
員
ク
マ
ー
ル
・
ソ
ヌ
さ
ん
が
同
行
し
ま
す
。

南天会のご周知・ご吹聴にご協力ください
お陰様で入会者数は増えてきておりますが、 支援の輪は

まだまだ広げていかなければなりません。 パンフレットな

ど必要な方は事務局までお知らせ下さい。 ＰＤＦ版は南

天会ホームページ 「南天会について」 よりダウンロード

できますので、 各自印刷の上ご利用下さい。

（南天会事務局）

〒 710-0004 

　岡山県倉敷市西坂 1582-1 一心念誦堂内

　TEL/FAX 086-463-9391
佐伯隆快 （090-5304-8955）

小林三旅 （090-4538-2677）

メール　 nantenkai@gmail.com
URL　http://www.nantenkai.org/

最新情報は
Facebook『佐々井秀嶺資料室』

をご確認ください。

Sunday, April 17, 2016 
NakaShinDen Community Center 
Room No. 1 
2-16-14 Nakashinden, Ebina, 
Kanagawa Prefecture  
243-0422, Japan. 
Tel: 046-231-7438 
Time: 13:00 to 18:00 

Contact: 
Sachin Wankhede 
080-5939-3587 
sachin.wankhede@baiae.org 

125 years ago on 14th April, 1891, the great man was born 
in India in a so called untouchable society. His childhood & 
adulthood went through severe social discrimination. He went 
on to become one of the most highly educated & 
acknowledged leader of India. 

He is the Father of Indian Constitution & first Law Minister of 
Independent India. He was awarded India’s highest civilian 
honour “BHARAT RATNA” in year 1990. 

Lets come together to celebrate birth anniversary of Dr. 
Babasaheb Ambedkar & to rememorate his great thoughts. 

See the detailed schedule & map to the venue on following 
pages.

125 years ago on 14th April, 1891, the great man was born 

DR. BABASAHEB AMBEDKAR INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATION, JAPAN.

CELEBRATES

125th Dr. BABASAHEB AMBEDKAR BIRTH ANNIVERSARY

JAI BHIM
DR. BABASAHEB AMBEDKAR INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATION, JAPAN.DR. BABASAHEB AMBEDKAR INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATION, JAPAN.

Babasaheb Ambedkar & to rememorate his great thoughts. 

See the detailed schedule & map to the venue on following 
Contact: 
Sachin Wankhede 
080-5939-3587
sachin.wankhede@baiae.org

大改宗６０周年記念式典参列

ナグプール・ムンバイの旅
２０１６年１０月９日出発～１５日朝帰国

７日間

全龍族の法城ナグプール滞在２泊３日、ディクシャ・ブーミプレジデント佐々井上人に従って世界最

大の仏教徒の祭典に参加します。後半は大都市ムンバイに連泊し、世界遺産エレファンタ島やカンヘ

ーリー石窟群を観光、アンベードカル博士の荼毘塚チャイティヤ・ブーミに参拝します。

※時間は予告なし変更する場合がございます。

日付 場所 交通機関 時刻 日程 食事

日 成田

デリー

ＡＩ 成田発

デリー着後ホテルへ

宿泊：デリー

朝×

昼×

夕機内

月 デリー

ナグプール ＡＩ

早朝国内線でナグプールへ

到着後ホテル経由、ディクシャ・ブーミへ

国際仏教徒大会参列 ナグプール各所訪問

宿泊：ナグプール

朝○

昼○

夕○

火

ナグプール

専用車 大改宗６０周年記念式典参列

午後はナグプール博物館、市内観光

宿泊：ナグプール

朝○

昼○

夕○

水 ナグプール

ムンバイ 飛行機

インドラ寺（佐々井上人住坊）参拝

マンセル南天鉄塔、龍樹山 龍樹菩薩大寺参拝

夕方便でムンバイへ

ムンバイ到着後ホテルへ

宿泊：ムンバイ

朝○

昼○

夕○

木

ムンバイ

専用車 終日ムンバイ観光。

旧プリンスオブウェールズ博物館、インド門、

フェリーに乗ってエレファンタ島へ

世界遺産エレファンタ石窟観光

宿泊：ムンバイ

朝○

昼○

夕○

金 ムンバイ

デリー

飛行機

チャイティヤ・ブーミ（アンベードカル博士荼毘所）参拝

午前カンヘーリー石窟群観光

ムンバイ出発

デリー到着後国際線に乗り換え

デリー出発 機内泊

朝○

昼○

夕機内

土 成田 ＡＩ 成田着

（企画） 南天会

（実施） 株式会社

ボダイジュツアーズ


