
平成 28 年 8 月 30 日 ＲＹＵＺＯＫＵ 第７号 南天会（1）

　

今
般
も
約
一
个
月
と
七
日
間
に
亘
っ
て
︑
日
本
全

国
を
皆
様
方
の
御
厚
意
に
よ
り
御
招
待
を
頂
き
ま
し

た
︒
各
宗
の
皆
様
︑
又
は
若
い
青
年
の
皆
々
様
︑
そ

し
て
五
︑六
人
の
御
随
身
の
方
々
に
守
ら
れ
て
︑
無
事

に
各
地
を
御
訪
問
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
︒

　

少
々
体
調
も
悪
く
︑
そ
の
為
に
思
う
様
に
皆
さ
ま

へ
の
対
応
も
出
来
ず
︑
色
々
と
行
く
先
で
中
途
半
端

な
状
態
で
終
わ
っ
た
事
を
誠
に
申
し
訳
な
く
思
っ
て

お
り
ま
す
︒兎
に
も
角
に
も
皆
様
方
の
御
厚
情
に
よ
っ

て
無
事
帰
国
の
途
を
迎
え
ま
し
た
こ
と
は
︑
諸
仏
諸

天
の
御
慈
悲
の
お
か
げ
と
併
せ
て
感
謝
致
し
て
お
り

ま
す
︒

　

ナ
グ
プ
ー
ル
に
帰
り
ま
し
た
暁
に
は
︑
私
は
連
日

連
夜
の
真
剣
勝
負
を
イ
ン
ド
大
地
に
展
開
し
て
行
か

ね
ば
成
ら
な
い
大
き
な
使
命
を
双
肩
に
担
っ
て
︑
そ

の
自
覚
と
信
念
に
基
づ
い
て
行
動
を
し
な
け
れ
ば
成

ら
ん
と
固
く
心
で
決
意
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

　

南
天
鉄
塔
の
発
掘
に
つ
い
て
は
大
体
目
星
は
つ
き

ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
鉄
塔
の
中
身
は
ま
だ
不
明

で
あ
り
ま
す
の
で
︑
ま
た
イ
ン
ド
考
古
省
の
許
可
を

取
り
︑
日
本
考
古
学
の
非
常
な
足
跡
を
残
し
て
お
り

ま
す
先
生
方
に
イ
ン
ド
に
来
て
頂
き
ま
し
て
︑
中
身

調
査
に
今
後
は
邁
進
し
て
行
か
ね
ば
成
ら
ぬ
事
を
決

意
致
し
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
︒

　

例
え
ば
回
教
徒
の
メ
ッ
カ
︑
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教

佐
々
井
秀
嶺
上
人

メ
ッ
セ
ー
ジ

御

礼

の
イ
ス
ラ
エ
ル
︑
或
い
は
シ
ク
教
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
テ

ン
プ
ル
︑
ジ
ャ
イ
ナ
教
等
そ
れ
ぞ
れ
世
界
の
各
宗
教

の
総
本
山
は
︑
そ
の
崇
拝
す
る
信
仰
者
の
手
に
よ
っ

て
運
営
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
︑
た
だ
惜
し
む

ら
く
は
ひ
と
つ
︑
こ
の
全
世
界
仏
教
徒
の
総
本
山
で

あ
り
根
本
道
場
で
あ
る
イ
ン
ド
ビ
ハ
ー
ル
州
に
位
置

す
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
釈
尊
成
道
の
地
で
あ
る
大
菩
提
寺

が
︑
こ
れ
ま
で
四
百
年
︑
五
百
年
︑
あ
る
い
は
一
千

年
に
亘
っ
て
仏
教
徒
の
手
に
管
理
権
が
無
く
︑
他
宗

教
徒
の
手
に
管
理
権
が
握
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事

は
︑
全
世
界
の
仏
教
徒
ま
た
日
本
仏
教
徒
に
と
っ
て

も
痛
恨
の
極
み
で
あ
り
︑
非
常
に
不
名
誉
で
あ
り
不

本
懐
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま

す
︒

　

依
っ
て
過
去
十
八
年
間
に
亘
っ
て
闘
争
に
闘
争
を

重
ね
て
き
た
私
と
し
て
は
︑
断
じ
て
こ
の
世
界
仏
教

徒
の
手
に
成
さ
ね
ば
成
ら
ぬ
大
使
命
が
あ
り
︑
そ
れ

を
成
さ
ざ
れ
ば
仏
教
徒
と
し
て
の
自
覚
と
信
念
は
皆

無
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

　

幸
い
イ
ン
ド
大
統
領
の
使
命
に
お
い
て
︑
イ
ン
ド

最
高
裁
判
に
か
け
て
事
の
明
白
を
明
確
に
す
る
覚
悟

で
あ
り
ま
す
︒

　

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
解
放
運
動
は
明
治
の
頃
よ
り
ス
リ

ラ
ン
カ
の
ア
ナ
ガ
リ
カ
・
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
師
に
よ
っ

て
成
さ
れ
ま
し
た
が
︑
そ
の
時
に
も
日
本
の
各
宗
派

に
は
多
大
な
支
援
を
し
て
頂
い
て
い
る
歴
史
が
あ
り

ま
す
︒
不
幸
に
し
て
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
師
が
解
放
未
完

遂
の
ま
ま
急
逝
さ
れ
て
の
ち
百
年
目
︑
こ
の
私
が
大

使
命
を
双
肩
に
担
っ
て
現
在
ま
で
全
イ
ン
ド
仏
教
徒

を
率
い
︑
或
い
は
全
世
界
の
仏
教
徒
に
呼
び
か
け
︑

日
本
仏
教
徒
の
御
同
情
︑
御
同
感
を
頂
い
て
︑
こ
れ

を
完
遂
せ
し
め
る
覚
悟
で
あ
り
ま
す
︒

　

そ
う
い
う
使
命
を
持
っ
て
お
り
ま
す
の
で
︑
イ
ン

ド
帰
国
早
々
に
多
忙
と
な
り
︑
全
イ
ン
ド
を
自
動
車

に
て
昼
と
な
く
夜
と
な
く
行
動
し
て
い
る
こ
と
は
︑

私
の
宿
業
で
あ
り
運
命
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒

　

年
老
い
て
八
十
一
歳
の
足
腰
不
自
由
な
私
も
︑
途

中
で
倒
れ
る
や
も
し
れ
な
い
と
︑
い
さ
さ
か
自
分
の

前
途
に
危
惧
を
抱
い
て
お
る
も
の
で
す
が
︑
こ
れ
も

皆
様
方
の
御
慈
悲
ま
た
御
同
情
の
ご
祈
念
に
よ
っ
て
︑

や
り
遂
げ
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
︑
私
自
身

諸
仏
諸
菩
薩
に
日
夜
お
祈
り
し
て
お
る
次
第
で
あ
り

ま
す
︒

　

本
当
に
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
︒
ど
う
か
日
本
の
皆

さ
ま
方
も
御
壮
健
で
あ
り
ま
す
よ
う
︑
遠
く
天
竺
の
彼

方
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
て
止
み
ま
せ
ん
︒
御
法
縁
が

あ
り
ま
し
た
ら
又
お
目
通
り
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り

ま
し
ょ
う
が
︑
私
も
一
度
死
ん
で
生
き
返
っ
た
よ
う
な

人
間
で
︑
そ
う
満
足
な
体
で
は
無
い
様
に
思
い
ま
す
の

で
︑
ど
う
か
皆
さ
ま
方
の
御
祈
念
よ
ろ
し
く
御
慈
悲
を

賜
り
た
く
と
念
願
し
て
︑
私
の
挨
拶
と
龍
族
７
号
の
巻

頭
一
言
と
致
さ
せ
て
頂
く
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
有
難
う

御
座
い
ま
し
た
︒

南
天
龍
宮
城
沙
門　

天
日
秀
嶺　

合
唱
九
拝

︵
七
月
六
日
夜　

帰
印
前
日
の
東
京
に
て
︶ 
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イ
ン
ド
の
６
月
の
酷
暑
期
を
避
け
、
静
養

目
的
の
一
時
帰
国
と
し
て
準
備
し
て
い
ま
し
た

が
、
「
日
本
で
や
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
帰
り

ま
す
。
私
に
役
目
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
」
と

の
バ
ン
テ
ジ
ー
の
言
葉
に
、
各
方
面
の
方
々
に

相
談
し
た
と
こ
ろ
、
徐
々
に
講
演
依
頼
な
ど
の

問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
成
田
到
着
の
６
月
２
日

に
は
ほ
ぼ
全
日
程
が
埋
ま
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
静
養
ど
こ
ろ
で
は
な

い
過
密
日
程
に
体
調
等
心
配
し
ま
し
た
が
、
一

日
一
日
と
確
実
に
役
目
を
遂
行
す
る
ご
と
に
気

力
み
な
ぎ
る
佐
々
井
上
人
。
ま
さ
し
く
怒
涛
の

一
ヶ
月
が
始
ま
り
ま
し
た
。

６
月
２
日　
帰
国

　

お
弟
子
の
宮
本
龍
勝
師
が
５
月
末
に
ナ
グ

プ
ー
ル
入
り
し
て
同
行
さ
れ
、
順
調
な
る
旅
程

で
成
田
空
港
に
到
着
。
大
勢
の
支
援
者
関
係
者

の
出
迎
え
を
受
け
、
笑
顔
の
帰
国
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
ま
ま
通
年
の
ご
と
く
成
田
山
へ
参
拝
。

橋
本
照
稔
貫
主
様
に
面
会
し
、
鶴
見
照
碩
猊
下

の
墓
参
を
さ
れ
ま
し
た
。

６
月
３
日　
高
尾
山
参
拝

　

東
京
滞
在
中
は
、
昨
年
同
様
南
天
会
賛
同
人

の
織
田
隆
深
師
の
お
寺
真
成
院
に
宿
泊
。
今
回

の
随
身
は
１
月
に
滞
在
支
援
隊
で
ナ
グ
プ
ー
ル

に
行
っ
た
姫
野
君
が
、
元
気
よ
く
付
き
従
い
ま

し
た
。
高
尾
山
で
は
師
僧
山
本
秀
順
猊
下
の
墓

前
に
て
読
経
。
大
山
隆
玄
貫
主
様
に
面
会
し
て
、

楽
し
く
会
談
さ
れ
ま
し
た
。

６
月
４
日　
埼
玉
訪
問

　

宮
本
龍
勝
師
の
自
坊
、
埼
玉
無
量
寿
院
訪
問
。

宮
本
慶
通
ご
住
職
に
昨
年
工
事
中
だ
っ
た
次
世

代
型
公
園
墓
地
「
月
の
森
」
を
案
内
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
の
後
、
昨
年
２
月
に
ナ
グ
プ
ー
ル

訪
問
旅
行
を
企
画
さ
れ
た
鴻
巣
仏
教
会
を
表
敬

訪
問
。
東
光
寺
ご
住
職
川
上
秀
忍
師
の
奥
様
は
、

全
イ
ン
ド
比
丘
総
本
山
建
設
時
代
の
支
援
者
、

高
麗
行
雄
僧
正
の
娘
さ
ん
で
、
高
麗
僧
正
の
遺

影
を
前
に
本
堂
で
読
経
し
ま
し
た
。
ガ
ン
ジ
ス

河
も
か
く
や
と
見
ま
が
う
利
根
川
の
河
岸
段
丘

に
臨
む
常
勝
寺
で
は
、
文
屋
仏
教
会
長
の
冗
談

を
交
え
た
温
か
い
ご
挨
拶
に
、
バ
ン
テ
ジ
ー
も

龍
樹
菩
薩
ご
応
現
の
話
を
力
強
く
話
さ
れ
ま
し

た
。６

月
５
日　
南
天
会
交
流
会

　

四
谷
真
成
院
の
月
例
会
に
参
加
さ
れ
、
織
田

二
〇
一
六
年 

佐
々
井
上
人
日
本
滞
在
道
中
記

佐
伯
隆
快
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ご
住
職
、
真
成
院
の
方
々
の
協
力
に
、
感
謝
の

お
礼
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
密
門
会
の
皆
さ
ん

か
ら
集
め
ら
れ
た
支
援
金
50
万
円
が
南
天
会
に

寄
贈
さ
れ
、
今
回
日
本
滞
在
の
諸
費
用
に
使
わ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
午
後
２
時
か
ら
、
南
天
会
支
援
者
関

係
者
が
集
い
、
仏
旗
を
背
に
坐
す
佐
々
井
上
人

を
囲
ん
で
交
流
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
夜
に
は

南
天
会
会
員
の
富
樫
さ
ん
経
営
の
雑
炊
屋
さ

ん
「
野
武
士
」
に
て
世
話
人
有
志
の
歓
迎
会
に

参
加
。
ち
ょ
う
ど
四
谷
の
須
賀
神
社
の
大
祭
で
、

お
店
の
あ
る
杉
大
門
通
り
で
阿
波
踊
り
や
神
輿

行
列
に
遭
遇
。
手
を
叩
い
て
の
祭
り
見
物
と
な

り
ま
し
た
。
歓
迎
会
で
は
南
天
会
会
員
で
も
あ

る
柳
家
燕
弥
師
匠
に
よ
る
即
席
高
座
も
披
露
さ

れ
ま
し
た
。

６
月
６
日　
靖
国
神
社

　

昨
年
夏
に
食
欲
不
振
か
ら
体
調
が
悪
化
し
た

際
に
、
単
身
ナ
グ
プ
ー
ル
に
入
り
お
世
話
を
さ

れ
た
小
林
健
二
氏
の
案
内
で
、
九
段
の
靖
国
神

社
を
参
拝
。
佐
々
井
上
人
の
母
方
の
伯
父
さ
ん

が
二
人
戦
死
さ
れ
て
い
て
、
ご
英
霊
に
供
養
さ

れ
平
和
を
祈
念
し
ま
し
た
。

６
月
７
日　
岡
山
へ

　

新
幹
線
に
て
故
郷
岡
山
へ
到
着
。
長
年
の
支

援
者
長
泉
寺
宮
本
光
研
師
を
訪
ね
、
ナ
グ
プ
ー

ル
か
ら
運
ば
れ
た
必
生
火
天
不
動
尊
の
石
像
に

参
拝
。
い
よ
い
よ
元
気
な
様
子
で
す
。

６
月
８
日　
黒
住
教　
姫
路

　

岡
山
市
議
会
議
員
の
浦
上
氏
の
ご
案
内
に
よ

り
、
黒
住
教
本
部
神
道
山
に
参
拝
。
山
上
の
日

拝
所
に
お
参
り
し
、
副
教
主
の
黒
住
宗
道
氏
と

「
世
界
平
和
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
対

談
さ
れ
ま
し
た
。
午
後
か
ら
姫
路
へ
。
佐
々
井

上
人
最
大
の
支
援
者
、
有
方
静
恵
さ
ん
（
昨
年

逝
去
）
の
お
墓
詣
り
を
さ
れ
ま
し
た
。
途
中
人

生
初
の
回
転
ず
し
で
は
、
よ
く
食
べ
る
随
身
姫

野
君
を
頼
も
し
そ
う
に
（
？
）
見
る
バ
ン
テ
ジ
ー
。

帰
り
に
は
白
新
の
姫
路
城
を
遠
望
し
ま
し
た
。

６
月
９
日　
曹
源
寺　
滴
水
会
館

　

円
山
の
臨
済
宗
曹
源
寺
で
原
田
正
道
師
と
面

談
し
、
松
尾
一
道
師
範
の
空
手
道
場
滴
水
会
館

を
訪
問
し
ま
し
た
。
ま
た
奉
還
町
の
古
書
店
一

刻
堂
を
訪
れ
、
集
ま
っ
た
お
客
さ
ん
を
前
に
苦

悩
の
青
年
時
代
の
話
を
熱
弁
さ
れ
ま
し
た
。

６
月
10
日　
万
歩
書
店

　

「
一
日
万
歩
書
店
の
日
を
入
れ
て
く
だ
さ

い
。
」
と
の
こ
と
で
、
こ
の
日
は
開
架
50
万
冊

を
誇
る
岡
山
の
大
古
書
店
、
万
歩
書
店
来
店
。

と
こ
ろ
が
長
旅
の
疲
れ
か
、
並
び
立
つ
背
表
紙

の
密
林
に
眩
暈
を
起
こ
し
、
早
々
に
切
り
上
げ

て
吉
備
路
ド
ラ
イ
ブ
。
８
日
に
上
が
っ
た
神
道

山
を
越
え
て
、
吉
備
の
中
山
を
下
り
吉
備
津
神

社
へ
。
車
窓
か
ら
比
翼
入
母
屋
造
り
の
国
宝
社

殿
を
拝
し
、
犬
養
木
堂
公
の
銅
像
を
見
上
げ
る
。

つ
づ
い
て
鼻
ぐ
り
塚
で
有
名
な
福
田
海
を
通
り
、

吉
備
津
彦
神
社
へ
。
水
攻
め
の
古
戦
場
備
中
高

松
城
址
を
車
で
通
過
し
、
最
上
稲
荷
に
参
籠
。

備
中
国
分
寺
の
五
重
塔
を
遥
拝
し
て
倉
敷
一
心

念
誦
堂
入
り
。

６
月
11
日　
倉
敷
慈
命
会

　

毎
回
こ
の
日
は
、
私
（
佐
伯
隆
快
）
の
主
催

す
る
脱
原
発
行
動
「
慈
命
会
」
に
参
加
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
倉
敷
駅
頭
で
ス
ピ
ー
チ
の
後
、

中
央
通
り
を
行
進
し
「
原
発
を
止
め
よ
う
」「
い

の
ち
を
守
ろ
う
」
の
掛
け
声
を
上
げ
ま
す
。
今

年
は
美
観
地
区
で
「
脱
原
発
句
会
」
を
開
催
し

ま
し
た
。

原
発
の
く
か
い
の
な
か
に
よ
む
く
か
い
か
な　

さ
さ
い
し
ゅ
う
れ
い

句
会
終
了
後
、
黄
昏
時
の
高
梁
川
沿
い
を
遡
上

し
て
故
郷
新
見
へ
向
か
い
ま
し
た
。

６
月
12
日　
佐
々
井
家
土
井
家
墓
参

６
月
13
日　
新
見
共
生
高
校
講
演

　

新
見
滞
在
は
同
郷
の
支
援
者
、
遠
山
睦
子
さ
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ん
が
中
心
と
な
っ
て
お
世
話
さ
れ
ま
し
た
。
地

元
の
高
校
生
を
前
に
、
体
育
館
に
響
き
渡
る
声

で
１
時
間
20
分
お
話
さ
れ
ま
し
た
。
「
イ
ン
ド

仏
教
に
捧
げ
た
人
生
」
と
い
う
演
題
な
が
ら
、

家
出
を
し
て
は
自
殺
未
遂
を
繰
り
返
す
煩
悶
青

年
の
話
が
続
き
、
イ
ン
ド
到
着
と
い
う
と
こ
ろ

で
時
間
オ
ー
バ
ー
。
し
か
し
、
そ
の
姿
、
迫
力

は
間
違
い
な
く
伝
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
「
私

に
は
ま
だ
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
の
で
こ
れ
か
ら
頑
張
り
ま
す
。
君
た
ち
も
人

の
た
め
社
会
の
た
め
に
や
る
べ
き
こ
と
を
見
つ

け
て
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
！
」

６
月
14
・
15
日　
新
見
滞
在

　

生
家
の
あ
る
別
所
地
区
、
平
家
岳
源
氏
柵
、

神
郷
町
な
ど
を
訪
問
。
旧
知
の
人
々
に
会
い
と

て
も
充
実
し
た
故
郷
滞
在
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

６
月
16
日　
尾
道
浄
土
寺
講
演

　

雨
の
中
千
光
寺
に
参
拝
。
尾
道
水
道
を
望
み
、

ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
に
乗
車
。
大
本
山
浄
土
寺
に
て

尾
道
真
生
会
主
催
の
講
演
会
に
登
壇
さ
れ
ま
し

た
。６

月
17
日　
広
島

　

実
に
６
回
目
と
な
る
八
千
代
町
の
佐
々
井
厳

島
神
社
に
参
拝
。
そ
の
ま
ま
歴
史
街
道
国
道
54

号
線
を
南
下
し
て
一
昨
年
の
土
砂
災
害
被
災
地

を
経
過
し
安
田
女
子
大
学
へ
。
マ
ン
セ
ル
遺
跡

発
掘
の
協
力
を
要
請
し
て
い
る
山
田
俊
亮
助
教

の
研
究
室
を
訪
問
し
ま
し
た
。
発
掘
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
関
係
者
の
中
村
龍
海
さ
ん
、
飯
田
寿
一
さ

ん
も
合
流
。
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
概
要
に
つ
い

て
説
明
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
広
島
の
平

和
記
念
公
園
を
訪
れ
、
原
爆
資
料
館
を
見
学
。

海
沿
い
の
国
道
２
号
線
か
ら
宮
島
を
遥
拝
し
、

岩
国
へ
向
か
い
ま
し
た
。

６
月
18
日　
山
口

　

岩
国
吉
香
公
園
の
シ
ロ
ヘ
ビ
資
料
館
を
見
学

し
、
平
生
町
の
般
若
寺
へ
。
今
回
の
日
程
で
「
役

目
を
与
え
ろ
」
と
い
う
バ
ン
テ
ジ
ー
の
指
示
に

よ
り
、
私
が
一
番
最
初
に
思
い
つ
い
た
の
が
「
龍

宮
西
門
」
参
拝
と
い
う
企
画
で
し
た
。

　

般
若
寺
は
般
若
姫
伝
説
の
残
る
古
刹
で
、
寺

か
ら
望
む
大
畠
の
瀬
戸
で
金
龍
の
怒
り
を
鎮
め

る
た
め
に
身
を
投
げ
た
般
若
姫
を
弔
う
た
め
に

建
て
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
。
観
音
堂
が
建
つ
山

上
は
般
若
姫
の
古
墳
と
み
ら
れ
、
山
門
は
瀬
戸

内
海
の
満
ち
潮
引
き
潮
に
よ
っ
て
阿
吽
の
呼
吸

を
し
て
い
る
な
ど
と
、
福
嶋
住
職
の
説
明
を
聞

き
に
前
も
っ
て
リ
サ
ー
チ
に
も
行
っ
て
い
ま
し

た
。
福
嶋
弘
昭
住
職
、
中
村
明
珍
師
の
案
内
で

先
ず
周
防
大
島
の
大
多
満
根
神
社
を
参
拝
。
大

畠
の
瀬
戸
を
大
河
の
流
れ
の
よ
う
に
渦
巻
く
潮

流
を
見
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
の
中
ほ
ど
に
、「
龍

宮
」
と
呼
ば
れ
る
深
さ
82
メ
ー
ト
ル
の
海
孔
が

あ
る
そ
う
で
す
。

 　

次
に
案
内
さ
れ
た
の
が
田
布
施
町
か
ら
登
っ

て
い
く
岩
城
山
。
こ
の
山
は
異
様
な
空
気
が

漂
っ
て
い
ま
し
た
。
麓
の
神
道
天
行
居
と
い
う
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宗
教
本
部
横
の
石
柱
を
通
り
、
鬱
蒼
と
茂
る
森

を
抜
け
て
山
上
へ
の
道
を
登
っ
て
い
き
ま
す
。

総
勢
７
名
を
乗
せ
た
福
嶋
師
の
車
も
エ
ン
ジ
ン

に
異
音
を
生
じ
、
バ
ン
テ
ジ
ー
も
し
き
り
に
気

に
し
て
い
ま
し
た
。
岩
城
山
は
６
６
３
年
白
村

江
の
戦
い
に
敗
れ
た
日
本
百
済
連
合
軍
が
、
唐

新
羅
連
合
軍
の
襲
来
に
備
え
て
築
城
し
た
古
代

山
城
で
、
中
腹
に
は
神
籠
石
と
呼
ば
れ
る
大
規

模
な
石
塁
が
残
っ
て
い
ま
す
。
幕
末
こ
の
地
で

尊
王
に
燃
え
た
志
士
た
ち
が
蜂
起
し
て
第
二
奇

兵
隊
が
結
成
さ
れ
、
か
つ
て
山
上
に
あ
っ
た
真

言
寺
院
神
護
寺
を
廃
し
、
諸
人
の
入
山
を
禁
止

し
練
兵
場
と
し
ま
し
た
。
福
嶋
師
は
こ
れ
を
神

仏
分
離
の
端
緒
と
し
、
再
び
神
仏
が
親
し
む
よ

う
に
と
、
山
上
に
残
る
岩
城
神
社
の
宮
司
さ
ん

の
快
諾
を
得
た
上
で
神
護
寺
本
尊
の
千
手
観
音

石
像
を
発
願
建
立
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た

バ
ン
テ
ジ
ー
は
「
よ
く
や
っ
て
く
れ
た
！
」
と

福
嶋
師
に
握
手
を
求
め
、
千
手
観
音
石
像
に
読

経
し
ま
し
た
。
ふ
と
同
行
の
小
林
三
旅
さ
ん
が
、

神
護
寺
跡
地
の
一
画
に
立
つ
石
碑
に
目
を
向
け

て
い
ま
し
た
。

　

周
東
健
児 

起
っ
て
血
盟
す

　

回
天
の
偉
業 

雲
を
破
っ
て
成
る

　

千
古
の
秘
謎 

尚
解
く
可
し

　

誰
か
遺
烈
を
承
け
て 

聖
明
に
答
え
ん

そ
れ
は
、
同
地
出
身
の
政
治
家
〝
昭
和
の
怪
物
〟

こ
と
岸
信
介
が
昭
和
19
年
10
月
、
岩
城
山
に
登

山
し
て
詠
ん
だ
「
第
二
奇
兵
隊
士
碑
」
と
い
う

石
碑
で
し
た
。
日
本
が
戦
争
の
奈
落
へ
突
入
せ

ん
と
す
る
終
戦
前
年
、
第
二
奇
兵
隊
に
倣
っ
て

こ
の
難
局
を
打
開
す
る
烈
士
の
登
場
を
祈
っ
た

も
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
に
し
て
も
「
千
古
の

秘
謎　

尚
解
く
可
し
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
？
三
旅
さ
ん
は
首
を
ひ
ね
っ
て
考
え
て
い
ま

す
。
は
て
、
第
二
奇
兵
隊
と
い
え
ば
そ
の
中
心

人
物
立
石
孫
一
郎
が
討
幕
の
先
駆
け
を
期
し
て

倉
敷
代
官
所
を
急
襲
し
た
「
倉
敷
浅
尾
騒
動
」

の
当
事
者
で
、
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
の
が
倉
敷
代

官
佐
々
井
半
十
郎
だ
っ
た
か
…
。
こ
の
あ
た
り

か
ら
バ
ン
テ
ジ
ー
の
歴
史
探
究
ミ
ス
テ
リ
ー
が

始
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
夜
、
岡
山
帰
着
。

６
月
19
日　
京
都

　

今
回
帰
国
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
、
「
佐
々
井

秀
嶺
師
来
日
特
別
講
演　

我
が
龍
樹
の
地
・
マ

ン
セ
ル
」
が
京
都
産
業
大
学
む
す
び
わ
ざ
館
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
懸
案
の
マ
ン
セ
ル
遺
跡
再

調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト

で
あ
り
、
南
天
鉄
塔
フ
ァ
ン
（
？
）
に
は
這
っ

て
で
も
行
き
た
い
講
演
で
す
。
昨
年
の
高
野
山

講
演
第
１
部
の
「
私
観
南
天
鉄
塔
」
を
受
け
継

ぐ
内
容
で
、
マ
ン
セ
ル
遺
跡
の
重
要
性
、
龍
樹

菩
薩
の
顕
彰
と
い
う
大
テ
ー
マ
を
世
に
問
う
興

味
深
い
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
バ
ン
テ
ジ
ー

の
基
調
講
演
に
続
き
、
南
天
会
会
員
の
志
賀
浄

邦
京
産
大
助
教
、
中
村
龍
海
氏
、
そ
し
て
発
掘

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
願
者
、
建
築
家
の
飯
田
寿
一

氏
が
登
壇
し
ま
し
た
。
は
た
し
て
マ
ン
セ
ル
遺

跡
再
調
査
の
顛
末
や
如
何
に
？
開
け
！
鉄
塔
。
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６
月
20
日　
京
都

　

志
賀
さ
ん
ご
家
族
の
案
内
で
、
大
原
寂
光
院
、

一
乗
寺
下
が
り
松
、
八
大
神
社
を
参
拝
。
宮
本

武
蔵
銅
像
前
で
、
佐
々
井
小
次
郎
逆
手
握
り
の

構
え
。

６
月
21
日　
大
鹿
村

　

新
幹
線
で
名
古
屋
へ
。
第
二
次
滞
在
支
援
隊

の
手
塚
直
人
さ
ん
の
案
内
で
長
野
県
大
鹿
村
へ
。

車
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
伝
宝
さ
ん
は
、
龍
樹

菩
薩
ご
応
現
後
佐
々
井
上
人
が
ナ
グ
プ
ー
ル
へ

旅
立
っ
た
直
後
の
ラ
ー
ジ
ギ
ル
に
八
木
上
人
を

訪
ね
た
と
い
う
人
で
、
道
中
イ
ン
ド
の
話
で
持

ち
き
り
で
し
た
。

　

大
鹿
村
。
今
回
の
日
程
中
格
別
の
訪
問
地
と

い
っ
て
も
良
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
は
岡
山
で

奉
還
町
の
一
刻
堂
書
店
を
訪
れ
た
際
、
吉
備
の

歴
史
研
究
を
し
て
い
る
森
脇
さ
ん
と
い
う
女
性

が
、「
熊
本
の
地
震
の
後
、
中
央
構
造
線
に
沿
っ

て
地
震
が
発
生
し
て
い
る
が
、
次
に
危
な
い
の

は
大
地
溝
帯
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
上
の
ど
こ
か
で
、

し
か
も
23
日
ご
ろ
が
特
に
危
な
い
。
そ
の
こ
ろ

佐
々
井
上
人
は
ど
こ
に
お
ら
れ
ま
す
か
？
」
と

言
わ
れ
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
を
見
る
と
21
～
23

日
に
、
ま
さ
し
く
大
地
溝
帯
と
中
央
構
造
線
の

交
接
地
点
大
鹿
村
に
滞
在
予
定
と
い
う
こ
と
で
、

「
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
ね
。
」
と
ア
ド
バ
イ
ス

を
い
た
だ
い
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
南
ア
ル
プ
ス
の
壮
大
な
景

観
を
正
面
に
、
天
竜
川
を
渡
っ
て
小
渋
川
沿
い

の
道
路
を
進
ん
で
行
く
と
、
大
規
模
な
浸
食
地

形
の
大
鹿
村
大
河
原
に
到
着
し
ま
し
た
。
中
国

地
方
の
山
間
部
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
大
自

然
を
目
の
前
に
、
し
か
し
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

の
建
設
予
定
地
と
な
っ
て
問
題
を
抱
え
る
大
鹿

村
。
こ
こ
に
は
40
年
も
前
か
ら
自
給
自
足
自
然

と
の
共
存
を
目
指
し
た
人
々
が
移
住
し
て
、
現

在
３
世
代
目
３
０
０
人
を
超
え
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
河

原
の
地
は
、
太
平
記
の
主
要
人
物
後
醍
醐
帝
の

第
三
皇
子
宗
良
親
王
が
南
朝
の
再
起
を
期
し
て

30
年
間
も
暮
ら
し
た
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。
昨

年
バ
ン
テ
ジ
ー
は
太
平
記
の
作
者
と
も
目
さ
れ

る
児
島
高
徳
の
生
誕
地
の
五
流
尊
瀧
院
に
参
拝

し
、
太
平
記
に
着
目
し
て
佐
々
井
氏
、
宇
喜
多

氏
と
の
関
係
等
研
究
を
重
ね
、
一
連
の
自
身
の

ル
ー
ツ
探
究
に
「
大
体
分
か
っ
て
き
た
。
」
と

の
コ
メ
ン
ト
も
・
・
。

６
月
22
日　
大
鹿
村

　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
工
事
が
始
ま
る
と
、

大
鹿
村
に
１
日
１
７
０
０
台
の
ト
ラ
ッ
ク
が
通

行
す
る
こ
と
に
な
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
赤
石

岳
の
真
下
を
抜
け
る
ト
ン
ネ
ル
工
事
で
は
大
量

の
土
砂
が
生
ま
れ
、
村
内
に
も
一
部
堆
積
場
が

計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
排
出
土
砂
に
よ
っ

て
埋
め
立
て
ら
れ
る
予
定
の
釜
沢
地
区
の
三
正

坊
と
い
う
古
墳
の
よ
う
な
小
高
い
丘
で
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
に
捧
げ
る
祈
り
の
会
「
山
河

の
集
い
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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夜
に
は
八
角
堂
と
い
う
八
角
形
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス

で
、
山
本
宗
補
さ
ん
の
ス
ラ
イ
ド
ト
ー
ク
と
バ

ン
テ
ジ
ー
を
囲
ん
で
の
交
流
会
が
あ
り
、
子
供

か
ら
大
人
ま
で
手
作
り
の
料
理
を
持
ち
寄
っ
て

楽
し
き
夜
ふ
け
の
会
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
長
老

的
存
在
内
田
ボ
ブ
さ
ん
が
名
曲
「
お
お
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
」
を
歌
い
、
バ
ン
テ
ジ
ー
は
団
扇
太

鼓
を
た
た
い
て
日
本
山
妙
法
寺
式
で
唱
題
さ
れ

ま
し
た
。

　

南
無
妙
法
蓮
華
経　

南
無
妙
法
蓮
華
経

か
つ
て
高
度
成
長
期
の
日
本
を
離
れ
、
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
や
ラ
ー
ジ
ギ
ル
の
八
木
上
人
の
と
こ
ろ
へ

や
っ
て
き
た
青
年
た
ち
は
、
そ
の
後
平
和
と
自

然
へ
の
同
化
を
模
索
し
て
、
大
鹿
村
に
辿
り
着

き
、
大
自
然
の
中
に
身
を
置
い
て
自
由
に
力
強

く
生
き
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
こ
こ
に
も
正

体
の
わ
か
ら
ぬ
何
も
の
か
が
押
し
寄
せ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
自
然
を
大
き
く
変
え
、
そ
の
生
活

を
あ
き
ら
め
る
よ
う
迫
る
得
体
の
知
れ
な
い
何

か
が
…
。

　

佐
々
井
上
人
の
日
本
巡
礼
は
そ
の
ま
さ
し
く

最
先
端
、
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
と
の
せ
め
ぎ

合
い
の
現
場
を
訪
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

そ
れ
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
て
も
気
づ
か
な
い
人
、

仕
方
な
く
あ
る
い
は
積
極
的
に
飲
み
込
ま
れ
て

い
く
人
、
そ
れ
か
ら
逃
げ
そ
し
て
抗
っ
て
い
く

人
。
昔
か
ら
世
界
中
で
住
む
場
所
を
奪
わ
れ
流

民
と
な
っ
て
、
流
れ
着
い
た
先
で
生
き
て
い
く
、

相
手
を
打
ち
負
か
し
滅
び
滅
ぼ
し
の
修
羅
の
世

界
か
ら
逃
れ
る
道
を
取
っ
た
人
々
。
流
れ
人
で

あ
り
逃
れ
人
で
あ
り
、
ナ
ー
ガ
族
と
は
そ
う
い

う
人
々
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
都
を
追
わ

れ
地
方
で
再
起
を
図
っ
た
後
醍
醐
帝
の
皇
子
達

は
護
良
親
王
、
尊
良
親
王
、
宗
良
親
王
・
・
・
と
、

良
と
い
う
字
が
つ
い
て
い
て
「
な
が
」
と
読
み

ま
す
。

６
月
23
日　
名
古
屋

　

出
立
の
朝
、
大
河
原
の
渓
谷
に
龍
雲
出
現
。

再
び
名
古
屋
へ
。
南
天
会
小
池
一
郎
氏
の
お
世

話
で
金
龍
寺
で
の
名
古
屋
講
演
会
に
登
壇
さ
れ

ま
し
た
。
昨
年
高
野
山
で
お
世
話
に
な
っ
た
近

藤
堯
寛
師
の
ご
自
坊
で
、
本
堂
い
っ
ぱ
い
に
人

が
集
ま
り
、
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
ま
し
た
。

６
月
24
日　
青
森

　

小
牧
空
港
か
ら
一
路
青
森
へ
。

　

出
迎
え
の
織
田
隆
全
師
の
ご
案
内
で
岩
木
山

に
車
上
登
山
。
つ
づ
ら
折
り
の
岩
木
ス
カ
イ

ラ
イ
ン
を
登
っ
て
一
気
に
霞
に
煙
る
８
合
目

（
１
２
４
７
ｍ
）
到
着
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で

来
れ
る
と
は
、
と
思
わ
ぬ
岩
木
登
山
に
喜
ん
で

お
ら
れ
ま
し
た
。

　

余
談
で
す
が
、
青
森
県
黒
石
市
の
大
川
原
に

は
、
大
鹿
村
の
大
河
原
で
宗
良
親
王
を
庇
護
し

た
南
朝
の
忠
臣
香
坂
高
宗
の
一
族
が
流
れ
着
き
、

宗
良
親
王
や
南
朝
の
人
々
を
偲
ん
だ
「
火
流
し
」

と
い
う
行
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
岩

木
山
麓
に
は
後
醍
醐
天
皇
の
皇
孫
98
代
長
慶
天

皇
の
御
陵
と
伝
え
る
地
も
あ
り
ま
す
。

６
月
25
日　
恐
山

　

さ
す
が
に
青
森
は
寒
く
、
宿
泊
の
青
龍
寺
書

院
の
部
屋
に
ス
ト
ー
ブ
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
日
は
日
本
三
大
霊
山
と
言
わ
れ
る

恐
山
へ
。
車
を
借
り
て
下
北
半
島
を
北
上
し
ま

し
た
。
途
中
六
ヶ
所
再
処
理
セ
ン
タ
ー
、
東
通

原
発
な
ど
の
核
施
設
の
看
板
を
続
け
ざ
ま
に
見

送
り
、
快
晴
の
空
の
下
美
し
い
陸
奥
湾
の
景
色

と
は
裏
腹
な
核
と
の
共
存
を
め
ざ
す
青
森
県
の

現
状
に
、
静
か
に
考
え
る
バ
ン
テ
ジ
ー
。
原

発
に
反
対
す
る
私
の
一
方
的
な
説
明
で
し
た

が
、
「
知
ら
ず
に
通
っ
た
ん
じ
ゃ
意
味
が
な
い

ん
だ
。
」
と
助
手
席
で
耳
を
傾
け
て
お
ら
れ
ま

し
た
。

　

恐
山
は
天
気
が
い
い
せ
い
か
、
思
っ
た
よ
り

恐
山
風
で
は
な
く
、
し
か
し
立
ち
上
る
硫
黄
の

煙
の
中
を
歩
い
て
お
参
り
さ
れ
ま
し
た
。
バ
ン
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テ
ジ
ー
は
恐
山
の
こ
と
を
「
き
ょ
う
ざ
ん
」
と

読
み
、
大
町
桂
月
の
句
入
り
の
恐
山
の
お
土
産

笠
を
買
い
、
帰
国
ま
で
被
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

夜
に
は
ち
ょ
う
ど
青
森
で
開
催
さ
れ
た
東
北

六
魂
祭
を
見
学
。
震
災
後
東
北
６
県
の
お
祭
り

が
集
ま
る
大
祭
と
し
て
開
催
さ
れ
、
も
の
す
ご

い
人
出
で
祭
り
の
中
心
部
に
入
る
こ
と
が
出
来

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
身
を
乗
り
出
し
て
ご
覧
に

な
り
ま
し
た
。

６
月
26
日　
青
龍
寺
講
演
会

　

昭
和
大
仏
青
龍
寺
で
行
わ
れ
た
講
演
。
金
堂

に
２
０
０
人
満
席
の
中
、
山
本
宗
補
氏
の
ス
ラ

イ
ド
ト
ー
ク
に
続
き
、
力
強
く
お
話
さ
れ
ま
し

た
。
山
本
宗
補
氏
撮
影
の
佐
々
井
上
人
の
写
真

も
パ
ネ
ル
展
示
。
北
海
道
、
大
阪
や
四
国
か
ら

も
青
森
に
駆
け
付
け
た
人
も
あ
り
、
な
か
な
か

の
盛
会
で
し
た
。
最
後
に
は
、
隆
全
師
の
太
鼓

に
合
わ
せ
、
来
場
の
皆
さ
ん
と
般
若
心
経
を
読

経
し
ま
し
た
。

６
月
27
日　
福
島　
南
相
馬
市

　

同
慶
寺
田
中
徳
雲
師
を
訪
ね
、
請
戸
海
岸
で

読
経
。
平
野
文
興
師
が
合
流
。
（
私
佐
伯
は
こ

の
日
か
ら
同
行
を
離
れ
て
お
り
ま
す
。
）

６
月
28
日　
三
春
町
か
ら
小
美
玉
市

　

三
春
町
福
聚
寺
住
職
の
芥
川
賞
作
家
、
玄
侑

宗
久
師
と
面
会
。
和
や
か
な
対
談
と
な
っ
た
よ

う
で
す
。
平
野
文
興
師
の
お
師
匠
様
の
お
寺
、

鳳
林
院
へ
宿
泊
。

６
月
29
日　
東
京
帰
着

６
月
30
日　
山
梨　
内
船
寺

　

古
く
か
ら
の
支
援
者
、
古
屋
由
美
子
さ
ん
や

内
船
寺
平
原
ご
住
職
夫
妻
の
お
招
き
に
よ
り
、

身
延
山
麓
の
地
へ
。
大
勢
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん

が
団
扇
太
鼓
を
叩
い
て
の
大
歓
迎
を
受
け
ま
し

た
。７

月
１
日　
　
内
船
寺
講
話
会　
身
延
山

　

内
船
寺
に
て
講
話
会
、
昼
食
会
。
午
後
に
は

身
延
山
久
遠
寺
へ
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。
地
図
で

見
る
と
、
身
延
山
の
奥
は
赤
石
岳
で
、
そ
の
向

こ
う
は
大
鹿
村
と
い
う
位
置
関
係
。

７
月
２
日　
三
鷹
講
演
会

　

南
天
会
会
員
の
成
清
一
夫
さ
ん
が
発
意
し
て

市
民
の
方
を
中
心
に
開
催
さ
れ
た
講
演
会
。
会

場
に
は
立
ち
見
も
出
る
ほ
ど
の
盛
会
と
な
っ
た

よ
う
で
す
。
夜
に
は
在
日
イ
ン
ド
人
仏
教
徒
の

方
々
に
よ
る
夕
食
会
に
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

７
月
３
日　
東
京

　

南
天
会
賛
同
人
で
も
あ
る
黒
澤
雄
太
師
範
主

催
の
「
殺
活
自
在
の
流
儀
」
演
武
会
と
対
談
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
黒
澤
氏
の
お
弟
子
の
日
下
部

泰
生
氏
に
よ
る
水
絵
画
実
演
、
真
剣
を
使
っ
て

の
試
し
切
り
が
行
わ
れ
、
高
山
龍
智
師
の
司
会

で
佐
々
井
上
人
と
黒

澤
師
範
の
対
談
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

７
月
４
日　
東
京

　

神
保
町
に
て
「
ブ
ッ

ダ
の
道
を
生
き
る
」

佐
々
井
秀
嶺
師
×
ア

ル
ボ
ム
ッ
レ
・
ス
マ

ナ
サ
ー
ラ
長
老
頂
上

対
談
に
参
加
。

７
月
５
日　
東
京

　

浅
草
木
馬
亭
に
て 

玉
川
奈
々
福
さ
ん
の

浪
曲
を
鑑
賞
、
取
材
な
ど
を
受
け
ま
し
た
。

７
月
６
日　
帰
国
前
日

７
月
７
日　
イ
ン
ド
帰
国

　

今
年
の
来
日
は
講
演
会
な
ど
が
相
次
ぎ
ま

し
た
が
、
健
康
に
過
ご
さ
れ
、
ま
た
懐
か
し

い
人
に
大
勢
会
い
、
に
こ
や
か
に
過
ご
さ
れ

た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

 　

今
生
に
合
い　

あ
う
う
れ
し
さ
よ

佐
々
井
秀
嶺

　

内
船
寺
ご
住
職
の
お
母
様
に
贈
ら
れ
た
色

紙
に
揮
毫
さ
れ
た
一
句
。
笑
顔
の
対
面
、
涙

の
出
会
い
、
何
を
求
め
て
、
仏
縁
に
引
き
寄
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「
や
る
ぞ
ー
！
と
い
う
こ
と
で
す
。
俺
が
や
ら

な
き
ゃ
誰
が
や
る
！
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
」

　

六
月
二
十
六
日
、
佐
々
井
上
人
青
龍
寺
講
演

で
、
参
加
者
か
ら
の
質
問
に
対
し
、
上
人
は
即

座
に
こ
う
答
え
ら
れ
た
。
質
問
は
次
の
よ
う
な

内
容
で
あ
っ
た
。

「
上
人
の
多
岐
に
わ
た
る
活
動
の
源
、
か
き
た

て
る
も
の
は
何
で
す
か
？
」

　

こ
れ
は
私
が
問
う
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た

質
問
で
も
あ
っ
た
。
見
知
ら
ぬ
異
国
の
地
で
、

差
別
と
貧
困
に
喘
ぐ
不
可
触
民
た
ち
の
間
に
分

け
入
り
、
寝
食
を
と
も
に
し
、
人
々
の
求
め
に

一
つ
一
つ
応
え
る
こ
と
に
よ
り
絶
大
な
信
頼
を

得
て
、
イ
ン
ド
仏
教
復
興
運
動
の
先
頭
に
立
ち
、

大
菩
提
寺
奪
還
闘
争
を
敢
行
、
龍
樹
菩
薩
の
遺

跡
を
調
査
発
掘
を
独
自
に
進
め
る
な
ど
、
ど
れ

一
つ
と
っ
て
も
一
大
事
業
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け

の
活
動
を
起
こ
す
に
は
、
相
応
す
る
動
機
と
想

像
を
絶
す
る
情
熱
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
情
熱

が
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
な
に
も
の
か
が
あ
る
は

ず
な
の
だ
。

　

我
は
龍
樹
な
り

　

汝
速
や
か
に
南
天
竜
宮
城
へ
行
け

　

南
天
竜
宮
城
は
我
が
法
城
な
り

　

我
が
法
城
は
汝
が
法
城

　

汝
が
法
城
は
我
が
法
城

　

汝
速
や
か
に
南
天
竜
宮
城
へ
行
け

　

南
天
鉄
塔
亦
そ
こ
に
あ
ら
ん
か

　

こ
の
龍
樹
菩
薩
の
啓
示
が
佐
々
井
上
人
を
突

き
動
か
す
根
源
で
あ
る
と
私
は
観
て
い
た
。
目

の
前
に
突
然
白
髪
の
老
人
が
現
れ
、
何
事
か
を

告
げ
て
忽
然
と
姿
を
消
す
。
俄
に
は
信
じ
が
た

い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

は
誰
に
も
出
来
な
い
。
し
か
し
、
上
人
は
こ
の

啓
示
を
真
っ
直
ぐ
に
受
け
止
め
て
、
多
難
の
道

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
啓
示
に
従
っ
て
歩
ま

れ
て
い
る
。
上
人
の
人
生
に
お
い
て
極
め
て
重

大
な
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
冒
頭
に
記
し
た
上
人
の
回
答
は
、

龍
樹
菩
薩
に
対
す
る
思
い
を
熱
く
語
る
こ
と
を

想
像
し
て
い
た
私
に
と
っ
て
は
、
肩
透
か
し
を

食
っ
た
感
が
あ
っ
た
。

６
月
26
日

　

佐
々
井
秀
嶺
上
人
青
龍
寺
講
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

織
田
隆
全

せ
ら
れ
て
、
今
年
も
大
勢
の
人
が
バ
ン
テ
ジ
ー

に
会
い
ま
し
た
。

今
回
も
、
南
天
会
会
員
を
は
じ
め
全
国
の
方
々

よ
り
あ
た
た
か
い
ご
支
援
を
賜
り
、
無
事
全
日

程
を
完
遂
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
の
調

整
不
足
に
よ
り
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
方
に

は
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

佐
々
井
上
人
に
は
今
後
も
イ
ン
ド
、
日
本
で

様
々
な
活
動
を
展
開
さ
れ
る
予
定
で
す
の
で
、

ま
た
是
非
ご
協
力
ご
注
目
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。
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と
こ
ろ
が
、
あ
ら
た
め
て
上
人
の
言
葉
を
反

芻
し
て
み
る
と
格
別
の
重
み
を
も
っ
て
響
い
て

き
た
。

「
俺
が
や
ら
な
く
て
誰
が
や
る
！
」

　

上
人
以
外
に
出
来
る
者
は
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
不
可
触
民
の
置
か
れ
た
悲
惨
な

状
況
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
は
、
見
過
ご
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士

の
仏
教
改
宗
へ
の
思
い
や
壮
絶
な
被
差
別
と
の

闘
争
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
イ
ン
ド
仏
教

復
興
運
動
の
火
を
絶
や
す
わ
け
に
は
い
か
い
な

い
。
仏
教
の
聖
地
大
菩
提
寺
が
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒

の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
見
た
以
上

は
、
仏
教
徒
の
手
に
取
り
戻
さ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
義
侠
心
、
義
憤
、
反
骨
、
同
体
大
悲
。

イ
ン
ド
仏
教
徒
の
苦
し
み
に
寄
り
添
っ
て
い
る

と
い
う
表
現
で
は
ま
だ
遠
く
、
イ
ン
ド
仏
教
徒

の
苦
し
み
「
即
」
上
人
の
苦
し
み
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。
そ
し
て
腹
の
底
か
ら
「
や
る
ぞ
ー
！
」

と
い
う
雄
叫
び
と
と
も
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
闘

争
心
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
一
切
衆
生
を
見
る
こ
と
な
お
し
己
身
の
ご
と

し
」

　

こ
れ
は
弘
法
大
師
が
『
三
昧
耶
戒
序
』
に
説

く
と
こ
ろ
の
、
菩
薩
道
を
歩
む
者
が
片
時
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
心
で
あ
る
。
佐
々
井
上
人
は

啓
示
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

啓
示
に
よ
っ
て
縁
じ
た
地
、
ナ
グ
プ
ー
ル
に
居

を
移
し
て
、
た
だ
た
だ
ま
っ
す
ぐ
に
ご
自
身
の

菩
薩
道
を
歩
ん
で
お
ら
れ
る
の
だ
。

　

菩
薩
道
は
か
つ
て
龍
樹
菩
薩
が
示
さ
れ
た
道

で
あ
る
。
悟
り
を
目
指
し
て
自
ら
の
修
行
に
専

念
す
る
だ
け
で
な
く
、
苦
し
み
の
中
に
あ
る
衆

生
を
積
極
的
に
救
う
「
利
他
行
」
が
旗
印
と
し

て
掲
げ
ら
れ
た
。
利
他
行
を
行
う
に
は
智
慧
と

慈
悲
が
両
輪
と
な
っ
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
龍
樹
菩
薩
が
大
成
さ
れ
た
空
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
存
在
や
現
象
は
他
と
の
関
連
、
相
互
依
存

に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
他
と
の
関
連
な
く

し
て
成
立
す
る
も
の
は
一
つ
と
し
て
無
い
と
い

う
こ
と
。
こ
の
空
観
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

我
と
い
う
執
著
を
は
な
れ
て
「
己
身
」
の
ご
と

く
他
を
見
る
慈
悲
が
生
じ
て
く
る
。

　

辞
書
的
な
説
明
だ
け
で
は
な
か
な
か
分
か
り

難
い
の
で
、
私
が
高
野
山
で
修
行
し
た
時
に
指

導
を
賜
っ
た
和
上
様
の
話
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

 
 

若
か
り
し
頃
、
大
き
な
挫
折
を
経
験
し
た
こ

と
を
機
に
高
野
山
で
仏
教
を
学
び
は
じ
め
た
師

は
、
ど
う
し
て
も
慈
悲
と
い
う
こ
と
が
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
「
慈
悲
で
渡
っ
て

い
け
る
ほ
ど
世
の
中
は
甘
く
な
い
。
」
と
、
偽

善
的
に
感
じ
て
い
た
の
だ
。
数
年
学
ん
で
も
得

心
が
行
か
ず
、
山
を
下
り
て
百
姓
と
し
て
三
年

ほ
ど
畑
仕
事
に
従
事
し
た
。
あ
る
日
、
自
分
の

畑
か
ら
人
参
を
一
本
引
き
抜
い
た
と
こ
ろ
で
、

は
た
と
気
づ
い
た
。
こ
の
人
参
は
自
分
が
育
て
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７
月
３
日

「
道
が
な
か
っ
た
ら
歩
け
ね
ぇ
じ
ゃ
ね
え
か
」

バ
ン
テ
ー
ジ
ー
を
む
か
え
て
の
真
剣
試
し
斬
り
奉
納
演
武
と

対
談
の
会
『
殺
活
自
在
の
流
儀
』
か
ら
剣
士
は
何
を
得
た
か

　
　
　
　
　
　
日
本
武
徳
院
試
斬
居
合
道　
殺
活
自
在
流　

黒
澤
龍
雲

Photo:
Nori Uchiumi

　

古
く
は
武
道
を
武
術
、
剣
道
を

剣
術
な
ど
、
「
術
」
と
称
す
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
正
に
実

践
的
な
技
で
、
目
的
を
達
成
す
る

た
め
の
技
術
だ
っ
た
。

　

し
か
し
我
々
の
先
祖
は
、
実
践

的
技
術
だ
け
に
止
ま
る
こ
と
を
良

し
と
せ
ず
、
そ
こ
に
精
神
性
や
哲

学
性
、
宗
教
性
な
ど
を
加
味
し
て

渾
然
一
体
と
し
、
「
術
」
を
「
道
」

に
深
化
さ
せ
た
。

　

だ
と
す
れ
ば
現
代
武
道
は
、
そ

の
系
譜
に
あ
る
も
の
が
正
統
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
武
道
家
は
道
を
志

し
、
そ
う
で
な
い
者
は
、
や
っ
て

い
る
こ
と
が
例
え
武
道
と
称
さ
れ

る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
武

道
で
は
な
く
外
道
だ
と
い
う
こ
と

だ
。

　

道
を
志
し
、
道
を
歩
む
と
い
う

こ
と
は
武
道
も
仏
道
も
同
じ
、
む

し
ろ
武
道
は
仏
道
の
大
き
な
影
響

の
も
と
、
人
殺
し
の
技
術
を
、
人
も
己
も

い
き
る
道
に
転
換
し
た
の
が
歴
史
の
事
実

で
あ
り
、
私
の
武
道
人
生
の
実
感
で
も
あ

る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
道
は
武
道
の
師

で
も
あ
り
、
母
で
も
あ
る
と
言
え
る
か
と

思
う
。

　

去
る
７
月
３
日
、
四
谷
真
成
院
本
堂
に

バ
ン
テ
ー
ジ
ー
を
お
迎
え
し
て
、
真
剣
試

し
斬
り
奉
納
演
武
と
対
談
の
会
『
殺
活
自

在
の
流
儀
』
を
行
っ
た
。
発
案
は
南
天
会

の
佐
伯
さ
ん
と
話
し
て
い
た
時
に
パ
ッ
と

閃
い
た
直
観
で
、
い
ま
自
分
が
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
啓
示
だ
っ
た
。

　

当
日
は
お
陰
さ
ま
で
１
０
０
人
を
超
え

る
人
に
参
加
い
た
だ
き
、
本
堂
が
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
は
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
、
真
成
院
の
織

田
住
職
、
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
の
弟
子
の
高
山

さ
ん
、
南
天
会
の
佐
伯
さ
ん
と
私
が
内
陣

に
入
り
、
参
会
の
皆
さ
ん
も
一
緒
に
般
若

心
経
を
読
経
し
た
。
さ
す
が
に
こ
の
会
に

来
る
く
ら
い
の
方
は
意
識
が
高
く
、
般
若

心
経
は
す
ら
す
ら
と
読
め
る
よ
う
で
、
皆

さ
ん
の
声
が
本
堂
に
響
き
渡
り
、
厳
粛
な

一
体
感
で
会
が
は
じ
ま
っ
た
。

　

次
に
私
の
真
剣
試
し
斬
り
奉
納
演
武
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
言
葉
で
説
明

し
て
も
仕
方
な
い
と
思
う
の
で
、
興
味
が

あ
る
方
は
南
天
会
の
小
林
三
旅
君
の
撮
っ

た
映
像
がy

o
u
t
u
b
e

に
あ
る
の
で
、
そ
ち

た
の
だ
ろ
う
か
？
い
や
、
土
の
養
分
、
適
度
な

水
、
温
度
、
気
候
、
太
陽
…
…
適
す
る
環
境
が

調
っ
た
か
ら
必
然
と
し
て
自
ら
育
っ
た
…
…
。

全
知
全
能
の
神
が
い
て
こ
の
人
参
と
ま
っ
た
く

同
じ
も
の
を
つ
く
る
と
す
れ
ば
、
地
球
が
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
太
陽
が
な
く
て
は
な
ら
な
い

…
…
宇
宙
の
始
ま
り
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
た
っ
た
一
本
の
人
参

の
存
在
が
全
宇
宙
と
繋
が
っ
て
い
る
。

「
こ
れ
に
気
づ
い
た
時
、
殺
し
て
や
り
た
い
と

憎
ん
で
い
た
人
の
こ
と
も
自
分
な
ん
だ
な
と
思

う
こ
と
が
出
来
た
。
や
っ
ぱ
り
慈
悲
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
空
と
い
う
の
は
連
鎖

反
応
だ
。
」

 
 

宇
宙
大
に
広
が
る
壮
大
な
ド
ミ
ノ
倒
し
の
牌

が
次
々
と
倒
れ
て
い
く
波
の
よ
う
な
動
き
が

個
々
の
存
在
や
現
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
佐
々

井
上
人
は
動
き
を
止
め
か
か
っ
て
い
る
牌
を
見

つ
け
て
は
そ
の
背
中
を
押
し
、
方
向
を
一
方
に

調
え
無
数
の
波
を
集
め
て
、
容
易
に
は
倒
れ
な

い
巨
大
な
牌
を
倒
そ
う
と
し
て
い
る
。
一
人
で

も
多
く
の
人
々
が
菩
薩
道
と
い
う
流
れ
に
合
流

し
、
大
き
な
大
き
な
龍
の
よ
う
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

数
年
来
の
念
願
が
叶
い
、
佐
々
井
上
人
の
講

演
会
を
青
森
の
地
で
開
催
出
来
た
ご
縁
に
感
謝

し
た
い
。
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ら
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　

一
言
だ
け
申
せ
ば
、
ご
本
尊
さ
ま
と
一

体
と
な
っ
て
、
い
ま
ま
で
の
奉
納
演
武
に

は
な
い
境
地
で
刀
を
振
る
え
た
実
感
が
あ

り
、
こ
こ
で
得
た
そ
れ
は
、
今
後
、
剣
の

道
を
歩
む
上
で
大
切
な
水
脈
と
な
る
だ
ろ

う
と
感
謝
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
再
び
バ
ン
テ
ー
ジ
ー

に
内
陣
に
あ
が
っ
て
い
た
だ
い
て
、
こ
の

パ
ー
ト
の
仕
切
り
役
を
御
願
い
し
た
高
山

さ
ん
と
と
も
に
対
談
が
は
じ
ま
る
。
テ
ー

マ
は
仏
道
と
武
道
と
の
繋
が
り
、
そ
の
過

去
か
ら
現
在
い
ま
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
れ
は
私
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
武
の

道
と
仏
の
道
を
先
人
た
ち
が
ど
う
一
致
さ

せ
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
先
人
た

ち
の
智
慧
を
我
が
血
肉
と
し
て
、
今
後
私

が
ど
の
よ
う
に
道
を
歩
ん
で
い
く
の
か
を
、

本
尊
、
師
、
弟
子
、
有
縁
の
皆
様
の
前
で

表
明
す
る
大
切
な
機
会
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

そ
の
た
め
の
切
り
口
を
い
く
つ
か
用
意

し
て
対
談
に
望
ん
だ
が
、
望
み
通
り
に
い

く
も
の
も
あ
れ
ば
、
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
、

思
わ
ぬ
方
向
に
発
展
す
る
も
の
な
ど
も
あ

り
、
と
て
も
楽
し
く
有
意
義
な
時
間
だ
っ

た
。
そ
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
を
紹
介
し

た
い
。

　

禅
で
は
「
無
念
無
想
」
と
い
い
、
そ
の

影
響
を
受
け
た
武
道
流
派
は
「
無
念
無
想

で
打
て
、
斬
れ
」
と
言
う
が
、
私
は
む
し

ろ
「
有
念
無
想
」
で
、
斬
る
と
い
う
一
念

に
徹
し
、
そ
れ
以
外
を
想
わ
な
い
の
が
正

し
い
の
で
は
な
い
か
と
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
に

問
う
た
。

　

す
る
と
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
は
、
真
言
密
教

で
は
念
が
な
い
と
ダ
メ
だ
、
念
と
い
う
の

は
自
分
を
固
め
る
こ
と
で
、
む
か
し
実
践

し
た
念
力
の
手
刀
で
氣
合
一
閃
、
木
を

真
っ
二
つ
に
斬
る
修
行
の
話
を
し
て
く
れ

た
。
こ
こ
が
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
の
面
白
い
と

こ
ろ
だ
が
、
氣
合
一
閃
、
手
刀
で
真
っ
二

つ
に
し
た
木
を
、
返
す
刀
で
再
び
氣
合
一

閃
す
る
と
、
真
っ
二
つ
に
な
っ
た
木
が

く
っ
つ
く
ん
だ
、
と
子
供
の
よ
う
な
笑
顔

で
言
う
。
さ
す
が
に
高
山
さ
ん
が
「
本
当

で
す
か
」
と
突
っ
込
ん
で
い
た
が
、
バ
ン

テ
ー
ジ
ー
は
「
本
当
だ
よ
、
嘘
な
ん
か
言

う
か
」
と
返
し
て
い
た
の
で
、
き
っ
と
事

実
で
は
な
く
と
も
真
実
な
の
だ
ろ
う
。

　

バ
ン
テ
ー
ジ
ー
は
、
イ
ン
ド
で
も
物
憑

き
や
狂
人
、
化
け
猫
憑
き
な
ど
に
念
で
対

し
、
氣
合
一
閃
で
退
散
さ
せ
る
そ
う
だ
。

こ
れ
も
確
か
に
納
得
で
き
る
話
で
、
念
の

力
と
、
そ
れ
を
発
動
さ
せ
る
手
刀
や
氣
合

に
は
、
そ
う
い
っ
た
超
自
然
的
な
力
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
行
者
と
し
て
の
実
力
や
、

そ
の
力
を
自
利
で
使
う
の
か
、
利
他
で
使

う
の
か
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
題
は
あ
る

が
、
利
他
行
に
徹
し
て
い
る
バ
ン
テ
ー
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ジ
ー
の
よ
う
な
人
に
は
、
そ
の
よ
う
な
力
が
備

わ
っ
て
い
て
不
思
議
で
は
な
い
と
想
う
。

　

次
の
話
題
は
「
空
」
に
つ
い
て
だ
。
斬
る
こ

と
に
精
通
し
な
が
ら
、
斬
る
こ
と
を
放
り
投
げ

る
、
そ
う
い
う
心
境
に
き
て
い
る
と
申
し
上
げ

た
ら
、
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
は
仏
道
の
空
と
武
道
の

空
の
究
極
は
同
じ
、
だ
か
ら
武
人
は
空
を
識
る
、

何
か
に
執
着
し
固
ま
っ
て
し
ま
わ
ぬ
た
め
に
だ
、

と
答
え
た
。

　

老
化
と
い
う
の
は
年
齢
で
は
な
く
、
心
も
身

体
も
固
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
言
う
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
原
因
は
執
着
だ
。
金
や
物
に
執
着

し
、
地
位
や
立
場
に
執
着
し
、
生
に
執
着
す
る

姿
を
老
醜
と
言
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
バ
ン

テ
ー
ジ
ー
に
は
そ
う
い
う
面
が
な
い
。
そ
れ
は

正
し
く
「
空
」
を
識
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が

若
さ
の
秘
訣
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
「
道
」
に
つ
い
て
だ
。
高

山
さ
ん
か
ら
、
現
代
で
は
多
く
の
人
が
道
の
プ

ロ
セ
ス
と
、
そ
れ
に
か
か
る
時
間
の
長
さ
を
面

倒
く
さ
が
り
、
手
軽
に
で
き
る
も
の
、
答
え
が

容
易
に
見
つ
か
る
も
の
な
ど
を
求
め
過
ぎ
、
そ

れ
が
か
え
っ
て
人
々
の
心
を
不
安
に
さ
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
に
水
を
向

け
た
。
す
る
と
答
え
て
曰
く

　

「
道
が
な
か
っ
た
ら
歩
け
ね
ぇ
じ
ゃ
ね
え

か
！
」

　

つ
づ
け
て
曰
く
、
武
道
に
限
ら
ず
、
す
べ
て

に
道
が
あ
る
。
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
、

我
々
は
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
道
が
そ
れ
ぞ

れ
に
あ
る
。
道
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

私
は
今
こ
れ
を
書
き
な
が
ら
、
仏
道
や
武
道

と
い
う
の
は
、
そ
の
道
標
な
の
で
は
な
い
か
と

確
信
す
る
。
人
生
は
長
く
、
答
え
は
容
易
に
見

つ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
安
易
な
方
向

に
流
さ
れ
て
ば
か
り
い
る
と
、
結
局
は
道
を
見

失
う
。
迷
子
く
ら
い
な
ら
か
わ
い
い
が
、
遭
難

し
て
行
方
不
明
、
虎
に
喰
わ
れ
て
跡
形
も
な
く

な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。

　

道
を
求
め
る
生
き
方
、
つ
ま
り
「
求
道
」
は

辛
く
し
ん
ど
い
面
も
あ
る
が
、
道
に
迷
う
こ
と

は
な
い
。
歩
む
道
に
は
必
ず
先
人
達
の
遺
し
た

道
標
が
あ
り
、
こ
こ
は
あ
の
人
の
歩
い
た
道
、

こ
の
道
標
は
彼
の
人
の
も
の
と
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
を
大
切
に
し
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
べ
き
場

所
へ
と
導
か
れ
る
。

　

容
易
に
見
つ
か
る
答
え
は
本
質
的
な
問
題
を

解
決
せ
ず
、
ま
た
再
び
容
易
に
迷
い
だ
す
。
し

か
し
、
苦
労
し
て
得
た
も
の
は
、
自
分
の
生
き

て
い
る
間
、
た
え
ず
血
肉
と
な
り
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
な
る
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
循
環
さ
せ
、

磨
き
を
か
け
る
場
所
を
道
場
と
呼
ぶ
。
現
代
人

に
最
も
欠
け
て
い
て
、
本
来
最
も
必
要
な
の
が
、

こ
の
よ
う
に
し
て
道
を
追
求
す
る
場
な
の
だ
。

　

最
後
は
「
殺
活
自
在
の
流
儀
」
の
名
乗
り
だ
。

私
は
今
ま
で
流
儀
を
名
乗
ら
ず
、
道
場
の
名
前

だ
け
で
活
動
し
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
流
儀
の

名
前
に
は
微
妙
な
問
題
も
含
ん
で
お
り
、
明
治

の
廃
刀
令
、
武
士
の
消
滅
か
ら
、
太
平
洋
戦
争

敗
戦
、
占
領
軍
に
よ
る
武
道
禁
止
令
ま
で
、
武

道
流
儀
の
断
絶
が
百
五
十
年
近
く
に
お
よ
ん
だ

今
、
果
た
し
て
正
統
だ
と
証
明
で
き
る
流
儀
が

い
く
つ
あ
る
の
か
、
お
お
い
に
疑
問
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
、
流
派
や
継
承
者
を
名
乗
る
人
の
人

間
性
の
問
題
が
あ
る
。
中
に
は
真
っ
当
な
人
も

い
る
が
、
大
半
は
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い

面
々
ば
か
り
だ
。
剣
の
実
力
も
そ
う
だ
が
、
そ

れ
以
前
に
求
道
者
で
は
な
い
。
た
だ
の
自
己
顕

示
欲
や
自
己
満
足
、
つ
ま
り
自
利
だ
け
で
流
派

や
継
承
者
を
騙
っ
て
い
る
だ
け
の
凡
俗
の
輩
が

多
い
。

　

と
同
時
に
自
分
の
剣
境
の
至
ら
な
さ
も
あ
っ

た
。
今
ま
で
は
、
自
分
は
、
そ
れ
ら
凡
俗
と
同

じ
穴
の
ム
ジ
ナ
だ
と
思
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う

器
の
小
さ
さ
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
い
ま
っ
て
流
儀
の
名

前
を
名
乗
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
回
有
難
く

機
が
満
ち
て
「
殺
活
自
在
流
」
と
名
乗
ろ
う
と

閃
い
た
。

　

な
ぜ
「
殺
活
自
在
」
な
の
か
と
い
う
と
、
刀

で
あ
る
限
り
殺
が
先
で
、
刀
の
美
し
さ
と
は
、

殺
の
機
能
を
突
き
詰
め
た
結
果
う
ま
れ
た
美
で

あ
り
、
美
を
追
求
し
た
結
果
う
ま
れ
た
も
の
で

は
な
い
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、
最
前
か
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

殺
だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
活
に
転

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
先
人
達
の

目
指
し
た
境
地
で
あ
り
、
そ
れ
が
武
道
の
「
道
」

で
あ
る
。
自
分
は
そ
れ
を
正
し
く
継
承
し
、
さ

ら
に
現
代
に
生
き
る
人
々
に
求
道
の
楽
し
さ
を
、

道
場
を
中
心
に
、
も
っ
と
広
く
知
ら
し
め
な
い

と
な
ら
な
い
。

　

そ
う
い
っ
た
志
を
バ
ン
テ
ー
ジ
ー
に
話
し
た

と
こ
ろ
、
快
く
名
乗
り
親
を
引
き
受
け
て
く
だ

さ
っ
た
。

「
殺
活
自
在
流　

第
一
世　

黒
澤
龍
雲　

南
天

沙
門　

秀
嶺　

そ
の
名
乗
り
を
許
す
」
と
宣
言

し
て
い
た
だ
き
、
め
で
た
く
会
が
終
わ
っ
た
。

本
当
に
有
難
く
、
貴
重
な
時
間
だ
っ
た
。

　

こ
の
会
の
実
現
の
た
め
に
協
力
い
た
だ
い
た

方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
特
に
真
成
院
の
織
田
住
職
と
お
寺
の
皆
様
、

佐
伯
さ
ん
、
司
会
を
し
て
く
れ
た
高
山
さ
ん
、

中
村
さ
ん
、
映
像
の
小
林
さ
ん
、
会
の
名
を
墨

書
に
し
た
関
口
さ
ん
、
南
天
会
の
皆
さ
ん
、
そ

れ
と
私
の
剣
の
道
を
支
え
、
共
に
歩
む
道
場
の

門
弟
た
ち
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

バ
ン
テ
ー
ジ
ー
の
求
道
を
引
き
継
ぎ
、
活
動

を
広
め
る
た
め
、
今
後
も
精
進
し
て
ま
い
り
ま

す
。
ど
う
ぞ
皆
様
の
変
わ
ら
ぬ
お
力
添
え
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

日
本
武
徳
院w

w
w

.butokuin.com

※
こ
の
対
談
の
模
様
をYouTube

で
配
信
中

h
ttp

s://w
w

w
.y

o
u

tu
b

e
.c

o
m

/
w

atch?v=EJC1plk5Oz4
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シ
ル
プ
ル
買
い
物
事
情
・
食
べ
物
事
情

　

お
寺
に
一
人
暮
ら
し
で
す
か
ら
、
食
料
や
生

活
用
品
は
買
い
に
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

言
葉
が
不
自
由
な
の
で
、
買
い
物
が
億
劫
で

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
事
も
言
っ
て
ら
れ
ま
せ
ん
。

基
本
的
な
食
材
と
し
て
の
米
、
小
麦
粉
、
豆
、

野
菜
、
調
味
料
と
し
て
の
砂
糖
、
塩
、
香
辛
料

な
ど
は
ナ
ン
デ
ィ
シ
ュ
ワ
ル
ご
夫
妻(

私
の
世

話
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す)

が
時
々
来
て

く
れ
て
用
意
し
て
お
い
て
く
れ
ま
す
が
、
そ
れ

ら
も
無
く
な
れ
ば
買
い
に
行
か
ざ
る
を
え
ま
せ

ん
。

　

こ
れ
が
ど
う
も
億
劫
な
の
で
す
。

　

言
葉
が
不
自
由
で
す
し
、
日
本
の
商
店
の
様

に
値
札
が
付
い
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
い
く
ら
な

の
か
判
れ
ば
、
買
っ
た
品
物
の
大
体
の
支
払
う

べ
き
お
金
は
判
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
無
い
の
で

い
ち
い
ち
品
物
ご
と
に
聞
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

し
か
も
、
そ
の
値
段
が
相
応
の
価
格
な
の
か

ど
う
か
が
判
ら
な
い
の
で
す
。

　

言
わ
れ
る
ま
ま
支
払
う
と
、
知
ら
な
け
れ
ば

そ
れ
は
そ
れ
で
済
み
ま
す
が
、
後
で
そ
れ
が
相

場
な
の
か
ど
う
か
知
っ
て
し
ま
う
と
、
後
悔
す

る
の
で
す
。

　

特
に
、
タ
ク
シ
ー(

前
回
お
伝
え
し
た
三
輪

の
オ
ー
ト
リ
ク
シ
ャ
ー)

な
ど
は
そ
の
代
表
的

な
も
の
で
す
。
日
本
の
タ
ク
シ
ー
の
よ
う
な 

ド
ア
ー
が
つ
い
て
い
る
タ
ク
シ
ー
で
は
な
い
の

で
、
そ
の
料
金
は
日
本
円
に
し
た
ら
安
い
と
は

思
う
の
で
す
が
、
代
金
を
払
っ
た
後
で
怨
め
し

く
思
う
事
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
後
か
ら
他
の
客
が
乗
り
込
ん
で
き

た
り
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
安
く
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

数
字
も
、
英
語
で
あ
れ
ば
何
と
か
判
断
で
き

ま
す
が
、
イ
ン
ド
独
特
の
言
い
方
で
大
変
覚
え

に
く
い
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
つ
い
つ
い
、
相
手
の
言
い
な
り
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
言
葉
を
操
れ
な
い
の
は

か
な
り
ス
ト
レ
ス
で
あ
り
ま
す
。
億
劫
な
の
で

す
。

　

基
本
的
に
料
金
は
常
に
交
渉
次
第
で
決
ま
り

ま
す
。
交
渉
能
力
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と

な
の
だ
、
と
い
う
事
に
気
づ
き
ま
す
。
料
金
と

い
う
の
は
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
必
要
と
す
る
側
と
そ
れ
を
供
給
す
る
側

の
バ
ラ
ン
ス
で
そ
の
値
段
は
決
ま
っ
て
く
る
の

で
し
た
。

　

シ
ル
プ
ル
で
は
毎
週
木
曜
日
に
村
の
中
央
部

に
あ
る
バ
ス
の
終
着
点
の
近
く
の
広
場
で
市
場

が
開
か
れ
ま
す
。
週
に
一
度
の
青
空
市
場
な
の

で
す
が
、
雨
で
も
降
れ
ば
水
び
た
し
に
な
り
市

場
は
閉
鎖
で
す
。

　

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
や
麻
の
ご
ざ
の
上
に
、
農
家

の
人
達
が
自
分
で
作
っ
て
き
た
作
物
で
し
ょ
う

か
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ト
マ
ト
、
人
参
、
ピ
ー
マ

ン
、
大
根
、
人
参
、
き
ゅ
う
り
、
か
ぼ
ち
ゃ
、

見
た
事
も
な
か
っ
た
野
菜
な
ど
な
ど
。
あ
る
い

は
何
処
か
ら
か
仕
入
れ
て
き
た
品
物
で
し
ょ
う

か
、
麻
袋
に
た
っ
ぷ
り
詰
め
込
ま
れ
た
豆
類
や 

香
辛
料
な
ど
を
路
上
に
並
べ
て
い
ま
す
。

　

全
て
天
秤
ば
か
り
を
使
っ
た
計
り
売
り
で
す
。

　

服
や
履
物
、
玩
具
な
ど
も
並
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
を
扱
う
商
人
や
、
近
隣
の
農
家
の
人

た
ち
が
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
通
り
行
く
買
い
物

客
に
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　

人
口
１
５
０
０
～
１
６
０
０
人
く
ら
い
の 

小
さ
な
村
で
す
が
、
こ
の
日
ば
か
り
は
買
い
物

袋
を
ぶ
ら
下
げ
た
老
若
男
女
が
集
ま
っ
て
、
行

き
交
う
人
と
肩
が
ぶ
つ
か
り
合
う
ほ
ど
の
賑
や

か
さ
に
な
り
ま
す
。

　

買
い
物
客
は
見
た
感
じ
で
は
男
性
の
方
が
多

く
、
買
い
物
は
男
の
役
割
な
の
だ
ろ
う
か
？
財

布
の
紐
は
男
達
が
握
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
と
も
殆
ど
オ
ー
ト
バ
イ
や
自
転
車
で
や
っ

て
く
る
か
ら
か
な
ぁ
？
な
ど
と
思
っ
て
ま
す
。

　

牛
も
、
買
い
物
袋
こ
そ
下
げ
て
ま
せ
ん
が
、

賑
や
か
さ
に
つ
ら
れ
て
か
や
っ
て
き
ま
す
。
お

金
を
払
わ
ず
に
食
べ
物
が
手
に
入
る
の
で
す
。

し
か
し
、
気
を
利
か
し
た
つ
も
り
の
暑
さ
対
策

な
の
か
？
頼
み
も
し
な
い
「
水
ま
き
」
を
し
た

り
、
「
落
し
物
」
も
し
て
い
く
の
で
周
り
の
人

に
尻
を
叩
か
れ
叱
ら
れ
た
り
し
て
ま
す
。

　

魚
も
売
っ
て
い
ま
す
。
肉
も
売
っ
て
い
ま
す
。

で
も
冷
蔵
庫
な
ん
ぞ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ

れ
ら
は
強
い
日
差
し
の
中
、
喉
の
乾
い
た
ハ
エ

た
ち
に
は
最
高
の
ご
ち
そ
う
が
揃
っ
て
い
る
食

卓
で
す
。
彼
ら
は
追
わ
れ
て
も
追
わ
れ
て
も
素

早
く
元
の
テ
ー
ブ
ル
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
集
団
が
群
舞
す
る
中
、
店
主
は
出
刃
包

丁
を
巧
み
に
使
い
な
が
ら
、
魚
は
丸
の
ま
ま 

ぶ
つ
切
り
し
て
天
秤
ば
か
り
で
計
っ
て
売
っ
て

ま
す
。

　

そ
れ
ら
は
近
く
を
流
れ
る
河
や
湖
で
取
れ
た 

コ
イ
、
フ
ナ
、
ナ
マ
ズ
、
そ
の
他
魚
の
名
が
詳

し
く
な
い
の
で
名
が
分
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ

る
川
魚
で
す
。
私
の
場
合
、
海
の
近
く
で
育
ち

ま
し
た
か
ら
海
の
魚
は
馴
染
ん
で
い
る
の
で
美

味
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
川
魚
は
泥
臭
く
て 

ど
う
も
馴
染
め
ま
せ
ん
。

　

ま
、
イ
ン
ド
の
人
た
ち
も
、
こ
の
ニ
オ
イ
対

策
と
し
て
香
辛
料
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
て
油
で
揚

げ
て
食
べ
る
こ
と
が
常
の
様
な
感
じ
で
す
。

　

肉
類
に
つ
い
て
は
ご
存
知
の
様
に
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
は
牛
肉
は
食
べ
ま
せ
ん
。
で
も
イ

ス
ラ
ム
教
徒
の
多
い
地
区
で
は
売
っ
て
は
い
る

様
で
す
。
ヤ
ギ
肉
は
食
べ
る
様
で
す
。
豚
は
子

連
れ
で
ご
み
捨
て
場
を
漁
っ
て
い
る
の
を
見
か

け
ま
す
。
野
良
豚
か
？
或
い
は
何
処
か
で
飼
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
食
べ
る
の
か

な
ぁ
？(

イ
ス
ラ
ム
の
人
達
は
当
然
食
べ
な
い

と
思
い
ま
す
が
…
…)

　

で
も
私
は
鶏
肉
し
か
見
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。

シ
ル
プ
ル
よ
り
。

（
４
）

イ
ン
ド
・

シ
ル
プ
ル
在
住

平
野
文
興(
大
顕
龍
興)
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籠
に
入
っ
て
い
る
ニ
ワ
ト
リ
を
選
ん
で
そ
の
場

で
絞
め
て
も
ら
い
、
頭
を
落
と
し
、
沸
か
し
た

お
湯
に
浸
し
な
が
ら
羽
を
む
し
り
と
っ
て
鳥
肌

に
し
た
ピ
ン
ク
色
の
体
を
、
ま
な
板
の
上
で
ぶ

つ
切
り
に
し
て
こ
れ
も
計
り
売
り
で
す
。

　

新
鮮
な
鶏
肉
に
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、

つ
い
さ
っ
き
ま
で
生
き
て
い
た
鳥
の
そ
の
現
場

を
目
に
す
る
と
ど
う
も
食
欲
に
影
響
し
て
き
ま

す
。
実
際
一
度
だ
け
買
っ
て
、
唐
揚
げ
に
し
て

食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
で
買
う

鶏
肉
の
様
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ぶ
つ
切

り
の
せ
い
か
、
食
べ
た
時
、
細
か
な
骨
が
と
き

ど
き
ひ
っ
か
か
っ
て
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
以
来
、
動
物
性
の
タ
ン
パ
ク
源
は
も
っ

ぱ
ら
、
た
ま
ご
一
本
や
り
で
す
。

　

こ
の
た
ま
ご
も
、
日
本
の
そ
れ
と
は
少
し
趣

き
を
異
に
し
ま
す
。

　

大
抵
、
茶
色
い
糞
が
く
っ
つ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
殻
が
薄
い
の
で
す
。
初
め
の
頃
、
割
る
時

に
い
ま
ま
で
の
感
覚
で
力
を
入
れ
て
し
ま
い
、

中
身
を
全
て
足
の
甲
や
床
に
落
と
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
か
な
り
慎
重
に
割
ら

な
い
と
今
で
も
失
敗
す
る
時
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
片
手
で
割
っ
て
中
身
を
器
に
受
け
る
な

ん
て
こ
と
は
先
ず
無
理
で
す
。

　

そ
の
中
身
が
ま
た
チ
ョ
イ
と
趣
き
が
違
い
ま

す
。
黄
身
の
盛
り
上
が
り
に
勢
い
が
あ
り
ま
せ

ん
。
白
身
も
な
ん
と
な
く
元
気
が
無
く
、
当
初

は
ず
い
ぶ
ん
古
い
の
を
つ
か
ま
さ
れ
た
の
か

な
ぁ
と
思
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
店
を
変
え
た

り
し
て
何
度
か
買
っ
て
来
て
も
殆
ど
同
じ
で
す
。

高
温
の
場
所
で
保
管
さ
れ
、
更
に
炎
天
下
で
売

ら
れ
て
い
る
か
ら
か
な
？
な
ど
と
想
像
し
て
ま

す
。

　

炊
き
た
て
の
ご
飯
に
、
醤
油
＋
生
た
ま
ご
。

　

私
は
ど
ん
な
料
理
よ
り
も
こ
れ
が
一
番
美
味

い
！
と
思
っ
て
ま
す
。

　

で
も
、
こ
ち
ら
の
ご
飯
が
細
長
い
パ
サ
パ
サ

し
た
お
米
な
の
で
、
こ
れ
に
元
気
さ
に
欠
け
る

た
ま
ご
を
か
け
て
も
ど
う
も
な
あ
～
？
と
い
う

感
じ
で
す
が
…

　

ま
！
い
い
か
！
小
欲
知
足
…
…
小
欲
知
足

…
…
…
と
言
い
聞
か
せ
て
ま
す
。

　

イ
ン
ド
の
人
達
は
た
ま
ご
か
け
ご
飯
食
べ
な

い
ん
で
し
ょ
う
か
。
今
度
、
聞
い
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

今
で
も
な
か
な
か
イ
ン
ド
食
に
馴
染
め
ま
せ

ん
が
、
お
腹
が
空
い
て
さ
え
い
れ
ば
大
抵
の
も

の
は
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
も
ん
だ
な
あ
と
も

思
い
ま
す
。

　

永
平
寺
に
い
た
時
も
そ
う
で
し
た
が
、
入
山

し
て
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
、
食
べ
物
が
大
変

少
な
く
、
一
日
に
必
要
な
カ
ロ
リ
ー
に
足
り
な

い
の
で
す
。

　

修
行
僧
の
多
く
が
こ
の
飽
食
の
時
代
と
言
わ

れ
る
中
、
脚
気
を
患
い
ま
す
。
太
っ
て
い
た
人

も
急
に
痩
せ
て
い
き
ま
す
。
痩
せ
る
の
が
目
的

で
入
山
し
た
、
と
言
っ
て
い
た
者
も
い
ま
し
た
。

脚
気
は
永
平
寺
の
名
物
な
の
だ
、
と
も
聞
き
ま

し
た
。

　

私
は
歳
の
せ
い
か
、
３
ヶ
月
過
ぎ
た
頃
か
ら

入
山
仲
間
の
内
で
最
初
に
足
が
む
く
ん
で
き
ま

し
た
。

　

の
ど
も
妙
に
乾
い
て
き
ま
す
。
渇
き
に
耐
え

ら
れ
ず
、
ト
イ
レ
で
用
を
足
し
た
後
、 

便
器
に

流
れ
る
水
を
す
く
っ
て
飲
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
ト
イ
レ
の
手
洗
い
所
に
は
先
輩
僧
の
目

が
光
っ
て
い
て
、
一
挙
手
一
投
足
監
視
さ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
手
洗
い
の
つ
い
で
に
水
を
飲
む

な
ん
て
と
て
も
出
来
な
い
の
で
す
。

　

入
山
時
の
厳
し
い
持
ち
物
検
査
を
潜
り
抜
け

る
た
め
、
血
圧
の
薬
で
す
、
と
し
て
何
と
か
持

ち
込
ん
で
い
た
栄
養
剤
を
服
用
し
て
い
て
も
効

果
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

空
腹
の
日
々
で
、
お
米
ば
か
り
を
食
べ
て
い

た
せ
い
で
す
。
周
り
に
隠
れ
て
、
残
飯
を
盗
み

食
い
し
た
事
も
あ
り
ま
し
た
。

　

回
り
は
殆
ど
が
若
者
達
ば
か
り
な
の
で
、
彼

ら
は
何
と
も
な
い
ん
だ
ろ
う
な
、
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
後
で
分
か
っ
た
事
で
す
が
、
彼

ら
も
栄
養
剤
を
飲
ん
だ
り
、
先
輩
僧
が
こ
っ
そ

り
と
差
し
入
れ
て
く
れ
る
も
の
で
空
腹
を
し
の

い
で
い
た
様
で
す
。

　

彼
ら
は
殆
ど
が
駒
沢
大
学
の
出
身
で
、
先
輩

僧
が
い
て
く
れ
た
の
で
す
。
私
に
は
先
輩
僧
が

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

食
べ
物
を
美
味
い
と
思
っ
て
食
べ
ら
れ
る
の

は
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

空
腹
で
空
腹
で
、
食
べ
る
も
の
そ
の
も
の
が

な
い
時
、
目
の
前
に
食
べ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ

た
ら
、
つ
い
手
を
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
味
わ
っ

て
食
べ
る
な
ん
て
論
外
で
す
。

　

そ
こ
に
、
仲
間
が
居
て
も
、
仲
間
の
事
な
ん

か
思
い
や
れ
る
余
裕
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
少

な
い
食
べ
物
を
我
先
に
と 

取
り
合
う
状
況
が

現
出
す
る
の
で
す
。

　

食
べ
物
が
あ
る
だ
け
で
、
有
難
い
事
だ
、
と

も
思
い
ま
す
。

　

こ
ん
な
事
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
シ
ル

プ
ル
で
の
生
活
は 

今
の
私
に
と
っ
て
、
必
要

な
事
の
一
つ
な
の
だ
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
こ
れ
に
て
失
礼
し
ま
す
。
で
は
ま
た
。

『龍族』 は、 皆様からの寄稿をお待ちしております。

佐々井秀嶺上人に対する思い、研究の成果など
様々なテーマで広く受け付けております。

・ 原稿は事務局宛にメールまたは郵送でお送り下さい。

・ 使用したい写真等の素材がございましたら同封下さい。

・ 連絡の取れる電話番号やメールアドレスを忘れずにご明記下さい。

・ 掲載の可否および時期につきましては編集部にて決めさせて頂きます。

・ 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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マ
ン
セ
ル
遺
跡
に
つ
い
て

中
村　

龍
海

　
　
　
　
　
　
　
　

　

日
本
人
チ
ー
ム
に
よ
る
マ
ン
セ
ル
遺
跡

（
再
）
発
掘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
行
中
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
―
二
〇
〇
四
年
に
佐
々
井
秀
嶺
師

率
い
る
龍
樹
菩
薩
記
念
研
究
協
会
が
イ
ン
ド
人

考
古
学
者
達
と
行
っ
た
本
格
的
な
発
掘
以
来
、

マ
ン
セ
ル
再
発
掘
の
機
運
が
今
最
も
高
ま
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
の
マ
ン
セ
ル
遺
跡
の
概
要

と
今
後
の
計
画
を
簡
単
に
ご
紹
介
し
よ

う
と
思
う
。

　

マ
ン
セ
ル
遺
跡
（
北
緯
二
一
度
二
三

分
、
東
経
七
九
度
一
六
分
）
は
、
イ
ン
ド

マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
州
都
ナ
グ

プ
ー
ル
か
ら
北
東
に
約
四
〇
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
地
点
に
位
置
す
る
小
山
上
に
あ

る
複
合
遺
跡
群
で
あ
る
。
過
去
の
発
掘

か
ら
マ
ン
セ
ル
遺
跡
に
は
四
つ
の
主
要

な
歴
史
時
代
層
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
即
ち
、
一
、
マ
ウ
リ
ヤ
‐

シ
ュ
ン
ガ
王
朝
時
代
（
紀
元
前
三
〇
〇

年
―
紀
元
前
二
〇
〇
年
）
、
二
、
サ
ー
タ

ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
王
朝
時
代
（
紀
元
前
二
〇
〇
年
―

紀
元
二
五
〇
年
）
、
三
、
グ
プ
タ
‐
ヴ
ァ
カ
タ

カ
王
朝
時
代
（
紀
元
二
七
五
年
―
五
五
〇
年
）
、

そ
し
て
、
四
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
ク
ン
デ
ィ
ン
王
朝

時
代
（
紀
元
五
五
〇
年
―
六
二
四
年
）
で
あ
る
。

特
筆
す
べ
き
は
こ
れ
ら
の
時
代
区
分
の
内
、
第

三
の
グ
プ
タ
‐
ヴ
ァ
カ
タ
カ
王
朝
時
代
の
み
が

比
較
的
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
色
の
強
い
時
代
で
、
そ

れ
以
外
の
三
つ
の
時
代
は
仏
教
時
代
で
あ
る

と
（
反
仏
教
的
先
入
観
を
持
ち
や
す
い
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
考
古
学
者
達
に
よ
っ
て
さ
え
）
認

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
時
点
で
の
考

古
学
的
成
果
か
ら
、
マ
ン
セ
ル
は
紀
元
五
世
紀

後
半
の
ヴ
ァ
カ
タ
カ
王
朝
の
プ
ラ
ヴ
ァ
ラ
セ
ー

ナ
二
世
王
の
首
都
プ
ラ
ヴ
ァ
ラ
プ
ー
ラ
、
及
び

プ
ラ
ヴ
ァ
レ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
寺
院
と
同
定
さ
れ

て
い
る
。
同
考
古
学
者
達
に
拠
れ
ば
、
こ
の
王

で
す
ら
古
代
イ
ン
ド
の
主
た
る
王
達
と
同
様
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
時
に
仏
教
等
の
宗
教
も
寛

大
に
庇
護
し
て
い
た
傾
向
が
う
か
が
え
る
と
言

う
。
（
図
１
）

　

今
最
も
「
南
天
鉄
塔
」
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
マ
ン
セ
ル
第
三
遺
跡
（
Ｍ
Ｎ
Ｓ
３
）
か
ら
は
、

同
地
が
仏
教
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
示
す
四
基
の

仏
塔
が
見
付
か
っ
た
。
「
深
さ
三
・
九
〇
メ
ー
ト

ル
、
岩
盤
の
直
上
に
建
て
ら
れ
た
、
直
径
八
・

〇
メ
ー
ト
ル
の
煉
瓦
造
り
の
仏
塔
が
あ
っ
た
。

煉
瓦
の
寸
法
は
、
四
六
セ
ン
チ
×
二
二
セ
ン
チ

×
七
セ
ン
チ
で
あ
る
。
東
側
に
は
、
元
の
小
山

の
傾
斜
し
た
線
上
に
、
階
段
が
作
ら
れ
た
。
波

打
つ
地
面
を
望
み
つ
つ
、
仏
塔
へ
と
近
付
く
為

に
、
地
面
は
一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
ま
で

打
ち
固
め
上
げ
ら
れ
、
三
十
八
の
横
の
層
の
広

が
り
を
有
つ
壁
が
起
こ
さ
れ
た
。
…
こ
の
第
一

仏
塔
の
崩
壊
直
後
、
１
Ｂ
期
に
、
こ
の
時
小

岩
、
煉
瓦
片
、
土
で
い
っ
ぱ
い
に
さ
れ
た
長
方

形
の
諸
房
を
作
る

こ
と
で
、
別
の
仏

塔
が
建
立
さ
れ
た
。

房
の
寸
法
は
二
・

五
〇
メ
ー
ト
ル

×
一
・
五
〇
メ
ー

ト
ル
か
ら
、
二
・

五
〇
メ
ー
ト
ル
×

一
・
一
〇
メ
ー
ト

ル
の
多
岐
に
渡

る
。
こ
れ
ら
の
一

つ
で
、
四
二
セ
ン

チ
×
二
二
セ
ン
チ

×
八
セ
ン
チ
寸
法
の
煉
瓦
の
、
三
十
四
の
横
の

層
が
掘
り
出
さ
れ
た
。
こ
の
仏
塔
の
場
所
か
ら
、

石
灰
岩
の
舎
利
容
器
の
底
部
と
把
手
と
が
出
土

し
た
。
こ
の
仏
塔
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
後
、

厚
さ
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
文
化
的
堆
積
物
が

そ
の
上
に
積
み
重
な
っ
た
。
」1

「
明
ら
か
に
、

こ
れ
ら
二
基
の
仏
塔
は
、
マ
ウ
リ
ヤ
朝
後
期
と

シ
ュ
ン
ガ
朝
前
期
の
間
に
建
立
さ
れ
た
。
こ
の

時
代
に
つ
い
て
は
ま
た
、
ヒ
デ
ィ
ン
バ

山

テ
ー
ク
デ
ィ
ーの

南
東
角
に
、
長
さ
八
メ
ー
ト
ル
（
南
北
）
、
幅
五
・

五
〇
メ
ー
ト
ル
（
東
西
）
の
楕
円
形
の
祀

チ
ャ
イ
ト
ヤ

堂
が

掘
り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
北
側
に
偶
像
の
為

の
、
長
い
、
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
幅
の
台
座
が

あ
り
、
一
方
、
入
り
口
は
西
か
ら
入
る
。
」2

こ
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
様
に
、
仏
塔
の
傍

か
ら
は
複
数
の
舎
利
容
器
と
仏
舎
利
が
出
土
し

て
お
り
、
マ
ン
セ
ル
遺
跡
の
仏
教
的
特
色
を
強

調
し
て
い
る
。

　

マ
ン
セ
ル
遺
跡
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、

そ
の
基
壇
部
や
柱
部
に
見
ら
れ
る
蓮
華
状
の

意モ
チ
ー
フ匠

で
あ
る
。
「
垂
直
に
、
全
て
の
祠
が
、
諸

の
三
角
形
と
逆
三
角
形
（
正
三
角
形
）
を
採
用

し
て
、
蓮
の
蕾
の
形
に
建
て
ら
れ
た
。
最
終
的

に
指
向
す
る
端
に
向
か
っ
て
収
束
し
、
尖シ

カ

ラ塔

の
閉
じ
た
屋
根
を
作
っ
て
い
る
花
弁
を
掲
げ

る
為
の
数
々
の
手
法
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の

複コ

ン

プ

レ

ッ

ク

ス

合
建
造
物
全
体
が
石
灰
漆
喰
で
塗
ら
れ
た
、

明
白
な
証
拠
が
あ
る
。
…
斯
の
数
々
の
三
角

形
、
殊
に
一
列
の
祠
の

脚

ジ
ャ
ン
ガ
ー

部
の
も
の
は
、
人

の
顔
を
し
て
い
る
。
各
祠
の
大
部
分
に
、
東
か

西
か
ら
の
入
り
口
が
あ
り
、
幾
つ
か
に
は
小

張マ

ン

ダ

パ

出
玄
関
と
、
階
段
の
近
く
に
貯
水
の
為
の
小

さ
な
半
円
か
三
角
形
の
水ク

ン

ダ溜
が
あ
る
。
祠
の
一

つ
で
は
、
傾
い
た
自
然
石
直
下
の
、
四
角
い
煉
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瓦
台
座
の
上
に
、
リ
ン
ガ
が
保
た
れ
て
い
る
。
」

3
こ
の
様
な
蓮
華
状
の
意
匠
は
、
イ
ン
ド
広
し

と
い
え
ど
も
マ
ン
セ
ル
遺
跡
に
し
か
見
ら
れ
な

い
独
特
な
も
の
で
あ
り
、
遺
跡
に
隣
接
す
る
マ

ン
セ
ル
湖
に
群
生
す
る
天
然
自
然
の
白
蓮
華
や

紅
蓮
華
と
相
俟
っ
て
、
同
遺
跡
と
『
妙
法
蓮
華

経
』
と
の
何
等
か
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
図
２
）

　

マ
ン
セ
ル
遺
跡
に
は
大
乗
仏
教
の
開
祖
の
一

人
と
看
做
さ
れ
る
、
古
代
イ
ン
ド
で
活
躍
し
た

龍
樹
菩
薩
に
ま
つ
わ
る
遺
跡
と
推
測
で
き
る
だ

け
の
考
古
学
的
・
文
献
学
的
な
様
々
な
証
拠
が

あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
が
、
法
顕
や
玄
奘
と
い
っ

た
古
代
中
国
か
ら
イ
ン
ド
へ
の
巡
礼
僧
達
が
残

し
た
記
録
で
あ
る
。
法
顕
は
そ
の
旅
行
記
『
法

顕
伝
』
（
別
名
『
仏
国
記
』
）
の
第
四
章
「
達ダ

ク
シ
ン嚫

国
」
の
条
で
、
玄
奘
は
や
は
り
自
身
の
ナ
ー
ラ

ン
ダ
大
学
留
学
を
含
め
た
旅
行
記
『
大
唐
西

域
記
』
の
巻
十
・
一
二
「
憍コ

ー

サ

ラ

薩
羅
国
」
五
「
黒

蜂
山
」
の
条
で
、
そ
れ
ぞ
れ
龍
樹
菩
薩
の
根
拠

地
・
法
城
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
。
法
顕

(

五
世
紀
頭)

に
拠
れ
ば
遺
跡
の
名
前
は
「
波

羅
越 

(Bo-luo-yue
)

」
即
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト

語

のPārāvata
(

鳩)
/Parvata

(

山)

。

玄
奘
（
七
世
紀
）
に
拠
れ
ば
「
跋
邏
末
羅
耆

釐 
(

ピ

ン

イ

ン

:
 
Ba-luo-mo-luo-qi-

li
 
;
 

言
語
学
的
発
音:

 
b'uat-la-muat-

la-g'ji-lji
)

」
即
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

Bhramara
[giri

]
(

黒
蜂
山)

。
「

引

サ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ

正

王
」

が
龍
樹
菩
薩
の
た
め
に
岩
山
を
穿
っ
て
五
層
の

楼
閣
を
建
立
し
、
そ
こ
で
は
各
房
の
間
を
水
が

巡
り
流
れ
、
徐
々
に
下
層
に
流
れ
下
る
と
い
う

が
、
マ
ン
セ
ル
で
は
実
際
に
高
度
な
設
計
技
術

を
用
い
て
建
造
・
運
用
さ
れ
て
い
た
、（
三
層
の
）

楼
閣
の
部
屋
々
々
を
巡
る
水
路
や
、
壁
か
ら
流

れ
落
ち
る
人
工
的
な
滝
等
の
跡
が
観
察
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
前
述
の
「
プ
ラ

ヴ
ァ
ラ
プ
ー
ラ
」や
「
プ
ラ
ヴ
ァ
レ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ

ラ
寺
院
」
と
い
う
遺
跡
名
の
比
定
は
マ
ン
セ
ル

か
ら
出
土
し
た
「Pravara

(sya
)

」
と
刻
ま
れ

た
印
章
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

「Pravara

」
と
い
う
名
称
が
、
今
ま
で
ど
こ
に

あ
る
か
謎
と
さ
れ
て
い
た
「
波
羅
越
」
や
「
跋

邏
末
羅
（
耆
釐
）
」
と
酷
似
し
て
い
る
上
、
「
波

羅
越
」（
五
世
紀
頭
）
→
「Pravara

」（
五
世
紀
）

→
「
跋
邏
末
羅
（
耆
釐
）
」
（
七
世
紀
）
と
い
う

変
遷
を
示
す
、
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
旅
行
記

と
マ
ン
セ
ル
の
考
古
学
的
特
徴
と
の
一
致
に
つ

い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
と
思

う
。
（
図
３
）

　

マ
ン
セ
ル
遺
跡
か
ら
の
出
土
品
中
、
最
も
重

要
な
も
の
の
一
つ
が
「
龍
樹
菩
薩
の
首
な
し

像
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
胴
体
だ
け
の
彫

像
（
ト
ル
ソ
ー
）
で
あ
る
。
「
…
横
た
わ
り
南

を
向
い
た
、
身
長
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
で
身
を
屈

め
た
状
態
の
、
健
康
そ
う
な
男
性
像
の
石
灰
岩

…
（
は
）
右
脚
が
左
脚
の
下
に
置
か
れ
た
状
態

で
、
両
脚
と
も
折
り
曲
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
像

の
頭
頂
か
ら
爪
先
ま
で
の
長
さ
は
、
最
大
二
・

一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
一
方
、
幅
は
臀
部

で
最
大
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
胸
部
よ

り
上
の
部
分
は
、
儀
式
の
間
に
粉
砕
さ
れ
た
状

態
で
見
付
か
っ
た
。
煉
瓦
の
中
か
ら
、
切
断
さ

れ
た
額
部
と
、
大
き
な
両
眼
を
示
す
頭
部
の
諸

断
片
が
出
土
し
た
。
そ
の
胸
部
に
、
木
の
竿

ユ
ー
パ

を

固
定
す
る
為
の
楕
円
形
の
穴
を
伴
う
、
五
〇
セ

ン
チ
×
五
〇
セ
ン
チ
寸
法
の
、
四
角
形
の
煉
瓦

祭ヴ
ェ
ー
デ
ィ

壇
が
見
付
か
っ
て
い
る
。
腰
部
の
上
の
部
分

に
は
、
馬
蹄
形
を
し
た
数
々
の
、
一
五
セ
ン
チ

×
一
三
セ
ン
チ
×
一
六
セ
ン
チ
寸
法
の
よ
く
彫

刻
さ
れ
た
煉
瓦
が
積
ま
れ
て
い
る
。
…
膝
部
直

下
に
土
製
の
甕
が
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
膝

部
の
南
東
の
方
に
は
、
赤
色
土
器
の
別
の
甕
が

横
た
わ
っ
て
い
る
。
人
物
像
の
周
囲
全
体
に
、

主
と
し
て
異
な
る
大
き
さ
の
釘
、
戸
口
の
側
柱
、

鎹か
す
が
い

等
か
ら
成
る
多
数
の
鉄
製
品
が
見
付
か
っ

て
い
る
。
左
足
の
直
下
、
爪
先
の
南
東
の
方
に
、

人
物
像
の
方
を
見
つ
め
、
傘
を
擡
げ
た
鉄
の
蛇

が
、
黒
色
土
器
の
破
片
の
上
に
置
か
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
人
物
像
の
南
西
角
に
は
、
小
さ
な
軟

体
動
物
の
貝
殻
で
装
飾
さ
れ
た
『
輪

チ
ャ
ク
ラ』

の
模
刻

が
顕
著
で
あ
（
る
）
。
…
（
仏
塔
の
）
二
房
の
壁
々

の
外
面
に
は
、
ヴ
ァ
カ
タ
カ
王
朝
に
典
型
的
な

建
築
法
と
言
え
る
三
角
形
の
意
匠
が
付
加
さ
れ
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て
い
た
。
」4

当
時
報
告
書
を
ま
と
め
た

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
考
古
学
者
達
は
こ
の
像

が
「
人プ

ル
シ
ャ
メ
ー
ダ

身
供
犠
」
を
象
徴
的
に
表
し
た
像

で
あ
る
と
い
う
珍
説
を
述
べ
、
ま
た
同
像

上
の
法

ダ
ル
マ
チ
ャ
ク
ラ

輪
と
思
し
き
印
は
、「
人
身
供
犠
」

を
行
っ
た
「
転チ

ャ
ク
ラ輪

聖
ヴ
ァ
ル
テ
ィ
ン

王
」
と
し
て
の
性

質
を
表
し
て
い
る
と
す
る
が
、
通
常
、
彫

像
乃
至
そ
の
台
座
上
に
あ
る
法
輪
は
、
そ

の
像
が
仏
像
で
あ
る
こ
と
を
示
す
マ
ー
ク

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ち
な
み
に
上
述
の

玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
録
の
直
前

部
、
巻
十
・
一
二
「
憍コ

ー

サ

ラ

薩
羅
国
」
四
「
龍

樹
の
死
没
」
に
龍
樹
菩
薩
の
最
期
に
つ
い

て
の
伝
承
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
拠
れ
ば
龍
樹
菩
薩
は
「

引
サ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ

正

王
」

と
共
に
不
老
不
死
の
妙
薬
を
服
し
て
い
た

た
め
、
王
位
継
承
の
可
能
性
に
絶
望
し
た

王
子
に
そ
の
首
を
懇
望
さ
れ
、
自
ら
乾
い

た
茅
の
葉
で
首
を
斬
り
落
し
た
の
だ
と
言

う
。
上
述
の
遺
跡
名
の
酷
似
、
水
路
等
の

考
古
学
的
遺
構
と
の
一
致
に
加
え
、
龍
樹

菩
薩
の
最
期
の
姿
を
模
し
た
が
如
き
首
な

し
像
の
存
在
は
、
や
は
り
マ
ン
セ
ル
が
龍

樹
菩
薩
に
ま
つ
わ
る
遺
跡
で
あ
る
可
能
性

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

同
像
の
足
下
部
か
ら
見
つ
か
っ
た
「
鉄
の

蛇
」
や
、
周
囲
の
壁
に
見
ら
れ
る
三
角
形

を
組
み
合
わ
せ
た
「
蓮
華
状
の
意
匠
」
も

こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。（
図

４
）

　

現
在
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
と
古
代
の
坑

道
再
掘
削
を
中
心
と
す
る
日
本
人
チ
ー
ム

に
よ
る
発
掘
は
、
デ
リ
ー
と
ナ
グ
プ
ー
ル

の
イ
ン
ド
政
府
考
古
局
（
Ａ
Ｓ
Ｉ
）
へ

の
申
請
を
終
え
、
そ
の
許
可
が
下
り
る

の
を
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
現
実
問
題
と
し
て
発
掘
に
か
か
る
費

用
を
調
達
・
捻
出
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
何
等
か
の
窓
口
を
設
け
て
寄
付
を

募
っ
た
り
す
る
こ
と
等
を
計
画
し
て
い

る
。
実
現
す
れ
ば
画
期
的
な
発
掘
と
な

る
の
で
、
無
事
許
可
を
得
て
発
掘
を
遂

行
し
、
ま
た
そ
の
詳
細
を
報
告
で
き
る

こ
と
を
念
願
し
て
い
る
。
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◆
南
天
会
現
況
（
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
七
日
現
在
）

正
式
会
員
数　

152
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
。
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【２０１６年来日支援金寄附者御芳名】※敬称略　

赤木宥子　市橋美緒奈　岩佐澄隆　位田樹音　漆間宣隆　岡本佳子　織田隆全　柏内敏子　小池一郎　

河野太通　小林健二　佐伯暢哉　坂田光永　佐々木なおみ　宍戸末美　清水良将　白井昌子　関口英弥　

関口昌子　関戸咲子　高尾恵子　武田英敬　武山博子　田中徳雲　田中則子　土居奈生子　道順雄喜　

遠山睦子　富樫幸子　土岐信子　長瀬拓磨　成清一夫　新居大作　西阪眞一　一二三隆泉　福瀬くに子　

冨士玄峰　藤原博元　宮淵泰存　宮本龍勝　森下正志　矢木惠子　吉田昌弘　吉村拓三　米盛輝雄　

密門会有志　長泉寺　長命密寺

※以上は年会費とは別に南天会に支援金をいただいた方のお名前です。 直接佐々井上人へお布施された方のお名前は掲載いたしておりません。

今回の一時帰国で、会費を除いた支援金総額は 1,592,000 円でした。
支援金残額については、会費と合わせて１０月にインドへ送金します。

南天会会計報告（2016年 3月 16日～7月 31日） 
 

会計外支援 

（上人往復航空券）宮本龍勝 

（随行者）佐伯隆快 小林三旅  

姫野智久 飯田寿一 

（宿泊提供） 

東京：真成院 関口雄太 

岡山：長泉寺 

総社：一心念誦堂 

新見：遠山龍桜 

尾道：真生会 

大鹿村：手塚直人 

名古屋：小池一郎 

青森：青龍寺 

南相馬：田中徳雲 

小美玉：鳳林院 

山梨：内船寺 

（交流会茶菓） 

関口昌子 山田尚子 

（訪問地手土産） 

遠山龍桜 宍戸末美 

（切手）奥平心月 

 

この他、各訪問先での食事、車の

提供等、たくさんの方々のご援助

ご協力をいただきました。また南

天会世話人の方々には、各地講演

会をはじめ交流会、対談などで、

多くのご協力をいただきました。

皆様のお名前を掲載できません

が、この誌面をお借りして御礼を

申し上げます。ありがとうござい

ました。 

各地での講演等で多額のカンパ

をいただいておりますが、特に南

天会へというご指定がなければ、

直接佐々井上人にお渡ししてお

ります。また今回の繰越金につい

ては、今後年会費等と合わせまし

て、佐々井上人の諸活動費用の支

援金として使用し、会報にてご報

告いたします。 

 

金額

95,138

890,000

1,055,000

38,100

279,300

2,357,538

項目 詳細 金額

国内移動（鉄道利用） 141,820

国内移動（飛行機利用） 57,000

タクシー代 99,500

その他車両関係費用 2,975

随行者インド―日本往復旅費援助 70,000

第4次滞在支援隊援助※１ 150,000

上人ブッダガヤ旅費南天会負担分※２ 31,400

小計 552,695

岩国ホテルＡＺ（４名） 17,280

京都法華クラブ（４名） 42,000

小計 59,280

龍族・来日案内等発送 91,944

荷物送料（講演会用本等） 11,668

荷物送料（インドへ） 43,000

小計 146,612

京都講演会経費（チラシ作製、登壇者謝礼等） 47,540

青森講演経費（講師交通費援助） 20,000

サンガ対談資料コピー代 1,350

小計 68,890

龍族6号製作費（宣伝用改訂版含む） 80,584

販売書籍購入 134,362

上人購入品費（本、薬等） 53,833

上人プリペイド携帯、チャージ料金 13,000

食事代 19,534

参拝寺院・神社へ御供え・土産代 17,864

散髪代他 4,320

小計 323,497

1,150,974

1,206,564

その他

※１　8月15日～10月中旬の予定で滞在中です。

※２　2月のブッダガヤ法要のための上人の旅行費用を分担しました。

繰越金

交流会・講演会カンパ

書籍売上

合計

収入の部

合計

支出の部

交通費

宿泊費

講演会諸費用

通信費

摘要

前期繰越金

会費・支援金（振込以外）

会費・支援金（振込分）
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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。

※振込用紙が同封されていた皆様へ

 　　　　　　　　平成二十八年度分　 年会費お振込のご案内
南天会は、 この８月を持ちまして発足２周年を迎えました。

会員の皆様には、 南天会の活動への変わらぬご理解とご支援を賜り、 篤く御礼申し上げます。

当会では、 遠きインドの地において獅子奮迅される佐々井秀嶺上人へ、 日本の支援者様各位の温かい志を確実に届けるべく、 会費

制という形を取らせて頂いております。

お預かり致しました会費は、必要額の当会の運営費を除き、佐々井上人を含む当会関係者が管理するインド国内口座に送金致します。

上記ご理解頂きました上、 同封の振込用紙にて納入下さいます様お願い致します。 行き違いで納付済の際はご容赦願います。

※入会をご希望の方へ
この度のご縁を機に入会をご希望の方は、 振込用紙に住所、 氏名、 連

絡先電話番号 （メールアドレス）、 通信欄に希望する会員種類 （支援、

一般、 学生） を記入して、 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。

※その他ご支援（特別支援）について
時期、 金額を問わず、 随時お受け致しております。 左記口座にお振込

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。

※領収証が必要な方
振込用紙通信欄にその由ご記入ください。 特にご記入がない場合は、 「払込兼受領証」 （払込取扱票の半券） を以て領収証に代え

させていただきます。

《会員種類と年会費》

支援会員　10,000 円以上／年

一般会員　5,000 円以上／年

学生会員　2,000 円以上／年　（大学生まで）

《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　０１３８０－０－９０１６４

（払込専用口座） 

 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。昨年末より開始されましたこの支援は、皆様のお力により現在までほぼ途切れることなく継続することができ

ております。この度の佐々井上人一時帰国が無事果たされたことを顧みましても、信頼できるスタッフのケアは佐々井上人

の健康増進に資するものであると確信しております。

・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。インド渡航未経験の方も活躍しています。

・渡航費カンパ＝上記口座へお振込み願います。




