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盛
丘 

由
樹
年 

大
仏
探
訪

大
仏
と
い
え
ば
、
日
本
最
大
の
牛
久

う

し

く

大
仏
、
奈
良
の
大
仏
、

鎌
倉
の
大
仏
が
有
名
な
と
こ
ろ
だ
が
、
大
仏
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
は
全
国
各
地
に
あ
っ
て
、
け
っ
こ
う
身
近
な
と
こ
ろ
に
も

あ
っ
た
り
す
る
。
大
仏
の
作
風
に
は
、
毘
盧
舎
那
仏
、
釈
迦
如

来
、
阿
弥
陀
仏
な
ど
が
あ
る
。
仏
像
だ
け
で
な
く
、
各
種
の
観

音
像
や
不
動
明
王
像
。
閻
魔
像
な
ど
で
も
、
か
な
り
大
き
な
も

の
が
造
ら
れ
て
い
る
。 

素
材
も
い
ろ
い
ろ
で
、
青
銅

ブ
ロ
ン
ズ

や
石
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
木
製
、

Ｆ
Ｒ
Ｐ
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
一
種
）
の
も
の
ま
で
あ
る
。
そ
の

見
上
げ
て
み
る
堂
々
た
る
姿
に
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ

り
、
驚
か
さ
れ
る
。
重
量
感
が
半
端
で
は
な
い
。
（
た
だ
し
、

大
き
な
も
の
を
作
っ
て
し
ま
う
と
、
解
体
す
る
と
き
に
大
変
に

な
る
。
そ
ん
な
例
が
、
淡
路
島
で
現
実
に
発
生
し
て
い
る
） 

丈

六

じ
ょ
う
ろ
く

以
上
の
も
の
を
大
仏
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
丈
六
と
は
、

仏
陀
の
背
高
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
丈
六
尺
、
約
４
．

８
メ
ー
ト
ル
だ
。
た
だ
し
尺
に
は
時
代
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の

基
準
が
あ
り
、
長
短
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
座
っ
た
姿
の
、

結
跏
趺
坐

け

っ

か

ふ

ざ

の
場
合
、
立
ち
上
が
っ
た
と
す
れ
ば
丈
六
に
な
る
も

の
は
、
つ
ま
り
座
高
八
尺
で
も
、
丈
六
の
仏
像
と
い
う
。
そ
れ

ぞ
れ
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
蓮
台
（
像
と
一
体
化
さ
れ
て
制
作

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
）
や
基
壇
を
含
ん
で
表
示
し
て
い
る
場
合

が
あ
る
か
ら
、
数
値
で
比
較
す
る
に
は
注
意
を
要
す
。 

大
観
音
と
言
え
ば
、
以
前
に
こ
の
雑
事
記
で
埼
玉
県
飯
能
市

の
鳥
居
観
音
や
小
田
原
市
早
川
の
魚
藍
観
音
を
紹
介
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
る
よ
う
に
、
今
回
の
記
述
で
は
私
が

物
見

も

の

み

遊
山

ゆ

さ

ん

で
近
年
出
向
い
た
大
仏･

大
観
音
の
い
く
つ
か
を
紹

介
し
た
い
。
近
隣
地
域
に
限
定
す
る
。
た
だ
し
、
鎌
倉
に
あ
る

大
き
な
仏
像･

観
音
像
に
つ
い
て
も
記
述
し
た
い
と
こ
ろ
（
長

谷
観
音
の
大
き
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
）
だ
が
、
有
名
す
ぎ
る
の

で
省
略
す
る
。 

仏
像
は
そ
れ
ぞ
れ
開
眼

か
い
げ
ん

さ
れ
、
魂
が
宿
る
も
の
と
さ
れ
る
。

人
々
の
崇
拝
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
拝
観
す
る
に
は

そ
れ
な
り
に
所
作
が
あ
り
、
礼
儀
を
わ
き
ま
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
け
れ
ど
、
信
仰
心
の
薄
い
私
だ
か
ら
、
礼
を
失
し
た
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

な
お
、
あ
な
た
が
拝
観
す
る
と
き
に
は
、
特
別
の
観
覧
料
金
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を
取
る
お
寺
で
は
所
定
の
金
額
を
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
大

き
さ
に
敬
意
を
表
し
て
１
０
０
円
程
度
の
賽
銭
を
投
じ
よ
う
。 

①
上
野
大
仏
（
東
京･

上
野
公
園
） 

東
京･

上
野
公
園
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
る
盛
り
土
の
頂
上

（
寛
永
寺･

大
仏
山
と
呼
ば
れ
る
）
に
は
パ
ゴ
ダ
が
あ
る
。
大

仏
は
そ
の
中
で
は
な
く
、
周
囲
の
塀
の
一
角
に
あ
る
。
青
銅
製

の
大
仏
の
顔
部
分
が
額が

く

の
よ
う
な
壁
面
に
は
め
込
ま
れ
て
お
り
、

近
寄
っ
て
見
ら
れ
る
。
私
は
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
か
ら
、
上

野
に
行
く
つ
い
で
に
数
回
こ
こ
を
訪
れ
た
。
一
番
古
い
日
は
、

２
０
１
０
年
１
１
月
７
日
で
あ
り
、
下
の
画
像
も
そ
の
と
き
撮

っ
た
も
の
だ
。 

大
仏
の
建
立
は
１
６
４
７
年
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
か
な
り

古
い
。
江
戸
時
代
初
期
の
も
の
だ
。
像
高
６
メ
ー
ト
ル
の
釈
迦

如
来
坐
像
と
し
て
近
年
ま
で
あ
っ
た
が
、
１
９
２
３
年
（
大
正

１
２
年
）
９
月
の
関
東
大
震
災
で
頭
部
が
落
下
し
た
。
大
き
く

損
壊
し
、
修
理
さ
れ
な
い
ま
ま
、
昭
和
１
５
年
に
寛
永
寺
は
軍

需
金
属
資
源
と
し
て
顔
面
部
位
以
外
の
金
属
部
分
を
供
出
し
た
。

そ
ん
な
暗、
い、
過
去
、
、
が
あ
っ
た
と
は
、
私
は
最
近
ま
で
気
に
も
留

め
て
い
な
か
っ
た
。
あ
ば
た
の
よ
う
な
痕
跡
が
あ
る
の
も
、
そ

ん
な
苦
節
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

そ
の
顔
部
分
だ
け
を
こ
こ
に
保
存
し
て
い
る
。
こ
れ
を
手
が

か
り
に
、
全
体
像
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
。
か
な
り
大
き
な
も
の

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
顔
は
、
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
鼻
が
大
き
い
。

や
や
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
な
、
い
な
い
よ
う
な…

…

。
ほ
と
ん

ど
目
を
閉
じ
て
い
る
か
ら
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
デ
ス
マ
ス
ク

か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

顔部分だけの上野大仏 
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②
塩
船

し
お
ぶ
ね

平
和
観
音
（
東
京
都
青
梅
市･

塩
船
観
音
寺
） 

２
０
１
５
年
５
月
３
日
、
青
梅
線
川
辺
駅
か
ら
約
２
．
５
キ

ロ
北
の
丘
陵
部
に
あ
る
塩
船
観
音
寺
へ
行
っ
た
。
当
日
、
寺
で

は
「
つ
つ
じ
ま
つ
り
紫
燈
護
摩
供
厳
修
」
が
催
さ
れ
、
秘
仏
の

観
音
像
が
開
帳
さ
れ
る
と
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
を
拝
観
し
に
行

っ
た
。
臨
時
直
通
バ
ス
が
出
て
い
た
が
、
人
々
が
長
蛇
の
列
で

待
っ
て
い
た
か
ら
、
並
ぶ
の
が
好
き
で
は
な
い
私
は
歩
く
こ
と

に
し
た
。
駅
か
ら
歩
い
て
行
く
人
も
何
人
か
お
り
、
つ
い
て
行

っ
た
の
で
、
道
に
迷
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
も
、
帰
り
に
は

バ
ス
を
利
用
し
た
。 

 

塩
船
観
音
寺
は
こ
の
地
域
で
は
古
く
か
ら
有
名
な
寺
で
あ
り
、

多
く
の
人
が
、
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
参
拝
に
来
て
い
た
。
車
で

来
る
人
の
た
め
に
臨
時
駐
車
場
が
あ
っ
た
が
、
満
車
に
な
っ
て

い
た
。 

入
山
料
と
し
て
３
０
０
円
を
払
っ
て
、
か
や
ぶ
き
の
仁
王
門

か
ら
入
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
一
対
の
金
剛
力
士
像
に
は
、
風
雪
に

耐
え
抜
い
た
よ
う
な
風
格
が
あ
り
、
私
は
気
に
入
っ
た
。  

坂
を
上
り
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
古
い
お
堂
と
そ
の
中
の
仏

像
を
見
て
回
る
。
観
音
堂
（
？
）
の
中
に
は
、
本
日
開
帳
に
な

っ
た
観
音
像
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
金
箔
で
ま
ば
ゆ

塩船平和観音 

塩船観音寺・金剛力士 

吽 形
うんぎょう

像 
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い
千
手
観
音
像
だ
。
ほ
ぼ
等
身
大
で
、
さ
す
が
に
精
巧
に
彫
刻

さ
れ
て
い
た
。
撮
影
禁
止
だ
っ
た
か
ら
、
画
像
は
な
い
。 

そ
れ
と
は
別
に
ブ
ロ
ン
ズ
製
の
大
観
音
が
あ
る
と
は
、
私
は

知
ら
な
か
っ
た
。
山
の
中
腹
に
広
が
る
ツ
ツ
ジ
庭
園
の
上
方
に

そ
れ
が
見
え
て
い
る
。
一
面
に
色
鮮
や
か
な
花
が
咲
い
て
い
る

ツ
ツ
ジ
の
植
え
込
み
の
な
か
、
そ
の
姿
を
見
上
げ
な
が
ら
、
回

り
込
む
よ
う
に
、
上
り
坂
を
歩
い
て
行
く
。 

そ
し
て
そ
の
足
元
ま
で
近
づ
く
。
こ
の
観
音
像
は
、
下
方
に

い
る
人
々
と
比
べ
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
高
さ
が
１
５
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
あ
る
巨
大
な
も
の
だ
。
衣
の
ひ
だ
の
う
ね
り
ぐ
あ
い
な

ど
、
な
か
な
か
よ
く
で
き
て
い
る
。
左
右
の
手
の
形
が
よ
い
。

左
手
に
持
っ
た
徳
利

と
っ
く
り

に
酒
が
無
く
な
っ
た
の
で
、 

「
も
う
一
本
、
酒
も
っ
て
こ
い
！
」
と
言
っ
て
い
る
？ 

③
東
京
大
仏
（
東
京
都
板
橋
区･

乗
蓮
寺
） 

２
０
１
６
年
３
月
６
日
、
高
島
平
駅
か
ら
３
０
分
ほ
ど
歩
き
、

東
京･

板
橋
区
に
あ
る
乗
蓮
寺
を
訪
ね
た
。 

乗
蓮
寺
は
、
裕
福
そ
う
な
お
寺
だ
。
本
堂
も
な
か
な
か
立
派

な
造
り
だ
。
広
い
階
段
を
上
が
っ
て
い
く
と
、
右
手
に
大
仏
が

あ
る
。
蓮
華
台
（
高
さ
２
．
３
メ
ー
ト
ル
）
の
上
に
座
っ
て
黙

想
し
て
い
る
姿
だ
。
東
京
大
仏
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
大
仏
は
、

さ
す
が
に
大
き
い
。
約
８
．
２
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
が
あ
る
と
い

う
。
鎌
倉
大
仏
の
１
１
．
５
メ
ー
ト
ル
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、

か
な
り
の
量
感
が
あ
る
。 

 

ブ
ロ
ン
ズ
製
で
黒
光
り
し
て
い
る
。
流
麗
に
仕
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
雨
に
濡
れ
て
も
ぜ
ん
ぜ
ん
気
に
し
な
い
よ
う
な
、
た
く

ま
し
さ
が
あ
る
。 

蓮
華
台
の
下
の
台
座
（
基
壇
、
高
さ
２
メ
ー
ト
ル
）
の
中
は

空
間
に
な
っ
て
、
何
か
が
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
閉
じ 乗蓮寺の東京大仏 
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ら
れ
て
い
た
。 

近
隣
に
は
赤
塚
公
園
が
あ
り
、
そ
の
エ
リ
ア
内
に
郷
土
資
料

館
や
区
立
美
術
館
が
あ
る
。
さ
ら
に
足
を
延
せ
ば
、
赤
塚
植
物

園
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
見
て
回
り
た
い
。
赤
塚
植
物
園
の

場
合
、
見
所
に
な
る
時
季
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。 ④

地
蔵
像
（
伊
勢
原
市･
保
国
寺
） 

２
０
１
９
年
８
月
１
３
日
、
比
々
多
神
社
を
起
点
と
し
て
出

発
し
、

聖
ひ
じ
り

峰み
ね

（
標
高
３
８
０
メ
ー
ト
ル
）
に
登
っ
た
。
神
奈

川
県
伊
勢
原
市
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
尾
根
筋
を
上
っ
て

ゆ
く
ル
ー
ト
を
た
ど
れ
ば
、
大
山

お
お
や
ま

（
１
２
５
２
メ
ー
ト
ル
）
に

行
き
着
く
。
で
も
、
そ
こ
ま
で
登
ら
ず
に
、
聖
峰
の
頂
上
付
近

に
聖
峰
不
動
の
お
堂
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
中
を
拝
観
し
よ
う

と
思
っ
た
。
（
石
造
の
不
動
明
王
像
が
あ
っ
た
） 

そ
の
登
山
口
に
行
く
ま
で
の
間
に
、
保
国
寺
と
い
う
中
規
模

の
お
寺
が
あ
っ
た
の
で
寄
っ
て
み
た
。
寺
の
一
角
に
地
蔵
堂
が

建
て
ら
れ
て
い
る
。
お
堂
の
扉
は
閉
め
ら
れ
て
い
る
が
、
の
ぞ

き
見
で
き
る
よ
う
に
、
小
さ
い
窓
が
開
い
て
い
る
。
そ
の
中
に

丈
六
の
巨
大
な
地
蔵
像
が
あ
っ
た
。 

「
ん
？ 

こ
れ
は
お
お
き
い
！
」 

 

ぬ
う
っ
と
姿
を
現
し
た
か
の
よ
う
に
、
赤
い
衣
を
着
た
金
ぴ

か
肌
の
地
蔵
が
大
き
な
顔
で
こ
ち
ら
を
見
下
ろ
し
て
い
る
。
頭

が
天
井
に
つ
か
え
そ
う
だ
。
足
を
組
ん
で
座
っ
て
い
る
。
も
し
、

こ
れ
が
立
ち
上
が
っ
た
ら
、
優
に
天
井
を
ぶ
ち
破
っ
て
し
ま
う
。

右
手
に
は
、
武
器
ら
し
い
棒
を
持
っ
て
い
る
。
幼
い
子
ど
も
が

こ
の
異
様
な
姿
を
見
た
ら
、
泣
き
出
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 

思
い
が
け
ず
、
珍
し
い
も
の
を
拝
観
し
た
。 

  

保国寺の地蔵像 
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⑤
鹿
野

ろ

く

や

大
仏
（
東
京
都
日
の
出
町･

宝
光
寺
） 

東
京
・
日
の
出
町
の
山
間
に
大
仏
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
が
近
年
報
じ
ら
れ
、
私
は
一
度
行
っ
て
み
よ
う
と
思
っ

て
い
た
。 

２
０
１
９
年
８
月
１
８
日
、
大
仏
に
会
い
に
行
く
こ
と
を
思

い
立
っ
た
。
拝
島
駅
を
経
由
し
五
日
市
線
で
武
蔵
引
田
駅
に
降

り
立
っ
た
。
歩
道
付
き
の
広
い
道
を
歩
い
た
。
夏
の
暑
い
日
だ

っ
た
か
ら
、
歩
く
の
は
し
ん
ど
か
っ
た
が
、
バ
ス
の
便
が
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。 

よ
う
や
く
寺
に
た
ど
り
つ
く
。
宝
光
寺
は
こ
の
辺
り
で
は
大

き
な
寺
だ
。
広
い
霊
園
を
経
営
し
て
（
秋
川
霊
園
）
、
経
済
的

に
余
裕
が
あ
る
よ
う
だ
。
寺
の
門
、
鐘
楼
、
本
殿
、
庫
裏
の
そ

れ
ぞ
れ
高
級
そ
う
な
造
り
を
し
て
い
る
。 

お
寺
か
ら
の
道
は
上
り
坂
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
車
で
来

る
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
広
い
駐
車
場
が
用
意
さ
れ

て
い
た
。
丘
の
上
に
鎮
座
す
る
大
仏
が
見
え
る
と
こ
ろ
ま
で
く

る
と
、
柵
が
あ
り
、
拝
観
料
を
と
る
た
め
の
管
理
小
屋
に
導
か

れ
る
。
柵
の
外
か
ら
で
も
、
大
仏
が
遠
方
に
見
え
る
の
だ
が
、

こ
こ
ま
で
来
た
ら
、
近
く
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち

ょ
っ
と
し
た
ハ
イ
キ
ン
グ
の
よ
う
に
小
道
を
登
っ
て
い
く
。 

登
り
切
る
と
、
平
ら
に
な
ら
さ
れ
た
地
面
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
台
座
が
あ
り
、
そ
の
上
に
蓮
華
台
、
そ
し
て
大
仏
が
結
跏

趺
坐
し
て
お
ら
れ
る
。
山
の
中
腹
を
切
り
開
き
、
丘
の
上
に
大

仏
が
鎮
座
し
て
い
る
格
好
だ
。 

 

こ
の
大
仏
は
乗
蓮
寺
の
東
京
大
仏
に
似
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

姉
妹
仏
の
よ
う
だ
。
東
京
大
仏
に
対
抗
し
て
、
少
し
大
き
め
に

鹿野大仏 

日の出町･宝光寺 
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作
っ
た
よ
う
だ
。 

台
座
の
中
に
入
っ
て
ゆ
け
る
。
こ
こ
は
他
の
大
仏
の
台
座
と

は
違
い
、
納
骨
堂
で
は
な
い
よ
う
だ
。
暗
い
中
を
進
む
と
、
仏

の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
か
の
よ
う
な
部
屋
に
、
金
ぴ
か
の
仏

像
が
あ
る
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
照
明
で
神
々
し
さ
を
演
出
し
て

い
る
。
よ
く
で
き
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
見
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、
大
仏
の
体
内
に
ま
で
は
入
っ
て
ゆ
け
な
い
。 

こ
の
鹿
野
大
仏
も
、
鎌
倉
大
仏
級
の
大
き
さ
だ
か
ら
、
お
い

そ
れ
と
は
作
れ
な
い
だ
ろ
う
。
周
辺
も
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
。

資
金
が
足
り
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
少
し
余
計
な
心
配
し
て
し
ま

う
。 

⑥
釈
迦
如
来
（
厚
木
市･

妙
伝
寺
） 

２
０
１
９
年
８
月
３
１
日
早
朝
、
厚
木
市
上
依
知

か

み

え

ち

の
妙
伝
寺

（
妙
傳
寺
）
に
行
っ
た
。
こ
の
日
、
こ
の
あ
と
愛
川
町
へ
行
く

つ
い
で
が
あ
っ
た
か
ら
、
車
で
寄
っ
た
。 

大
仏
が
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
て
、
私
の
住
ん
で
い
る
と
こ

ろ
か
ら
比
較
的
近
場
（
県
内
）
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
近
々
拝

観
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。 

幹
線
道
路
か
ら
外
れ
て
田
園
地
帯
に
入
る
と
、
妙
伝
寺
が
あ

っ
た
。
駐
車
場
に
車
を
停
め
て
か
ら
、
い
そ
い
そ
と
境
内
に
入

る
と
、
二
階
構
造
の
建
屋
、
釈
迦
堂
が
あ
る
。
大
仏
殿
と
し
て

は
や
や
小
ぶ
り
だ
が
、
こ
の
中
に
丈
六
の
木
造
釈
迦
如
来
立
像

が
お
ら
れ
る
。 

 
 

扉
は
鍵
が
か
か
っ
て
開
け
ら
れ
な
い
が
、
格
子
の
隙
間
か
ら

の
ぞ
く
よ
う
に
す
れ
ば
、
何
と
か
見
ら
れ
た
。
こ
の
立
像
は
大

き
す
ぎ
る
た
め
か
、
釈
迦
堂
に
か
ろ
う
じ
て
収
ま
っ
て
い
る
も

の
で
、
上
方
に
（
釈
迦
堂
の
二
階
部
分
）
あ
る
尊
顔
が
見
え
に

妙伝寺の釈迦堂 
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く
い
。
肉
眼
で
は
、
一
つ
の
角
度
か
ら
か
ろ
う
じ
て
見
え
た
の

だ
が
、
扉
の
格
子
の
隙
間
か
ら
カ
メ
ラ
レ
ン
ズ
を
向
け
る
こ
と

が
む
ず
か
し
く
、
顔
半
分
が
切
れ
た
画
像
し
か
撮
れ
な
か
っ
た
。

（
そ
の
た
め
に
、
寺
の
人
に
扉
を
開
け
て
く
れ
、
と
は
言
う
こ

と
は
思
い
つ
か
な
か
っ
た
し
、
思
い
つ
い
た
と
し
て
も
言
え
な

か
っ
た
ろ
う
。
私
は
遠
慮
深
い
の
で
） 

 

こ
れ
は
元
禄
の
こ
ろ
の
古
い
仏
像
な
が
ら
、
よ
く
で
き
て
い

る
。
顔
や
胸
の
部
分
に
金
色
の
輝
き
を
多
く
残
し
て
お
り
、
よ

い
状
態
を
保
っ
て
い
る
。
開
帳
さ
れ
る
と
き
が
あ
れ
ば
、
も
う

一
度
来
て
み
た
い
も
の
だ
。 

 
 

 

な
お
、
寺
の
山
門
に
は
、
ふ
つ
う
一
対
の
仁
王
像
が
収
ま
っ

て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
の
門
で
は
、
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
）

と
持
国
天
の
木
造
二
体
が
に
ら
み
を
き
か
し
て
い
る
。
仁
王
の

代
わ
り
を
務
め
る
の
に
十
分
な
大
き
さ
だ
。
左
右
の
ど
ち
ら
が

持
国
天
な
の
か
多
聞
天
な
の
か
、
私
に
は
判
別
で
き
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
像
は
、
損
壊
も
な
く
、
造
形
的
に
な
か
な
か
よ
く
で

き
て
い
る
。
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
下
半
身
が
ど
っ
し
り
し
て

い
る
。
説
明
に
よ
る
と
、
当
初
、
釈
迦
如
来
像
の
脇
侍
と
し
て

釈迦如来立像 

山門の持国天（？）像 

（金網の隙間から撮影） 
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１
６
９
７
年
（
元
禄
１
０
）
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

な
る
ほ
ど
と
は
思
う
が
、
四
天
王
の
他
の
二
体
は
ど
う
し
た
の

だ
ろ
う
と
気
に
な
っ
た
。 

⑦
三
浦
大
仏
（
神
奈
川
県
三
浦
市･

久
里
浜
霊
園
） 

２
０
１
９
年
９
月
７
日
、
三
浦
半
島･

京
急
長
浜
駅
か
ら
歩

い
た
。
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
、
山
の
上
に
五
重
塔
の
上

層
部
分
が
見
え
る
。
そ
れ
な
り
の
高
さ
の
あ
る
山
の
上
な
の
で
、

歩
い
て
い
く
の
に
、
や
や
尻
込
み
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
久
里

浜
霊
園
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
だ
。
こ
の
霊
園
の
シ
ン
ボ
ル
の
最

た
る
も
の
が
大
仏
だ
。
五
重
塔
に
近
い
位
置
に
あ
る
は
ず
だ
が
、

駅
か
ら
は
見
え
な
い
。
地
図
に
よ
る
と
、
駅
か
ら
直
線
的
に
は

行
け
ず
、
迂
回
す
る
よ
う
に
道
を
歩
く
の
だ
が
、
五
重
塔
が
見

え
て
い
る
か
ら
わ
か
り
や
す
い
。 

霊
園
の
領
域
に
入
り
、
坂
道
を
上
る
。
車
道
も
付
け
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
私
は
段
々
に
区
画
さ
れ
た
墓
地
の
中
の
細
道
を

歩
い
て
上
っ
た
。
き
つ
い
上
り
階
段
が
多
い
が
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
観
音
像
や
地
蔵
像
が
あ
る
の
で
、
飽
き
な
い
。 

山
の
頂
上
の
手
前
に
大
仏
が
あ
っ
た
。
高
さ
１
３
．
５
メ
ー

ト
ル
あ
る
と
い
う
白
い
石
像
だ
。
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
像
に
は
見

え
な
い
出
来
栄
え
） 

こ
の
仏
は
立
っ
て
い
る
姿
な
の
だ
が
、

足
元
が
見
え
な
い
。
雲
の
中
に
隠
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
だ
ろ

う
。
首
が
補
強
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
首
は
大
仏
の
弱
点
な
の

だ
（
折
れ
や
す
い
）
。
巨
大
な
光
輪
を
背
に
し
て
い
る
。
顔
を

見
て
い
る
と
、
元
女
子
ス
ケ
ー
タ
ー
の
浅
田
真
央
さ
ん
を
連
想

し
て
し
ま
う
。 

 

四
角
い
台
座
の
中
は
、
霊
園
ら
し
く
、
納
骨
堂
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
入
口
の
両
脇
に
は
一
対
の
仁
王
像
が
立
っ
て
見
張
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
等
身
大
で
、
例
の
ご
と
く
威
嚇
す
る

ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。 

三浦大仏 
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山
頂
は
芝
生
の
広
場
に
な
っ
て
お
り
、
公
園
的
だ
が
、
五
重

塔
の
ほ
か
に
も
、
周
囲
に
石
像
物
な
ど
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、

巧
み
に
聖
地
ら
し
さ
を
演
出
し
て
い
る
。 

広
場
の
奥
の
ほ
う
に
、
数
十
年
前
に
埼
玉
県
で
発
生
し
た
幼

女
４
人
の
連
続
殺
害
事
件
に
関
係
す
る
プ
レ
ー
ト
を
み
つ
け
た
。

私
に
も
思
い
当
た
る
事
件
だ
っ
た
が
、
あ
の
事
件
が
ど
う
し
て

こ
の
地
と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
っ
た
け
れ
ど
、

深
く
は
追
求
し
な
い
で
お
こ
う
。 

⑧
大
蔵
大
仏
（
東
京
都
世
田
谷
区･

妙
法
寺
） 

世
田
谷
区
の
街
中
に
大
仏
が
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ

が
動、
き、
回、
る、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
見
に
行
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。 

２
０
１
９
年
９
月
１
３
日
の
朝
、
私
は
小
田
急
線
に
乗
っ
た
。

成
城
学
園
前
駅
か
ら
南
東
１
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
妙
法
寺
が
あ
る
。

こ
の
へ
ん
は
バ
ス
の
便
が
頻
繁
に
あ
る
の
だ
が
、
私
は
意
地
で

も
歩
く
。
（
帰
り
に
は
乗
り
た
く
な
っ
た
が…

…

） 

道
す
が
ら
、
東
宝
ス
タ
ジ
オ
の
広
い
敷
地
が
あ
り
、
正
面
の

四
角
い
建
屋
を
見
る
と
、
壁
一
面
に
ゴ
ジ
ラ
が
描
か
れ
て
い
た
。

威
嚇
し
、
ほ
え
ま
く
っ
て
い
る
図
だ
。
高
さ
約
８
メ
ー
ト
ル
あ

る
が
、
も
ち
ろ
ん
映
画
の
中
の
ゴ
ジ
ラ
は
も
っ
と
大
き
い
。 

映
画
の
一
シ
ー
ン
と
し
て
、
ゴ
ジ
ラ
が
鹿
島
灘
か
ら
上
陸
し
、

東
京
方
面
に
向
か
う
途
中
、
高
さ
１
２
０
メ
ー
ト
ル
の
牛
久
大

仏
（
阿
弥
陀
仏
）
に
出
会
い
、
ラ
イ
バ
ル
だ
と
思
っ
て
、
ぶ
っ

壊
す
シ
ナ
リ
オ
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

―
―

そ
う
し
た
ら
、
た
ぶ
ん
制
作
し
た
映
画
会
社
に
バ
チ
が
当

た
る
だ
ろ
う
。 

三浦大仏 

ちょうど雲に乗っているように見える。

その台座から不審者が下りてきた 
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そ
こ
を
通
り
過
ぎ
、
一
方
通
行
の
狭
い
道
に
入
る
と
、
妙
法

寺
が
あ
る
。
本
堂
の
脇
を
通
り
抜
け
、
墓
地
の
中
を
行
く
と
、

片
隅
に
大
仏
が
立
っ
て
い
る
。
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
、
高
さ
は
約
５

メ
ー
ト
ル
あ
る
。
写
真
で
、
電
線
よ
り
は
る
か
に
高
い
よ
う
に

見
え
て
い
る
の
は
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
の
せ
い
だ
。 

 

さ
て
、
こ
の
像
が
ど
う
動
く
か
と
言
う
と
、
刻
々
向
き
を
変

え
る
の
だ
。
円
形
の
台
座
の
中
に
モ
ー
タ
ー
が
仕
込
ま
れ
て
い

る
ら
し
く
、
電
力
で
回
転
さ
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。
私
が
そ
ば
に

近
寄
っ
た
と
き
に
も
、
回
転
し
始
め
た
。
自
動
的
に
、
ゆ
っ
く

り
向
き
を
変
え
る
ギ
ミ
ッ
ク
な
仕
掛
け
だ
。
「
あ
れ
？ 

大
仏

が
動
い
て
い
る
！
」
と
、
初
め
て
こ
の
大
仏
を
見
る
人
を
び
っ

く
り
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。
仏
は
全
方
向
に
目
配
り
し
て
い
る

と
い
う
意
味
だ
ろ
う
け
れ
ど…

…

。 

大
蔵
大
仏
と
通
称
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
地
区
の
名
が
大
蔵
だ

東宝スタジオ・ビルの壁画ゴジラ 

大蔵大仏 
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か
ら
だ
ろ
う
。
台
座
の
中
の
地
下
空
間
は
、
納
骨
堂
に
な
っ
て

い
る
。 ⑨ 

吹
上
大
仏
（
東
京
都
日
野
市･

善
生
寺
） 

２
０
１
９
年
９
月
１
３
日
の
午
後
、
私
は
中
央
線
・
Ｊ
Ｒ
豊

田
駅
に
降
り
立
っ
た
。
そ
の
線
路
に
沿
う
よ
う
に
、
北
東
に
約

１
キ
ロ
歩
い
た
と
こ
ろ
に
、
善
生
寺
が
あ
る
。 

境
内
に
大
黒
天
堂
が
あ
っ
た
の
で
、
の
ぞ
い
て
み
た
。 

 

黒
光
り
し
た
等
身
大
の
大
黒
天
像
が
堂
の
中
央
に
突
っ
立
ち
、

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
身
構
え
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
。
木
槌
を
右
手
に
持
ち
、
今
に
も
叩た

た

き
つ
け
ん
ば
か
り
に

し
、
眉
を
ひ
そ
め
、
目
を
見
開
き
、
明
ら
か
に
怒
っ
て
い
る
。

何
か
を
叫
ぼ
う
と
し
て
い
る
。 

「
テ
メ
ー
、
ま
た
サ
ボ
っ
て
い
や
が
る
な
、
仕
事
を
し
ろ
よ
。

や
る
気
が
出
る
よ
う
に
、
こ
の
木
槌
で
ぶ
っ
た
た
い
て
や
る
か

ら
、
そ
こ
へ
直
れ
！
」
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。 

（
大
黒
天
は
、
も
と
も
と
守
護
神
で
あ
り
、
怖
い
神
様
な
の
だ

か
ら
、
こ
れ
で
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
） 

大
仏
は
本
堂
の
裏
手
に
あ
る
か
ら
、
見
え
に
く
い
。
大
仏
の

方
向
を
指
し
示
す
看
板
に
従
い
、
本
堂
の
脇
に
回
り
、
他
人
の

家
の
庭
に
入
り
込
む
よ
う
な
、
こ
そ
こ
そ
と
し
た
感
覚
を
覚
え

な
が
ら
、
人
気
の
な
い
庫
裏
の
中
庭
を
通
り
、
階
段
を
上
が
っ

て
い
く
と
、
ブ
ロ
ン
ズ
の
大
仏
坐
像
が
よ
う
や
く
見
え
た
。
右

手
を
中
空
に
上
げ
る
、
お
な
じ
み
の
ポ
ー
ズ
の
大
仏
様
だ
。 

「
私
は
サ
ボ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
誓
い
ま
す
。
こ
う
し
て
い
る
こ

と
が
私
の
仕
事
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。 

そ
の
指
先
は
繊
細
だ
。
や
や
う
つ
む
き
加
減
だ
が
、
穏
や
か

な
表
情
を
し
て
い
る
。 

台
座
の
中
の
空
間
を
の
ぞ
く
と
、
小
さ
い
仏
像
が
並
ん
で
い

る
。
大
仏
を
建
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
資
金
が
必
要

だ
が
、
こ
の
寺
は
広
い
墓
地
を
も
っ
て
お
り
、
資
金
を
集
め
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。 

善生寺の大黒天 
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こ
の
大
仏
は
八
王
子
大
仏
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
厳
密
に
言

え
ば
、
こ
こ
は
日
野
市
に
属
す
る
が
、
八
王
子
（
隣
の
駅
が
Ｊ

Ｒ
八
王
子
）
に
近
い
か
ら
だ
ろ
う
。 

⑩
う
さ
み
観
音
（
静
岡
県
伊
東
市･

う
さ
み
観
音
寺
） 

２
０
１
９
年
１
０
月
２
０
日
（
日
）
、
少
し
早
め
に
家
を
出

て
、
バ
ス
と
電
車
で
伊
豆
の
宇
佐
美

う

さ

み

に
行
っ
た
。
熱
海
か
ら
伊

東
線
に
乗
り
換
え
て
の
ん
び
り
行
く
こ
と
に
な
る
。
宇
佐
美
駅

ホ
ー
ム
か
ら
、
う
さ
み
観
音
の
白
い
姿
が
山
の
中
腹
に
ぽ
つ
ん

と
見
え
る
。
直
線
距
離
で
約
２
キ
ロ
あ
る
か
ら
、
そ
う
と
う
大

き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
目
指
し
て
歩
い
て
い
っ
た
。
歩

く
に
は
長
す
ぎ
る
上
り
坂
だ
が
、
路
線
バ
ス
の
便
が
な
い
。
宇

佐
美
周
辺
の
観
光
名
勝
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

行
く
に
は
不
便
だ
。
普
通
に
歩
い
て
も
３
０
分
は
か
か
る
。 

私
は
、
こ
の
地
に
住
む
知
人
宅
に
顔
を
出
し
た
後
、
亀
石
峠

に
向
か
う
県
道
（
伊
東
大
仁
道
路
）
を
歩
い
た
。
う
さ
み
観
音

寺
は
こ
の
道
路
沿
い
に
あ
る
。
歩
道
の
幅
が
ほ
と
ん
ど
確
保
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
、
車
の
往
来
が
気
に
か
か
る
。
本
当
は
ハ
イ

キ
ン
グ
気
分
で
山
道
を
歩
き
た
か
っ
た
が
、
通
行
止
め
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
か
ら
、
や
む
を
得
な
っ

た
。 秋

の
行
楽
シ
ー
ズ
ン
中
の
日
曜
日
だ
っ
た
が
、
客
は
私
一
人
、

後
か
ら
一
組
の
家
族
づ
れ
が
来
た
だ
け
だ
っ
た
。
み
や
げ
物･

お
守
り
な
ど
を
販
売
し
て
い
る
女
性
の
係
員
が
一
人
い
る
だ
け

で
、
拝
観
料
も
彼
女
が
、
入
山
す
る
客
に
声
を
か
け
て
支
払
わ

せ
て
い
た
。
帰
る
と
き
に
思
っ
た
の
は
、
一
人
３
０
０
円
で
は

安
す
ぎ
る
と
。 

順
路
を
示
す
看
板
に
案
内
さ
れ
、
ま
ず
展
示
室
に
入
る
。
仏

教
発
祥
の
地
の
ネ
パ
ー
ル
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
や
、
仏
陀
の
一
生
を

吹上大仏（八王子大仏） 
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描
く
大
き
く
精
緻
な
レ
リ
ー
フ
を
観
て
回
る
。
中
に
は
立
っ
た

ま
ま
で
交
接
す
る
男
女
像
も
あ
る
が
、
ま
じ
め
な
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
だ
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
な
か
な
か
の
も
の
だ
が
、
こ
の
寺
の

本
堂
や
境
内
一
帯
は
、
観
音
像
や
仏
像
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
、
所

狭
し
と
並
ん
で
い
る
の
は
壮
観
だ
。
七
福
神
な
ど
、
一
通
り
の

仏
像
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
ま
じ
め
に
製
作
さ
れ
た
仏
像
が
多
い
。

数
が
多
い
か
ら
、
大
量
生
産
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
し
、
威
嚇
す
る
仏
像
は
仁
王
像
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
お
と
な
し

め
の
仏
像
が
多
か
っ
た
。 

 

こ
こ
の
主
役
は
大
観
音
だ
。
正
式
に
は
世
界
平
和
大
観
音
と

い
う
。
５
階
建
ほ
ど
の
ビ
ル
の
屋
上
に
、
座
し
て
合
掌
し
て
い

る
。
全
体
は
白
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
飾
り
が
黄
金
色
だ
。
一

見
、
座
っ
て
い
る
姿
だ
か
ら
観
音
と
い
う
よ
り
大
仏
に
近
い
。 

長
年
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
痛
ん
だ
と
こ

ろ
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
基
壇
と
な
っ
て
い
る
ビ
ル
は
、
一

部
の
窓
が
壊
れ
て
い
た
り
し
て
全
体
的
に
寂さ

び

れ
て
い
る
の
が
惜

し
い
。
室
内
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
展
示
室
に
な
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
ド
ア
の
隙
間
か
ら
覗
く
と
、
薄
暗
く
、
物
置

の
よ
う
な
空
間
だ
っ
た
。 

客
を
も
っ
と
呼
び
寄
せ
れ
ば
、
い
い
の
に
と
思
う
。
観
音
の

霊
力
が
足
ら
な
い
と
い
っ
て
は
失
礼
に
な
る
が…

…

。 

⑪
正
光
寺
大
観
音
（
東
京
都
北
区･

正
光
寺
） 

２
０
１
９
年
１
１
月
３
日
、
都
内
の
三
カ
所
を
見
て
回
っ
た
。

ま
ず
赤
羽
駅
か
ら
歩
い
て
、
北
区
岩
渕
町
に
あ
る
正
光
寺
を
訪

ね
た
。 

門
を
通
る
と
、
直
線
的
な
石
畳
の
先
に
、
直
立
す
る
観
音
像

が
見
え
る
。
ブ
ロ
ン
ズ
製
の
観
音
像
は
、
観
た
と
こ
ろ
、
高
さ

４
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
だ
。 

実
は
、
私
は
小
学
一
年
の
と
き
、
近
く
の
岩
淵
小
学
校
に
通

っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
付
近
に
つ
い
て
は
土
地
勘
が
あ
り
、
た

うさみ観音 
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ま
に
再
訪
し
て
い
る
。
こ
の
観
音
像
を
６
０
年
以
上
前
に
も
見

て
い
た
。
当
時
は
、
荒
れ
果
て
た
よ
う
な
寂
れ
た
寺
の
境
内
に

悄
然
と
立
っ
て
い
た
。
本
堂
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
情
報
に

よ
る
と
、
戦
災
に
あ
っ
て
消
失
し
て
い
た
の
だ
。 

 

当
時
、
子
供
心
に
も
流
麗
な
造
形
に
感
心
し
て
見
入
っ
て
い

た
。
そ
し
て
な
ぜ
、
何
の
た
め
に
こ
れ
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い

る
の
か
、
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
。
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な
、

周
囲
と
不
似
合
い
な
観
音
像
が
立
っ
て
い
た
か
ら
。 

で
も
今
は
、
違
和
感
の
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
正
光
寺

は
、
そ
の
後
い
つ
の
間
に
か
、
境
内
を
整
地
し
た
上
で
、
立
派

な
本
堂
を
建
て
直
し
、
金
ぴ
か
の
仏
像
群
を
安
置
す
る
ま
で
に

な
っ
て
い
る
。
境
内
を
回
る
と
、
観
音
堂
（
こ
こ
に
も
金
ぴ
か

仏
像
群
が
並
べ
置
か
れ
て
い
る
）
や
、
弁
天
像
と
そ
の
台
に
絡

み
つ
く
龍
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
の
あ
る
池
な
ど
が
あ
り
、
興
味
深
か

っ
た
。
寂
れ
た
寺
と
い
う
印
象
は
全
く
消
え
て
い
た
。  

付
近
に
は
寄
り
た
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
正
光
寺
を

あ
と
に
し
て
、
地
下
鉄
南
北
線
で
赤
羽
岩
淵
か
ら
本
駒
込
に
移

動
し
た
。 

 

正光寺大観音 

正光寺大観音の後姿 

2006/2/11 に撮影したもの。その後

手前の駐車場には本堂が建てられた。 
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⑫
吉
祥
寺
大
仏
（
東
京
都
文
京
区･

駒
込
吉
祥
寺
） 

本
駒
込
駅
に
出
る
と
、
曇
り
空
だ
っ
た
た
め
、
太
陽
の
位
置

が
わ
か
ら
ず
、
北
と
南
の
方
角
を
完
全
に
間
違
え
て
歩
き
出
し

た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
日
が
差
し
て
き
た
と
き
に
気
づ
い
た
。

地
下
鉄
の
駅
か
ら
出
る
と
き
、
た
び
た
び
方
角
で
惑
わ
さ
れ
る
。

駒
込
吉
祥
寺
へ
は
、
本
駒
込
駅
か
ら
北
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
な
お
、
私
が
道
を
訪
ね
た
地
元
の
人
は
、
吉
祥
寺

を
「
き
っ
し
ょ
う
じ
」
と
呼
ん
で
い
た
。 

 

駒
込
吉
祥
寺
は
か
な
り
大
き
な
寺
だ
。
門
構
え
も
立
派
だ
し
、

境
内
が
広
い
。
歴
史
的
な
建
物
（
二
階
式
の
経
蔵
）
も
あ
る
。

明
暦
の
大
火
の
碑
も
あ
っ
た
。 

正
門
か
ら
本
堂
前
の
広
場
に
続
く
道
が
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て

い
る
。
大
仏
は
そ
の
途
中
の
脇
に
あ
る
。 

周
囲
を
威
圧
す
る
ほ
ど
の
大
き
さ
は
な
い
。
樹
木
に
隠
れ
が

ち
に
な
っ
て
お
り
、
緑
色
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
は
目
立
た
な
い
。
高

さ
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
台
座
の
上
で
穏
や
か
に

黙
想
し
て
お
ら
れ
る
。
後
ろ
か
ら
見
る
と
、
さ
す
が
に
背
中
が

広
い
。 ⑬

神
楽
坂
大
仏
（
東
京
都
新
宿
区･

安
養
寺
） 

本
駒
込
駅
に
戻
り
、
さ
ら
に
東
西
線
で
飯
田
橋
に
行
っ
た
。

お
お
ま
か
な
地
図
を
頭
の
中
に
入
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
こ
で

も
方
角
を
間
違
え
、
北
西
に
行
く
べ
き
と
こ
ろ
、
南
西
の
方
向

に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。 

負
け
惜
し
み
的
に
言
う
と
、
こ
の
辺
の
街
中
を
歩
き
回
る
こ

と
で
、
い
く
つ
か
面
白
い
こ
と
に
出
く
わ
し
た
。
神
楽
坂
通
り

で
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
若
宮
町
公
園
で
の
ガ
ラ
ス
吹
き
実
演
、

歴
史
的
建
築
物
の
近
代
科
学
資
料
館
、
そ
の
他
、
豪
邸
（
壁
を

高
く
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
）
の
数
々…

…

。 
安
養
寺
は
、
人
通
り
の
多
い
神
楽
坂
上
の
交
差
点
に
あ
り
、

小
規
模
な
寺
な
が
ら
、
観
音
霊
場
と
し
て
御
朱
印
の
発
行
や
祈

祷
を
し
て
い
る
。
当
日
、
観
音
堂
で
は
そ
ん
な
例
会
が
開
催
さ

吉祥寺大仏 

植栽がちょうど光背に見える 
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れ
る
ら
し
く
、
１
０
人
ほ
ど
の
人
が
中
に
座
っ
て
祈
祷
ら
し
い

こ
と
が
行
わ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
私
は
遠
慮
し
て
、
大
仏

が
あ
る
と
い
う
本
堂
に
向
か
っ
た
。 

 
 

案
内
矢
印
に
従
っ
て
階
段
を
上
が
る
と
、
間
口
の
狭
い
、
き

ら
び
や
か
な
部
屋
が
あ
る
。
多
く
の
人
は
入
れ
な
い
空
間
だ
。

大
仏
は
、
奥
ま
っ
た
祭
壇
の
中
央
に
鎮
座
す
る
。
こ
れ
は
丈
六

仏
と
し
て
は
や
や
小
ぶ
り
に
見
え
る
。
自
身
も
金
ぴ
か
に
輝
い

て
い
る
が
、
多
く
の
金
ぴ
か
の
装
飾
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
天
井

か
ら
も
垂
れ
下
が
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
多
す
ぎ
て
、
全
体

像
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
下
半
分
が
雑
多
な
（
？
）
置

物
類
で
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
胸
像
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
光

の
加
減
の
せ
い
か
、
胸
筋
が
よ
く
発
達
し
て
い
る
。
手
や
指
の

形
（
印
相
）
を
見
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
。 

本
日
１
１
月
３
日
の
大
仏
巡
り
は
こ
れ
で
終
了
し
、
都
営
地

下
鉄
線
の
牛
込
神
楽
坂
駅
か
ら
帰
っ
た
。 

⑭
西
仰

さ
い
こ
う

寺じ

阿
弥
陀
如
来
像
（
東
京
都
新
宿
区･

西
仰
寺
） 

１
１
月
９
日
（
土
）
午
後
か
ら
乃
木
坂
方
面
に
行
く
用
事
が

あ
っ
た
の
で
、
午
前
中
に
新
宿
区
の
西
仰
寺
に
寄
っ
て
み
た
。

こ
こ
は
、
地
下
鉄
・
曙
橋
駅
か
ら
南
へ
歩
３
分
の
と
こ
ろ
に
あ

る
。
交
通
の
便
が
よ
い
の
だ
が
、
昭
和
の
時
代
風
の
雑
多
な
建

物
が
並
ぶ
地
区
に
あ
っ
て
、
迷
路
の
よ
う
な
路
地
裏
に
あ
る
小

規
模
な
寺
だ
っ
た
。
寺
が
あ
る
か
ら
、
開
発
か
ら
取
り
残
さ
れ

る
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
辺
に
は
他
の
寺
も
散

在
し
て
い
る
。 

石
柱
の
門
に
「
西
仰
寺
」
と
刻
印
が
あ
る
の
を
確
認
し
、
モ

ル
タ
ル
造
り
の
本
堂
に
続
く
石
畳
の
道
を
歩
き
始
め
る
。
見
回

す
と
、
す
ぐ
右
手
の
分
岐
通
路
の
奥
に
青
銅
の
阿
弥
陀
仏
が
正

面
を
向
い
て
座
っ
て
い
た
。
「
こ
れ
が
大、
仏、
？
」 

安養寺の神楽坂大仏 
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大
仏
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
ぶ
か
っ
て
い
た
私
に
と

っ
て
、
あ
っ
け
な
い
対
面
だ
っ
た
。
樹
木
に
取
り
囲
ま
れ
な
が

ら
も
、
仏
像
自
身
の
青
緑
の
色
合
い
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上

が
っ
て
い
る
。
高
さ
１
３
７
セ
ン
チ
あ
る
と
い
う
石
垣
造
り
台

座
の
上
で
、
黙
想
す
る
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。
吉
祥
寺
大
仏

と
作
風
が
近
似
し
て
い
る
が
、
胸
の
辺
り
に
微
妙
な
違
い
が
あ

る
。 

 

こ
の
像
は
丈
六
と
し
て
も
小
さ
め
の
も
の
で
、
大
仏
の
リ
ス

ト
に
入
れ
る
の
は
ど
う
か
、
と
疑
念
を
抱
か
せ
る
。
こ
の
写
真

は
、
大
き
く
見
え
る
よ
う
に
、
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
望
遠
に
し

て
撮
影
し
た
。 

大
き
さ
は
と
も
か
く
、
端
正
な
顔
だ
ち
で
、
孤
高
を
保
つ
威

厳
が
感
じ
ら
れ
る
。
制
作
年
代
（
元
禄
７
年
）
や
制
作
者
が
分

か
っ
て
お
り
、
新
宿
区
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

正
面
手
前
に
置
か
れ
た
二
対
の
花
器
に
は
、
キ
ク
や
ユ
リ
が

生
け
ら
れ
て
い
た
。
日
ご
ろ
か
ら
、
人
び
と
に
崇
拝
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。 

⑮
円
通
寺
観
音
像
（
東
京
都
荒
川
区･

円
通
寺
） 

２
０
１
９
年
１
１
月
２
３
日
（
土
）
、
午
後
の
神
田
駿
河
台

で
の
用
事
に
か
こ
つ
け
て
、
午
前
中
、
南
千
住
駅
か
ら
円
通
寺

へ
歩
い
た
。
駅
に
降
り
立
つ
と
、
雨
が
降
っ
て
い
た
。 

南
千
住
駅
は
、
私
が
若
か
っ
た
こ
ろ
通
学
に
利
用
し
た
駅
だ

が
、
辺
り
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
た
。
５
０
年
ほ
ど
前
あ
っ

た
街
並
は
今
は
な
い
。
け
れ
ど
雨
の
冷
た
さ
が
当
時
こ
の
辺
を

と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
た
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
。
惨
め
な
気
分

で
歩
い
て
い
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。
心
も
冷
え
き
り
、
自

分
を
見
失
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
す
さ
ん
で
い
た
。 

神
奈
川
の
自
宅
を
出
た
と
き
は
雨
が
降
っ
て
い
な
か
っ
た
か

ら
、
傘
を
持
た
な
か
っ
た
。
濡
れ
る
の
は
か
ま
わ
な
い
が…

…

。 

さ
て
、
円
通
寺
は
交
通
量
の
多
い
国
道
４
号
（
日
光
街
道
）

西仰寺 阿弥陀如来像 
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に
門
を
開
い
て
い
る
。
ユ
ニ
ー
ク
な
建
築
の
本
堂
が
奥
ま
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。
直
線
的
な
参
拝
道
が
通
っ
て
お
り
、
門
の
と

こ
ろ
か
ら
で
も
観
音
像
が
見
え
る
。
そ
の
本
堂
の
屋
根
の
上
に
、

お
お
き
な
塔
（
パ
ゴ
ダ
）
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
大
観
音
は
、

そ
の
正
面
に
埋
め
込
ま
れ
る
よ
う
に
立
っ
て
お
り
、
全
身
か
ら

黄
金
の
光
を
放
っ
て
い
る
。
発
射
台
に
組
み
込
ま
れ
た
ロ
ケ
ッ

ト
の
よ
う
で
も
あ
る
。 

 

近
づ
い
て
、
本
堂
の
前
で
見
上
げ
る
と
、
高
さ
５
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
立
像
で
、
頬
が
ふ
く
ら
ん
で
お
り
、
微
笑
し
て
い
る
よ

う
な
顔
の
表
情
だ
。
彩
色
を
厳
密
に
言
う
と
、
や
や
赤
み
が
か

っ
て
い
る
か
ら
、
銅
色
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。 

背
に
し
た
塔
に
は
、
手
す
り
の
あ
る
バ
ル
コ
ニ
ー
の
よ
う
な

も
の
が
複
数
の
層
に
な
っ
て
い
る
。
一
番
下
の
層
は
隠
れ
て
見

え
な
い
が
、
７
層
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
七
重
の
塔
を
模
し

て
作
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。 

本
堂
は
モ
ダ
ン
だ
が
、
円
通
寺
は
、
平
安
後
期
の
源
義
家
伝

説
の
遺
物
や
、
戊
辰
戦
争
の
際
に
上
野
で
戦
死
し
た
彰
義
隊
士

の
墓
が
い
く
つ
か
集
め
ら
れ
て
い
た
り
、
そ
の
戦
い
の
舞
台
と

な
っ
た
黒
門
が
移
設
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
由
緒
あ
る
寺
だ
か

ら
、
ゆ
っ
く
り
回
り
た
か
っ
た
が
、
当
日
、
法
事
が
い
く
つ
か

あ
る
ら
し
い
の
で
、
本
尊
に
参
拝
も
せ
ず
、
早
め
に
退
散
し
た
。 

帰
り
に
、
ほ
ど
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
浄
閑
寺
に
寄
っ
て
み
た

が
、
こ
ち
ら
で
も
法
事
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
何

も
見
ず
に
、
追
わ
れ
る
よ
う
に
立
ち
去
っ
た
。
雨
が
冷
た
す
ぎ

た
。
三
ノ
輪
橋
で
、
こ
れ
ま
た
思
い
入
れ
の
多
い
都
電
に
乗
っ

て
Ｊ
Ｒ
王
子
駅
に
出
た
。 

⑯
芦
ヶ

あ

し

が

久
保

く

ぼ

大
観
音
像
（
埼
玉
県
秩
父
市･

厳
寿
院
） 

数
年
前
、
西
武
秩
父
線
の
芦
ヶ
久
保
駅
近
く
で
、
車
窓
か
ら

向
こ
う
の
山
の
中
腹
に
何
や
ら
大
き
な
像
ら
し
い
も
の
が
見
え

て
い
た
。
あ
と
で
、
な
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、

大
観
音
像
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

円通寺 観音像 
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こ
の
雑
事
記
の
最
後
の
対
象
と
し
て
、
こ
れ
を
選
ん
だ
の
は

特
徴
的
な
観
音
像
だ
か
ら
だ
。
紹
介
し
た
い
大
仏･

大
観
音
は

ま
だ
多
く
あ
る
が
、
こ
れ
で
一
区
切
り
を
つ
け
る
。 

２
０
１
９
年
１
２
月
１
５
日
（
日
）
、
八
高
線
の
東
飯
能
駅

か
ら
西
武
電
車
に
乗
り
継
い
で
、
芦
ヶ
久
保
駅
で
降
り
た
。
そ

の
駅
の
下
方
に
は
、
道
路
（
国
道
２
９
９
号
）
に
接
続
し
て
広

い
「
道
の
駅
」
が
あ
り
、
多
く
の
車
が
停
ま
っ
て
い
る
。
横
瀬

川
と
そ
の
道
路
を
横
切
り
、
小
高
い
山
に
登
っ
て
ゆ
く
。
ほ
ど

な
く
登
り
切
る
。 

 

山
頂
付
近
は
緩
や
か
な
台
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
墓
地
が
区

画
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
が
霊
園
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
事

客
が
車
で
来
ら
れ
る
よ
う
に
、
急
な
坂
道
で
あ
り
な
が
ら
、
舗

装
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
中
央
部
に
、
大
き
な
台
座
が
設
え
ら
れ
、
そ
の
上
に
青

銅
製
の
全
身
薄
い
緑
色
を
し
た
観
音
像
が
ほ
ぼ
東
向
き
に
座
し

て
い
る
。 

一
般
に
大
き
な
霊
園
に
は
、
大
き
い
観
音
像
が
た
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
も
そ
の
例
に
当
て
は
ま
る
。
墓
域

を
広
げ
つ
つ
あ
る
霊
園
の
シ
ン
ボ
ル
（
あ
る
い
は
広
告
塔
）
に

な
っ
て
い
る
。
川
向
こ
う
を
走
る
電
車
の
窓
か
ら
も
見
え
る
よ

う
に
、
大
き
め
に
造
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

こ
の
観
音
像
は
、
端
正
な
顔
立
ち
で
、
男
性
か
女
性
か
の
性

別
を
意
識
さ
せ
な
い
中
性
的
な
体
形
を
し
て
い
る
。
女
性
に
し

て
は
胸
の
ふ
く
ら
み
が
な
い
。
そ
れ
が
お
か
し
い
と
思
っ
て
は

い
け
な
い
。
観
音
は
変
幻
自
在
な
の
だ
。 

一
番
の
特
徴
は
正
座
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
珍
し
い
。
私

に
は
こ
れ
以
外
に
、
正
座
を
し
て
い
る
観
音
像
を
見
た
こ
と
が

な
い
。
死
者
の
た
め
の
祈
り
の
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

芦ヶ久保大観音 
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私
撰
人
生
訓
集  

 
 

盛
丘 

由
樹
年 

十
二
の
言
葉
を
取
り
上
げ
る
。
【 

】
内
は
出
典
ま
た
は
標
榜

者
を
示
す
。 

① 

幻
滅
の
悲
哀
【
不
詳
】 

「
人
生
に
は
幻
滅
が
多
い
」
と
い
う
命
題
で
あ
り
、
多
く
の
場

合
に
当
て
は
ま
る
仮
説
だ
ろ
う
。
自
分
に
も
よ
く
当
て
は
ま
っ

た
。
少
年
の
こ
ろ
に
こ
の
言
葉
に
出
会
っ
て
い
る
。
あ
る
会
で
、

ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
と
し
て
「
幻
滅
の
悲
哀
」
を
名
乗
っ
て
い
る

人
が
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
私
自
身
多
く
の
幻
滅
の
悲
哀
を
か
み

し
め
た
。
こ
れ
が
「
幻
滅
の
悲
哀
な
ん
だ
」
と
た
び
た
び
認
識

さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
言
葉
で
、
悲
哀
を
味
わ
い
な
が
ら
生
き
て

ゆ
く
こ
と
は
、
し
か
た
が
な
い
と
い
う
あ
き
ら
め
の
境
地
に
な

る
。
大
き
な
悲
哀
も
あ
り
小
さ
な
悲
哀
も
あ
り
、
波
の
よ
う
に

押
し
寄
せ
て
く
る
が
、
結
局
は
今
、
乗
り
越
え
て
い
る
自
分
が

い
る
。 

「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
が
人
生
だ
」
と
、
あ
る
男
性
が
新

聞
の
コ
ラ
ム
記
事
（
毎
日
新
聞

2
0
1
9
/1
2
/1
1

男
の
気
持
ち
）

で
言
っ
て
い
た
。 

② 

み
ん
な
悩
ん
で
大
き
く
な
っ
た 

【
仲
畑
貴
志
、
野
坂
昭
如
、
秋
山
仁
】 

ヒ
ト
に
は
多
く
の
悩
み
が
あ
る
。
煩
悩
と
い
う
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
「
あ
い
つ
に
は
悩
み
な
ど
あ
り
そ
う
も
な
い
な
」
と
思

え
る
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
他
人
に
知
ら
れ
な
い
悩
み
を

持
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
ね
た
み
や
嫉
み
も
消
え
る
だ
ろ
う
。

自
分
の
悩
み
が
軽
く
な
る
。
悩
む
の
は
仕
方
が
な
い
と
、
あ
き

ら
め
ら
れ
る
。
「
オ
レ
だ
け
で
は
な
い
、
み
ん
な
悩
ん
で
い
た

ん
だ
」
と
思
う
こ
と
で
共
有
観
念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

③ 

人
生
意
気
に
感
ず 

【
魏
徴
『
述
懐
詩
』
人
生
感
意
気
、
功
名
誰
復
論
】 

心
意
気
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
高
い
志
を
も
っ
て
活
動
し
て
ゆ

く
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
な
か
な
か
カ
ッ
コ
の
よ
い
言
葉
だ
と
思

っ
て
い
た
が
、
あ
ら
た
め
て
辞
書
（
広
辞
苑
）
を
ひ
く
と
、

「
人
間
は
人
の
意
気
に
感
じ
て
行
動
す
る
。
金
銭
や
名
誉
は
問

題
外
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
金
銭
や
名
誉
も
考
慮
し

て
行
動
す
る
こ
と
は
現
実
に
は
必
要
だ
。
そ
れ
を
目
的
に
す
る

の
も
、
一
つ
の
生
き
方
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
後
か
ら
つ
い
て
く

る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が…

…

。 

④ 

苦
節
十
年
【
不
詳
】 

７
０
歳
で
亡
く
な
る
と
し
た
ら
、
そ
の
と
き
「
苦
節
７
０
年
だ

っ
た
」
と
思
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
苦
節
に
も
程
度
が
あ
り
、
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修
行
な
ど
で
耐
え
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の
必
要
が
あ
る

の
な
ら
、
そ
こ
に
と
ど
ま
れ
ば
い
い
し
、
耐
え
ら
れ
そ
う
も
な

い
苦
節
な
ら
ば
、
別
な
道
に
進
む
ほ
う
が
賢
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
場
合
、
未
知
の
世
界
に
飛
び
込
む
蛮
勇
あ
る
い
は

無
謀
な
決
断
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
会
社
勤
め
が
、
苦
節
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
な
ど
蛮
勇
は
持
た
ず
、
か
な
り
の

早
期
退
職
だ
っ
た
が
、
定
年
ま
で
勤
め
あ
げ
た
こ
と
に
な
る
。

苦
節
三
十
四
年
だ
っ
た
。 

あ
る
い
は
結
婚
生
活
が
苦
節
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
に
よ

っ
て
苦
節
ｘ
ｘ
年
。
自
分
の
こ
と
は
言
わ
な
い
で
お
こ
う
。 

⑤ 

ヒ
ト
は
短
期
的
に
は
適
応
し
、
長
期
的
に
は
進
化
す
る 

【
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
番
組
「
軌
跡
の
星
」2
0
1
9
/
1
2/
1
8

】 

ヒ
ト
は
自
分
を
取
り
巻
く
世
界
や
状
況
に
柔
軟
に
生
き
ら
れ
る

生
物
だ
。
多
芸
多
才
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ど
ん
な
環
境
に
も
適

応
し
て
き
た
か
ら
、
地
球
上
に
こ
れ
だ
け
人
口
を
増
や
し
て
こ

ら
れ
た
。 

「
住
め
ば
都
」
と
い
う
格
言
に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
こ

に
住
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
な
り
に
順
応
し
て
生
き
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
働
く
際
に
、
自
分
に
は
ど
ん
な
職
場
に
も
、
あ
る
い
は

ど
こ
に
配
属
さ
れ
よ
う
と
、
適
応
で
き
る
能
力
が
あ
る
ん
だ
と

い
う
自
信
を
持
ち
た
い
。
ど
ん
な
役
に
で
も
演
じ
ら
れ
る
「
多

能
性
」
を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。 

⑥ 

人
の
人
生
と
は
ス
リ
リ
ン
グ
な
も
の
で
あ
る 

【
毎
日
新
聞2

0
1
9
/
10
/
29

朝
刊 

女
の
気
持
ち
】 

こ
れ
は
堅
実
な
人
生
を
順
調
に
歩
ん
で
き
た
人
の
言
葉
だ
。
そ

ん
な
人
で
も
、
ス
リ
リ
ン
グ
だ
と
言
っ
て
い
る
。 

人
生
に
は
落
と
し
穴
が
い
く
つ
も
潜
ん
で
い
て
、
そ
こ
に
落
ち

な
か
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
人

は
、
目
に
見
え
な
い
弾
が
飛
び
交
う
戦
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を

歩
い
て
お
り
、
弾
に
当
た
ら
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
、
た
ま

た
ま
だ
っ
た
こ
と
で
あ
り
そ
う
だ
（
だ
じ
ゃ
れ
）
。
ヒ
ト
に
は

そ
れ
ぞ
れ
運
不
運
と
い
う
よ
う
な
不
確
定
要
素
に
よ
っ
て
、
決

め
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
、
け
っ
こ
う
危
な
い
橋
を
渡
っ
て

き
た
と
い
う
経
験
の
多
さ
を
感
じ
る
の
は
、
自
然
の
よ
う
だ
。

も
し
も
、
あ
る
人
と
の
出
会
い
が
な
か
っ
た
ら
、
ま
た
は
自
分

を
取
り
巻
く
周
囲
の
環
境
や
置
か
れ
た
立
場
が
少
し
で
も
違
っ

て
い
た
ら
、
と
考
え
る
と
、
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
偶
然
が
支
配
す
る
世
界
で
、
生
き
て
い

る
。
た
ま
た
ま
こ
う
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
の
だ
。 

大
し
て
根
拠
も
な
く
（
一
番
当
て
に
な
ら
な
い
自
分
の
感
覚
や

勘か
ん

に
拠
っ
た
り
し
て
）
う
か
つ
な
選
択
を
し
て
し
ま
っ
た
と
し
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て
も
、
結
果
的
に
う
ま
く
行
く
場
合
が
あ
る
し
、
「
想
定
外
」

の
こ
と
も
起
こ
り
や
す
い
。
結
果
オ
ー
ラ
イ
な
ら
、
運
も
実
力

の
う
ち
で
あ
り
、
自
慢
し
て
よ
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
自
分

の
不
運
を
嘆
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

「
人
生
は
予
測
不
能
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
思
い
浮
か
べ
る
。 

別
の
コ
ラ
ム
の
記
事
で
「
人
生
は
ば
く
ち
の
よ
う
な
も
の
だ
」

と
言
っ
た
人
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
浮
き
沈
み
の
多
い
人

生
を
送
っ
た
人
ら
し
い
。
今
で
は
公
園
で
暮
ら
し
て
い
る
と
い

う
。
あ
る
程
度
の
勝
算
が
あ
れ
ば
、
ば
く
ち
を
し
て
も
よ
い
と

私
も
思
う
が
、
そ
れ
が
な
い
の
に
賭
け
を
し
た
な
ら
、
ど
う
な

る
か
わ
か
ら
な
い
。
一
か
八
か
で
は
、
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る

か
も
し
れ
な
い
。
人
生
を
棒
に
振
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
は
、

つ
ま
ら
な
い
。 

⑦ 

人
生
七
十
古
来
稀
な
り
【
杜
甫
『
曲
江
詩
』
】 

還
暦
６
０
歳
は
人
生
の
大
き
な
節
目
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
１
０
年

も
過
ぎ
て
７
０
歳
ま
で
生
き
た
ら
、
オ
レ
も
古
希
に
到
達
し
た

ん
だ
、
と
い
う
感
慨
を
持
ち
た
い
。
古
来
ま
れ
な
る
年
齢
に
な

っ
た
わ
け
だ
か
ら
。
あ
と
は
「
付
録
か
オ
マ
ケ
」
の
よ
う
な
も

の
と
思
え
て
く
る
。
あ
と
の
人
生
は
も
う
ど
う
で
も
よ
い
の
だ

と
い
う
気
楽
さ
を
も
て
る
。
で
も
や
は
り
、
付
録
が
盛
り
だ
く

さ
ん
に
あ
る
ほ
う
が
い
い
？ 

⑧ 

い
つ
死
ん
で
も
い
い
。
で
も
今
日
で
な
く
て
い
い 

【
佐
野
洋
子
「
ヨ
ー
コ
さ
ん
の
言
葉
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
番
組
】 

こ
れ
は
、
佐
野
洋
子
さ
ん
の
友
だ
ち
の
高
齢
の
母
親
が
語
っ
た

こ
と
だ
と
い
う
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
、
生
き
る
願
望
を
持
っ

て
一
日
を
過
ご
し
て
い
る
人
の
姿
が
あ
る
。
多
く
の
人
は
、
自

分
の
死
期
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
現
実

的
に
い
つ
死
ぬ
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
突
然
の
事
故
や
病
気
が

発
生
す
れ
ば
、
突
発
的
に
死
ぬ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
。
そ
れ
で
も
「
今
は
死
に
た
く
な
い
」
が
本
音
だ
ろ
う
。

怠
惰
な
人
に
対
し
て
使
う
「
今
日
で
き
る
こ
と
は
明
日
に
ま
わ

さ
な
い
」
（
先
憂
後
楽
）
と
い
う
訓
戒
ら
し
い
言
葉
も
あ
る
の

だ
が
、
死
ぬ
こ
と
は
後
回
し
に
し
た
い
し
、
そ
う
あ
り
た
い
。 

⑨ 

明
日
は
明
日
の
風
が
吹
く 

【
不
詳
。
映
画
「
風
と
と
も
に
去
り
ぬ
」
で
主
人
公
が
ラ
ス
ト

に
語
っ
た
セ
リ
フ
「T

o
m
o
r
r
o
w 

i
s
 
an

o
th

e
r
 d

a
y
.

」
の
訳
で

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
】 

こ
れ
は
、
先
憂
後
楽
と
は
逆
を
行
く
言
葉
か
も
知
れ
な
い
。

「
明
日
は
ど
う
で
あ
れ
、
今
日
は
楽
し
も
う
ぜ
」
と
い
う
よ
う

な
い
い
か
げ
ん
な

、
、
、
、
、
、
快、
さ、
、
気
楽
さ
が
あ
る
。
「
明
日
の
風
」
と

は
、
い
く
つ
か
の
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
空
気
だ
っ
た
り
環
境

だ
っ
た
り
、
自
分
を
取
り
巻
く
状
態
だ
っ
た
り
。
常
に
変
化
す
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る
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
内
部
か
ら
わ
き
起
こ
る
も
の
も
含
み

そ
う
だ
。 

「
明
日
」
に
関
す
る
言
い
回
し
は
い
く
つ
か
あ
り
、
単
純
に
言

え
ば
、
「
明
日
が
あ
る
さ
」
。
「
明
日
は
明
る
い
日
と
書
く
」

【
そ
れ
ぞ
れ
歌
の
文
句
よ
り
】
と
い
う
だ
じ
ゃ
れ
的
解
釈
も
お

も
し
ろ
い
。
今
日
は
ダ
メ
で
も
明
日
を
期
待
し
た
い
。
多
く
の

不
安
が
あ
る
中
で
、
こ
う
し
た
楽
観
や
、
希
望
的
観
測
は
必
要

だ
ろ
う
。 

ケ-

セ
ラ-

セ
ラ
（
な
る
よ
う
に
な
れ
）
と
言
う
の
も
い
い
。 

⑩ 

さ
よ
な
ら
だ
け
が
人
生
だ 

【
千
武
陵
『
勧
酒
』
、
井
伏
鱒
二
訳
】 

こ
ん
な
こ
と
を
言
う
人
は
、
未
練
を
残
さ
な
い
よ
う
な
、
充
実

し
た
人
生
を
送
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
思
い
残
す
こ
と
は
何
も
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
、
さ
ば
さ
ば
し
て
い
る
こ
と
に
、

好
感
が
持
て
る
。
人
生
を
達
観
し
た
「
悟
り
」
で
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
生
き
る
こ
と
に
執
着
心
を
失
っ
た

人
の
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。 

⑪ 

恥
の
多
い
人
生
だ
っ
た 

【
太
宰
治
『
人
間
失
格
』
、
つ
か
こ
う
へ
い
】 

自
分
の
言
動
を
恥
と
思
う
の
は
、
謙
虚
な
こ
と
だ
。
自
分
に
対

し
て
客
観
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
自
分
を
客
観
視
で
き
る

の
は
、
ヒ
ト
に
備
わ
る
能
力
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
恥
だ
と
思
う

こ
と
で
、
自
制
心
が
生
じ
、
ハ
メ
を
外
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
言
葉
は
、
自
分
に
は
そ
れ
（
自
制
心
）
が
弱
か
っ
た
と
い

う
反
省
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
は
何
度
も
ハ
メ
を
は
ず
し
て
し

ま
っ
た…

…

。
死
ね
ば
、
も
う
恥
を
か
く
こ
と
も
な
い
と
い
う

「
安
ら
ぎ
」
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。 

⑫ 

人
生
は
劇
の
ご
と
し
と
い
う
よ
う
に
、
私
も
人
生
の
舞
台

を
最
後
ま
で
演
じ
き
っ
て
い
き
た
い 

【
毎
日
新
聞2

0
1
9
/
11

/
23

朝
刊 

女
の
気
持
ち
】 

人
生
を
何
々
と
定
義
す
る
例
は
多
い
。
こ
の
文
書
に
も
い
く
つ

か
示
し
た
。
昨
年
（
２
０
１
９
年
）
、
あ
る
殺
傷
事
件
に
関
係

し
た
（
巻
き
込
ま
れ
た
）
男
が
「
オ
レ
の
人
生
は
何
な
ん

だ
！
」
と
叫
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
印

象
深
い
。
彼
は
自
分
の
人
生
を
定
義
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。 

人
生
を
演
劇
と
し
て
、
自
分
を
一
人
の
俳
優
と
み
な
す
こ
と
は
、

か
な
り
的
を
射
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
の
立
場
や
役
割
を

踏
ま
え
、
一
人
の
役
者
と
し
て
演
じ
き
る
こ
と
が
最
も
「
自
分

ら
し
い
こ
と
」
と
言
え
そ
う
だ
。
舞
台
の
中
心
に
自
分
が
い
る
。 


