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浄
土
真
宗
系
の
大
学
が
三
鷹
に
あ
る
。
設
立
当
初
は
女
子
の

学
校
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
現
在
は
共
学
で
あ
る
。
こ
の
大
学

で
は
以
前
か
ら
生
涯
学
習
講
座
を
開
講
し
て
い
る
。
対
面
授
業

や
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
授
業
を
何
度
か
受
け
た
。
良
心
的
な
受
講

料
で
、
講
座
の
内
容
も
満
足
で
き
る
も
の
だ
っ
た
。 

昨
年
末
か
ら
今
年
の
始
め
に
か
け
て
、
「
歴
史
小
説
を
書
く
」

と
い
う
講
座
を
受
講
し
た
。
私
は
主
に
歴
史
物
の
愚
作
を
書
い

て
い
る
の
で
、
参
考
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
期

待
し
て
の
受
講
だ
っ
た
。
講
師
の
Ｍ
氏
は
多
く
の
著
書
を
出
版

し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
大
学
で
教
え
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。 

 

Ｍ
氏
の
話
で
は
、
歴
史
小
説
は
史
実
に
沿
っ
て
書
く
タ
イ
プ

（
例
え
ば
森
鴎
外
）
と
、
歴
史
を
作
家
の
解
釈
で
書
く
タ
イ
プ

（
例
え
ば
司
馬
遼
太
郎
）
が
あ
る
。
Ｍ
氏
は
後
者
の
タ
イ
プ
だ

そ
う
だ
。 

森
鴎
外
の
『
大
塩
平
八
郎
』
は
天
保
の
大
塩
平
八
郎
の
乱
を
、

時
系
列
に
沿
っ
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
渋
江
抽
斎
』
は

資
料
を
も
と
に
淡
々
と
抽
斎
の
生
涯
を
描
い
て
ゆ
く
。 

司
馬
遼
太
郎
は
周
知
の
よ
う
に
、
自
分
の
カ
ラ
ー
に
染
め
て

歴
史
的
人
物
を
描
い
て
ゆ
く
。
例
え
ば
坂
本
龍
馬
、
斎
藤
道
三

で
あ
る
。 

司
馬
遼
タ
イ
プ
の
作
家
に
と
っ
て
の
醍
醐
味
は
、
歴
史
を
ま

た
は
人
物
を
、
自
分
の
解
釈
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
点
に
尽
き

る
と
思
う
。
私
ご
と
き
が
愚
作
の
例
を
挙
げ
る
の
は
お
こ
が
ま

し
い
が
、
山
県

や
ま
が
た

有
朋

あ
り
と
も

に
つ
い
て
記
述
し
た
こ
と
が
あ
る
。
通
信

制
の
大
学
で
学
ん
だ
者
た
ち
が
、
現
状
を
メ
ー
ル
で
連
絡
し
あ

う
と
い
う
設
定
で
、
五
人
を
登
場
さ
せ
た
。
始
め
に
登
場
し
た

人
物
は
、
す
で
に
八
十
歳
を
越
え
た
老
人
で
あ
る
。
以
下
の
よ

う
な
メ
ー
ル
を
学
友
に
送
っ
た
。 

 

 
 

八
十
歳
に
な
っ
て
や
っ
と
博
士
課
程
を
修
了
い
た
し
ま
し
た
。

皆
さ
ん
と
知
り
合
っ
た
大
学
の
通
信
制
の
大
学
院
で
す
。
こ
の

歳
に
な
っ
て
何
故
博
士
号
を
取
得
し
た
の
か
、
そ
う
お
聞
き
に

な
り
た
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、 

「
一
声

い
っ
せ
い

も
あ
げ
ず
に
終
わ
り
た
く
な
い
」 

そ
う
思
っ
た
か
ら
で
す
。
私
の
人
生
に
は
な
に
か
が
欠
け
て

い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
博
士
号
取
得
を
最
大
の
目
標
に
掲
げ
ま



22  

し
た
。 

テ
ー
マ
は
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

戦
争
」
で
す
。
七
十
歳
を
越
え
て
か
ら
、
皆
さ
ん
と
お
会
い
し

た
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
。
そ
の
時
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
を
考
え

続
け
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
あ
の
戦
争
が
起
き
た
の
か
、
誰
が
起

し
た
の
か
、
私
な
り
に
真
相
を
突
き
詰
め
た
か
っ
た
。 

私
の
生
家
は
深
川
に
あ
り
ま
し
た
。
父
は
一
九
四
四
年
サ
イ

パ
ン
島
で
戦
死
し
ま
し
た
。
母
と
二
人
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

東
京
大
空
襲
が
あ
っ
た
一
九
四
五
年
三
月
に
、
焼
け
出
さ
れ
て

祖
母
が
住
む
母
の
実
家
の
行
田
に
疎
開
し
ま
し
た
。 

日
本
は
そ
の
年
の
八
月
十
五
日
に
敗
戦
し
ま
し
た
。
そ
の
前

夜
の
こ
と
で
す
。
隣
町
の
熊
谷
に
大
空
襲
が
あ
り
ま
し
た
。
遠

く
か
ら
線
香
花
火
の
パ
チ
パ
チ
と
い
う
よ
う
な
音
が
た
て
続
き

に
鳴
っ
て
、
火
花
が
上
が
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
そ
の
火
花
が

忽
ち
か
た
ま
っ
て
大
き
な
炎
と
な
っ
て
、
町
を
覆
い
つ
く
す
の

が
見
え
ま
し
た
。
母
も
祖
母
も
泣
い
て
い
ま
し
た
。
私
は
子
供

な
が
ら
に
、
な
ん
て
ひ
ど
い
事
を
す
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

敗
戦
後
は
食
べ
る
も
の
が
な
く
て
辛
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

こ
ん
な
思
い
を
さ
せ
た
米
国
を
憎
み
ま
し
た
。 

行
田
の
家
は
土
間
を
改
装
し
て
貸
本
屋
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

亡
く
な
っ
た
祖
父
が
や
っ
て
い
た
店
を
祖
母
が
引
き
継
ぎ
ま
し

た
。
戦
後
人
々
は
活
字
に
飢
え
て
い
た
の
で
、
主
に
子
供
向
け

の
読
み
本
や
漫
画
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
大
人
も
借
り
に
来

ま
し
た
。
古
本
屋
か
ら
仕
入
れ
て
大
人
向
け
の
本
も
増
や
し
た

の
で
、
三
人
で
何
と
か
食
い
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
祖
母

が
亡
く
な
っ
た
後
は
母
が
受
け
継
ぎ
、
私
も
店
番
を
手
伝
い
ま

し
た
。
小
銭
商
売
で
す
が
、
遺
族
年
金
と
こ
の
お
か
げ
で
熊
谷

の
商
業
高
校
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

高
校
を
卒
業
し
て
、
石
鹸
を
作
る
会
社
に
入
社
し
ま
し
た
。

配
属
は
墨
田
区
に
あ
る
工
場
で
、
出
納
の
担
当
を
し
ま
し
た
。

岩
戸
景
気
と
呼
ば
れ
る
時
代
で
し
た
。
仕
事
が
忙
し
く
、
だ
ん

だ
ん
と
豊
か
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
戦
争
の
こ
と
を
思
い
出

す
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。 

五
十
五
歳
で
定
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
定
年
後
も
関
係
会
社

の
非
常
勤
監
査
役
と
し
て
、
六
十
九
歳
ま
で
仕
事
を
続
け
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
決
算
期
以
外
は
週
に
一
度
勤
務
す
れ
ば
よ

い
の
で
、
余
暇
に
歴
史
の
本
を
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
あ
の
戦
争
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
無
差
別
殺
人
を
犯
し
た
米
国
を
生
涯
許
す
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
も
っ
と
憎
む
べ
き
は
こ
の
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
日

本
の
指
導
者
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
う
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
を
確
か
め
た
く
、
七
十
歳
で
皆
さ
ん
と
お
会
い
し
た

大
学
に
入
学
し
ま
し
た
。
私
は
高
卒
で
す
の
で
一
学
年
か
ら
四

年
間
学
び
、
そ
の
後
修
士
課
程
を
三
年
、
博
士
課
程
を
三
年
で
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終
了
し
ま
し
た
。 

 
 博

士
論
文
は
「
山
県
有
朋
と
明
治
三
十
三
年
五
月
十
九
日
の

勅
令
第
一
九
三
号
と
第
一
九
四
号
」
で
す
。
こ
の
研
究
を
テ
ー

マ
に
し
て
博
士
号
が
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
論
文
で
博
士

号
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
私
の
考
え
が
正
し
い
証
だ
と
思
っ
た
の

で
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
ま
す
。 

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
に
天
皇
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
放

送
が
あ
り
、
日
本
国
民
だ
け
で
な
く
、
日
本
が
侵
略
し
た
ア
ジ

ア
と
太
平
洋
諸
国
の
国
民
が
、
日
本
の
圧
政
と
侵
略
か
ら
解
放

さ
れ
ま
し
た
。 

日
本
が
侵
略
し
た
の
は
、
台
湾
、
朝
鮮
、
中
国
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル
マ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
諸
島
な
ど
で
す
。
各
国
で
日
本
軍
や
特
高
な
ど

に
殺
害
さ
れ
た
人
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
の
数
に
上
る
の
か
、
正
確

な
数
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
惨
事
に
対
し
て
日
本
政
府

が
賠
償
責
任
を
負
い
実
行
し
た
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ

ム
、
ビ
ル
マ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
四
カ
国
の
み
で
、
総
額
は
三

六
〇
〇
億
円
強
で
し
た
。
賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
ラ
オ
ス
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ

ア
な
ど
に
は
総
額
で
六
百
億
円
程
度
の
経
済
協
力
を
行
っ
た
だ

け
で
す
。 

し
か
し
、
最
大
の
被
害
国
で
あ
っ
た
中
国
、
朝
鮮
、
台
湾
に

は
何
ら
の
賠
償
も
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。
韓
国
が
い
ま
だ
に
（
注

文
前
大
統
領
時
代
）
慰
安
婦
問
題
や
強
制
労
働
者
に
対
す
る
訴
訟

を
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
国
内
の
失
政
を
隠
す
意
図
が
強
い
も

の
の
、
歴
史
的
に
は
一
理
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。 

日
本
人
の
戦
没
者
に
つ
い
て
も
正
確
な
数
は
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
政
府
の
発
表
に
よ
る
と
、
戦
死
し
た
日
本
軍
兵
士
は
二

三
〇
万
人
、
戦
地
で
戦
没
し
た
一
般
市
民
は
三
〇
万
人
、
戦
災

で
死
亡
し
た
一
般
市
民
は
五
〇
万
人
で
、
合
計
三
一
〇
万
人
が

戦
争
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
一
九
六
三
年

五
月
十
四
日
の
閣
議
決
定
『
「
戦
没
者
追
悼
式
の
実
施
に
関
す

る
件
」
に
お
い
て
「
戦
没
者
」
に
つ
い
て
』
で
公
表
）
。
し
か

し
、
戦
争
の
混
乱
期
に
正
確
な
調
査
が
な
さ
れ
た
と
は
到
底
思

え
ず
、
実
際
の
被
害
者
は
こ
れ
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。 

敗
戦
の
結
果
、
東
京
裁
判
で
は
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ

た
百
数
十
人
の
う
ち
二
十
八
名
が
起
訴
さ
れ
、
東
条
英
機
を
は

じ
め
七
名
が
絞
首
刑
、
十
六
名
が
終
身
刑
、
二
名
が
禁
錮
刑
に

処
さ
れ
ま
し
た
。
米
、
英
、
豪
、
蘭
、
仏
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
七
カ
国
の
法
廷
で
行
わ
れ
た
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
裁
判
で
は
、

五
六
四
四
人
が
起
訴
さ
れ
、
逮
捕
者
は
二
万
五
千
人
を
超
え
ま
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し
た
。
う
ち
九
三
四
人
が
死
刑
と
な
り
三
四
〇
〇
人
以
上
が
終

身
刑
を
含
む
有
期
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
生

き
残
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
戦
犯
は
時
期
の
長
短
は
あ
っ
て
も
釈
放

さ
れ
ま
し
た
。
Ａ
級
戦
犯
に
お
い
て
も
、
公
職
追
放
の
期
間
は

あ
っ
た
も
の
の
、
岸
信
介
を
は
じ
め
多
く
の
者
が
政
財
界
に
復

帰
し
ま
し
た
。
戦
争
責
任
の
根
本
的
追
及
が
な
い
ま
ま
に
「
戦

後
」
が
始
ま
り
、
う
や
む
や
の
内
に
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
く

な
っ
て
」
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 
 私

が
問
題
と
し
た
の
は
、
こ
の
戦
争
の
起
因
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
、
誰
が
日
本
を
軍
国
主
義
に
導
い
た
の
か
と
い
う
点
に

あ
り
ま
し
た
。 

私
た
ち
が
学
ば
さ
れ
て
き
た
近
世
、
近
代
史
は
明
治
政
府
が

脚
色
し
た
恣
意
的
な
も
の
で
す
。
む
し
ろ
外
国
の
歴
史
家
の
記

述
の
方
が
客
観
性
が
高
い
と
い
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
人

に
も
か
な
り
広
範
に
読
ま
れ
て
い
る
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン

の
『
日
本
の
２
０
０
年
』（A
 M
o
d
e
r
n
 Hi

s
to
r
y o

f
 J
a
pa
n
: f

ro
m 

T
o
k
ug
a
wa
 T
im
e
s t

o
 t
h
e
 P
r
es
e
n
t

）
を
見
る
と
、
明
治
維
新

を
、 

一
八
六
七
～
一
八
六
八
年
に
若
干
十
代
の
明
治
天
皇
を

擁
し
て
実
現
さ
れ
た
「
王
政
復
古
」
自
体
は
、
ク
ー
デ
タ

ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。 

と
記
述
し
て
い
ま
す
。
「
明
治
維
新
」
と
い
う
の
は
、
薩
長

の
反
乱
を
文
飾
し
た
も
の
で
実
体
は
ク
ー
デ
タ
ー
で
す
。
幸
い

批
判
的
な
近
代
史
が
続
々
と
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

史
料
を
参
考
に
、
日
本
を
戦
争
に
導
い
た
要
因
を
探
っ
て
み
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
私
は
そ
の
根
源
は
明
治
の
ク
ー
デ
タ
ー
の

第
二
世
代
が
作
り
上
げ
た
、
と
考
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

明
治
の
動
き
を
調
べ
て
行
く
う
ち
に
、
二
人
の
人
間
に
的
を

絞
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
で
は
端
役
だ
っ
た
伊

藤
博
文
と
山
県
有
朋
で
す
。
大
久
保
利
通
や
岩
倉
具
視
が
ク
ー

デ
タ
ー
を
主
導
し
た
と
し
て
も
、
国
体
と
軍
国
化
を
主
導
し
た

の
は
大
久
保
で
も
岩
倉
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
国
体
の
原
理
を
伊

藤
が
、
軍
国
路
線
を
山
県
が
推
し
進
め
た
の
で
す
。
伊
藤
の
話

し
は
さ
て
置
き
、
山
県
の
自
己
へ
の
権
力
の
集
中
と
軍
国
化
推

進
へ
の
一
つ
の
方
法
が
、
陸
海
軍
大
臣
を
現
役
に
限
る
と
し
た

規
定
で
し
た
。
こ
の
点
を
少
し
説
明
し
ま
す
。 

山
県
は
軍
人
出
身
者
と
し
て
、
第
三
代
と
第
九
代
首
相
と
し

て
政
治
の
中
枢
に
立
ち
ま
し
た
。
第
九
代
首
相
の
時
に
、
軍
部

大
臣
を
現
役
大
将
・
中
将
に
限
る
こ
と
と
し
、
そ
の
任
用
範
囲

を
制
限
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
で
す
。
陸
海

軍
大
臣
が
現
役
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
退
役
軍
人
に
は

な
ん
の
発
言
力
も
影
響
力
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
山
県
は
政
界

に
転
出
し
な
が
ら
も
、
特
に
陸
軍
で
は
絶
対
的
な
権
力
を
握
っ
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て
い
ま
し
た
。
息
の
か
か
っ
た
現
役
の
将
校
を
大
臣
に
し
て
自

分
の
意
に
従
わ
せ
、
山
県
の
権
力
を
犯
し
そ
う
な
退
役
軍
人
を

締
め
出
し
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
軍
隊
を
増
大
化
さ
せ
て
、
自

分
に
権
力
を
集
中
さ
せ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
内
閣
も
軍
部
の
要
求

を
無
視
し
て
は
成
立
を
不
可
能
に
し
、
軍
部
の
政
治
へ
の
介
入

と
独
走
の
伏
線
を
作
り
ま
し
た
。
山
県
が
「
軍
閥
の
祖
」
と
言

わ
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
山
県
亡
き
後
も
、
軍
部
で

権
力
を
握
っ
た
男
が
、
ま
た
は
そ
の
一
派
が
、
対
立
す
る
軍
人

を
退
役
に
し
て
排
除
し
、
政
治
を
牛
耳
っ
て
日
本
を
戦
争
へ
と

駆
り
立
て
た
の
で
す
。
私
に
は
山
県
と
東
条
の
イ
メ
ー
ジ
が
重

な
っ
て
見
え
る
の
で
す
。 

山
県
は
武
士
で
も
下
層
の
出
で
し
た
。
普
通
な
ら
立
身
出
世

談
と
し
て
慕
わ
れ
た
は
ず
で
す
が
、
国
民
か
ら
も
同
じ
政
治
家

か
ら
も
嫌
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
原
敬
に
、
「
山
県
の
陰
険
な
る

事
今
更
驚
く
に
も
足
ら
ざ
れ
ど
も
、
畢
竟
現
内
閣
を
動
か
さ
ん

と
欲
し
て
成
功
せ
ざ
る
に
煩
悶
し
此
の
姑
息
な
手
段
に
出
た
る

な
ら
ん
」
（
『
原
敬
日
記
』
）
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
、
な
に
か

に
つ
け
て
政
治
に
介
入
し
、
意
に
添
わ
な
い
方
針
に
は
あ
ら
ゆ

る
手
を
つ
く
し
て
妨
害
し
ま
し
た
。
治
安
警
察
法
を
制
定
し
て
、

労
働
運
動
や
農
民
運
動
に
弾
圧
を
加
え
た
の
も
山
県
で
す
。 

 
 博

士
論
文
の
審
査
は
、
ま
ず
学
内
の
担
当
教
授
を
含
め
た
三

名
の
教
授
で
審
査
が
行
わ
れ
、
こ
の
口
頭
試
問
に
合
格
し
た
論

文
に
対
し
て
、
学
外
の
専
門
家
一
名
を
交
え
て
最
終
審
査
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
の
時
は
緊
張
し
ま
し
た
。
何
を
質
問
さ
れ
て
も

よ
い
よ
う
に
、
分
厚
い
バ
イ
ン
ダ
ー
に
資
料
を
詰
め
込
ん
で
臨

み
ま
し
た
。
お
よ
そ
一
時
間
半
に
及
ぶ
審
査
で
し
た
。
終
わ
っ

た
時
は
ど
っ
と
疲
れ
が
出
ま
し
た
。
同
時
に
終
わ
っ
た
と
い
う

安
堵
感
が
あ
り
ま
し
た
。 

つ
い
つ
い
長
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
論
文
に
興
味

が
あ
る
方
に
は
、
後
日
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
お
送
り
し
ま
す
。 

パ
ソ
コ
ン
で
自
家
製
の
名
刺
を
作
り
ま
し
た
。
渡
す
相
手
も

ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
が
、
名
前
の
上
に
「
文
学
博
士
」
と
肩
書

を
入
れ
ま
し
た
。
博
士
号
授
与
式
に
は
家
内
と
一
緒
に
京
都
に

行
き
、
正
装
を
し
て
臨
み
ま
し
た
。
会
社
勤
め
の
時
に
、
社
長

か
ら
「
経
理
部
長
を
命
ず
る
」
と
伝
達
を
受
け
て
以
来
、
数
十

年
ぶ
り
の
授
与
式
で
し
た
。 

そ
の
夜
、
東
京
に
戻
っ
て
家
内
と
帝
国
ホ
テ
ル
で
晩
餐
を
い

た
し
ま
し
た
。
シ
ャ
ン
パ
ン
酒
に
フ
ラ
ン
ス
産
の
葡
萄
酒
、
フ

ォ
ア
グ
ラ
の
ソ
テ
ー
に
ソ
ー
ル
ボ
ン
フ
ァ
ム
。
お
い
し
か
っ
た

で
す
。
こ
ん
な
に
お
い
し
い
料
理
を
食
べ
た
の
は
久
し
ぶ
り
で

し
た
。 

「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」 

と
家
内
に
言
わ
れ
た
時
は
、
思
わ
ず
目
頭
が
熱
く
な
り
ま
し
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た
。 人

生
八
十
年
と
決
め
て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
も
う
少
し
生
き

て
ゆ
け
そ
う
で
す
。
燃
え
尽
き
症
候
群
と
い
う
程
た
い
し
た
事

は
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
何
か
脱
力
感
が
あ
り
ま
す
。
今
心

配
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
で
や
り
遂
げ
た
と
油
断
し
て
い
る

と
、
老
人
性
痴
呆
症
に
な
っ
て
し
ま
う
で
の
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
早
く
次
を
見
つ
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。 

 
 

春
の
日
や
八
十
路
の
夢
は
叶
い
け
り 

辞
世
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。 

で
は
時
節
柄
皆
さ
ん
に
は
ご
自
愛
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

 
 

司
馬
遼
太
郎
は
坂
本
龍
馬
の
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
ら
し
い
。

だ
か
ら
あ
の
よ
う
に
描
い
た
。
『
坂
の
上
の
雲
』
で
は
、
旅
順

の
戦
闘
に
際
し
て
の
乃
木
希
典
を
、
愚
将
と
し
て
描
い
て
い
る
。

司
馬
は
乃
木
希
典
が
嫌
い
だ
っ
た
と
思
う
。 

 

多
く
の
歴
史
作
家
が
憧
れ
る
の
は
司
馬
遼
タ
イ
プ
で
あ
る
。

私
た
ち
の
持
つ
坂
本
龍
馬
観
は
、
司
馬
遼
の
坂
本
観
で
あ
る
。

他
の
作
家
が
龍
馬
を
武
器
商
人
の
手
下
で
あ
っ
た
と
か
、
薩
長

同
盟
に
は
何
等
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
描
こ
う
と
、
司
馬
遼

の
影
響
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
の

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
憧
れ
る
歴
史
作
家
が
多
い
の
で
あ
る
。

Ｍ
氏
も
然
り
で
あ
る
。 

  

私
は
こ
の
講
座
を
途
中
で
受
講
す
る
の
を
止
め
た
。
こ
の
大

学
の
講
座
で
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
一
つ
は
、
こ
の
講
座

は
「
歴
史
小
説
の
書
き
方
」
の
ヒ
ン
ト
を
講
義
す
る
と
い
う
よ

り
、
結
局
は
Ｍ
氏
の
自
慢
話
と
宣
伝
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
大
の
原
因
は
次
の
事
に
よ
る
。 

周
知
の
よ
う
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の

兄
弟
』
は
、
第
一
部
の
み
で
終
わ
っ
た
未
完
の
大
作
で
あ
る
。

第
二
部
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
は
誰
も
が
興
味
を
抱

く
点
で
あ
る
。
第
二
部
が
完
成
し
て
い
な
い
が
た
め
に
、
さ
ま

ざ
ま
に
想
像
が
膨
ら
む
に
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
の
大
作
に
対
し
て
、
並
の
作
家
や
評
論
家
が
第
二

部
を
想
定
し
て
論
じ
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
禁
じ
手
で

あ
る
と
思
っ
て
い
る
。 

あ
る
時
こ
の
第
二
部
を
書
い
た
日
本
人
が
い
る
こ
と
を
知
っ

た
。
そ
の
時
の
率
直
な
印
象
は
、 

「
な
ん
と
愚
か
な
こ
と
を
す
る
の
だ
」 

 
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

実
は
そ
の
人
が
こ
の
講
座
の
Ｍ
氏
で
あ
っ
た
。
講
座
の
中
で

そ
の
こ
と
を
、
何
の
恥
じ
ら
い
も
な
く
、
む
し
ろ
自
慢
げ
に
語

る
の
を
聞
い
て
、
そ
れ
以
上
の
受
講
は
止
め
た
の
で
あ
っ
た
。 


