
ʢ�ʣ

本
年
令
和
六
年
は
大
本
山
總

持
寺
御
開
山
太
祖
瑩け

い

山ざ
ん

紹じ
ょ
う

瑾き
ん

禅

師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
の
年
で
す
。

瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
が
中
国

か
ら
伝
え
ら
れ
た
正
伝
の
仏
法

を
弟
子
た
ち
と
共
に
日
本
各
地

に
拡
げ
曹
洞
宗
教
団
の
教
線
の

拡
大
に
寄
与
さ
れ
ま
し
た
。
此
度

の
大
遠
忌
で
は
平
成
二
十
七
年

に
迎
え
ら
れ
た
大
本
山
總
持
寺

二
祖
峨が

山さ
ん

韶じ
ょ
う

碩せ
き

禅
師
の
六
五
〇

回
大
遠
忌
と
合
わ
せ
て
『
相そ

う

承じ
ょ
う

～

大
い
な
る
足
音
が
聞
こ
え
ま
す

か
～
』
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て

い
ま
す
。

相
承
と
は
師
か
ら
弟
子
に
法

が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
お
釈

迦
さ
ま
の
仏
法
は
脈
々
と
相
承

さ
れ
、
道
元
禅
師
や
瑩
山
禅
師
を

介
し
確
実
に
現
代
ま
で
受
け
継

が
れ
て
お
り
ま
す
。

我
々
僧
侶
に
と
っ
て
は
仏
法

を
相
承
す
る
こ
と
と
同
様
に
寺

院
の
住
職
を
受
け
継
ぐ
こ
と
も

大
切
な
こ
と
で
す
。

私
も
令
和
元
年
に
晋
山
式
を

厳
修
し
安
善
寺
の
住
職
を
受
け

継
ぎ
ま
し
た
。

そ
の
後
も
何
ヶ
寺
か
の
晋
山

式
に
随ず

い

喜き

（
お
手
伝
い
す
る
こ

と
）
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

随
喜
の
際
に
は
「
焼

し
ょ
う

香こ
う

侍じ

者し
ゃ

」
と

い
う
配
役
を
い
た
だ
く
こ
と
が

多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
お
役
は

新
命
住
職
の
五
人
の
侍
者
で
あ

る
五
侍
者
の
一
人
で
、
新
命
住
職

の
傍
で
様
々
な
補
佐
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
新
命
住
職
以
外
で

唯
一
須
弥
壇
上
に
上
れ
る
お
役

で
す
。

謂
わ
ば
晋
山
式
で
新
命
住
職

の
一
番
間
近
に
い
る
こ
と
の
で

き
る
お
役
で
す
。
特
に
須
弥
壇
上

で
の
法
語
を
唱
え
大
問
答
に
答

え
る
際
、
新
た
に
お
寺
を
受
け
継

ぐ
重
責
に
感
極
ま
る
姿
、
緊
張
で

震
え
る
姿
、
決
意
の
表
情
、
高
鳴

る
胸
の
鼓
動
が
聞
こ
え
て
く
る

か
の
よ
う
な
佇
ま
い
、
傍
ら
で
み

る
そ
の
全
て
が
尊
く
、
改
め
て
私

自
身
も
お
寺
の
住
職
を
受
け
継

ぐ
こ
と
の
一
大
事
を
実
感
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

寺
院
の
本
堂
は
法
堂
と
も
言

い
、
法
を
説
く
場
所
で
あ
り
ま

す
。
今
後
も
自
身
が
相
承
し
た
仏

法
を
安
善
寺
の
法
堂
に
て
多
く

の
檀
信
徒
の
皆
様
に
伝
え
て
い

き
た
く
思
い
ま
す
。
ま
た
、
本
年

六
月
に
は
地
域
の
ご
寺
院
と
合

同
で
瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠

忌
大
本
山
總
持
寺
団
参
旅
行
を

行
い
ま
す
。
瑩
山
禅
師
、
峨
山
禅

師
の
お
膝
元
で
多
く
の
皆
様
に

祖
師
方
の
大
い
な
る
足
音
を
聞

い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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ご
家
族
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皆
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ま
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釈尊から脈々と伝わる仏法

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
　
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

『
相  

承
』

泰
忍

弘
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【１】
は
じ
め
に

蔵
王
権
現
の
別
当
「
安
禅
寺
」

と
同
名
の
寺
、「
安
善
寺
」
が
神

田
に
鎮
座
す
る
。
し
か
も
山
号
は

「
蔵
王
山
」
と
、
蔵
王
権
現
と
深

い
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
安

善
寺
に
関
し
て
は
下
記
に
挙
げ
る

わ
ず
か
な
口
碑
し
か
存
在
し
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
安

善
寺
と
蔵
王
権
現
、
別
当
安
禅
寺

と
つ
な
が
っ
た
関
係
は
全
く
不
明

で
あ
っ
た
し
、
当
然
、
そ
の
歴
史

も
ま
た
不
明
で
あ
っ
た
。

今
日
知
ら
れ
て
い
る
安
禅
寺
・

安
善
寺
に
関
す
る
伝
承
（
口
碑
）

を
あ
げ
て
み
よ
う
。

［１］
安
善
寺
開
山
の
長
翁
存
宗
和
尚

が
千
葉
よ
り
布
教
線
拡
大
の
た

め
に
来
越
、天
文
６
年（
１
５
３
７
）

に
普
済
寺
に
入
り
、
そ
の
６
年

後
の
天
文
12
年
（
１
５
４
３
）
に

神
田
に
安
善
寺
を
建
立
。
そ
の

開
山
と
な
っ
た
。

［２］
天
文
12
年
（
１
５
４
３
）、
蔵
王

権
現
別
当
、
安
禅
寺
の
法
灯
を

分
採
（
分
か
ち
合
い
）
し
て
神

田
村
に
安
善
寺
を
創
立
。

［３］
安
善
寺
開
山
の
存
宗
和
尚
は
蔵

王
権
現
の
安
禅
寺
に
３
年
間
、

寄
寓
し
て
い
た
。

［４］
元
和
年
間
、
蔵
王
堂
城
主
堀
直

寄
が
（
長
岡
城
築
城
の
た
め
に
）

神
田
の
安
善
寺
を
仮
城
と
し
て

３
年
余
り
寄
寓
（
寄
宿
）
し
て

い
た
。

［５］
安
善
寺
が
建
立
さ
れ
た
神
田
に

は
、か
つ
て
は
大
沼
城
が
あ
っ
た
。

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
断
片
的
で
不
確
か

な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代
背

景
を
鑑
み
る
と
、
長
岡
市
の
中
世
、

戦
国
時
代
か
ら
近
世
、
江
戸
時
代

初
期
に
お
け
る
重
要
な
歴
史
の

キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

問
題
は

［１］
の
よ
う
に
、
北
国
の

霊
場
と
称
さ
れ
多
く
の
諸
国
巡
礼

が
訪
れ
繁
栄
し
て
い
た
蔵
王
権
現

と
そ
の
別
当
安
禅
寺
の
「
法
灯
」
を

安
善
寺
と
「
分
採
」
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
理
由
は
な
に
か
、
で
あ
る
。

「
分
採
」
と
は
本
末
の
関
係
で

は
な
く
、
安
禅
寺
・
安
善
寺
が
同

等
の
関
係
を
も
っ
て
、
蔵
王
権
現

を
護
持
し
て
い
く
と
い
う
関
係
で

あ
る
。
一
体
、
そ
の
背
後
に
あ
っ

た
も
の
は
な
に
か
。

さ
ら
に
後
年
、
江
戸
時
代
初
期
、

堀
丹
後
守
直
寄
が
信
濃
川
の
氾
濫

に
よ
っ
て
蔵
王
堂
城
が
決
壊
さ

れ
、
新
し
い
城
を
築
く
こ
と
を
決

意
。
新
し
い
城
を
中
心
と
し
た
都

市
計
画
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
即
、

実
行
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
神
田
の
安
善
寺

は
城
主
堀
直
寄
の
寄
宿
舎
と
な

り
、
建
設
現
場
の
指
令
塔
と
し
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

安
善
寺
は
長
岡
市
の
歴
史
に
お

い
て
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い

が
、
実
は
隠
れ
た
世
界
で
は
重
要

な
位
置
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

長
岡
市
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な

キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
回
【２】
「
蔵
王
堂
の
蔵
王
権
現
別
当

安
禅
寺
と
神
田
の
安
善
寺
、

普
済
寺
の
関
係
」
に
続
く

「
季
刊
蔵
王
山
安
善
寺
」
の
前
号
１
０
３
号
に
て
長
岡
市
昌
興
寺  

御
住
職
石
田
哲
彌

老
師
に
寄
稿
の
御
依
頼
を
し
て
蔵
王
の
安
禅
寺
様
に
ま
つ
わ
る
お
話
し
を
掲
載
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
際
一
緒
に
当
寺
安
善
寺
の
歴
史
を
お
調
べ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
安
善
寺
御
開
山
と
蔵
王
の
安
禅
寺
様
、
ま
た
堀
直
寄
と
の
関
わ
り
等
、
私
も
承
知
し

な
い
興
味
深
い
内
容
で
あ
り
、
石
田
老
師
に
お
願
い
し
、
今
号
か
ら
1
年
間
の
予
定
で
連

載
と
し
て
掲
載
す
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
檀
信
徒
皆
様
に
も
是
非
安
善
寺
の
歴
史
に
触
れ

て
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

尚
、
歴
史
の
お
話
し
で
あ
り
ま
す
の
で
諸
説
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
掲
載
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
善
寺

ԧଘफେঘࢁ։ޚ
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安
善
寺
の
歴
史

安
善
寺
の
歴
史

連
載
第
一
回

昌
興
寺
住
職

石
田

哲
彌

（
新
潟
県
文
化
財
保
護
連
盟
理
事
）
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表
千
家
、
松
本
英
樹
宗
匠
主
催

に
よ
る
凡
聖
庵
会
の
全
国
大
会
が

長
岡
で
10
月
14
・
15
日
の
両
日
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
た
め
、

４
年
ぶ
り
の
大
会
と
な
り
、
ど
の

く
ら
い
の
方
が
お
い
で
に
な
る
か

不
安
で
し
た
が
、
北
は
旭
川
、
南

は
長
崎
よ
り
約
１
７
０
名
の
方
が

お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
長

岡
市
の
茶
道
文
化
協
会
の
方
々
30

名
も
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
14
日
は
、

中
越
地
震
に
被
災
さ
れ
た
山
古
志

を
訪
れ
、
そ
の
後
、
小
千
谷
の
錦

鯉
、
花
火
館
を
訪
ね
ら
れ
、
夜
は

利
き
酒
な
ど
越
後
の
酒
を
堪
能
し

て
い
た
だ
き
、大
い
に
盛
り
上
が
っ

た
親
睦
会
で
し
た
。

15
日
は
、
３
つ
の
茶

席
が
設
け
ら
れ
、
朝
日

酒
造
の
松
籟
閣
で
松
本

宗
匠
が
濃
茶
席
、
ホ
テ

ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
長

岡
の
朝
日
の
間
で
家
内

が
薄
茶
席
、
そ
し
て
曹

洞
宗
安
善
寺
で
私
が
濃

茶
席
を
担
当
し
ま
し

た
。
当
日
は
小
雨
の
天

気
で
し
た
が
、
５
台
の

バ
ス
に
分
乗
し
３
つ
の

各
茶
席
を
回
ら
れ
ま
し

た
。
安
善
寺
の
参
道
が

傘
を
さ
し
た
和
服
姿
の

ご
婦
人
で
埋
ま
り
ま
し

た
。

安
善
寺
様
に
茶
席
を
お
借
り
で

き
た
の
は
、
母
が
お
付
き
合
い
し

て
い
た
妙
喜
寺
と
の
繋
が
り
が
あ

り
、
ま
た
息
子
た
ち
家
族
が
安
善

寺
の
住
職
ご
家
族
と
親
し
く
お
付

き
合
い
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
お

陰
と
思
い
ま
す
。

安
善
寺
で
の
茶
席
は
、
寄
り
付

き
に
本
堂
を
お
借
り
し
、
奥
の
客

間
を
茶
席
と
し
ま
し
た
。
寄
り
付

き
の
掛
け
物
は
お
寺
の
板
橋
興
宗

禅
師
の
「
円
相
」。
本
席
は
天
室

宗
竺
和
尚
の
「
白
満
々
」。
因
み

に
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
の
朝
日
の
間

の
掛
け
軸
は
、
釈
良
寛
の
「
道
白

雲
」。
い
ず
れ
も
悟
り
の
境
地
を

表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
真
塗
及
台
子
に
小
野
珀
子
の

釉
裏
金
彩
の
皆
具
、
霰
釜
、
鬼
面

風
炉
、
い
ず
れ
も
母
た
ち
が
使
っ

て
い
た
道
具
を
集
め
て
み
ま
し

た
。
茶
入
は
藤
四
郎
の
尻
は
り
、

茶
碗
は
道
入
の
黒
、
銘
「
ノ
キ
」。

茶
杓
は
惺
齋
作
、
銘
「
養
老
」。

お
菓
子
は
大
和
屋
製
の
「
命
か
が

や
く
」。
今
回
の
茶
会
は
、
わ
れ

も
こ
う
社
中
で
茶
席
を
２
席
持
つ

と
い
う
こ
と
で
、
人
の
や
り
く
り

を
ど
う
し
よ
う
か
悩
み
ま
し
た

が
、
救
世
主
が
現
れ
ま
し
た
。
神

田
の
子
ど
も
た
ち
で
す
。
毎
年
正

月
に
は
我
が
家
で
子
ど
も
初
釜
を

や
っ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
も
お

茶
に
触
れ
る
機
会
は
多
か
っ
た
の

で
す
が
、
お
運
び
な
ど
や
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
茶
会

の
前
々
日
に
子
ど
も
た
ち
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
き
、
お
茶
碗
の
持

ち
方
、
歩
き
方
、
お
茶
碗
の
出
し

方
な
ど
シ
ョ
ー
ト
レ
ク
チ
ャ
ー
を

し
ま
し
た
が
、
若
い
と
言
う
事
は

素
晴
ら
し
く
、
す
ぐ
に
マ
ス
タ
ー

し
、
本
番
で
も
そ
の
初
々
し
い
姿

を
皆
さ
ん
に
褒
め
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
女
の
子
は
着
物
姿
、
振
袖

の
子
も
い
ま
し
た
。
男
の
子
は
制

服
、
袈
裟
姿
。
子
ど
も
た
ち
の
出

現
で
、
お
茶
の
世
界
は
、
こ
れ
か

ら
も
安
泰
と
の
言
葉
も
聞
か
れ
ま

し
た
。
本
当
に
皆
様
に
喜
ば
れ
た

有
意
義
で
楽
し
い
茶
会
で
し
た
。

会
場
を
お
貸
し
し
て
く
だ
さ
っ
た

安
善
寺
様
、
お
茶
会
を
支
え
て
く

だ
さ
っ
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

凡
聖
庵
会  

越
後
地
区
茶
会（
安
善
寺
）

࢟ͷ්͝ਓͰຒ·ͬͨ҆ળࢀࣉಓ
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長
岡
旧き

ゅ
う
市し

街が
い

の
ほ
ぼ
真ま

ん
中な

か

、

古こ

刹さ
つ

安
善
寺
さ
ま
の
、檀だ

ん

家か

の
方
々

と
の
親し

ん

睦ぼ
く

誌し

『
安
善
寺
』
の
編
集

を
分
担
さ
れ
る
、
近
所
の
小
児
科

医
師
太
田
匡ま

さ

哉や

さ
ん
か
ら
、
小
生

が
こ
の
地
に
長
く
住
み
、
町
内
役

員
な
ど
も
体
験
し
、
お
稲
荷
様
や

寺
院
に
つ
い
て
、
昔
の
こ
と
な
ど

も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
何

か
一
文
を
書
け
な
い
か
と
お
話
し

を
頂
き
ま
し
た
。
小
生
、
長
岡
ペ

ン
ク
ラ
ブ
に
在
籍
十
数
年
の
老ろ

う

爺じ
い

、

「
そ
れ
は
光
栄
な
こ
と
。
長
年
お
世

話
に
な
っ
た
地
域
の
人
々
に
、
恩

返
し
で
き
れ
ば
。」
と
、
未
熟
な

老ろ
う

骨こ
つ

を
も
省
み
ず
、
奮ふ

ん

起き

お
引
き

受
け
致
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
ペ

ン
ク
ラ
ブ
の
末ま

っ

席せ
き

な
が
ら
、
一い

っ

席せ
き

（
一い

っ

首し
ゅ

）
お
読
み
下
さ
い
。

小し
ょ
う
児に

科か

で

つ
ぶ
ら
な
瞳ひ

と
み

あ

ま
た
見
て

わ
れ
も
生
き
な
む

こ
の
子
ら
の
た
め

私
は
、
安
善
寺
さ
ま
の
広
い
境け

い

内だ
い

の
す
ぐ
隣と

な
り
に
住
ん
で
い
ま
す
。

小
学
校
の
幼お

さ
な
い
二
年
生
の
時
か
ら

な
の
で
、
も
う
八
十
年
に
な
り
ま

し
た
。
幼
少
の
こ
ろ
、
樹じ

ゅ

齢れ
い

数
百

年
は
あ
る
大
き
な
欅け

や
き
数
十
本
に
囲か

こ

ま
れ
た
境
内
は
、
子
供
た
ち
の
絶

好
の
遊
び
場
所
で
し
た
。
い
ず
れ

詳く
わ

し
く
お
話
し
ま
す
が
、
こ
の
欅

け
や
き

た
ち
は
、
今
を
去
る
約
七
百
年
も

昔
、
鎌
倉
時
代
の
末
期
に
、「
深
い

沼
」
も
存
在
し
、「
大お

お

沼ぬ
ま

」
と
通つ

う

称し
ょ
う

さ
れ
た
広
い
湿し

っ

地ち

帯た
い

の
、
ほ
ぼ
中

央
を
埋う

め
立
て
、
回ま

わ

り
に
、
戦い

く
さ
の

時
の
防ぼ

う

禦ぎ
ょ

用よ
う

の
深
い
「
濠ほ

り

」
を
掘

り
、
そ
の
土
で
周
囲
に
、
大
雨
の

と
き
脇わ

き

を
流
れ
る
内う

ち

川か
わ

（
柿か

き

川が
わ

）

の
氾は

ん

濫ら
ん

対
策
も
兼か

ね
た
「
堤つ

つ
み（
土ど

手て

）」を
築き

ず

き
、そ
の「
堤
の
土つ

ち

固が
た

め
」

「
土ど

止ど

め
」
用
と
し
て
植
え
ら
れ
た

樹
木
が
、
こ
の
欅
た
ち
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
こ
に
、「
大お

お

沼ぬ
ま

城じ
ょ
う」
と

通
称
さ
れ
る
平ひ

ら

城じ
ろ（
平
地
に
つ
く
っ

た
城
。
防ぼ

う

禦ぎ
ょ

も
攻
撃
も
で
き
る
武

士
の
屋
敷
）
を
作
っ
た
の
が
、
鎌

倉
幕
府
、
北ほ

う

条じ
ょ
う

執し
っ

権け
ん

一
族
の
、「
北

条
惟こ

れ

秋あ
き

」「
惟こ

れ

明あ
き
ら」
の
親
子
で
す
。

十
数
代
も
続
い
た
北
条
執
権
の
鎌

倉
幕
府
は
、
１
３
３
３
年
に
足あ

し

利か
が

尊た
か

氏う
じ

に
遂つ

い

に
敗
北
し
、「
す
わ
！
鎌

倉
」と
ば
か
り
、は
る
ば
る
越
後（
長

岡
）
か
ら
、
鎌
倉
と
京
都
へ
応
援

に
出
陣
し
て
い
た
北
条
惟こ

れ

秋あ
き

、
惟こ

れ

明あ
き
らら
も
帰き

途と

、
無
念
に
も
全
員
勇ゆ

う

猛も
う

壮そ
う

絶ぜ
つ

な
最さ

い

期ご

を
遂と

げ
る
の
で
す

が
、
詳
し
く
は
そ
の
時
に
致
し
ま

す
。
さ
て
子
供
た
ち
は
、
こ
の
広

い
お
寺
の
境け

い

内だ
い

を
親し

た

し
く
、「
安あ

ん

善ぜ
ん

さ
ま
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
三さ

ん

国ご
く

志し

の
諸し

ょ

葛か
つ

孔こ
う

明め
い

の
よ
う
に
聡そ

う

明め
い

な
ガ
キ
大
将
だ
っ
た
の
は
、
銭せ

ん

湯と
う

大や
ま

和と

湯ゆ

の
三
男
坊
で
す
。
私
は
彼

の
忠
実
な
手て

下し
た

の
一
人
で
し
た
。

幹
の
直
径
が
一
メ
ー
ト
ル
近
く
の
、

つ
る
り
と
し
た
欅
の
大た

い

木ぼ
く

に
は
、

さ
す
が
に
子
供
た
ち
は
登
る
こ
と

は
出
来
ず
、
そ
こ
で
、
そ
の
周
囲

に
立
ち
並
ぶ
低
い
「
タ
モ
」
の
木

に
登
っ
て
、
枝
に
荒あ

ら

縄な
わ

を
張
り
巡め

ぐ

ら
し
て
類る

い

人じ
ん

猿え
ん

み
た
い
に
、
ハ
ン

モ
ッ
ク
の
寝
床
を
作
っ
た
り
、
あ

る
い
は
、
木
の
幹
に
海か

い

賊ぞ
く

船せ
ん

の
旗は

た

印じ
る
し「
髑ど

く
ろ髏
」
を
彫ほ

っ
た
り
し
て
遊

ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
内

に
、
亡
く
な
ら
れ
た
当
時
の
ご
住

職
様
に
見
つ
か
り
、
叱
ら
れ
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
頃
は
、
ま
だ
「
テ
レ
ビ
」

も
「
ゲ
ー
ム
」
も
「
ス
マ
ホ
」
も

何
も
無
く
、
子
供
た
ち
は
「
外
遊

び
」
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
長
岡

旧
市
街
を
ほ
ぼ
全ぜ

ん

焼し
ょ
う

灰か
い

塵じ
ん

と
化か

し
、

私
の
父
も
、
そ
の
一
人
、
焼し

ょ
う

死し

者し
ゃ

、

千
五
百
人
あ
ま
り
出
し
た
、
昭
和

20
年
８
月
１
日
の
『
長な

が

岡お
か

大だ
い

空く
う

襲し
ゅ
う』

の
時
に
は
、
広
い
境
内
を
ぐ
る
り

取
り
囲
む
よ
う
に
立
ち
並
ぶ
こ
の

欅
の
巨
木
た
ち
が
猛も

う

火か

か
ら
安
善

さ
ま
を
守
っ
て
く
れ
た
と
の
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
さ
す
が
の
大
木

も
寄
る
年と

し

波な
み

に
は
勝
て
ず
、
大
雪

や
台
風
で
、
老
化
し
た
太
い
枝
が

折
れ
落
下
し
、
枯
葉
の
季
節
に
は
、

大
量
の
落
ち
葉
が
周
辺
に
舞
い
散

り
、
積つ

も
り
、
さ
ら
に
、
昼
な
お

暗
い
ほ
ど
生
い
茂
る
大
木
の
葉
っ

ぱ
は
、
民
家
の
日に

っ

照し
ょ
う

も
妨
げ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
危
険
か
つ
不

都
合
と
判
断
さ
れ
、
十
数
年
前
に

ほ
と
ん
ど
伐ば

っ

採さ
い

さ
れ
た
の
は
、
や

む
を
得
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
巨
木
の
切
り
株
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
お
地
蔵
様
が
一
体
ず

つ
埋
め
込
ま
れ
、
丁て

い

重ち
ょ
うに
供く

養よ
う

さ

れ
ま
し
た
。
私
は
、
境
内
の
や
や

離
れ
の
北
側
の
、
西
神
田
町
通
称

「
御お

蔵く
ら

小こ
う

路じ

」
で
、
春
、
夏
、
秋
、

冬
、
80
年
間
、
こ
の
森
を
眺
め
な

が
ら
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
、

新し
ん

緑り
ょ
くの
季
節
に
は
、
夕
方
に
な
る

と
、
広
い
境
内
と
周
囲
の
家
々
を

ス
ッ
ポ
リ
包
み
込
む
よ
う
に
香か

お

る

「
フ
ィ
ト
ン
チ
ッ
ト
」（
新
緑
の
若

葉
の
発
す
る
殺
菌
性
の
あ
る
香
り
）

に
は
大
変
癒い

や

さ
れ
ま
す
。
こ
の
深

い
森
の
動
物
や
植
物
た
ち
の
事
な

ど
も
様さ

ま

々ざ
ま

思
い
出
さ
れ
る
の
で
す

が
、年
寄
り
の
昔
話
、思
い
出
話
は
、

次
の
機
会
と
致
し
ま
す
。

安あ
ん

善ぜ
ん

寺じ

さ
ま
、
む
か
し
昔
の
お
は
な
し
【
そ
の
一「
深
い
森
」】

西
神
田
町

石
塚

寿
一

҆ળࣉͷఉ
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
令
和
６
年
は
ど
ん
な
年

に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

さ
て
、
曹
洞
宗
は
二
大
本
山
と
い

い
ま
し
て
福
井
県
の
永
平
寺
様
と
横

浜
市
鶴
見
区
の
總
持
寺
様
が
ご
ざ
い

ま
す
が
本
年
は
總
持
寺
様
を
開
か
れ

た
瑩
山
禅
師
の
七
〇
〇
回
大
遠
忌
の

年
と
な
り
ま
す
。
總
持
寺
様
は
歴
代

の
お
祖
師
さ
ま
が
連
綿
と
受
け
継
が

れ
て
き
た
お
釈
迦
様
の
教
え
を
全
国

に
広
め
る
中
心
的
寺
院
と
な
っ
た
お

寺
で
す
。

そ
し
て
こ
の
度
は
教
区
の
団
体
参

拝
旅
行
と
し
て
總
持
寺
様
に
参
拝
・

宿
泊
を
す
る
２
泊
３
日
の
旅
行
を
計

画
致
し
ま
し
た
。
安
善
寺
様
は
新
潟

県
第
一
宗
務
所
第
五
教
区
に
属
し
て

い
ま
す
。
こ
の
教
区
は
長
岡
中
心
部

の
お
寺
様
か
ら
な
り
ま
す
。
今
回
は

そ
の
旅
行
に
つ
い
て
ご
案
内
を
致
し

ま
す
。

期
日
は
六
月
二
十
七
日
木
曜
日

か
ら
二
十
九
日
土
曜
日
の
三
日
間

で
す
。
一
日
目
は
長
岡
を
出
発
し
、

横
浜
市
鶴
見
区
に
向
か
い
ま
す
。

東
京
都
内
に
入
り
、
豊
洲
市
場
で

自
由
昼
食
と
な
り
ま
す
。
築
地
か

ら
豊
洲
に
市
場
は
移
り
、
今
現
在

で
は
豊
洲
市
場
ぐ
る
め
と
し
て

三
十
九
店
舗
の
飲
食
店
が
あ
り
、

ま
た
お
買
い
物
エ
リ
ア
も
充
実
し

て
い
ま
す
。
一
日
い
ら
れ
る
よ
う

な
施
設
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

昼
食
後
總
持
寺
様
に
到
着
し
ま

す
。
到
着
後
は
雲
水
さ
ん（
修
行
僧
）

か
ら
の
指
示
に
従
い
、
諸
堂
拝
観
、

薬
石
（
夕
食
）、
法
話
、
入
浴
、
開

枕
（
就
寝
）を
九
時
に
迎
え
て
一
日

目
が
終
わ
り
ま
す
。
二
日
目
は
早

朝
よ
り
本
堂
で
あ
る
大
祖
堂
に
て
皆

様
の
先
祖
供
養
と
朝
課
（
朝
の
お
勤

め
）
を
行
い
、
小
食
（
朝
食
）
を
お

召
し
上
が
り
い
た
だ
き
本
山
を
後
に

し
ま
す
。
簡
単
で
す
が
ご
本
山
で
の

流
れ
を
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
中
で
大
遠
忌
の
法
要
も

行
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
私
も
楽

し
み
で
す
。

そ
の
後
、
本
山
を
後
に
し
、
栃
木

県
は
宇
都
宮
を
目
指
し
ま
す
。
昼
食

は
道
の
駅
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
村
に
て
。

大
変
大
き
な
道
の
駅
で
売
店
も
充
実

し
て
い
ま
す
の
で
食
事
と
買
物
を
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。
そ
こ
か
ら
大
谷

寺
に
向
か
い
ま
す
。
坂
東
観
音
霊
場

の
一
つ
の
お
寺
で
大
谷
石
に
包
ま
れ

た
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
お
寺
で
岩
壁

に
彫
ら
れ
た
摩
崖
仏
が
と
て
も
神
秘

的
で
す
。
ま
た
高
さ
二
十
七
メ
ー
ト

ル
の
大
谷
観
音
も
見
所
の
一
つ
で

す
。
そ
の
後
、
大
谷
資
料
館
に
ご
案

内
致
し
ま
す
。
こ
こ
は
大
谷
石
の
採

掘
場
の
跡
で
地
下
に
巨
大
空
間
で
幻

想
的
な
空
間
が
広
が
り
ま
す
。
よ
く

特
撮
ヒ
ー
ロ
ー
の
作
品
な
ど
が
こ
こ

で
撮
影
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
福
島
県
の
母
畑
温
泉
に
向

か
い
ま
す
。
温
泉
も
と
て
も
良
質
で

吹
き
抜
け
の
建
物
は
圧
巻
で
す
。
夕

食
は
大
宴
会
！
皆
様
で
ワ
イ
ワ
イ
と

盛
り
上
が
り
ま
し
ょ
う
。

最
終
日
は
い
わ
き
市
を
巡
り
ま

す
。
池
に
囲
ま
れ
た
国
宝
の
白
水
阿

弥
陀
堂
。
い
わ
き
市
は
炭
鉱
で
有
名

で
す
が
そ
こ
で
見
つ
か
っ
た
化
石
と

昔
の
炭
鉱
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
地
下
空

間
が
あ
る
石
炭
化
石
館
ほ
る
る
。
昼

食
は
海
の
幸
を
頂
き
、
美
空
ひ
ば
り

の
歌
碑
も
あ
る
塩
屋
埼
灯
台
を
巡

り
、
磐
越
道
か
ら
長
岡
に
帰
っ
て
き

ま
す
。

今
回
の
大
遠
忌
の
テ
ー
マ
は
相そ

う

承じ
ょ
う。
お
釈
迦
様
の
教
え
を
受
け
、
行

い
、
継
い
で
い
く
こ
と
を
そ
う
表
し

ま
す
。五
十
年
に
一
度
の
法
縁
で
す
。

と
て
も
充
実
し
た
三
日
間
に
な
ろ
う

か
と
存
じ
ま
す
。皆
様
お
誘
い
の
上
、

ご
参
加
い
た
だ
き
た
く
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

■
旅
の
ご
相
談
・
お
申
し
込
み
は

新
潟
ビ
ー
エ
ス
観
光
ま
で
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令
和
六
年
六
月
二
十
七
日
㈭
〜
二
十
九
日
㈯

　
　
　
　
　
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
参
拝
・
宿
泊
の
旅

新
潟
ビ
ー
エ
ス
観
光

飯
泉

隆
史

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日
㈭
〜
二
十
九
日
㈯

　
　
　
　
　令
和
六
年
六
月
二
十
七
日
㈭
〜
二
十
九
日
㈯

　
　
　
　
　
第 9回
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元
旦

新
年
大
祈
祷

　
　
　

檀
中
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初
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忌
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人
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二
月
十
二
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午
大
祭
典

『
寺
行
事
予
定
』

よ
ろ
ず
掲
示
板

よ
ろ
ず
掲
示
板

よ
ろ
ず
掲
示
板

よ
ろ
ず
掲
示
板

よ
ろ
ず
掲
示
板

よ
ろ
ず
掲
示
板

よ
ろ
ず
掲
示
板

安
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第
一
〇
五
号
は
令
和
六
年
三
月
十
日（
日
）発
刊
予
定
で
す

新
し
い
年
を
迎
え
、
安
善
寺
で

の
暮
ら
し
も
２
年
目
に
入
り
ま
し

た
。凍

え
る
よ
う
な
ベ
ラ
ン
ダ
の
隙

間
風
も
自
慢
の
毛
皮
が
あ
れ
ば
寒

さ
な
ん
て
へ
っ
ち
ゃ
ら
！
と
は
い

か
ず
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
の
前
で

ま
っ
た
り
過
ご
し
て
い
る
毎
日
で

す
。猫

は
炬
燵
の
方
が
い
い
で

し
ょ
？
っ
て
？
。
そ
う
な
ん
で
す
、

家
族
み
ん
な
炬
燵
が
大
好
き
な
ん

で
す
。
久
美
さ
ん
も
早
々
と
用
意

し
て
く
れ
、
ビ
ビ
も
私
も
入
り
っ

ぱ
な
し
。
時
に
は
炬
燵
の
中
で
ケ

ン
カ
を
し
た
り
。
と
こ
ろ
が
炬
燵

布
団
が
気
持
ち
よ
す
ぎ
て
何
度
も

粗
相
を
し
て
し
ま
っ
た
私
…
。
結

果
、
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
と
電
気
毛

布
で
こ
の
冬
を
乗
り
き
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
う
そ
う
、
こ
れ
ほ
ど
寒
く
な

る
前
に
ベ
ラ
ン
ダ
の
外
へ
出
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
の
で
す
。（
ビ
ビ
は

危
な
っ
か
し
い
の
で
私
だ
け
）
風

を
感
じ
、
季
節
の
匂
い
を
か
ぎ
、

鳥
達
の
さ
え
ず
り
を
直
に
聴
い
て

い
る
、
と
つ
い
つ
い
鼻
先
が
お
空

へ
向
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
私
の

幸
せ
な
ひ
と
と
き
で
す
。

た
だ
、
し
ば
し
ば
久
美
さ
ん
は

私
を
出
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま

う
の
で
、
仁
王
立
ち
を
し
、
必
死

な
形
相
で
窓
に
へ
ば
り
つ
き
助
け

を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ

れ
が
冬
の
寒
空
で
お
こ
っ
た
ら
…

今
の
時
期
は
怖
く
て
外
に
出
る
気

も
し
ま
せ
ん
。
暖
か
い
春
が
く
る

の
を
楽
し
み
し
て
窓
の
外
を
見
て

い
る
私
で
す
。
今
度
は
ビ
ビ
も
一

緒
に
外
で
遊
び
た
い
ニ
ャ
ー
ん
。

新
年
明
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今

年
は
甲
辰（
き
の
え・た
つ
）

の
年
に
な
り
ま
す
。
真
っ
直
ぐ
に
堂
々

と
そ
そ
り
立
つ
大
木
を
表
し
、
龍
が

現
れ
る
と
め
で
た
い
こ
と
が
起
こ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
成
功
と
言
う

芽
が
成
長
し
て
い
き
、
姿
を
整
え
て

い
く
と
縁
起
の
良
さ
を
表
し
て
い
る

と
言
え
そ
う
な
の
で
今
年
は
き
っ
と

良
い
こ
と
が
あ
る
年
に
な
る
で
し
ょ

う
。
な
っ
て
欲
し
い
年
で
す
。
世
の
中

が
騒
然
と
し
て
い
る
こ
と
が
続
い
て

い
た
だ
け
に
願
望
と
し
て
も
良
き
年

に
な
る
よ
う
に
期
待
す
る
も
の
で
す
。

安
善
寺
の
季
刊
誌
も
ま
だ
ま
だ
回

を
重
ね
て
歴
史
を
築
い
て
い
ま
す
が
、

編
集
者
の
古
参
は
年
々
歳
を
重
ね
て

動
き
が
鈍
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
若
い
編
集
者
が
参
加
し
て

戴
き
活
性
化
し
て
お
り
ま
す
。
編
集

の
長
い
歴
史
に
小
生
は
二
回
欠
席
を

し
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
日
程
を
選

べ
て
行
う
の
で
欠
席
は
ほ
と
ん
ど
な

い
の
で
す
が
、
今
回
は
編
集
長
抜
き

の
皆
様
で
作
っ
て
戴
き
ま
し
た
。
い

よ
い
よ
編
集
委
員
長
交
代
の
時
期
が

来
た
よ
う
で
す
。
若
い
方
々
が
安
善

寺
の
こ
と
を
考
え
継
続
し
て
季
刊
誌

を
発
行
す
る
こ
と
が
歴
史
を
作
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
現
代
に
お
い
て
も
戦
争
が
あ
っ

ち
こ
っ
ち
で
起
き
て
い
ま
す
。
日
本
は

平
和
で
す
が
い
つ
こ
の
混
乱
に
巻
き

込
ま
れ
る
か
判
り
ま
せ
ん
。
宗
教
が

ら
み
の
闘
い
は
泥
沼
化
し
て
し
ま
い

ま
す
。
人
間
の
欲
望
だ
け
で
起
こ
す

戦
争
は
収
め
る
こ
と
が
早
い
で
す
が
、

心
に
問
題
が
あ
る
よ
う
で
は
解
決
が

難
し
い
で
し
ょ
う
。
日
本
の
平
和
は

い
ろ
い
ろ
な
面
が
あ
り
ま
す
が
、
教

育
水
準
が
高
い
事
や
日
本
の
歴
史
が

教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
教
え

は
人
の
心
の
あ
る
べ
き
姿
を
教
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
現
代
だ
か
ら
こ
そ

も
っ
と
お
寺
を
活
用
し
教
え
を
伺
い
実

践
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
で
し
ょ

う
。
争
い
は
個
々
の
心
の
持
ち
方
で

変
わ
り
ま
す
。
平
和
な
余
の
中
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
皆
様
が
幸
せ
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
本
年
は
益
々
良
き

年
と
な
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

  

（
小
林

国
二
）
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「にゃんにゃん
日記」

猫
は
炬
燵
の
方
が
い
い
で
し
ょ
？

そ
う
な
ん
で
す
！

家
族
み
ん
な
大
好
き
な
ん
で
す
！！




