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佐
渡
流
罪
と
な
っ
て
塚つ
か
は
ら原
三さ
ん
ま
い
ど
う

昧
堂
に
起
居

す
る
日
蓮
聖
人
に
帰き

え依
し
、
食
べ
物
を
運

ぶ
な
ど
し
て
聖
人
を
お
守
り
し
た
阿あ

ぶ
つ
ぼ
う

仏
房
・

千せ
ん
に
ち日
尼に

の
ご
奉
公
ぶ
り
は
有
名
で
す
が
、
同

時
期
に
、
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
日
蓮
聖

人
に
帰
依
し
お
給
仕
に
励
ん
だ
中な

か
お
き興
入に
ゅ
う
ど
う
道
と

い
う
信
者
が
い
ま
す
。
中
興
入
道
は
、
日
蓮

聖
人
が
赦し

ゃ
め
ん免
さ
れ
て
佐
渡
か
ら
身
延
山
に
移

ら
れ
て
か
ら
も
音
信
を
絶
や
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
弘
安
二
年
に
は
、
幼
く
し
て
亡
く
な
っ

卒そ

と

ば
塔
婆
建こ

ん
り
ゅ
う
立
の
功
徳

水
谷
信
洋
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た
娘
さ
ん
の
十
三
回
忌
に
丈じ
ょ
う
ろ
く六（
一
丈
六

尺
の
意=

約
四
㍍
八
十
㌢
）
の
大
塔
婆
を

建
立
し
て
供
養
を
し
ま
し
た
。
そ
の
志
を

讃た
た

え
た
日
蓮
聖
人
の
御
手
紙
の
一
節
に
、

 

「
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
法
華
経
を
信
仰

す
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
華
経
の
行
者
を

養や
し
なう
た
め
に
毎
年
千
里
の
遠
い
道
も
い
と

わ
な
い
で
音
信
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に

褒ほ

め
る
べ
き
で
あ
る
。
死
去
し
た
幼
い
娘

さ
ん
の
十
三
回
忌
の
供
養
に
と
丈じ

ょ
う
ろ
く六
の
大

塔
婆
を
造
り
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字

を
そ
の
表
に
書
い
た
が
、
こ
の
塔
婆
に
北

の
風
が
吹
け
ば
南
の
魚
類
が
妙
法
の
風
に

吹
か
れ
て
大
海
の
苦
悩
か
ら
離
脱
し
、
東

の
風
が
吹
く
時
は
西
の
山
に
棲す

む
鳥
や
鹿

が
畜

ち
く
し
ょ
う生
道ど
う

を
逃
れ
て
天て
ん

上じ
ょ
う
か
い
界
に
生
ま
れ
替

わ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、

そ
の
塔
婆
を
直
接
見
て
喜
ん
で
手
に
触
れ
、

目
に
見
る
人
々
は
計
り
知
れ
な
い
功
徳
を

得
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
」

と
仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

仏
法
を
讃た
た

え
る
た
め
に
宝
塔
を
建
立
す

る
功
徳
は
実
に
大
き
い
も
の
と
教
わ
っ
て

い
ま
し
た
が
、
風
下
で
塔
婆
に
当
た
っ
た

風
に
吹
か
れ
る
だ
け
で
も
功
徳
が
い
た
だ

け
る
と
は
驚
き
で
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、

中
興
入
道
の
よ
う
に
法
華
経
の
行
者
を
心

か
ら
尊
敬
し
千
里
の
道
も
い
と
わ
ず
日
蓮



3

聖
人
の
み
許も
と

を
訪
ね
、
心
を
込
め
て
回
向

を
志
し
妙
法
の
塔
婆
を
建
立
す
る
人
に
近

づ
く
だ
け
で
も
我
が
身
に
幸
い
が
及
ぶ
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
塔
婆
そ
の

も
の
が
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

塔
婆
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
信
者
の
思
い
、

敬
い
や
喜
び
や
労
を
い
と
わ
ぬ
ご
奉
公
精

神
が
、
塔
婆
建
立
を
通
じ
て
大
き
な
功
徳

と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
す
。

　

佛
立
本
旨
講
で
は
、
先
祖
の
ご
回
向
に

塔
婆
を
建
立
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

で
す
が
、
菩
薩
の
心
で
他ひ

と人
の
病
気
全
快

を
祈
る
応
援
祈
願
を
す
る
際
も
、
病
人
の

有
縁
無
縁
の
塔
婆
を
建
立
し
て
病
気
全
快

の
ご
利
益
を
顕
わ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

子
孫
の
信
行
相
続
を
祈
る
と
き
も
同
様
に

塔
婆
の
建
立
を
欠
か
し
ま
せ
ん
。

　

開
導
聖
人
は
、
我
ら
の
ご
奉
公
を
回
向

第
一
と
心
得
な
さ
い
と
教
え
て
い
ま
す
。

御
講
を
務
め
る
の
も
お
寺
参
詣
す
る
の
も
、

自
ら
が
積
ん
だ
功
徳
を
他
に
振
り
向
け
る

回
向
の
精
神
で
し
な
さ
い
と
い
う
仰
せ
で

す
。
折
角
教
わ
っ
て
い
る
塔
婆
建
立
の
ご

奉
公
を
形
式
化
さ
せ
ず
に
次
世
代
に
伝
え

る
た
め
に
も
、
も
う
一
度
塔
婆
建
立
の
功

徳
の
大
き
い
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。
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新
本
堂
が
御
題
目
口
唱
で
満
た
さ

れ
る
よ
う
に
教
区
や
班
内
の
信
者

宅
、
特
に
は
次
世
代
信
者
宅
を
こ
ま

め
に
助
行
し
て
、信
心
の
よ
ろ
こ
び
・

お
寺
参
詣
の
喜
び
を
伝
え
ま
し
ょ

う
。

一
、
随
喜
轉
教
に
つ
い
て

　

佛
立
本
旨
講
の
弘
通
発
展
こ
そ
、

日
尚
上
人
へ
の
報
恩
ご
奉
公
で
す
。

班
内
各
家
庭
の
助
行
を
心
が
け
、
祈

願
、
回
向
の
大
事
を
伝
え
具
体
的
に

家
族
一
人
一
人
に
す
す
め
る
、
丁
寧

な
育
成
ご
奉
公
を
続
け
て
い
く
事
が

報
恩
ご
奉
公
の
一
助
と
な
り
ま
す
。

・「
開
講
本
旨
再
興
祈
願
」
朝
参
詣

週
間　
　

１
日
（
木
）
～
７
日
（
水
）

・「
開
講
本
旨
再
興
祈
願
」
口
唱
会

　

18
日
（
日
）
午
前
９
時
半

二
、
年
末
お
塵
払
い

　

御
宝
前
の
年
末
お
塵
払
い
は
12
月

半
ば
ま
で
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ

う
。
特
に
今
年
は
次
世
代
の
方
々
に

実
際
に
や
っ
て
頂
く
よ
う
に
し
て
下

さ
い
。
な
お
御
本
尊
・
御
尊
像
の
汚

１
日
～
７
日　

開
講
本
旨
再
興
祈
願

　
　
　
　

朝
参
詣
週
間

１
日

（木）　

開
講
本
旨
再
興
祈
願
総
講

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
半

３
日

（土）　

運
営
会
議　

午
前
10
時
半

４
日

（日）　

蓮
華
会
・
く
ん
げ
会

　
　
　
　

合
同
御
講   

午
前
10
時
半

10
日

（土）　

連
合
幹
事
会

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
半

　

〃　
　

後
続
者
育
成
係
連
絡
会

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
10
時
半

13
日

（日）
　
高
祖
大
士
御
命
日
総
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
半

17
日

（土）
　
開
導
聖
人
御
命
日
総
講

12
月
の
寺
内
行
事
予
定
表

12
月
の
ご
奉
公
の
す
す
め
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損
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず
お
講

師
に
報
告
し
て
下
さ
い
。

三
、
年
末
年
始
の
諸
奉
納

　

12
月
26
日
（
月
）　

年
末
御
有
志

（
お
炭
代
）・
お
鏡
餅
料
奉
納
締
切
り
。

　

平
成
29
年
１
月
31
日
（
火
）
初
御

供
米
料
・
寒
供
養
・
初
燈
明
料
奉
納

締
切
り
。

　

日
々
功
徳
箱
に
財
を
積
む
志
が
大

事
で
す
。
御
法
様
の
お
役
に
立
て
る

喜
び
を
家
族
班
内
に
伝
え
功
徳
箱
の

活
用
を
す
す
め
ま
し
ょ
う
。

四
、
成
人
式
の
予
告

　

１
月
22
日
（
日
）
午
前
11
時
よ
り

本
堂
で
成
人
式
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

人
生
の
節
目
を
御
宝
前
に
お
礼
報
告

さ
せ
て
頂
く
大
事
を
伝
え
て
参
加
を

す
す
め
て
下
さ
い
。

五
、
年
末
年
始
の
行
事

　

12
月
25
日
（
日
）
～
31
日
（
土
）

年
末
御
礼
朝
参
詣

　

12
月
31
日
（
土
）

　

年
末
御
礼
御
看
経　

午
後
４
時

　
１
月 

１
日
（
日
祝
）

　
　

元
旦
会　
　
　
　

午
前
６
時
半

六
角
堂
初
御
看
経　

午
前
10
時

　

１
月
３
日
（
火
）　

　
　

初
総
講
・
受
持
講
師
の
紹
介
・

　
　

祝
杯
式　
　
　
　

午
前
10
時
半

　

教
講
初
顔
合
せ　

午
後
12
時
半　

　

１
月
６
日（
金
）～
２
月
５
日（
日
）

　
　

寒
参
詣

　

１
月
６
日
（
金
）
日
教
上
人
御
祥

　
　

月
お
塔
婆
申
し
込
み
締
切
り

　
　
　

 　
　

午
前
10
時
半

18
日

（日）　

開
講
本
旨
再
興
祈
願
口
唱

　
　
　
　

会　
（
担
当
：
第
一
地
区
）

　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
半

　
　
　
　

若
い
人
の
口
唱
会

午
前
10
時
半

25
日

（日）
　
門
祖
聖
人
御
命
日
総
講

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
半

　
　
　
　

正
副
教
区
長
会午

後
12
時
半

25
日
～
31
日　

年
末
御
礼
朝
参
詣

26
日

（月）　

お
炭
代
・
お
鏡
餅
料

　
　
　
　

奉
納
締
切

31
日

（土）　

元
旦
会
・
初
御
看
経
・

　
　
　
　

初
総
講
準
備　

午
前
９
時

　
　
　
　

年
末
御
礼
参
詣

午
後
４
時
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１
日

（土）　

開
講
本
旨
再
興
祈
願
総
講

　
　
　
　
を
午
前
10
時
半
か
ら
奉
修

１
日
～
７
日　

開
講
本
旨
再
興
祈
願

　
　
　
　

朝
参
詣
週
間

１
日

（土）　

運
営
会
議
を
午
前
12
時
半

　
　
　
　

か
ら
開
催

８
日

（土）　

連
合
幹
事
会
を

　
　
　
　

午
前
９
時
半
か
ら
開
催

　

〃　
　

後
続
者
育
成
係
連
絡
会
を

　
　
　
　

午
前
10
時
半
か
ら
開
催

９
日
～
15
日　

高
祖
会
無
事
奉
修

　
　
　
　

祈
願
朝
参
詣
週
間

15
日

（土）　

高
祖
会
準
備
ご
奉
公
を

　
　

午
前
９
時
半
か
ら
実
施

16
日

（日）
　
高
祖
会
を
奉
修

平
成
28
年
10
月
の
寺
内
行
事
報
告

　

昔
青
年
会
を
や
っ
て
い
た
人
が

戻
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す

が
、
新
し
い
人
が
少
な
い
で
す
ね
。

（
小
山
教
区
Ｉ
さ
ん
）

　

山
本
局
長
の
挨
拶
が
た
め
に
な
る

し
、
聞
き
や
す
い
。（
千
葉
中
央
教

区
か
ら
御
参
詣
さ
れ
た
３
人
）

　

御
利
益
談
は
さ
が
み
原
教
区
の
Ｒ

さ
ん
（
さ
が
み
原
教
区
、
内
容
は
15

ペ
ー
ジ
子
ど
も
た
ち
の
会
参
照
）
と

富
里
教
区
の
Ｙ
さ
ん
、
内
容
は
轉
教

９
月
号
参
照
）
で
し
た
。

　
晴
天
に
恵
ま
れ
た
新
本
堂
で
初
め

て
の
高
祖
会
に
は
、
四
六
六
人
の
方

に
お
参
詣
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
参
詣
さ
れ
た
方
は
・
・

　

は
じ
め
て
お
参
り
し
ま
し
た
。
場

所
が
大
変
わ
か
り
や
す
い
で
す
。（
岡

山
教
区
Ｊ
さ
ん
）

　

局
長
の
は
な
し
で
、
こ
れ
か
ら
ど

う
し
て
行
く
か
、
熱
い
思
い
が
伝
わ

り
ま
し
た
。（
福
岡
教
区
Ｍ
さ
ん
）

　

前
に
行
く
と
御
看
経
が
と
て
も
し

や
す
い
で
す
。（
大
阪
教
区
Ｋ
さ
ん
）

　

青
年
会
時
代
か
ら
久
し
ぶ
り
の
ご

奉
公
。
若
い
人
が
少
な
い
で
す
ね
。

（
渋
谷
教
区
Ｔ
さ
ん
）

　
高
祖
会
が
奉
修
さ
れ
ま
し
た
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第
一
座
　
午
前
10
時

　
　
　
　
第
二
座
　
午
前
11
時
半

17
日

（月）
　
開
導
聖
人
御
命
日
総
講
を

　
　
　

    

午
前
10
時
半
か
ら
奉
修

25
日

（火）
　
門
祖
聖
人
御
命
日
総
講
を

　
　
　
　
午
前
10
時
半
か
ら
奉
修

　
　
　
　

正
副
教
区
長
会
を

　
　
　
　

午
後
12
時
半
か
ら
開
催

30
日

（日）　

開
講
本
旨
再
興
祈
願
口
唱

　
　
　
　

会
を
（
担
当
：
第
三
地
区
）

　
　
　
　

午
前
９
時
半
か
ら
奉
修

　
　
　
　

若
い
人
の
口
唱
会
を

　
　
　
　

午
前
10
時
半
か
ら
奉
修

31
日

（月）　

赤
い
羽
根
共
同
募
金

　
　
　
　

を
締
切

　
快
晴
の
富
士
山
と

　
　
聞
信
寺
高
祖
会
団
参

　

バ
ス
・
自
家
用
車
・
新
幹
線
で
総

勢
五
六
名
で
静
岡
・
聞
信
寺
に
お
参

詣
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

聞
信
寺
に
到
着
し
ま
す
と
、
御
住

職
の
奥
様
が
玄
関
で
出
迎
え
て
下
さ

い
ま
し
た
。

　

本
堂
で
は
高
祖
会
の
力
強
い
御
看

経
が
あ
が
り
、
聞
信
寺
信
徒
の
お
子

様
達
の
七
五
三
無
事
養
育
御
礼
が
言

上
さ
れ
ま
し
た
。
日
在
導
師
よ
り
プ

レ
ゼ
ン
ト
を
渡
し
て
い
た
だ
き
、
子

ど
も
達
は
嬉
し
そ
う
で
し
た
。

　

美
味
し
い
御
供
養
と
素
晴
ら
し
い

富
士
山
の
景
観
を
堪
能
し
、
帰
り
の

バ
ス
で
は
楽
し
い
ク
イ
ズ
も
あ
り
、

参
詣
者
一
同
大
喜
び
で
し
た
。



8

・
年
末
御
礼
御
看
経 

　
　
　
　
　

12
月
31
日 

午
後
４
時

・
元
旦
会    

１
月
１
日 
午
前
６
時
半

・
六
角
堂
初
御
看
経 

　
　
　
　
　

１
月
１
日 
午
前
10
時

　
（
バ
ス
出
発　

同
８
時
半

福
音
館
書
店
前
）

　
（
帰
着  

同
12
時
半
頃
）

・
初
総
講
・
祝
杯
式
・
新
年
ご
挨
拶

　

１
月
３
日 

午
前
10
時
半

　

祝
杯
式
・
新
年
ご
挨
拶
を
本
堂
で

実
施
い
た
し
ま
す
。

　

四
番
町
仮
道
場
で
は
、
手
狭
の
た

め
略
式
の
祝
杯
式
で
し
た
が
、
新
本

  
年
末
年
始
の
予
定

　
お
寺
で
無
事
成
人
の
御
礼
を

　
　
言
上
し
て
い
た
だ
き

　
　
　
信
行
相
続
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う

堂
で
は
、
ゆ
っ
た
り
と
次
の
手
順
で

行
い
ま
す
。 

　

一
．
祝
杯
を
ご
宝
前
の
前
で
戴
く

　

二
．
御
導
師
へ
の
新
年
の
ご
挨
拶

　

三
．
元
の
場
所
に
戻
っ
て
着
席

　

四
．
最
後
に
無
始
已
来
を
言
上

・
教
講
初
顔
合
わ
せ　
　

 

１
月
３
日

　

祝
杯
式
後
に
各
地
区
毎
に
行
な
い

ま
す
。 

　

第
一
地
区　
　

和
室　
　
　
　

　

第
二
地
区　
　

２
階
ホ
ー
ル

　

第
三
地
区　
　

１
階
ホ
ー
ル

　

今
年
か
ら
選
挙
権
が
十
八
歳
に
引

き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
成
人

の
定
義
も
様
変
わ
り
し
て
き
て
い
ま

す
。
成
人
式
と
い
う
一
つ
の
節
目
に

こ
れ
ま
で
の
二
十
年
間
を
振
り
返

り
、
感
謝
の
気
持
ち
を
新
た
に
す
る

こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
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佛
立
本
旨
講
妙
應
寺

新
本
堂
開
筵
式

平
成
29
年
４
月
23
日
（
日
）

〈
日
尚
上
人
祥
月
御
命
日

法
要
に
併
修
〉

10
時
～  
式
典
（
本
堂
）

12
時
20
分
～  
完
成
祝
賀
会

（
東
京
湾
ク
ル
ー
ズ
船
チ
ャ
ー
タ
ー
）

佛
立
本
旨
講

創
立
記
念
奉
告
式

同　

22
日
（
土
）
六
角
堂 

11
時
30
分 

～

（
妙
應
寺 

バ
ス
出
発
10
時
）

な
お
、
祝
賀
会
参
加
費

（
五
千
円
）
お
よ
び
開
筵
式

特
別
御
有
志
を
１
月
よ
り

受
付
し
ま
す
。

　

席
主
の
Ｔ
さ
ん
は
、
脊
椎
症
の
た

め
、
体
が
言
う
こ
と
を
利
か
な
い
こ

と
が
あ
り
、
い
つ
調
子
が
悪
く
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い

ま
し
た
。

 

「
今
回
、
大
勢

で
甲
の
御
講
を

奉
修
し
た
く
、

お
寺
の
和
室
で

さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
途

中
で
、
痛
み
が

発
症
す
る
こ
と

な
く
、
最
後
ま

で
席
主
を
勤
め

上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
お
計
ら
い
以
外

で
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
席

主
を
務
め
た
息
子
さ
ん
に
母
親
の
Ｙ

さ
ん
は
喜
び
を
語
っ
て
い
ま
す
。

 

「
お
寺
で
の
甲
の
御
講
で
は
連
合
の

み
な
さ
ん
に
ご
奉
公
い
た
だ
き
ま
し

た
。
御
導
師
も
、
お
衣
だ
っ
た
こ
と

が
あ
り
が
た
く
感
じ
ま
し
た
」

　

お
導
師
よ
り
、
後
続
者
育
成
の
た

め
、
お
寺
で
の
御
講
に
は
若
い
人
の

将
引
を
し
ま
し
ょ
う
と
ご
指
示
い
た

だ
き
ま
し
た
。
お
寺
を
を
お
借
り
す

る
の
で
す
か
ら
、
一
層
の
ご
奉
公
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　
お
寺
で
甲
の
御
講
席
主　

　
　

港
教
区　

Ｔ
さ
ん

開筵式で新本堂をお祝いしましょう
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か
な
く
て
は
ダ
メ
と
皆
さ
ん
に
言
っ

て
ま
す
。
自
分
の
貯
金
通
帳
よ
と

言
っ
て
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分

の
御
利
益
の
幅
が
広
が
っ
て
い
き
ま

す
。

御
導
師　
貯
金
通
帳
。
そ
れ
は
い
い

で
す
ネ
。

久
米　

御
利
益
談
は
大
切
だ
か
ら
、

現
在
は
内
容
を
短
く
し
て
い
ま
す

が
、
本
人
の
思
い
や
息
吹
き
が
伝
わ

る
よ
う
に
、
増
ペ
ー
ジ
し
て
も
原
文

を
掲
載
し
た
方
が
良
い
と
思
い
ま

す
。

御
導
師　
記
録
と
い
う
の
は
今
も
変

わ
ら
ず
「
轉
教
」
が
担
っ
て
い
る
重

・「
轉
教
」
の
今
後
あ
る
べ
き
姿
は

御
導
師　
そ
れ
で
は
、
今
後
の
あ
る

べ
き
姿
は
ど
う
で
し
ょ
う
ネ
。

鳥
海　
最
初
は
分
か
ら
な
か
っ
た
け

れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
ご
奉
公
が
進
ん
で

き
て
「
な
る
ほ
ど
な
」
と
納
得
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
御
導
師

が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
で

す
か
ら
、
全
て
の
「
轉
教
」
は
保
存

し
て
読
み
直
し
て
い
ま
す
。
御
利
益

談
な
ど
は
良
く
読
み
ま
す
。
個
人
的

に
は
御
利
益
談
は
貯
金
通
帳
と
一
緒

で
い
つ
で
も
引
き
出
す
こ
と
が
出
来

る
財
産
で
す
か
ら
、
必
ず
と
っ
て
お

要
な
事
で
す
ネ
。
そ
れ
は
そ
う
と
、

新「
轉
教
」の
評
判
は
ど
う
で
す
か
？

鳥
海　
写
真
が
い
っ
ぱ
い
で
い
い
わ

ね
、
と
い
う
意
見
が
多
い
で
す
。
字

が
大
き
く
て
見
や
す
い
で
す
。

御
導
師　
一
般
的
に
、
写
真
が
沢
山

あ
っ
て
字
が
大
き
く
て
文
字
が
少
な

い
と
見
て
く
れ
る
よ
う
で
す
ネ
。
そ

の
中
身
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
御
指
南
の

内
容
と
か
が
う
ま
く
ち
り
ば
め
ら
れ

て
い
た
ら
目
的
と
合
致
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
ネ
。で
も
パ
ッ
と
見
た
ら
、

読
み
物
と
い
う
よ
り
か
行
事
報
告
が

中
心
で
、
社
内
報
的
な
感
じ
は
否
め

な
い
で
す
ネ
。
ペ
ー
ジ
数
と
内
容
を

ど
う
す
る
か
を
今
後
の
編
集
会
議
な

ど
で
話
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。「
Ｑ

＆
Ａ
」
な
ど
を
加
え
る
こ
と
は
良
い

  
鼎て
い 
談だ
ん　
轉
教
二
百
号
を
振
り
返
っ
て
（
最
終
回
）

　
　
　
　
　
　
日
在
御
導
師
、
久
米
勲
、
鳥
海
早
智
子
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こ
と
で
す
ネ
。
ま
た
私
の
提
案
で
す

が
、
信
者
皆
さ
ん
に
こ
の
信
心
の
良

さ
を
表
わ
す
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
（
標

語
）
を
沢
山
作
っ
て
も
ら
っ
て
、
皆

さ
ん
が
一
体
と
な
っ
て
広
め
る
意
識

を
も
っ
て
結
縁
に
結
び
付
け
て
欲
し

い
と
思
い
ま
す
。
昔
も
寒
参
詣
な
ど

で
標
語
造
り
を
し
た
記
憶
が
あ
り
ま

す
。

久
米　
標
語
造
り
に
参
加
し
て
も
ら

う
の
は
、
前
向
き
な
行
動
を
と
る
た

め
の
一
つ
の
手
立
て
に
な
り
ま
す
。

御
導
師　

分
か
り
易
い
「
Ｑ
＆
Ａ
」

の
よ
う
な
内
容
を
載
せ
る
一
方
で
、

難
し
く
て
も
信
心
の
姿
勢
を
伝
え
て

い
く
と
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う

表
わ
し
て
い
く
か
が
重
要
で
す
ネ
。

久
米　
去
年
の
「
轉
教
」
の
「
教
務

の
独
り
言
」
の
よ
う
に
「
思
う
事
」

を
述
べ
た
り
、「
ど
う
い
う
姿
勢
で

い
る
か
」
等
を
伝
え
る
よ
う
な
ペ
ー

ジ
が
あ
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
。

御
導
師　
内
容
を
正
し
く
伝
え
る
に

は
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
伝
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、「
寂
光
の
道

し
る
べ
」
は
、
御
法
門
を
繰
り
返
し

繰
り
返
し
お
話
し
す
る
よ
う
に
し
た

ん
で
す
。
そ
れ
で
も
全
て
が
頭
に
入

る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
耳
に
聞

き
な
れ
て
く
る
と
理
解
力
が
進
ん
で

き
ま
す
。
ま
た
各
項
目
を
細
分
化
し

て
、
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
よ

う
な
手
段
も
今
後
必
要
で
す
ネ
。

久
米　
こ
れ
か
ら
の
「
轉
教
」
の
内

容
と
し
て
は
、
御
導
師
の
御
法
門
、

御
利
益
談
は
そ
の
ま
ま
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
形
で
、
そ
れ
か
ら
「
Ｑ
＆
Ａ
」。

と
り
あ
え
ず
は
そ
れ
だ
け
で
も
随
分

違
う
の
で
は
な
い
で
す
か
？　

少
し

ず
つ
変
え
て
い
く
の
が
い
い
で
し
ょ

う
ね
。

御
導
師　
今
後
も
皆
さ
ん
の
力
を
あ

わ
せ
て
、
よ
り
良
い
「
轉
教
」
に
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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一
昨
年
港
教
区
の
Ｔ
さ
ん
が
帰
寂

さ
れ
ま
し
た
。

　

一
人
息
子
の
Ｈ
さ
ん
夫
妻
が
信
行

相
続
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
代
目
の
ご
信
者
誕
生
で
す
。

　

お
母
さ
ん
の
Ｔ
さ
ん
、
班
長
さ
ん

の
Ｋ
さ
ん
（
今
年
五
月
に
逝
去
）
に

育
成
さ
れ
、
引
き
継
が
れ
た
ご
宝
前

を
、
し
っ
か
り
お
給
仕
を
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

Ｈ
さ
ん
ご
夫
妻
は
、
お
勤
め
の
関

係
で
お
講
参
詣
は
な
か
な
か
で
き
ま

だ
き
ま
し
た
。

　

新
本
堂
に
な
り
ま
し
た
ら
必
ず
、

お
参
詣
い
た
だ
く
よ
う
に
、
約
束
を

交
わ
し
ま
し
た
。
約
束
通
り
に
、
お

寺
の
行
事
に
は
必
ず
、
夫
妻
で
お
参

詣
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

十
月
は
Ｔ
さ
ん
の
三
回
忌
で
し

た
。
新
本
堂
で
の
法
要
を
お
勧
め
し

ま
し
た
ら
、
十
月
二
十
二
日
に
家
族

四
人
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
連

絡
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　

　

Ｋ
さ
ん
、
Ｔ
さ
ん
の
育
成
ご
奉
公

の
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、
成
就
さ
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
受
け
継
が
れ
た
御
信
心
を
、

二
人
の
娘
さ
ん
に
も
、
引
き
継
が
れ

る
様
に
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

せ
ん
。

　

し
か
し
、
年
一
度
の
乙
・
祥
月
お

講
の
席
主
の
時
は
夫
妻
で
ご
奉
公
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

今
年
の
二
月
、
Ｋ
さ
ん
宅
の
前
助

行
に
は
、
土
曜
日
と
あ
っ
て
、
二
人

共
お
仕
事
が
休
み
だ
っ
た
の
で
、
初

め
て
、
お
参
詣
し
て
く
れ
ま
し
た
。　
　

　

御
戒
壇
の
御
磨
き
や
、
お
講
師
の

お
給
仕
と
、
き
び
き
び
と
し
た
姿
に

頼
も
し
く
思
い
ま
し
た
。

　

お
寺
参
詣
の
将
引
も
さ
せ
て
い
た

■
私
の
よ
ろ
こ
び

次
世
代
信
徒
の
活
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

港
教
区　

Ｉ
さ
ん
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越
し
で
き
ま
し
た
。

　

新
築
の
際
に
、
ご
主
人
が
、
御
宝

前
が
あ
る
の
で
、
和
室
の
御
宝
前
専

用
の
間
を
設
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
、
ご
主
人
が
七
月
に
、
交
通

事
故
に
遭
い
、
後
方
の
車
に
激
し
く

追
突
さ
れ
、自
車
は
大
破
し
ま
し
た
。

し
か
し
、「
ほ
と
ん
ど
怪
我
も
無
く

本
当
に
不
思
議
だ
」
と
、
驚
い
た
そ

う
で
す
。

　

御
宝
前
を
第
一
に
さ
せ
て
頂
い
た

お
計
ら
い
で
、
家
族
の
信
心
が
、
ま

た
一
歩
前
進
で
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
御
信
心
に
励
ま
せ

て
頂
き
た
い
と
、
随
喜
し
て
お
り
ま

し
た
。

妻
と
姉
に
手
を
合
わ
せ
た
ら
、
た
い

そ
う
喜
ん
で
、
あ
り
が
た
そ
う
に
お

花
料
や
御
回
向
お
塔
婆
を
お
願
い
し

て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
様
子
を
見
て
御
信
心
が
一
歩

前
進
し
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
と
一
緒
に
御
信
心
を
す
る

よ
う
に
な
れ
る
ま
で
、
皆
さ
ん
の
応

援
祈
願
を
頂
い
て
、
信
心
増
進
を

願
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｔ
さ
ん
の
次
女
夫
婦
、
Ｉ

さ
ん
は
、
新
築
し
た
家
に
無
事
引
っ

　

私
の
義あ

に兄
の
Ｈ
が
、
昨
年
お
教
化

に
な
り
ま
し
た
が
、
一
人
で
信
心
が

し
た
い
と
い
い
ま
す
。

　

私
は
、
皆
と
一
緒
に
御
信
心
が
で

き
な
い
か
と
信
心
増
進
の
御
祈
願
を

し
、
応
援
祈
願
も
、
お
願
い
し
ま
し

た
。

　

す
る
と
、
本
人
か
ら
、
お
盆
な
の

で
、
六
角
堂
に
お
参
り
し
た
い
と
い

う
の
で
、
日
を
決
め
て
、
一
緒
に
お

参
詣
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

義あ

に兄
は
、
六
角
堂
に
納
骨
さ
れ
た
、

■
私
の
よ
ろ
こ
び

一
歩
前
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
戸
教
区　

Ｇ
さ
ん
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時
間
が
か
か
っ
て
も
あ
き
ら
め
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渋
谷
教
区　

Ｉ
さ
ん

は
、
こ
の
思
い
を
い
つ
も
心
に
染
め

て
、
お
助
行
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

九
月
十
七
日
（
土
曜
日
）
午
後
二

時
よ
り
、
渋
谷
教
区
の
Ｗ
さ
ん
席
に

て
、
後
続
者
育
成
助
行
を
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

　

当
日
は
暑
さ
も
ぶ
り
返
し
た
中
で

の
お
助
行
で
し
た
が
、
千
葉
県
の
佐

倉
市
か
ら
Ｈ
さ
ん
が
、
ち
ょ
う
ど
休

日
で
し
た
の
で
行
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
と
の
こ
と
で
、
参
加
さ
れ
、
又
、

地
区
全
体
で
八
名
の
お
参
詣
を
頂
き

ま
し
た
。

　

お
講
師
よ
り
渋
谷
港
連
合
の
後
続

者
の
信
行
相
続
や
、
勤
務
成
就
の
御

祈
願
の
言
上
を
し
て
頂
き
、
御
看
経

後
、
後
続
者
の
育
成
に
は
御
祈
願
を

か
け
続
け
る
事
、
時
間
が
掛
か
っ
て

も
諦
め
な
い
で
御
祈
願
し
て
御
宝
前

よ
り
お
計
ら
い
を
頂
い
て
、
後
続
者

が
信
心
発
起
す
る
ま
で
根
気
よ
く
継

続
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
、
と
の
お

話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

信
者
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
一
刻

も
早
く
御
信
心
を
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
が
、
人
に
は
色
々
な
御
因
縁

が
あ
る
の
で
御
祈
願
を
か
け
続
け

て
、
御
宝
前
に
お
任
せ
す
る
こ
と
が

大
事
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
毎
月
の
お
助
行
に

日晨上人と三女のＷさん、お孫さんのＳさん
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