
臘
扇
忌(
百
回
忌)

法
要
報
告

六

月

四

日(

火)

か

ら

六

日(

木)

に
か
け
て
清
沢
満
之
先
生 

百
回
忌
法
要
と
記
念
講
演
会
が
、
本
学
講
堂
に
お
い
て
厳
修
さ
れ 

ま
し
た
。
日
程
と
式
次
第
は
左
記
の
通
り
で
す
。

四

日
(

火)

ー
、
総
礼

ー
、
開
会
の
辞

ー
、
勤
行嘆

仏
偈

短
念
仏

回

向

「
願
以
此
功
徳
」

ー
、
実
行
委
員
長
挨
拶 

安
冨
信
哉
教
授 

ー
、
記
念
講
演

「大
谷
派
な
る
宗
門
は
、
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す 

る
所
に
在
り
——
清
沢
満
之
先
生
の
宗
門
改
革
—
」

寺
川
俊
昭
大
谷
大
学
名
誉
教
授 

藤
嶽
明
信
助
教
授

ー
、
実
行
委
員
謝
辞

ー
、
恩
徳
讃 

ー
、
閉
会
の
辞

ー
、
総
礼

五

日
(

水) 

ー
、
総
礼 

ー
、
開
会
の
辞

ー
、
勤
行嘆

仏
偈

短
念
仏 

回

向

「
願
以
此
功
徳
」 

一'

実
行
委
員
長
挨
拶 

安
冨
信
哉
教
授

ー
、
記
念
講
演
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「真
宗
教
団
の
顕
証
」

廣
瀬
杲
大
谷
大
学
名
誉
教
授 

ー
、
実
行
委
員
謝
辞 

加
来
雄
之
助
教
授 

ー
、
恩
徳
讃 

ー
、
閉
会
の
辞 

ー
、
総
礼 

六

日

采
) 

ー
、
総
礼 

ー
、
開
会
の
辞 

ー
、
勤
行伽

陀

「先
請
弥
陀
」

仏
説
無
量
寿
経(

読
切
り) 

正

信
偈
草

四
句
目
下 

同

朋

奉

讃

「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
」
次
第
六
首

回

向

「
願
以
此
功
徳
」 

ー
、
拝

読

文

「
絶
対
他
力
の
大
道
」 



、
感
話 

西

本

祐

攝(

博
士
課
程
二
回
生) 

渋

谷

行

成(

博
士
課
程
三
回
生) 

ー
、
法
話 

実
行
委
員
長
安
冨
信
哉
教
授 

ー
、
恩
徳
讃

ー
、
閉
会
の
辞

ー
、
総
礼

三
日
間
に
わ
た
り
、
各
日
と
も
学
内
学
外
よ
り
約
二
五
〇
名
の 

参
集
が
あ
り
ま
し
た
。

一
同
改
め
て
清
沢
満
之
先
生
を
憶
い
、
先 

生
の
果
た
さ
れ
た
お
仕
事
の
歴
史
的
意
義
を
確
認
す
る
機
会
を
頂 

く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
以
下
、
六
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
実
行
委 

員
長
安
冨
信
哉
教
授
に
よ
る
法
話
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

法

話

本
年
は
、
清
沢
先
生
の
百
回
忌
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
先
生
が 

生
存
し
た
の
は
、
幕
末
か
ら
明
治
の
中
期
ま
で
の
四
十
年
で
ご
ざ 

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
は
そ
の
短
い
人
生
を
清
く
、
厳
し
く
、
 

廃
仏
毀
釈
な
ど
に
陥
っ
て
危
機
に
直
面
し
た
真
宗
の
復
興
に
尽
力 

し
、
献
身
し' 

比
類
な
く
深
い
、
ま
た
透
徹
し
た
思
索
を
展
開
い 

た
し
ま
し
た
。
清
沢
先
生
は
仏
教
者
と
し
て
、
求
道
者
と
し
て
、
 

哲
学
者
と
し
て
、
教
育
者
と
し
て
、
教
団
改
革
者
と
し
て
、
様
 々

な
方
面
で
業
績
を
残
し
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
業 

績
の
そ
れ
ぞ
れ
が
今
も
っ
て
精
彩
を
失
わ
ず
、
私
た
ち
に
問
い
か 

け
を
も
っ 

て
お
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

清
沢
先
生
が
夭
折
と
言
っ
て
も
い
い
か
た
ち
で
、
お
亡
く
な
り
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に
な
ら
れ
て
か
ら
、
ほ
ぼ
一
世
紀
の
人
類
の
歳
月
の
間
、
す
で
に 

清
沢
満
之
全
集
が
三
回
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
先
生
の 

思
想
が
、
時
代
を
超
え
て
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
く
る
か
ら
に
他 

な
り
ま
せ
ん
。

一
時
は
時
代
の
寵
児
に
な
り
な
が
ら
、
過
去
の
追 

憶
の
彼
方
に
葬
り
去
ら
れ
た
明
治
の
先
覚
者
は
多
い
の
で
あ
り
ま 

す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
中
で
清
沢
先
生
の
存
在
は
異
例
で
あ
る 

と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に' 

今
年
は- 

大
手
出
版
社
の
岩
波
書
店
か
ら
、
大

谷

大

学

版

『清
沢
満
之
全 

集
』
全
九
巻
の
出
版
が
計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
本
学
の 

諸
先
生
や
、
今
村
仁
司
先
生
、
久
木
幸
男
先
生
の
編
集
に
よ
る
も 

の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
学
の
清
沢
セ
ン
タ
—
に
お
き
ま
し
て
神
戸 

和
曆
先
生
、
加
来
雄
之
先
生
、

一
楽
真
先
生
が
陣
頭
指
揮
を
と
ら 

れ
ま
し
て
、
急
ピ
ッ
チ
で
編
集
作
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
 

清
沢
先
生
が
、
日
本
の
近
代
初
頭
に
出
現
さ
れ
た
意
義
に
つ
き
ま 

し
て
は
、
近
年
、
大
谷
派
宗
門
と
い
う
枠
を
こ
え
て
、
広
く
、
哲 

学

・
思
想
の
方
面
か
ら
大
き
な
注
目
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
そ
れ 

は
と
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
 

こ
の
全
集
の
出
版
を
契
機
に
、
広
い
視
野
か
ら
、
清
沢
先
生
の
真 

価
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
期
待 

さ
れ
ま
す
。

六
月
六
日
は
ご
命
日
と
い
う
こ
と
で' 

百
回
忌
の
今
年
は
、
こ

の
日
の
前
後
に
各
地
で
様
々
な
催
し
が
も
た
れ
て
お
り
ま
す
。
去 

る
五
月
二
十
五
日
に
は
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
の
主
催
で
、
高 

倉
会
館
を
会
場
と
し
て
「今
私
た
ち
に
と
っ
て
信
と
は
」
と
題
し 

ま
し
て
、
清
沢
先
生
を
テ
—

マ
と
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
も
た
れ 

ま
し
た
。
こ
れ
に
は
加
藤
智
見
，
東
京
工
芸
大
学
教
授
が
基
調
講 

演
を
行
い
、
こ
れ
を
受
け
ま
し
て
福
島
和
人
先
生
、
木
越
康
先
生
、
 

高
柳
正
裕
先
生
た
ち
が
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
発
言
を
い
た
し
ま
し 

た
。ま

た
、
大
谷
派
の
学
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
今
年
は
清
沢
満
之 

を
テ
ー
マ
に
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
六
月
十
五
日
に
は
真
宗
尾
張
同 

学
会
の
学
会
大
会
で
、
伊
東
慧
明
先
生
の
記
念
講
演
が
ご
ざ
い
ま 

す
。
七
月
十
四
日
、
日
曜
日
の
真
宗
大
谷
派
教
学
大
会
は
、
「
精 

神
主
義
と
現
代
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
大

村
英

昭

・
関
西
学
院
大 

学
教
授
と
児
玉
暁
洋
・
元
教
学
研
究
所
所
長
の
お
二
人
の
先
生
の 

ご
講
演
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
十
月
一
日' 

火
曜
日
に
は
大
谷 

大
学
真
宗
学
会
が
催
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
日
本
に
お
け
る
西 

洋
哲
学
の
受
容
と
清
沢
満
之
」
と
題
し
ま
し
て
、
藤

田

正
勝
，
京 

都
大
学
教
授
の
ご
講
演
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
も
発
表
い 

た
し
ま
す
。
そ
の
他
の
各
地
で
の
法
要
，
記
念
講
演
は
、
少
な
く 

あ
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
記
憶
に
新
し
い
の
は
、
御
自
坊
で
あ
り 

ま
す
西
方
寺
と
、
そ
の
所
在
地
で
あ
る
碧
南
市
で
、
去
る
六
月
一
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日
に
今
村
仁
司
先
生
、
池
田
勇
諦
先
生
、
神
戸
和
曆
先
生
に
よ
る 

記
念
講
演
が
も
た
れ
、
ま
た
六
月
二
日
に
百
回
忌
法
要
と
作
家
五 

木
寛
之
氏
の
講
演
会
が
催
さ
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
五
木
氏 

は
講
演
の
中
で
「
近
代
の
日
本
は
和
魂
洋
才
で
出
発
し
た
が
、
戦 

後
私
た
ち
は
無
魂
洋
才
の
時
代
に
入
っ
た
」
と
。
「
そ
う
い
う
、
 

今
、
近
代
日
本
の
進
路
を
危
惧
し
、
絶
対
他
力
の
道
を
明
ら
か
に 

さ
れ
た
清
沢
先
生
の
意
義
を
再
確
認
す
べ
き
時
に
き
て
い
る
」
と 

い
う
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
間
の
催
し
に
は
各
地
か
ら
た
く 

さ
ん
の
方
々
が
参
集
さ
れ
て
、
清
沢
先
生
の
存
在
が
い
よ
い
よ
ク 

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
こ
と
で
あ 

り
ま
す
。

し
か
し
、
大
谷
大
学
に
あ
る
私
た
ち
に
と
り
ま
し
て
は
、
清
沢 

先
生
は
何
よ
り
も
学
祖
と
し
て
仰
が
れ
る
方
で
あ
り
ま
す
。
清
沢 

満
之
先
生
は
一
九
〇
一
年(

明
治
三
十
四
年)

、
現
在
の
大
谷
大 

学
が
、
東
京
巣
鴨
に
真
宗
大
学
の
名
で
開
学
し
た
お
り
に
、
初
代 

学
監
と
し
て
就
任
さ
れ
ま
し
て
、
近
代
と
い
う
時
代
に
直
面
し
て 

本
学
の
歩
む
べ
き
道
筋
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。 

昨
年
二
〇
〇
一
年
に
は
、
本
学
は
近
代
化
百
周
年
を
迎
え
ま
し 

て
、
皆
さ
ま
方
の
お
力
添
え
に
よ
り
ま
し
て
、
そ
の
記
念
事
業
と 

し
て' 

真
宗
総
合
学
術
セ
ン
タ
—
響
流
館
を
落
成
す
る
こ
と
が
出 

来
ま
し
た
。
ま
た
、
大
谷
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
の
尽
力
で

『大
谷
大
学
百
年
史
』

二
巻
を
出
版
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今 

年
は
先
生
の
百
回
忌
を
お
迎
え
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の 

記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
て' 

今
年
の
臘
扇
忌
を
ど
の
よ
う
に
お
迎 

え
す
る
の
か
、
臘
扇
忌
実
行
委
員
会
の
学
生
や
、
真
宗
学
科
の
教 

員
の
中
で
話
が
も
た
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
本
学
の
臘
扇
忌
は 

例
年
、
有
志
の
手
に
よ
っ
て
勤
修
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
百
回
忌 

で
あ
る
今
年
は
、
特
に
臘
扇
忌
実
行
委
員
会
、
真
宗
学
会
が
中
心 

と
な
っ
て
記
念
講
演
と
臘
扇
忌
法
要
を
三
日
間
連
続
し
て
開
催
す 

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
全
国
の
有
縁
の
方
々
に
ご
出
席
を
呼 

び
か
け
、
ま
た
、
本
学
の
教
職
員
の
方
々
に
は
ご
出
席
だ
け
で
な 

く
、
御
懇
志
を
お
願
い
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま 

を
も
ち
ま
し
て
、
本
学
の
教
職
員
の
皆
さ
ま
だ
け
で
な
く
、
全
国 

各
地
か
ら
同
窓
生
、
そ
し
て
一
般
の
方
々
の
ご
参
集
を
得
ま
し
て
、
 

一
昨
日
、
六
月
四
日
に
は
寺
川
俊
昭
先
生
よ
り
、
昨
日
、
六
月
五 

日
に
は
廣
瀬
杲
先
生
よ
り
、
大
変
に
貴
重
な
記
念
講
演
を
い
た
だ 

き' 

そ
し
て
本
日
は
百
回
忌
法
要
を
無
事
勤
修
す
る
こ
と
が
出
来 

ま
し
た
。

従
来
、
京
都
に
あ
っ
た
真
宗
大
学
の
東
京
移
転
に
伴
い
ま
し
て
、
 

清
沢
先
生
が
学
監
の
職
に
就
い
た
の
は
一
八
九
九
年(

明
治
三
十 

二
年)

、
三
十
七
歳
の
と
き
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
重
い
肺
結
核
を 

お
し
て
の
決
断
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
真
宗
大
学
へ
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の
並
々
な
ら
ぬ
抱
負
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
清
沢 

先
生
は
、
新
都
・
東
京
に
近
代
的
な
大
学
を
建
て
る
と
い
う
こ
と 

に
よ
り
、
世
界
人
類
に
仏
教
を
捧
げ
よ
う
と
希
求
い
た
し
ま
し
た
。
 

こ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

先
生
嘗
て
真
宗
大
学
を
論
じ
て
日
く
。
こ
の
大
学
は
世
界
第 

ー
の
仏
教
大
学
た
ら
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
他
日
欧
米
よ
り 

仏
教
を
学
ば
ん
が
た
め
に
日
本
に
留
学
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
 

必
ず
先
づ
真
宗
大
学
に
来
る
べ
し
。(

全
集
ハ
・
四
九
〇
——

一) 

い
か
に
も
ロ
マ
ン
の
薰
り
高
い
、
気
宇
広
大
な
大
学
の
構
想
で 

あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
は
二
十
世
紀
初
頭
に
、
ア
ジ
ア
・
ア
メ
リ 

力

，
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
開
か
れ
た
国
際
的
な
ス
ケ
ー
ル
を
持
っ
た
仏 

教
研
究
セ
ン
タ
—
を
建
て
る
こ
と
を
願
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
志
願
は
、
宗

乗

・
真
宗
学
、
余

乗

・
仏
教
学
、
そ
し
て
哲
学 

と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

と
同
時
に
文
明
開
化
と
富
国
強
兵
の
か
け
声
の
中
で
、
 

近
代
の
病 

弊
を
兆
し
つ
つ
あ
る
東
京
で
、
人
間
の
本
来
性
回
復
の
た
め
に
仏 

教
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
、
期
待
し
て
お
り
ま
し
た
。
例
え
ば 

こ
う
い
う
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

清
沢
先
生
は
常
に
真
宗
大
学
が
東
京
に
来
ら
ば
、
東
京
の
如 

き
、
物
質
主
義
、
積
極
主
義
に
反
し
て
、
精
神
主
義
、
消
極

主
義
の
一
大
活
泉
を
得
た
し
と
談
じ
居
ら
れ
候
。

(

全
集
ハ-

三
四
ハ) 

先
生
は
世
の
流
れ
に
抗
し
て
、
日
本
の
中
心
地
・
東
京
に
精
神 

主

義

・
消
極
主
義
を
旗
印
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
府
を
置
く
こ
と 

に
大
き
な
自
負
心
を
抱
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
対
抗
文 

化
、
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
学
問
の
府
の
創
設
が
構 

想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
し
て' 

一
九
〇
一
年(

明
治
三
十
四
年)

十
月
十
三
日
、
各 

界
の
来
賓
を
迎
え
て
、
東
京
巣
鴨
の
地
に
真
宗
大
学
は
開
校
し
た 

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
開
学
の
式
典
で
先
生
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て 

お
ら
れ
ま
す
。

本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ
と
、
 

殊
に
仏
教
の
中
に
於
い
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
。
 

即
ち
、
我
々
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
き
ま
し 

て' 

我
々
に
於
い
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の 

上
に
、
其
の
信
仰
を
他
に
伝
へ
る
、
即
ち
自
信
教
人
信
の
誠 

を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
の
が' 

本
学
の
特
質
で
あ
り 

ま
す
。
 

(

全
集
ハ'

二
五
四
——
五) 

こ
の
よ
う
に
「
開
校
の
辞
」

で
先
生
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と 

で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
あ
き
ら
か
に
説
か
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
 

真
宗
大
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
る
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
る
と
、
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明
確
に
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
「他
の 

学
校
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
官
学
と
し
て
の
東
京
帝
国
大
学
を 

ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
先
生
が
身 

近
に
視
野
に
入
れ
て
お
ら
れ
た
の
は' 

東
京
の
他
の
私
学
で
あ
っ 

た
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
で
に
早
く
開
学
し
た
慶
應
義
塾
大
学 

を
は
じ
め
、
明
治
十
年
代
に
続
々
と
誕
生
し
た
私
学
。
例
え
ば
、
 

五
大
法
律
学
校
と
言
わ
れ
る
私
立
学
校
が
あ
り
ま
す
。
専
修
学
校
、
 

現
在
の
専
修
大
学
。
東
京
法
学
校
、
現
在
の
法
政
大
学
。
明
治
法 

律
学
校
、
現
在
の
明
治
大
学
。
東
京
専
門
学
校
、
現
在
の
早
稲
田 

大
学
。
英
吉
利
法
律
学
校
、
現
在
の
中
央
大
学
、
な
ど
で
あ
り
ま 

す
。
そ
れ
ら
は
法
律
家
の
要
請
と
い
う
実
際
的
目
的
を
持
っ
て
創 

学
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

清
沢
先
生
は
帝
国
大
学
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
た
、
そ
れ
ら 

の
実
学
中
心
の
私
学
と
は
異
な
る
、
精
神
の
府
と
し
て
真
宗
大
学 

を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
開
校
の
辞
」
は
、
真
宗
大
学 

が
親
鸞
聖
人
の
お
心
を
受
け
て' 

自
立
的
な
宗
教
的
人
格
を
養
成 

す
る
場
に
な
っ
て
欲
し
い
と
願
う
、
先
生
の
期
待
を
表
明
す
る
教 

育
宣
言
で
あ
り
ま
し
た
。
「
開
校
の
辞
」

に
表
明
さ
れ
る
清
沢
先 

生
の
願
い
は
、
大
谷
大
学
の
歴
史
の
中
で
必
ず
し
も
順
調
に
継
承 

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
先
輩
た 

ち
に
よ
っ
て
清
沢
精
神
の
名
の
も
と
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
私
た
ち
は
本
学
に
入
学
し
て
以
来' 

様
々
な
先
生
方
よ 

り
、
こ
の
清
沢
先
生
の
精
神
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
こ
と
で
あ
り 

ま
す
。
曽
我
量
深
先
生
、
金
子
大
栄
先
生
、
安
田
理
深
先
生
、
松 

原
祐
善
先
生
。
と
り
わ
け
清
沢
精
神
と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に 

し
て
く
だ
さ
っ
た
人
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
方
々
が
お
ら
れ
る
こ
と 

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
今
年' 

清
沢
先
生
の
百
回
忌
を
お
迎
え
し 

て
、
こ
の
講
堂
を
会
場
に
し
て
、
法
要
と
記
念
講
演
を
催
し
、
改 

め
て
先
生
の
遺
徳
を
偲
び
、
先
生
の
志
願
に
触
れ
る
機
会
を
持
つ 

こ
と
が
出
来
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
機
会
に
遇
わ
せ 

て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
先
生
を
讃
仰
す
る
も
の
に 

と
っ
て
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

一
昨
日
は
寺
川
俊
昭
先
生
よ
り
、
「大
谷
派
な
る
宗
門
は
、
大 

谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
に
在
り
」
と
い
う
ご
講
演
を 

い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
寺
川
先
生
は
、
清
沢
先
生
が
宗 

門
改
革
運
動
の
中
で
、
ま
さ
に
身
を
挺
し
て
こ
の
運
動
を
推
進
し 

て
い
っ
た
姿
を
百
年
前
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
今
、
生
き
て
い 

る
私
た
ち
に
本
当
に
近
い
事
柄
と
し
て
生
き
生
き
と
お
話
く
だ
さ 

い
ま
し
た
。
そ
し
て
清
沢
先
生
が
い
か
に
深
く
大
谷
派
な
る
宗
門 

を
念
じ
て
お
ら
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
祈
り
。
先
生
の
言
葉
で
言 

え
ば
、
大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
が
現
在
の
大
谷
派
な
る
教
団
、
 

そ
し
て
大
谷
大
学
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
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と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ま
た
昨
日
は
廣
瀬
杲
先
生
よ
り
、
「真
宗
教
団
の
顕
証
」
と
題 

す
る
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
廣
瀬
先
生
は
清
沢
先
生
が
、
 

『教
界
時
言
』

に
お
い
て
、
宗
門
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
真
宗
大 

谷
派
と
い
う
宗
名
を
表
す
言
葉
を
用
い
ず
、
た
だ
大
谷
派
と
言
っ 

て
い
る
こ
と
に
注
目
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
や
が
て
清
沢
先
生 

が
学
監
に
就
任
す
る
に
あ
た
り
、
あ
え
て
真
宗
大
学
と
い
う
大
学 

名
を
名
の
っ
た
と
い
う
こ
と
に
触
れ
ま
し
て
、
真
宗
大
学
の
名
の 

り
は' 

こ
の
大
学
が
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
学
場
で
あ
る
こ
と
を 

願
わ
れ
た
清
沢
先
生
の
志
願
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
喝
破
な 

さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
そ
の
真
宗
に
問
わ
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
、
と
い
っ
て
お
話
を
結
ば
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

お
二
人
の
力
強
い
ご
講
演
を
感
銘
深
く
お
聞
き
し
て
、
両
先
生 

の
清
沢
先
生
へ
の
深
い
想
い
を
改
め
て
受
け
と
め
さ
せ
て
頂
き
ま 

し
た
。
ご
健
在
を
本
当
に
嬉
し
く
思
い
ま
す
と
共
に
、
今
私
た
ち 

が
ど
う
い
う
伝
統
の
中
に
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
場
で
学
ん
で
い 

る
の
か
、
何
の
た
め
に
研
究
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
今 

更
な
が
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
両
先
生
に
は
清 

沢
精
神
の
本
髄
に
触
れ
る
お
話
を
賜
っ
た
こ
と
を
、
本
当
に
あ
り 

が
た
く
存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
本
日
三
日
間
に
わ
た
る
清
沢
満
之
先

生
百
回
忌
の
記
念
講
演
会
、
並
び
に
法
要
を
多
く
の
方
々
を
お
迎 

え
し
て
円
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
皆
さ
ま
方
の
中
に
は
次 

の
百
五
十
回
忌
を
お
迎
え
す
る
こ
と
の
出
来
る
方
も
お
ら
れ
る
か 

も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 

清
沢
精
神
と
い
う
も
の
は
本
学
の
中 

で
こ
れ
か
ら
も
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
 

ま
た
、
伝
え
ら
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
と 

も
あ
れ
、
本
日
を
も
っ
て
三
日
間
の
日
程
を
無
事
終
了
す
る
こ
と 

が
出
来
ま
し
た
。
大
会
の
運
営
、
法
要
の
運
営
に
こ
れ
ま
で
ご
協 

力
い
た
だ
き
ま
し
た
、
教
職
員
、
学
生
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上 

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
会
場
の
皆
さ
ま
方
に
は
お
忙
し
い 

中
、
本
日
の
清
沢
満
之
先
生
の
百
回
忌
・
臘
扇
忌
法
要
に
ご
参
集 

た
ま
わ
っ
た
こ
と
に
、
臘
扇
忌
実
行
委
員
会
・
真
宗
学
会
を
代
表 

い
た
し
ま
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
' 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し 

た
。
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