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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
二
十
号 

平
成
二
十
二
年
九
月
発
行 

「
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
終
え
て
～
南
ア
フ
リ
カ
を
見
つ
め
る
～
」 

今
年
は
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
続
き
、
世
界
最
大
の
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

で
あ
る
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
南
ア
フ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

初
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
の
開
催
、
治
安
の
不
安
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
観

戦
に
行
く
に
は
少
し
勇
気
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
起

こ
っ
た
犯
罪
は
少
な
く
、
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
な
く
閉
幕
。
開
催
し
た
Ｆ
Ｉ
Ｆ

Ａ
（
国
際
サ
ッ
カ
ー
連
盟
）
や
南
ア
フ
リ
カ
の
関
係
者
も
胸
を
な
で
お
ろ
し

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

大
会
は
ス
ペ
イ
ン
の
初
優
勝
で
幕
を
閉

じ
ま
し
た
が
、
日
本
代
表
も
奮
闘
し
ま
し
た
。

大
会
前
の
調
整
試
合
の
結
果
が
散
々
だ
っ

た
た
め
前
評
判
は
低
く
、
岡
田
監
督
へ
の
バ

ッ
シ
ン
グ
が
続
き
ま
し
た
が
、
蓋
を
開
け
て

み
れ
ば
予
選
リ
ー
グ
を
二
勝
一
敗
で
通
過

し
、
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
へ
。
地
元
開
催
以

外
で
の
勝
利
、
予
選
リ
ー
グ
突
破
は
初
め
て

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
徐
々
に
盛
り
上
が
り

を
見
せ
ま
し
た
。
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
一
回

戦
の
パ
ラ
グ
ア
イ
戦
で
は
延
長
で
も
決
着

が
つ
か
ず
Ｐ
Ｋ
戦
に
も
つ
れ
込
み
、
残
念
な

が
ら
力
尽
き
ま
し
た
。
Ｐ
Ｋ
を
外
し
た
駒
野

選
手
を
慰
め
る
チ
ー
ム
メ
イ
ト
の
姿
が
印

象
的
で
、
大
会
を
通
し
て
チ
ー
ム
一
丸
と
な

っ
て
い
た
姿
は
清
々
し
く
感
じ
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
そ
の
南
ア
フ
リ
カ
で
す
が
、
み

な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
印
象
を
お
持
ち
で

し
ょ
う
か
。
私
は
ま
ず
、
ア
フ
リ
カ
大
陸

最
南
端
に
位
置
し
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
や
金

な
ど
鉱
物
資
源
の
豊
富
な
国
、
そ
し
て
、

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
（
人
種
隔
離
）
の
国
と

い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
海
外
の
ニ
ュ
ー

ス
は
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア

の
国
々
が
中
心
で
、
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て

は
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
で
目
が
向
い
た
こ
の
機
会
に
、
南
ア
フ
リ
カ
に
注
目
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
次
々
と
独
立
し
、
ア
メ
リ
カ
で

は
ア
フ
リ
カ
系
市
民
の
公
民
権
運
動
が
成
果
を
上
げ
た
頃
に
、
南
ア
フ
リ
カ

で
は
白
人
種
の
み
に
よ
る
選
挙
に
よ
り
勝
利
し
た
Ｎ
Ｐ
（
国
民
党
）
が
「
分

離
」
、
「
隔
離
」
を
意
味
す
る
「
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
す

べ
て
の
人
を
白
人
、
カ
ラ
ー
ド
、
イ
ン
ド
人
、
ア
フ
リ
カ
人
に
分
類
し
、
人

種
間
の
結
婚
を
禁
じ
、
黒
人
は
自
由
に
国
内
を
移
動
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

白
人
向
け
の
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
参
政
権
さ
え
与
え
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
声
を
あ
げ
た
者
は
容
赦
な
く
投
獄
さ
れ
、
命
さ
え
奪
わ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
白
人
同
士
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
系
移
民
と
イ
ギ
リ
ス
系

移
民
と
の
軋
轢
、
ア
フ
リ
カ
系
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
間
で
対
立
が
あ
る
な

ど
利
益
が
絡
み
合
っ
て
お
り
、
よ
り
事
情
を
複
雑
に
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
Ｎ
Ｃ
（
ア
フ
リ
カ
民
族
会
議
）
は
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ

ト
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
氏
は
一
九
九
〇
年

に
二
十
七
年
間
の
獄
中
生
活
を
終
え
て
Ａ
Ｎ
Ｃ
の
指
導
者
と
な
り
、
そ
の
中

心
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
一
九
九
四
年
四
月
、
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全
人
種
に
よ
る
初
め
て
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
Ａ
Ｎ
Ｃ
が
第
一
党

と
な
り
、
マ
ン
デ
ラ
氏
が
大
統
領
に
就
任
し
ま
し
た
。
彼
は
大
統
領
就
任
式

典
の
演
説
で
、「
私
た
ち
を
分
断
し
て
き
た
深
い
溝
に
橋
を
架
け
る
べ
き
瞬
間

が
や
っ
て
き
た
。
建
設
の
時
代
は
、
私
た
ち
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
。
私
た

ち
は
つ
い
に
、
自
ら
の
政
治
的
解
放
を
達
成
し
た
。
…
私
た
ち
は
、
い
ま
だ

に
続
く
貧
困
、
剥
奪
、
苦
難
、
性
差
別
、
そ
の
他
の
差
別
の
束
縛
か
ら
、
す

べ
て
の
民
衆
を
解
放
し
て
い
く
こ
と
を
誓
う
。
…
黒
人
も
白
人
も
、
す
べ
て

の
南
ア
フ
リ
カ
人
が
胸
を
張
っ
て
歩
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
社
会
を
、
す

な
わ
ち
自
分
自
身
と
世
界
に
対
し
て
平
和

的
な
「
虹
の
国
」
を
、
建
設
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
。
…
自
由
が
支
配
す
る
。
ア

フ
リ
カ
に
祝
福
あ
れ
」
と
語
り
ま
し
た
。

「
虹
の
国
」
と
は
そ
の
名
の
通
り
、
雨
上

が
り
の
青
空
に
か
か
る
七
色
の
虹
の
よ
う

に
、
黒
人
も
白
人
も
す
べ
て
の
人
種
が
互

い
の
違
い
を
認
め
あ
い
、
力
を
合
わ
せ
開

か
れ
た
国
家
を
建
設
し
て
い
く
こ
と
を
表

し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
一
九
九
六
年
に

は
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
な
ど
民
主
化
へ

の
歩
み
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
困 

（
Ｗ
カ
ッ
プ
と
マ
ン
デ
ラ
氏
〔
中
央
〕） 

 
 

難
が
立
ち
塞
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
は
撤
廃
さ
れ
た
も
の
の
、
現
実
と
し
て
差
別
が
全
く
な

く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鉱
物
資
源
が
豊
富
で
、
ア
フ
リ
カ
の
国

の
中
で
は
イ
ン
フ
ラ
が
良
く
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
進

出
企
業
の
拠
点
が
ひ
し
め
く
な
ど
経
済
は
発
展
し
て
い
き
ま
す
が
、
白
人
と

黒
人
と
の
間
の
経
済
格
差
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
背
景
に
よ
る
貧
富
の
差
は

深
刻
な
ま
ま
で
、
そ
れ
が
劣
悪
な
治
安
の
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
今
で
も
殺

人
事
件
が
一
日
当
た
り
約
五
十
件
（
人
口
は
約
五
千
万
人
）
発
生
す
る
な
ど
、

そ
の
治
安
は
紛
争
地
域
を
除
け
ば
世
界
最
悪
と
い
わ
れ
ま
す
。 

 

松
本
仁
一
氏
は
ア
フ
リ
カ
の
国
を
以
下
の
四
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
ま

す
。「
①
政
府
が
順
調
に
国
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
国
家
。
②
政
府
に
国
づ
く

り
の
意
欲
は
あ
る
が
、
運
営
手
腕
が
未
熟
な
た
め
進
度
が
遅
い
国
家
。
③
政

府
幹
部
が
利
権
を
追
い
も
と
め
、
国
づ
く
り
が
遅
れ
て
い
る
国
家
。
④
指
導

者
が
利
権
に
し
か
関
心
を
持
た
ず
、
国
づ
く
り
な
ど
初
め
か
ら
考
え
て
い
な

い
国
家
。
①
に
該
当
す
る
の
は
ボ
ツ
ワ
ナ
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
。
②
が
ガ
ー
ナ
、

ウ
ガ
ン
ダ
、
マ
ラ
ウ
ィ
な
ど
十
カ
国
て
い
ど
。
③
が
ア
フ
リ
カ
で
は
も
っ
と

も
一
般
的
で
、
ケ
ニ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
多
く
が
こ
こ
に
入
る
。
④
は
ジ

ン
バ
ブ
エ
や
ア
ン
ゴ
ラ
、
ス
ー
ダ
ン
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
赤
道
ギ
ニ
ア
な
ど

だ
。
要
す
る
に
、
こ
の
大
陸
の
多
く
の
国
で
は
政
治
指
導
者
が
腐
敗
し
、
そ

の
た
め
国
民
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
を
撤
廃
し
た
Ａ
Ｎ
Ｃ
で
す
が
、
政
権
を
取
っ
た
瞬
間
か

ら
腐
敗
は
始
ま
り
、
マ
ン
デ
ラ
氏
の
後
任
ム
ベ
キ
氏
や
ズ
マ
氏
は
そ
の
混
乱

に
拍
車
を
か
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
日
本
を
分
類
す
る
な
ら
ば
ど
の
部
類
に

入
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

一
九
九
三
年
の
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
白
人
と
ア
フ
リ
カ
人
の
平
均
所
得
に

は
十
二
倍
の
開
き
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
人
口
の
一
割
強
し
か
い
な
い
白
人

が
全
収
入
の
約
五
十
九
％
を
占
め
て
、
人
口
の
八
割
近
く
で
あ
る
ア
フ
リ
カ

人
は
約
二
十
九
％
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
黒
人
の
失
業
率
は
四
十
～
五
十
％
と

言
わ
れ
、
八
十
年
代
の
教
育
の
荒
廃
に
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
人
を
中
心
と
し
て

一
千
万
人
ほ
ど
の
人
々
が
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

現
在
も
失
業
率
は
二
十
五
％
ほ
ど
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
貧
困
層
の
若
者

は
教
育
レ
ベ
ル
が
低
く
、
命
の
大
切
さ
に
つ
い
て
親
か
ら
も
先
生
か
ら
も
学

ぶ
機
会
が
な
く
、
そ
の
結
果
、
簡
単
に
人
を
殺
す
よ
う
に
な
る
そ
う
で
す
。 
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世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
二
〇
一
〇
年
の
世
界
保
健
統
計
に
よ
る
と

南
ア
フ
リ
カ
の
平
均
寿
命
は
五
十
三
歳
。
報
告
に
上
が
っ
て
い
る
一
九
二
カ

国
中
で
、
南
ア
フ
リ
カ
以
下
の
国
は
二
十
カ
国
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
以
外
は

す
べ
て
ア
フ
リ
カ
諸
国
で
す
。
現
実
に
は
四
十
歳
を
切
る
国
も
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
昭
和
二
十
年
に
五
十
二
歳
、
昭
和
四
十
年
頃
に
は

七
十
歳
を
超
え
て
お
り
、
現
在
は
男
性
は
七
十
九
歳
、
女
性
は
八
十
六
歳
を

超
え
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
当
山
に
あ
る
過
去
帳
を
見
て
み
ま
し
た
。
昭
和
四
年
に
亡
く
な
っ

た
方
の
平
均
年
齢
は
な
ん
と
三
十
二
歳
で
す
。
そ
の
中
で
約
四
割
が
五
歳
未

満
の
子
供
た
ち
で
し
た
。
織
田
信
長
が
「
人
間
五
十
年
…
」
と
『
敦
盛
』
を

謡
い
舞
っ
た
こ
と
が
有
名
で
、
当
時
か
ら
人
生
は
五
十
年
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 

一
歳
未
満
の
乳
児
死
亡
率
は
南
ア
フ

リ
カ
が
千
人
当
た
り
四
十
八
人
、
世
界
平

均
は
四
十
五
人
で
、
日
本
は
三
人
だ
そ
う

で
す
。
近
年
減
少
し
て
い
る
と
は
い
え
、

ユ
ニ
セ
フ
の
報
告
に
よ
る
と
世
界
の
五

歳
未
満
児
の
死
亡
数
は
年
間
八
八
〇
万

人
だ
そ
う
で
す
。
あ
る
少
女
が
南
ア
フ
リ

カ
で
「
こ
こ
で
は
人
の
命
の
重
さ
が
と
っ

て
も
軽
い
ね
」
と
語
っ
た
こ
と
ば
が
そ
の

事
実
の
残
酷
さ
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の

多
く
は
基
本
的
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
や
安

全
な
水
が
あ
れ
ば
助
け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
だ
そ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
戦
前
の

日
本
で
も
同
じ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
新
し
い
毛
布
を
喜
ぶ
南
ア
フ
リ
カ
の
子
供

） 

私
た
ち
日
本
に
住
む
者
は
、
こ
の
よ
う
な
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
遠
い
国
の
問

題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

峯
陽
一
氏
は
「
南
ア
フ
リ
カ
社
会
の
深
層
で
は
、
拡
大
す
る
貧
富
の
格
差
、

膨
れ
上
が
る
失
業
者
、
深
刻
な
環
境
破
壊
、
近
隣
諸
国
か
ら
の
移
民
の
急
増

と
い
っ
た
、
い
く
つ
も
の
「
時
限
爆
弾
」
が
時
を
刻
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

ア
フ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
多
く
の
地
域
が
共
通
し
て
抱
え
込
ん
で
い

る
問
題
で
も
あ
る
。
だ
が
、
人
間
た
ち
が
作
り
出
し
た
問
題
は
、
人
間
た
ち

の
手
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に

も
共
通
の
問
題
で
あ
り
、
解
決
に
向
け
て
努
力
す
べ
き
人
間
の
一
人
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
約
二
五
〇
〇
年
前
に
現
在
の
イ
ン
ド
辺
り
で
教
え
を
説
き

ま
し
た
。
イ
ン
ド
に
は
四
姓
制
度
、
カ
ー
ス
ト
制
度
と
い
っ
て
生
ま
れ
な
が

ら
に
身
分
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
も
異
な
る
カ
ー
ス
ト
間
で
結
婚
し
た

カ
ッ
プ
ル
を
、
家
の
名
誉
を
汚
し
た
と
言
っ
て
親
族
ら
が
殺
す
事
件
が
年
間

千
件
近
く
起
こ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
差
別
に
対
し
て
お
釈
迦
さ

ま
は
「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
賎
し
い
人
と
な
る
の
で
は
な
い
。
生
ま
れ
に
よ
っ

て
バ
ラ
モ
ン
（
四
姓
制
度
の
最
上
位
）
と
な
る
の
で
は
な
い
。
行
為
に
よ
っ

て
賎
し
い
人
と
も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
も
な
る
」
（
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
）
と
、
生
ま
れ
に
よ
っ
て
の
差
別
を
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
誕
生
さ
れ
て
す
ぐ
に
七
歩
あ
ゆ
ま
れ
、
右
手
を
上
げ
「
天
上
天
下
唯

我
独
尊
」
（
て
ん
じ
ょ
う
て
ん
げ
ゆ
い
が
ど
く
そ
ん
）
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
、

と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
後
世
の
創
作
で
し
ょ
う
が
、
仏
教

徒
に
よ
っ
て
込
め
ら
れ
た
大
切
な
心
が
表
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
般

に
は
、
い
の
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
一
つ
が
尊
い
と
い
う
人
間
性
の
尊
厳
を
表

し
た
こ
と
ば
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
の
理
解
で
は
浅
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
ば
は
「
天
上
天
下
唯
我
為
尊
。
要
度
衆
生
生
老
病
死
」（『
長

阿
含
経
』）
と
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
老
い
病
に
伏
し
死
す
る
人
々
を
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度
す
（
救
う
）
こ
と
を
要
と
す
る
た
め
に
た
だ
私
は
尊
い
、
と
読
め
ま
す
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
い
の
ち
を
慈
し
み
生
き
て
い
こ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
い
の
ち
が
尊
い
、
す
べ
て
の
い
の
ち
が
尊
い
と
い
う

こ
と
が
成
り
立
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
い
の
ち
の
真
実
を
覚
る
（
ブ
ッ

ダ
と
な
る
）
こ
と
が
尊
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
は
人
種
間
の
融
和
に

一
役
買
っ
た
よ
う
で
す
。
白
人
も
含
め
て

さ
ま
ざ
ま
な
人
種
の
国
民
が
黒
人
文
化
と

み
な
さ
れ
て
い
る
民
族
楽
器
で
あ
る
ブ
ブ

ゼ
ラ
を
吹
き
な
ら
し
、
我
が
国
の
代
表
を

応
援
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し

て
手
を
取
り
合
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
素
晴

ら
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、

サ
ッ
カ
ー
や
ラ
グ
ビ
ー
を
通
し
て
国
民
意

識
が
高
ま
っ
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
し
ょ

う
。
事
実
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
終
了
ま
で

し
ば
ら
く
な
り
を
潜
め
て
い
た
移
民
労
働

（
Ｗ
カ
ッ
プ
チ
ケ
ッ
ト
を
手
に
興
奮
す
る
人
々
） 

者
に
対
す
る
襲
撃
が
復
活
し
公
務
員
に
よ 

る
一
三
〇
万
人
規
模
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
病

院
や
学
校
は
マ
ヒ
状
態
に
陥
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
や
は
り
、
本
当
に
す
べ

て
の
い
の
ち
が
尊
い
と
気
付
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。 

マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
こ
と
ば
に
「
愛
の
反
対
は
憎
し
み
で
は
な
く
無
関
心
で

あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
貧
困
と
争
い
に
苦
し
む
ア
フ
リ
カ
の
人
々
に
も
目
を

向
け
て
、
自
ら
を
省
み
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

参
考
『
ア
フ
リ
カ
・
レ
ポ
ー
ト
』
松
本
仁
一
著
、
岩
波
新
書 

 
 

 
 
 
 
 

『
南
ア
フ
リ
カ
「
虹
の
国
」
へ
の
歩
み
』
峯
陽
一
著
、
岩
波
新
書 

仏
教
が
生
ん
だ
こ
と
ば
②
「
分
別
」（
ふ
ん
べ
つ
） 

「
分
別
」
と
は
（
小
学
館
新
選
国
語
辞
典
）
、
経
験
に
と
み
、
物
の
道
理
を

よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
。
常
識
に
そ
っ
た
判
断
力
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
反
対

で
あ
る
「
無
分
別
」
は
、
あ
と
さ
き
を
考
え
な
い
こ
と
、
思
慮
を
欠
い
た
状

態
と
あ
り
ま
す
。「
分
別
」
は
仏
教
に
お
い
て
も
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
が
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
現
代
の
用
法
と
は
反
対
で
す
。 

仏
教
で
「
分
別
」
と
い
う
と
き
は
、
個
人
の
経
験
や
考
え
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
認
識
（
妄
想
）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
無
分
別
」
は
、
そ
の
認
識

に
と
ら
わ
れ
ず
、
あ
り
の
ま
ま
に
正
し
い
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
で
す
。
人

間
は
何
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、「
分
か
る
」
と
い
う
こ
と
ば
の
示
す
よ

う
に
、
物
を
「
分
け
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
判
断
（
物
を
半
分
に
分
断
）

と
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
一
つ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
で
は
「
知
る
」
こ
と
が

で
き
ず
、
二
分
す
る
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
知
識
で
捉
え
ら
れ
た
世
界
は
、
必
ず
前
後
・
左
右
・
善
悪
・
美
醜

と
い
う
相
対
差
別
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
二
分
さ
れ
た
姿
は
は
た
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
姿
な
の
で
し
ょ
う

か
。
真
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
物
を
二
つ
に
分
け
て
差
別
す
る

「
人
為
」（
分
別
）
を
な
く
し
、「
無
為
」（
無
分
別
）
に
よ
る
し
か
な
い
、
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
勉
強
が
で
き
な
い
、
足
が
遅
い
、
格
好
悪
い
、
す
べ
て
「
分

け
て
」
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
く
る
苦
し
み
で
す
。
人
種
差
別
も

同
様
で
し
ょ
う
。
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
た
だ
そ
の
も
の
を
ま
っ
す
ぐ
に
見

つ
め
る
、
子
供
と
接
す
る
と
き
な
ど
は
特
に
大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

現
代
の
社
会
は
、
ひ
た
す
ら
「
分
別
」
の
方
向
で
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。

そ
の
果
た
し
た
役
割
は
十
分
に
認
め
な
が
ら
も
、
こ
の
辺
り
で
「
無
分
別
」
、

相
対
的
な
も
の
の
見
方
を
離
れ
た
絶
対
の
立
場
か
ら
の
も
の
の
見
方
と
い
う

と
こ
ろ
を
、
今
一
度
省
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

（『
仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語
』
大
谷
大
学
編
よ
り
抜
粋
編
集
） 


