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御
移
転
の
真
実
を
語
る
資
料
―
―
遷
祖
式
を
中
心
と
し
て

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員
　
　
関
根
　
透

先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
「
関
根
」
で
す
。
私
は
木
村
学
長
や
納
冨
先
生
と
は
違
い
ま
し
て
、仏
教
に
は
門
外
漢
で
す
。
現
在
、

医
療
倫
理
を
調
べ
て
い
る
歯
学
部
の
教
師
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
ま
し
て
、
私
の
話
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ま
た
、

素
人
の
見
方
も
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、
今
か
ら
百
年
前
の
明
治
四
十
四
年
十
一
月
四
日
・
五
日
・
六
日
の

三
日
間
の
写
真
を
示
し
つ
つ
、
当
時
の
新
聞
記
事
を
中
心
に
遷
祖
式
を
説
明
し
ま
す
。
そ
の
盛
況
な
遷
祖
式
の
雰
囲
気
を
感
じ
て
い
た
だ

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。
当
時
の
總
持
寺
の
賑
わ
い
は
、
石
原
裕
次
郎
の
十
三
回
忌
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
混
雑
で
し
た
。
多
く
の
善

男
善
女
が
正
装
し
て
鶴
見
が
丘
に
集
ま
り
、
總
持
寺
が
当
時
の
日
本
人
の
「
心
の
支
え
」
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
彷
彿
で
き
ま
す
。
テ
レ

ビ
や
映
画
も
な
い
時
代
で
娯
楽
が
少
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
總
持
寺
が
人
々
の
「
心
の
支
え
」
に
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ

だ
け
の
賑
わ
い
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
再
び
、
總
持
寺
が
日
本
人
の
「
心
の
支
え
」
に
な
る
よ
う
に
願
い
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
一
生
懸

命
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
早
速
に
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ス
ラ
イ
ド
が
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
方
は
配
布
資

料
を
参
照
し
な
が
ら
、
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
ず
、
こ
の
ス
ラ
イ
ド
の
絵
葉
書
は
、
本
日
お
見
え
に
な
っ
て
お
り
ま
す
前
学
長
・
高
崎
直
道
先
生
の
お
伴
を
し
て
、
能
登
の
總
持
寺

祖
院
を
訪
れ
た
時
に
入
手
し
た
絵
葉
書
の
表
紙
で
す
。
今
回
の
発
表
の
た
め
に
、先
月
、能
登
の
總
持
寺
祖
院
へ
資
料
収
集
の
た
め
に
行
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
門
前
町
の
街
並
は
地
震
の
た
め
一
変
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
總
持
寺
の
伽
藍
は
外
見
上
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
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て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
總
持
寺
祖
院
の
仏
殿
（
本
堂
）
の
工
事
中
の
写
真
で
す
。
青
い
シ
ー
ト
の
部
分
が

五
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
上
げ
ら
れ
た
床
で
、
そ
の
下
に
は
崩
れ
た
土
砂
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
他
も
工
事
中
の
場
所
が
あ
り
、
地
震
の
痕
跡

が
ま
だ
境
内
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
古
い
三
松
関
と
い
う
山
門
の
写
真
で
す
。
現
在
と
全
く
同
じ
で
、
こ
の
山
門
を

祖
院
詰
の
在
田
證
宗
師
と
川
口
亮
純
師
の
両
師
（
等
）
が
、
明
治
四
十
四
年
十
月
三
十
日
に
二
祖
の
御
真
牌
等
を
奉
安
し
て
鶴
見
總
持
寺

に
向
け
て
出
立
い
た
し
ま
し
た
。
実
際
に
御
真
牌
を
持
っ
て
出
立
し
た
か
ど
う
か
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
お
二
人
だ
け
で
、
た
く
さ
ん
の

御
真
牌
を
持
っ
て
行
け
る
量
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
『
大
本
山
鶴
見
總
持
寺
団
体
参
拝
記
録
』
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
の

文
章
か
ら
推
測
し
て
お
二
人
だ
け
で
御
真
牌
等
を
護
持
し
て
神
奈
川
県
最
乗
寺
ま
で
旅
す
る
の
は
無
理
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
当
然
重

要
な
御
真
牌
が
祖
院
か
ら
出
る
わ
け
で
す
か
ら
記
録
も
あ
る
筈
で
す
。
し
か
し
、
私
に
は
真
相
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お

願
い
し
ま
す
。
こ
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
は
「
三
十
日
に
能
登
を
出
た
」
と
あ
り
、「
十
一
月
四
日
に
松
田
停
車
場
に
最
乗
寺
の
僧
侶

が
お
二
人
を
迎
え
、御
真
牌
と
共
に
行
列
を
組
ん
で
大
雄
山
に
上
山
し
た
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、国
会
図
書
館
の
『
北
國
新
聞
』

を
丹
念
に
調
べ
て
ま
い
り
ま
す
と
、「
十
月
二
十
六
日
に
能
登
か
ら
御
真
牌
が
大
雄
山
最
乗
寺
に
届
い
て
い
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
『
中
外
日
報
』
は
十
一
月
三
日
に
出
立
、『
横
浜
貿
易
新
報
』
は
二
百
名
の
僧
侶
と
出
立
し
た
と
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
能
登
で
は
参
拝
団
一
行
が
組
織
さ
れ
、
団
体
一
行
は
能
登
の
櫛
比
村
（
總
持
寺
）
を
出
発
し
、
穴
水
を
経
由
し
て
七
尾
の
霊
泉

寺
に
集
合
し
、鶴
見
へ
向
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
団
体
の
鉄
道
経
路
図
で
す
。
上
段
の
部
分
が
見
え
ま
せ
ん
が
、

当
時
は
、
ま
だ
穴
水
に
は
駅
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
七
尾
で
は
他
の
グ
ル
ー
プ
と
合
流
し
、
金
沢
、
米
原
を
経
て
名
古
屋
に
着
き
ま

す
。
名
古
屋
で
は
萬
松
寺
に
寄
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
鶴
見
總
持
寺
仏
殿
の
工
事
現
場
を
見
学
し
、
翌
日
、
東
海
道
線
で
豊
橋
、
静
岡
を
経

て
御
殿
場
線
の
松
田
駅
か
ら
国
府
津
駅
に
直
行
し
ま
す
。
本
来
な
ら
大
雄
山
最
乗
寺
に
登
る
予
定
で
し
た
が
、
列
車
が
遅
れ
て
寄
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
初
め
て
、
石
川
素
童
禅
師
さ
ん
が
独
住
四
世
に
当
選
し
て
祖
院
に
帰
山
し
た
時
は
、
信
越
線
を
通
っ
て
能
登
の
總
持
寺
へ
入

山
し
て
お
り
ま
す
。
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こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
先
月
、
祖
院
で
撮
ら
せ
て
も
ら
っ
た
『
大
本
山
鶴
見
団
体
参
拝
記
録
』
の
表
紙
と
内
部
で
す
。
大
変
き
れ
い
な
文
字

で
書
か
れ
、
私
で
も
読
め
ま
す
。
一
番
端
が
抜
け
て
い
ま
す
け
ど
も
、「
霊
泉
寺
」
と
い
う
文
字
が
見
え
ま
す
。
団
体
一
行
は
こ
の
霊
泉

寺
に
一
度
集
合
し
て
出
立
し
て
い
ま
す
。
こ
の
記
録
に
よ
り
ま
す
と
、
穴
水
で
集
ま
り
、
更
に
七
尾
で
団
体
一
行
全
員
が
集
合
い
た
し
ま

す
。
金
沢
駅
で
は
、
駅
長
が
お
迎
え
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
ま
た
点
呼
が
行
わ
れ
て
、
米
原
駅
で
乗
り
換
え
て
、
名
古
屋
へ
向
か
っ
て
い

ま
す
。
名
古
屋
駅
で
全
員
下
車
し
ま
す
。
名
古
屋
で
は
萬
松
寺
に
お
け
る
鶴
見
總
持
寺
仏
殿
の
工
事
現
場
を
見
学
し
、
熱
田
神
宮
、
名
古

屋
城
な
ど
も
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
東
海
道
線
を
上
り
、
本
来
だ
っ
た
ら
、
御
殿
場
線
の
松
田
駅
で
降
り
、
大
雄
山
最
乗
寺
に
登
る

予
定
で
し
た
。
し
か
し
、
列
車
が
遅
れ
、
降
り
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
五
日
の
朝
四
時
頃
、
国
府
津
駅
へ
黒
煙
を
出
し
な
が
ら

入
線
し
た
光
景
を
、
当
時
の
新
聞
『
横
浜
貿
易
新
報
』
が
伝
え
て
い
ま
す
。
国
府
津
駅
で
は
、
大
雄
山
最
乗
寺
か
ら
行
列
を
組
ん
で
、
御

真
牌
を
護
持
し
て
き
た
在
田
・
川
口
両
師
一
行
ら
を
待
機
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
石
川
素
童
禅
師
ら
は
国
府
津
駅
前
の
案
下
所
で
前
日

か
ら
待
っ
て
お
り
ま
し
た
。
二
祖
の
御
真
牌
等
を
護
持
し
て
乗
車
し
ま
し
た
石
川
禅
師
ら
の
特
別
臨
時
列
車
と
参
拝
団
の
団
体
列
車
と
を

連
結
し
て
鶴
見
へ
向
け
て
発
車
し
ま
し
た
。
今
、『
参
拝
団
記
録
』
を
、
少
し
ず
つ
丹
念
に
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
現
在
の
穴
水
駅
で
す
。
当
時
は
穴
水
駅
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
十
一
月
四
日
、
五
日
、
六
日
の
穆
山

禅
師
さ
ん
の
お
葬
式
ま
で
を
説
明
し
ま
す
が
、
ま
ず
、
参
拝
団
一
行
の
道
順
を
辿
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
輪
島
駅
は
列
車
は

走
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。「
道
の
駅
」に
な
っ
て
い
ま
す
。
穴
水
が
始
発
で
金
沢
方
面
へ
向
か
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
は
現
在
の
名
古
屋
・
萬
松
寺
前
の
賑
や
か
な
「
万
松
寺
商
店
街
」
で
す
。
こ
の
萬
松
寺
に
団
体
一
行
は
寄
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
ラ

イ
ド
は
当
時
の
萬
松
寺
で
、
上
の
方
に
は
「
名
古
屋
萬
松
寺
ニ
於
ケ
ル
仏
殿
ノ
起
工
式
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
起
工
式
後
の
總

持
寺
仏
殿
の
工
事
風
景
を
、
団
体
の
皆
さ
ん
は
見
学
し
、
名
古
屋
の
丁
寧
寺
、
萬
松
寺
、
近
く
の
旅
館
な
ど
に
分
宿
し
て
泊
ま
り
、
熱
田

神
宮
、
名
古
屋
城
な
ど
名
古
屋
市
内
を
遊
覧
観
光
し
て
い
ま
す
。
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（
総
合
司
会
：
関
根
先
生
の
御
発
表
の
途
中
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
々
お
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
、

私
の
時
計
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、
電
波
時
計
、
二
時
四
十
五
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。
間
も
な
く
二
時
四
十
六
分
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う

ど
三
か
月
前
の
こ
の
日
、こ
の
時
間
に
東
北
地
方
を
中
心
と
し
た
大
震
災
が
起
こ
り
、多
数
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
々

の
ご
冥
福
を
祈
り
、
黙
祷
を
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
起
立
く
だ
さ
い
。

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
命
を
落
と
さ
れ
た
方
に
。「
黙
祷
」。

お
な
お
り
く
だ
さ
い
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
関
根
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。）

そ
れ
で
は
、
名
古
屋
の
萬
松
寺
か
ら
国
府
津
駅
ま
で
の
団
体
一
行
の
経
路
を
辿
っ
て
み
ま
す
。
名
古
屋
を
出
発
し
、
豊
橋
駅
と
静
岡
駅

で
お
弁
当
を
買
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
丹
那
ト
ン
ネ
ル
が
出
来
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
御
殿
場
線
を
通
り
松
田
駅
で
下
車
す
る
予
定
で
し
た
。

し
か
し
、
予
定
通
り
に
参
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
来
な
ら
大
雄
山
最
乗
寺
に
寄
り
、
在
田
・
川
口
両
師
や
御
真
牌
と
一
緒
に
国
府
津
駅
へ

行
列
を
な
し
て
向
か
う
予
定
で
し
た
。
先
述
の
新
聞
記
事
の
よ
う
に
四
日
に
は
、
在
田
証
宗
師
と
川
口
亮
純
師
が
松
田
駅
に
着
い
て
お
り

ま
す
。
松
田
駅
ま
で
お
二
人
を
最
乗
寺
さ
ん
が
お
迎
え
に
来
ま
す
。
人
力
車
等
で
お
迎
え
、
御
真
牌
を
奉
安
し
て
、
一
行
は
悪
路
を
通
っ

て
最
乗
寺
に
上
が
っ
て
い
ま
す
。
最
乗
寺
で
は
盛
大
な
歓
迎
の
儀
式
が
営
ま
れ
ま
す
。
そ
の
時
、
お
二
人
が
今
上
陛
下
御
尊
牌
や
御
真
龕

に
安
置
し
た
御
真
牌
を
本
当
に
持
っ
て
い
っ
た
か
、そ
れ
と
も
す
で
に
こ
れ
ら
が
到
着
し
て
い
た
か
の
疑
問
が
残
り
ま
す
。『
読
売
新
聞
』

は
、
松
田
駅
か
ら
最
乗
寺
ま
で
の
行
列
が
詳
し
く
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
当
時
の
最
乗
寺
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お

願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
最
乗
寺
の
住
職
で
あ
る
石
川
素
童
禅
師
さ
ん
が
中
央
に
お
り
、
最
乗
寺
境
内
で
撮
っ
た
写
真
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ

ド
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
で
、「
能
登
の
別
院
よ
り
御
祖
の
御
真
龕
等
を
奉
じ
て
松
田
駅
に
到
着
し
、
大
雄
山
で
大
衆
四
来
の
僧

侶
が
歓
迎
し
た
」
と
報
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
石
川
禅
師
猊
下
が
大
雄
山
に
上
っ
て
国
府
津
駅
ま
で
行
列
に
加
わ
っ

て
き
た
よ
う
に
読
め
ま
す
が
、
そ
れ
は
誤
り
か
と
思
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
老
杉
に
囲
ま
れ
た
大
雄
山
最
乗
寺
参
道
入
口
で
す
。
次
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の
ス
ラ
イ
ド
は
明
治
四
十
四
年
十
一
月
四
日
の
大
雄
山
最
乗
寺
に
お
け
る
儀
式
の
模
様
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
御
真
龕
（
御
真
牌
を
安

置
す
る
ケ
ー
ス
）
等
が
着
き
ま
す
と
、
全
山
の
僧
侶
が
出
迎
え
、
回
向
し
、
貫
首
代
理
の
名
古
屋
幹
徳
寺
住
職
・
平
野
大
仙
師
が
御
真
龕

を
回
向
さ
れ
て
い
ま
す
。
夜
七
時
頃
に
最
乗
寺
紀
綱
の
荻
須
梅
信
師
の
先
導
に
よ
り
、
十
六
人
の
屈
強
の
僧
侶
が
今
上
陛
下
の
御
尊
牌
な

ど
を
担
い
で
出
立
し
ま
す
。
担
ぐ
よ
う
な
大
き
な
も
の
な
の
で
、『
北
國
新
聞
』
が
四
日
以
前
に
最
乗
寺
へ
着
い
た
と
報
じ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
行
列
は
今
上
陛
下
の
御
尊
牌
、
太
祖
常
済
大
師
、
高
祖
承
陽
大
師
の
御
真
牌
等
が
続
き
、
平
野
大
仙
貫

首
代
理
、
在
田
師
と
川
口
師
の
両
師
、
大
雄
講
の
信
徒
三
百
人
が
旗
、
釣
香
炉
、
高
張
提
灯
を
掲
げ
、
法
螺
、
錫
杖
を
轟
か
し
て
老
杉
の

夜
陰
の
中
を
下
っ
て
行
き
ま
し
た
。夜
中
に
通
っ
た
わ
け
で
す
。『
読
売
新
聞
』は
、夜
の
行
列
が
通
る
の
は
、非
常
に
珍
し
い
と
い
う
の
で
、

わ
ざ
わ
ざ
記
者
を
松
田
駅
か
ら
人
力
車
を
飛
ば
し
て
岩
下
旅
館
へ
送
っ
て
い
ま
す
。
岩
下
旅
館
は
現
在
も
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
状
況
は

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
「
今
上
陛
下
の
御
尊
牌
」
と
言
わ
れ
る
写
真
で
す
。
そ
の
次
の
新
聞
記
事
は
先
ほ
ど
の
記
事
を

大
き
く
し
た
部
分
で
す
。
最
乗
寺
を
出
発
し
た
行
列
の
様
子
が
、
詳
し
く
国
府
津
駅
ま
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
最
乗
寺
を
夜
八
時
に
荻
須

梅
信
師
に
先
導
さ
れ
て
出
発
い
た
し
ま
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
最
乗
寺
か
ら
国
府
津
駅
ま
で
の
行
列
の
概
略
を
示
し
た
も
の
で
す
。
次
の

ス
ラ
イ
ド
は
当
時
の
大
雄
町
内
の
沿
道
地
図
で
、
左
下
の
二
軒
目
が
鈴
木
宅
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
『
神
奈
川
新
聞
』
の
前
身
で
あ
る

『
横
浜
貿
易
新
報
』
の
夜
中
の
最
乗
寺
に
お
け
る
盛
大
な
歓
送
迎
会
の
様
子
を
伝
え
る
記
事
で
す
。
最
乗
寺
の
仁
王
門
で
す
が
、
当
時
は

「
仁
天
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
仁
王
門
の
近
く
に
は
「
鈴
木
家
」
が
あ
り
、
現
在
、
大
き
な
門
が
残
っ
て
い
ま
す
。
一
行
は

代
官
で
あ
っ
た
鈴
木
善
兵
衛
宅
で
小
休
止
し
ま
す
。
中
央
左
の
岩
下
館
を
曲
が
る
と
、
現
在
の
大
雄
山
線
の
終
点
・
大
雄
山
駅
に
至
り
ま

す
。
次
の
古
い
写
真
の
「
大
真
橋
」
を
渡
り
、
大
雄
山
講
の
信
徒
三
百
人
が
掲
げ
る
旗
と
か
、
高
張
提
灯
と
か
と
共
に
大
行
列
は
進
ん
で

参
り
ま
す
。
そ
し
て
坂
本
を
通
り
、当
時
の
足
柄
尋
常
高
等
小
学
校
で
休
息
い
た
し
ま
す
。
そ
の
小
学
校
の
講
堂
に
御
真
龕
等
を
安
置
し
、

塚
原
の
信
者
や
住
民
が
手
を
合
わ
せ
に
や
っ
て
き
ま
す
。
中
村
藤
蔵
宅
前
に
も
止
ま
っ
た
後
、
足
柄
上
郡
と
下
郡
の
境
で
最
乗
寺
関
係
者

と
お
別
れ
し
ま
す
。
そ
の
後
、
小
田
原
街
道
に
入
り
、
小
田
原
の
街
に
入
り
ま
す
と
、
商
店
は
明
か
り
を
灯
し
て
一
行
を
迎
え
、
真
田
三
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吉
宅
の
「
紀
三
」
で
は
緋
毛
氈
を
敷
い
て
、
夜
中
の
三
時
と
い
う
の
に
家
族
一
同
が
正
装
し
て
お
迎
え
し
ま
す
。
小
田
原
図
書
館
所
蔵
の

古
い
地
図
を
見
ま
す
と
、「
紀
三
」
が
載
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
休
息
し
ま
す
。
現
在
は
、
そ
の
場
所
は
道
路
に
な
っ
て
い
ま
す
。
行
列
は

五
百
人
以
上
に
膨
れ
上
が
り
、
国
府
津
駅
ま
で
ま
い
り
ま
す
。
人
が
増
え
た
の
で
、
途
中
で
警
察
署
長
が
加
わ
り
、
警
護
に
あ
た
る
と
い

う
熱
狂
ぶ
り
で
し
た
。
詳
し
い
こ
と
は
、
来
週
の
月
曜
日
（
六
月
十
三
日
）
に
生
涯
教
育
で
一
時
間
半
に
亘
っ
て
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
写
真
を
い
っ
ぱ
い
見
な
が
ら
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
「
国
府
津
駅
か
ら
鶴
見
駅
ま
で
」
の
様
子
の
概
略
で
す
。
国
府
津
駅
前

で
は
、
紫
雲
台
石
川
素
童
猊
下
が
蔦
屋
を
案
下
所
と
し
て
待
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
先
ほ
ど
の
新
聞
記
事
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
ラ

イ
ド
は
当
時
の
国
府
津
停
車
場
で
す
。
駅
前
に
は
日
露
戦
争
頃
で
す
の
で
、馬
が
繋
が
れ
て
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
駅
前
の
光
景
で
、

待
合
所
が
あ
り
、
こ
ん
な
雰
囲
気
で
し
た
。
更
に
、
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
国
府
津
駅
前
の
旅
館
「
蔦
屋
」
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
新
聞
記
事

で
す
。
次
の
二
つ
の
ス
ラ
イ
ド
は
国
府
津
駅
前
の
蔦
屋
本
館
と
別
館
で
す
。
紫
雲
台
猊
下
の
案
下
所
は
、
蔦
屋
別
館
が
当
て
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
玄
関
は
後
か
ら
増
設
さ
れ
た
本
館
で
、
今
は
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
お
り
、
面
影
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
石
川
禅
師
さ
ん
は

蔦
屋
の
本
館
に
宿
泊
し
て
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
載
っ
て
い
る
「
最
乗
寺
か
ら
鶴
見
の
遷
祖
式
ま
で
」
の

詳
し
い
十
一
月
六
日
の
記
事
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
が
当
時
の
国
府
津
駅
前
の
配
置
図
で
、
黄
色
の
部
分
が
蔦
屋
で
す
。
現
在
は
当
時
の

様
子
を
知
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
『
跳
龍
』
の
記
事
で
す
。
こ
こ
に
時
間
が
書
い

て
あ
り
ま
す
が
、
最
初
に
二
宮
駅
に
停
ま
っ
て
、
一
行
を
大
応
寺
さ
ん
た
ち
が
お
迎
え
し
ま
す
。
そ
の
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
大
園
玄
致
禅

師
石
川
素
童
貫
首
の
お
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
の
地
図
に
示
し
た
緑
色
の
線
が
大
雄
山
か
ら
鶴
見
駅
ま
で
の
部
分
で
す
。
こ

の
線
を
特
別
臨
時
列
車
が
通
り
ま
し
た
。
国
府
津
駅
を
出
発
し
ま
す
と
、
特
別
臨
時
列
車
は
二
宮
駅
で
禅
師
さ
ん
ら
は
降
り
、
ホ
ー
ム
で

大
応
寺
や
関
係
の
方
々
に
ご
挨
拶
を
し
、ま
た
茅
ヶ
崎
駅
で
も
降
り
て
、海
前
寺
の
送
迎
関
係
者
に
ご
挨
拶
し
ま
す
。
更
に
、程
ヶ
谷
駅
、

神
奈
川
駅
で
も
ご
挨
拶
を
し
て
い
ま
す
。
見
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
東
京
駅
は
ま
だ
こ
の
路
線
図
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
横
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浜
駅
も
な
く
、
平
沼
駅
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
横
浜
」
と
書
い
て
あ
る
駅
は
、
現
在
の
桜
木
町
駅
で
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
六

郷
川
を
渡
る
列
車
で
、
明
治
四
十
五
年
頃
に
東
海
道
線
を
走
っ
て
い
た
列
車
で
す
。
こ
れ
は
大
宮
の
鉄
道
博
物
館
で
は
、
全
く
資
料
を
入

手
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
他
の
図
書
館
で
コ
ピ
ー
し
た
写
真
で
す
。
こ
の
よ
う
な
型
の
団
体
列
車
が
山
北
方
面
か
ら
黒
煙
を
吐
き
な

が
ら
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
団
体
列
車
と
同
型
の
列
車
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
列
車
と
連
結
し
て
特
別
臨
時
列
車
の
中
央
一
等

車
に
御
真
龕
等
を
安
置
し
、
石
川
禅
師
さ
ん
ら
が
乗
車
し
ま
す
。
先
ほ
ど
納
冨
先
生
の
お
話
に
出
て
参
り
ま
し
た
栗
山
泰
音
さ
ん
も
一
緒

に
お
乗
り
に
な
り
、
七
時
四
十
六
分
頃
に
国
府
津
駅
を
発
車
し
ま
し
た
。
実
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
第
一
陣
列
車
が
三
十
分
に
発
車
し
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
一
、二
回
列
車
が
国
府
津
駅
か
ら
発
車
し
て
い
る
ら
し
い
で
す
。
そ
ん
な
に
国
府
津
駅
に
列
車
を
置
く
場
所
が
あ
っ
た

の
か
ど
う
か
、
不
思
議
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
見
て
き
ま
し
た
。
当
時
の
地
図
か
ら
推
測
し
て
、
置
け
そ
う
と
い
え
ば
置
け
そ
う
な
感
じ

も
し
ま
す
。
国
府
津
駅
の
駅
員
た
ち
は
、「
大
変
な
慌
た
だ
し
さ
で
、
十
五
分
、
二
十
分
お
き
に
発
車
す
る
忙
し
さ
で
、
駅
員
は
目
の
回

る
有
様
だ
っ
た
」
と
、『
横
浜
貿
易
新
報
』
は
伝
え
て
い
ま
す
。
国
府
津
駅
を
八
時
前
に
発
車
し
、
二
宮
駅
に
停
ま
り
ま
す
。
そ
の
当
時

の
明
治
四
十
四
年
九
月
の
「
旅
行
案
内
」
と
い
う
時
刻
表
を
国
会
図
書
館
で
入
手
し
ま
し
た
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
が
そ
の
表
紙
で
す
。
各
停

車
駅
で
は
関
係
寺
院
や
信
徒
さ
ん
た
ち
が
大
歓
迎
を
し
ま
す
。
茅
ヶ
崎
、
大
船
、
程
ヶ
谷
、
神
奈
川
駅
に
約
五
分
ず
つ
停
車
し
ま
す
。
途

中
で
は
、
列
車
に
「
大
変
目
出
度
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
、
お
賽
銭
を
投
げ
る
人
、
列
車
に
手
を
合
わ
せ
る
人
が
い
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
大
正
元
年
の「
国
府
津
横
浜
新
橋
間
」の
列
車
時
刻
表
で
す
。
国
府
津
鶴
見
間
を
約
二
時
間
か
か
っ
て
い
ま
す
。

次
の
ス
ラ
イ
ド
は『
跳
龍
』の
記
事
で
す
。
各
駅
に
お
迎
え
し
た
寺
院
名
な
ど
に
赤
で
傍
線
を
附
し
て
あ
り
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
茅
ヶ

崎
駅
で
禅
師
さ
ん
た
ち
を
送
迎
し
た
海
前
寺
の
山
門
辺
り
で
す
。
茅
ヶ
崎
駅
で
送
迎
し
た
海
前
寺
さ
ん
も
寄
り
ま
し
た
ら
、
若
い
住
職
さ

ん
が
『
海
前
寺
史
』
を
も
っ
て
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
全
く
当
日
の
こ
と
は
記
載
が
な
く
、
わ
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
程
ヶ

谷
駅
で
は
天
徳
院
さ
ん
が
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
大
戦
の
時
に
全
焼
し
て
お
り
、
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
と
の
こ
と
で
し
た
。
次
の
ス
ラ

イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。こ
れ
は
神
奈
川
駅
で
迎
え
に
出
た
本
覚
寺
さ
ん
の
明
治
末
期
の
鳥
瞰
図
で
す
。当
日
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
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神
奈
川
駅
と
横
浜
駅
の
話
、
な
ぜ
横
浜
駅
が
残
っ
て
神
奈
川
駅
が
廃
止
さ
れ
た
か
の
経
緯
な
ど
も
話
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
遷
祖
式
当
日

の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
京
浜
急
行
の
神
奈
川
駅
は
現
在
も
あ
り
ま
す
。

で
は
、
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
鶴
見
駅
西
口
の
絵
葉
書
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
団
体

一
行
が
鶴
見
駅
に
到
着
し
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
『
大
本
山
鶴
見
団
体
参
拝
記
録
』
の
一
部
で
す
。
大
雄
山
参
拝
の
予
定
も
書
か
れ
て

お
り
、
終
わ
り
の
方
に
は
、
鶴
見
到
着
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
写
真
は
何
処
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
遷
祖
式
に
加
わ
っ
た
群
衆
の
姿

だ
と
思
い
ま
す
。
旗
が
立
っ
て
い
る
賑
わ
い
な
の
で
、
鶴
見
界
隈
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
も
『
参
拝
記
録
』
の
記
事

で
、
大
き
な
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
飾
ら
れ
た
門
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
總
持
寺
に
お
け
る
遷
祖
式
の
様
子
を
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
は
總
持
寺
の
準
備
風
景
を
示
し
た
ス
ラ
イ
ド
で
す
。
總
持
寺
は
遷

祖
式
の
た
め
に
準
備
万
端
を
整
え
て
き
ま
し
た
。
早
朝
二
時
の
暁
天
か
ら
全
山
の
僧
侶
が
黒
田
鉄
厳
師
の
指
導
の
下
、
朝
課
を
済
ま
し
準

備
に
入
り
ま
し
た
。
永
平
寺
貫
主
・
森
田
悟
由
師
も
、
す
で
に
成
願
寺
に
案
内
さ
れ
、
待
機
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
着
く
頃
に
は
、

僧
侶
の
皆
さ
ん
は
参
道
に
出
て
石
川
禅
師
猊
下
の
大
行
列
を
お
待
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
導
係
の
黒
田
師
は
鶴
見
駅
東
口
へ
出
向
き
、

馬
や
馬
車
や
人
足
を
そ
こ
に
待
機
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
鶴
見
駅
か
ら
放
光
堂
ま
で
の
流

れ
を
示
し
た
ス
ラ
イ
ド
で
す
。
予
定
よ
り
少
し
遅
れ
て
、
鶴
見
駅
に
石
川
禅
師
ら
に
護
持
さ
れ
た
今
上
陛
下
御
尊
牌
、
両
宗
祖
の
御
真
牌

な
ど
が
到
着
し
ま
し
た
。
行
列
は
駅
前
か
ら
東
海
道
を
迂
回
し
て
鶴
見
ヶ
丘
へ
行
く
の
で
す
か
ら
、
東
口
に
出
た
わ
け
で
す
。
鶴
見
駅
東

口
を
出
ま
す
と
、
大
き
な
歓
迎
の
門
が
あ
り
、
そ
こ
を
潜
っ
て
踏
切
を
渡
り
總
持
寺
境
内
に
入
り
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま

す
。
こ
れ
は
『
大
本
山
鶴
見
団
体
参
拝
記
録
』
の
「
遷
祖
式
挙
行
実
況
」
の
部
分
で
す
。
放
光
堂
に
は
、石
川
禅
師
さ
ん
一
行
よ
り
早
く
、

御
真
龕
等
が
運
ば
れ
、
安
置
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
總
持
寺
境
内
の
賑
わ
い
の
写
真
が
続
き
ま
す
。
大
き
な
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
飾
ら

れ
た
仮
の
三
松
関
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
で
す
。
そ
の
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
当
日
に
總
持
寺
で
販
売
さ
れ
た
絵

葉
書
の
写
真
で
、
右
上
に
は
朱
色
の
記
念
ス
タ
ン
プ
「
44
・
11
・
5
」
が
押
し
て
あ
り
ま
す
。
下
に
は
「
遷
祖
式
、
上
棟
式
、
西
有
穆
山
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師
茶
毘
式
」
の
文
字
が
見
え
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
も
絵
葉
書
で
す
。
こ
の
ア
ー
チ
型
の
大
門
に
は
、
桐
の
紋

と
巴
紋
と
が
交
差
し
た
旗
が
あ
り
、
そ
の
下
を
一
行
は
通
り
ま
す
。
そ
の
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
大
門
の
一
部
を
大
き
く
し
た
写
真
で
、
前

と
同
じ
場
所
で
す
。た
く
さ
ん
の
人
で
大
混
雑
し
て
い
る
状
態
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。汚
れ
た
写
真
で
見
難
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

当
時
の
總
持
寺
が
如
何
に
人
々
の
心
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
か
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し

ま
す
。
中
央
の
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、傘
の
下
の
僧
侶
が
石
川
素
童
禅
師
さ
ん
で
、十
二
名
の
役
僧
を
従
え
て
い
ま
す
。
も
う
こ
の
頃
に
は
、

行
列
の
先
頭
は
放
光
堂
に
着
い
て
お
り
、
放
光
堂
は
シ
ー
ン
と
静
ま
り
か
え
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
禅
師
さ
ん
ご
一
行
は
一
時
間
程
か
け

て
、
鶴
見
駅
か
ら
放
光
堂
に
入
り
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
当
時
の
善
男
善
女
の
姿
で
、
皆
さ
ん
は
正
装
し
て
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。

当
時
の
鶴
見
の
閑
静
な
場
所
を
考
え
れ
ば
、
想
像
を
絶
し
た
人
々
が
詰
め
か
け
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
の
雰
囲
気
も
味
わ
っ
て
い
だ
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
そ
の
時
の
様
子
を
記
し
た
『
参
拝
記
録
』
の
一
部
分
で
す
。
次
の
ス
ラ

イ
ド
も
同
じ
『
参
拝
記
録
』
で
す
。
当
時
の
賑
わ
い
の
状
況
が
推
測
で
き
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
放

光
堂
で
す
が
、
今
、
工
事
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
百
年
前
に
、
こ
の
放
光
堂
で
遷
祖
式
の
儀
式
が
荘
厳
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
次
の
ス
ラ

イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
も
遷
祖
式
の
光
景
で
す
。
鶴
見
警
察
署
長
や
周
布
神
奈
川
県
知
事
や
西
園
寺
公
望
代
理
な
ど
当
時
の
政
治

家
や
著
名
人
が
多
数
列
席
し
て
い
ま
す
。
西
園
寺
公
や
原
敬
内
相
は
代
理
が
出
席
し
て
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
今
ま
で
の
ま
と
め

が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
納
冨
先
生
が
お
話
さ
れ
ま
し
た
よ
う
に
遷
祖
式
の
中
心
は
「
放
光
堂
」
で
、
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の

御
真
牌
な
ど
が
安
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
当
日
は
花
火
が
上
が
り
、
新
聞
社
は
記
念
号
を
発
行
し
、
特
別
記
念
切
符
や
絵
葉
書
が
発
売

さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
が
、現
在
の
神
奈
川
新
聞
社
の
『
横
浜
貿
易
新
報
』
が
発
行
し
た
「
總

持
寺
記
念
号
」
の
予
告
で
す
。
こ
こ
に
は
、
横
浜
で
初
め
て
鉄
の
橋
が
伊
勢
佐
木
町
入
口
に
造
ら
れ
た
「
吉
田
橋
開
橋
式
」
と
「
總
持
寺

移
転
遷
祖
式
」
が
同
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
放
光
堂
入
口
の
左
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
説
明
看
板
で
す
。
こ
の
説
明
板
に
よ
る
と
、
放
光
堂
は
「
山
形
県
鶴
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岡
の
総
穏
寺
よ
り
寄
贈
さ
れ
、
酒
田
港
か
ら
横
浜
港
へ
運
ば
れ
、
明
治
四
十
四
年
十
月
に
落
成
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物

は
安
政
年
間
に
建
て
ら
れ
た
総
穏
寺
の
本
堂
で
し
た
。
總
持
寺
の
中
心
に
な
る
仏
殿
は
名
古
屋
の
萬
松
寺
で
刻
ま
れ
、
材
木
は
飛
騨
の
国

有
林
か
ら
得
て
い
ま
す
。
放
光
堂
の
移
転
に
は
、
石
川
禅
師
は
大
変
気
を
遣
い
、
東
京
木
場
の
職
人
を
鶴
岡
ま
で
お
送
り
、
津
軽
海
峡
が

波
静
か
な
時
を
選
ん
で
、
運
ば
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
遷
祖
式
も
次
の
上
棟
式
も
、
こ
の
放
光
堂
が
中
心
で
し
た
。
当
時
は
放
光
堂

と
跳
龍
室
の
み
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。

次
の
ス
ラ
イ
ド
に
は
上
棟
式
の
模
様
が
概
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
遷
祖
式
直
後
の
午
後
三
時
に
上
棟
式
が
始
ま
る
と
い
う
慌
し
さ
で
し

た
。
ま
ず
、
伊
藤
平
左
衛
門
帝
室
技
芸
員
が
放
光
堂
の
高
台
ま
で
登
り
ま
す
。
途
中
の
高
台
で
古
式
に
則
っ
た
儀
式
を
行
い
ま
す
。
こ
の

ス
ラ
イ
ド
に
は
、
高
台
に
は
五
色
の
旗
が
立
て
ら
れ
、
威
儀
を
正
し
た
棟
梁
た
ち
が
登
る
姿
が
写
っ
て
い
ま
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
で
は
、

そ
の
上
棟
式
の
様
子
を
記
し
た
『
参
拝
記
録
』
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
も
上
棟
式
を
伝
え
る
『
横
浜
貿
易
新
報
』
の
記
事
で
す
。
ス
ラ
イ

ド
を
お
願
い
し
ま
す
。こ
れ
は
真
柱
を
数
人
の
法
被
姿
の
棟
梁
が
担
つ
い
で
登
っ
て
い
る
風
景
で
す
。次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。

高
台
で
の
儀
式
の
写
真
で
す
。
次
の
写
真
と
そ
の
次
の
写
真
も
高
台
に
お
け
る
儀
式
の
光
景
で
す
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
は『
東
京
朝
日
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た
放
光
堂
を
高
台
の
途
中
か
ら
撮
っ
た
写
真
で
す
。

次
に
、
翌
日
の
六
日
に
西
有
穆
山
禅
師
さ
ん
の
荼
毘
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
故
西
有
穆
山
の
荼
毘
式
の
様
子
に
つ
い

て
示
し
た
も
の
で
す
。
す
で
に
西
有
禅
師
さ
ん
は
、
明
治
四
十
三
年
十
二
月
四
日
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
十
二
月
八
日
に
横
浜
西
有
寺
で

密
葬
を
済
ま
せ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
總
持
寺
で
本
葬
式
を
行
う
と
い
う
の
で
、
お
弟
子
さ
ん
等
が
た
く
さ
ん
参
列
し
ま
し
た
。
儀

式
が
少
し
遅
れ
て
し
ま
い
、
午
後
に
は
強
風
が
起
っ
て
テ
ン
ト
が
飛
ば
さ
れ
る
と
い
う
事
故
が
起
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
新
聞
記
事
が
次
の
ス
ラ
イ
ド
で
す
。
実
は
、
大
本
山
總
持
寺
を
鶴
見
へ
の
移
転
を
決
定
し
た
禅
師
様
で
あ
る
西
有
穆
山
師
の
お
墓
が
、

現
在
何
処
に
あ
る
か
わ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。西
有
禅
師
さ
ん
の
生
前
の
お
姿
で
す
。当
時
の
新
聞『
中

外
日
報
』
に
よ
り
ま
す
と
、古
砧
壇
に
埋
葬
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
が
、現
在
は
そ
の
辺
り
に
体
育
館
や
三
松
閣
や
成
人
学
校
の
建
物
が
建
っ
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て
お
り
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
間
、
横
浜
元
町
の
西
有
寺
に
も
行
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
お
墓
は
あ
る
も
の
の
「
お
骨
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
の
回
答
で
し
た
。
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
当
日
の
穆
山
禅
師
さ
ん
の
茶
毘
式
の
様
子
を
示
し
た
も
の

で
す
。
外
国
大
使
が
仏
教
の
お
葬
式
に
大
変
興
味
を
持
た
れ
て
、
写
真
を
撮
り
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
御
本
山
の
方
に
見
つ
か
り
ま
し

て
、「
ど
う
ぞ
、
こ
ち
ら
へ
、
こ
ち
ら
へ
」
と
言
わ
れ
て
困
っ
た
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。

穆
山
さ
ん
の
茶
毘
式
の
様
子
を
詳
し
く
伝
え
た
新
聞
記
事
で
す
。
重
複
し
ま
す
が
、
二
時
頃
、
放
光
堂
か
ら
埋
葬
場
所
へ
向
か
お
う
と
出

よ
う
と
し
ま
す
が
、
強
風
で
出
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
時
に
な
り
、
や
っ
と
行
列
を
組
ん
で
出
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
夕
方
に
埋
葬

が
行
わ
れ
た
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
十
一
月
で
す
の
で
、
も
う
暗
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
頃
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
次
の
ス
ラ
イ
ド
を

お
願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
西
有
穆
山
禅
師
が
總
持
寺
予
定
地
を
内
密
に
成
願
寺
の
加
藤
海
応
住
職
や
栗
山
泰
音
師
ら
の
ご
案
内
で
視
察
し

て
い
る
写
真
で
す
。
こ
こ
に
人
力
車
が
写
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
最
後
に
近
い
写
真
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
の
写
真
は
石
川
素
童

禅
師
さ
ん
を
中
心
に
し
た
御
移
転
の
記
念
写
真
と
い
わ
れ
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
で
す
。
一
方
で
は
、
こ
の
写
真
は
土
地
の
移
転
が
終
っ
た
記

念
写
真
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。次
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
願
い
し
ま
す
。今
回
主
に
用
い
た
新
聞
な
ど
の
資
料
の
一
覧
で
す
。次
も
同
じ
で
す
。

こ
れ
で
私
の
拙
い
発
表
は
終
り
で
す
。
お
聞
き
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
お
二
人
の
先
生
と
違
っ
て
、
門
外
漢
の

私
が
見
た
總
持
寺
の
移
転
観
で
す
。
是
非
、
御
移
転
百
年
を
記
念
し
て
、
總
持
寺
が
百
年
前
の
賑
わ
い
を
再
び
取
り
戻
し
、
現
在
の
日
本

人
の
「
心
の
支
え
」
に
な
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
ご
聴
講
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　


