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武
市
一
夫
奉
賛
会
長
ご
逝
去

　
私
た
ち
は
佛
教
徒
だ
が
、
千

年
と
い
う
記
念
の
年
に
生
き
て

い
る
。
前
の
千
年
紀
は
長
保
二

年
の
平
安
時
代
、
翌
年

「枕

草
子
」
が
発
刊
さ
た
。
今
年

一
年
生
き
る
と
二
世
紀
に
ま
た

が
る
、
一
年
先
の
目
標
が
は
っ

き
り
見
え
て
く
る
歳
で
あ
る
。

　
当
山
で
は

「平
成
の
大
修
理
」

と
し
て
仁
王
門
の
解
体
修
理
を

し
た
い
。
昭
和
五
十
七
年

「鐘

楼
門
解
体
修
理
」
の
折
、
昔
の

仁
王
門
の
位
置
か
ら
現
在
位
置

へ家
曳
き
の
技
法
で
移
築
し
た
。

昔
の
位
置
は
最
良
だ
が
、
林
道

の
開
通
に
よ
り
意
味
が
な
く

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
時
は

若
干
の
屋
根
の
補
修
の
み
。
爾

来
二
十
年
弱
の
間
に
瓦
の
傷
み

か
ら
屋
根
裏
が
腐
食
で
垂
れ
下

が
り
、
数
年
来
わ
か
ら
ぬ
よ
う

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
で
覆
っ
っ
て
い
た
。

不
景
気
の
昨
今
だ
が
、
建
造
物

が
こ
れ
以
上
待
っ
て
く
れ
な
い
。

　
仁
王
門
の
創
建
は
徳
川
末
か

明
治
初
年
と
推
定
す
る
も
不

詳
。
解
体
修
理
で
そ
の
解
明
が

期
待
さ
れ
る
。
仁
王
さ
ん
は
昨

年
そ
ご
う
に

「曼
荼
羅
秘
宝
展
」

の
ご
出
仕
。
当
山
の
佛
像
の
中

で
も
っ
と
も
大
き
く
痛
み
の
少

な
い
り
っ
ぱ
な
佛
様
で
あ
る
。

　
解
体
修
理
に
は
当
山
専
属
の

宮
前
建
設
、
宮
前
稔
社
長
を

総
大
将
と
し
、

棟
梁
に

「鐘

楼
門
解
体
修
理
」
時
、
文
化

財
上
級
認
定
棟
梁
矢
野
栄
久

氏

（山
梨
県
）
の
門
を
叩
き
、

そ
の
後
、
文
化
財
棟
梁
の
道
を

進
ん
で
、
一
昨
年
矢
野
と
同

じ
文
化
財
上
級
認
定
棟
梁
の
資

格
を
取
得
し
た
竹
内
秀
雄
棟
梁

（八
万
町
長
谷
）
が
あ
た
る
。

重
要
文
化
財
な
み
ス
タ
ッ
フ
で

あ
る
。
仁
王
門
は
未
指
定
文

化
財
だ
が
郷
土
徳
島
の
誇
る
建

造
物
で
あ
る
。
ゆ
え
に
完
璧

を
期
し
た
い
。

　
ど
う
か
皆
様
、
こ
の
二
〇
〇

〇
年
紀
事
業
の
一
部
分
に
で
も

ご
参
画
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
徳
島
市
で
は

「第
十
の
堰
」
の

住
民
投
票
が
あ
る
。

住
民
投

票
は
次
の
問
題
が
あ
る
。
一
、

日
本
国
憲
法
に
国
民
投
票

（政

策
に
対
し
て
の
直
接
投
票
）
は

憲
法
改
正
時
の
み
。
沖
縄
、

名
護
市
の
住
民
投
票
結
果
は
法

的
位
置
づ
け
が
な
い
こ
と
が
そ
の

後
展
開
で
証
明
さ
れ
る
。

私
は

国
、
県
当
局
が
い
う

「公
共
工

事
に
住
民
投
票
は
な
じ
ま
な
い
」

と
は
思
わ
な
い
。

住
民
投
票
の

制
度
を
き
ち
ん
と
整
備
し
、

そ

れ
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
な
ら
最
良

と
思
う
。
現
に
外
国
で
住
民

投
票
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
憲
法

を
改
正
し
、

国
の
秩
序
の
変
革

が
必
要
に
な
る
。
二
、
例
え

ば
私
は
勝
浦
川
の
住
民
で
あ

る
。
行
っ
た
こ
と
も
な
い
第
十

の
堰
の
是
非
を
語
る
の
は
お
こ
が

ま
し
い
。

私
の
よ
う
に
吉
野
川

と
関
係
な
い
市
民
が
何
割
か
は

い
る
だ
ろ
う
。
三
、
代
議
制
民

主
主
義
の
第
二
次
大
戦
後
の
合

衆
国
で
一
部
の
地
域
で
住
民
投

票
を
行
っ
た
。
「な
ぜ
、
彼
ら

だ
け
に
権
利
が
あ
る
の
か
」
と

問
題
に
な
っ
た
事
実
も
あ
る
。

吉
野
川
は
徳
島
市
の
み
川
で
は

な
い
。

県
西
部
か
ら
最
東
部
ま

で
流
れ
る
大
河
だ
。
そ
の
中
に

第
十
の
堰
に
関
係
あ
る
住
民
は

ど
れ
だ
け
い
る
の
か
。
そ
れ
を

徳
島
市
民
だ
け
行
う
の
は
法
の

下
の
平
等
に
反
す
る
の
で
は
な
い

か
。
四
、
住
民
投
票
は
公
職

選
挙
法
と
同
じ
方
法
で
よ
い
の

か
。
公
職
を
選
ぶ
の
と
、
意
見

を
集
約
す
る
の
と
は
意
味
が
違

う
。
徳
島
市
の
条
例
は
そ
の
部

分
を
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
、
今
の
政
治
不

信
の
原
因
は
住
民
の
意
見
が
繁

栄
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
最

良
は
先
述
の
と
お
り
制
度
を
完

備
し
て
住
民
の
意
志
が
繁
栄
さ

れ
る
よ
う
す
べ
き
だ
。
そ
の
た
め

の
第
一
歩
と
し
て
徳
島
市
民
の

意
志
を
打
ち
出
す
こ
と
に
あ
る

と
い
う
意
見
も
あ
る
。

　
長
良
川
河
口
堰
の
調
査
に
あ

た
っ
た
。
あ
る
大
学
の
名
誉
教

授
は

「日
本
に
は
河
川
工
学
は

あ
っ
て
も
、
河
川
学
が
な
い
」

と
。
法
事
の
席
で
の
こ
と
詳
し

く
は
聞
け
な
か
っ
た
が
、
老
博

士
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
人

文
科
学
、
自
然
科
学
を
総
合

し
た
河
川
の
関
す
る
集
大
成
し

た
学
問
が
な
い
こ
と
を
い
わ
れ

た
の
だ
ろ
う
。
河
川
工
学
と
い

う
の
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
対
処
療

法
で
し
か
な
い
。

今
流
れ
て
い

る
情
報
は
あ
ま
り
に
も
河
川
工

学
的
な
も
の
か
、
情
緒
的
自
然

科
学
或
い
は
扇
動
的
政
治
的
な

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
具
体
的
に

「第
十
堰
の
可
動
堰
化
」
是
非
を

投
票
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か

も
、
徳
島
市
民
は
他
市
町
村
民

の
羨
望
の
中
で
の
こ
と
責
任
は
重

い
。
八
十
三
万
徳
島
県
民
を
代

表
し
て
投
票
す
る
気
概
を
持
て

ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
て
さ
て
ど
う

す
べ
き
か
。
四
千
五
百
万
円
ば

か
り
の
市
民
の
金
を
使
う
以
上
、

五
十
％
を
割
っ
て
無
効
と
な
る
こ

と
だ
け
さ
け
た
い
も
の
だ
。

「
第
十
の
堰
」
の
住
民
投
票

　
昭
和
四
十
六
年
、
当
山
奉
賛

会
発
会
以
来
奉
賛
会
長
を
し
て

い
た
だ
い
た
、
武
市
一
夫
先
生
が

昨
年
十
二
月
十
四
日
、
八
十
歳

を
一
期
と
し
て
都
卒
浄
土
へ旅
立

た
れ
た
。
先
生
は
昭
和
十
六

年
、
東
大
の
最
終
学
年
時
当
山

で
高
等
試
験

（所
謂
高
文
）
受

験
の
た
め
三
人
の
学
友
と
い
っ
し
ょ

に
山
籠
も
り
で
勉
強
さ
れ
た
。

　
そ
の
と
き
、
我
が
父
は
若
い
学

生
の
刺
激
を
受
け
、
五
十
歳
で
が

ん
ば
っ
て
私
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

　
私
の
幼
名
は
三
津
保
、
三
人
の

学
生
に
ち
な
ん
で
付
け
た
名
前
だ

と
か
。
か
く
し
て
当
山
を
住
職

二
代
に
わ
た
り
外
護
い
た
だ
い
た
。

　
特
に
私
の
代
に
な
っ
て
、
若
輩

浅
学
な
私
の
後
を
い
つ
も
見
守
っ

て
く
だ
さ
っ
た
。

　
先
生
の
ご
功
績
に
つ
い
て
は
昨

年
三
月
号
の
本
誌
に
叙
勲
記
念

と
し
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

が
、
当
山
の
道
路
は
峰
越
し
林

道
と
し
て
林
道
高
規
格
の
も
の
が

新
設
さ
れ
た
と
き
の
日
本
第
一

号
、
県
道
並
の
高
規
格
舗
装
も

同
様
日
本
最
初
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
建
設
当
初
は
た
く
さ
ん

県
外
か
ら
視
察
が
来
た
も
の
だ
っ

た
。
こ
れ
も
先
生
の
先
見
の
明
の

証
と
特
記
し
て
お
き
た
い
。

　

　
実
は
先
月
十
五
日
に
先
述
の

「仁
王
門
解
体
修
理
」
に
つ
い
て

の
ご
相
談
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い

た
前
日
に
先
生
の
訃
報
で
あ
る
。

驚
き
と
落
胆
の
究
で
あ
っ
た
。
十

六
日
の
葬
儀
に
は
五
十
年
を
越

え
る
お
つ
き
あ
い
の
方
々
が
を
は

じ
め
、
旧
知
の
方
々
の
千
人
の
ご

会
葬
が
あ
っ
た
。
先
生
の
ご
人
徳

の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈

り
し
ま
す
。
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一
冊
の
本

『砂
漠
の
女
デ
ィ
リ
ー
』
草
思
社
　

　
　
　
　
　
ワ
リ
ス
・
デ
ィ
リ
ー
　
武
者
圭
子
訳

　　

る
と
は
月
日
の
過
客
に
驚
く
。

　
翁
は
六
月
頃
、
口
腔
ガ
ン
が

見
つ
か
っ
て
徳
島
大
学
歯
学
部

付
属
病
院
に
入
院
し
た
が
現
代

の
治
療
で
完
治
し
た
。
そ
の

後
、
転
院
し
た
も
の
の
九
月
十

五
日
敬
老
の
日
に
自
ら
退
院
を

宣
言
し
て
、
自
宅
で
過
ご
し
て

い
た
。
そ
の
間
家
族
の
暖
か
い

看
護
の
中
、
自
ら
も
迷
惑
欠
け

ぬ
ま
ま
十
月
五
日
未
明
天
寿
を

全
う
さ
れ
大
往
生
を
と
げ
ら
れ

た
。

　
じ
っ
と
私
を
見
守
っ
て
く
れ

た
翁
、
願
わ
く
ば
浄
土
よ
り
当

山
の
発
展
を
お
見
守
り
く
だ
さ

い
。

　
パ
キ
ス
タ
ン
の
ク
ー
デ
タ
ー

　
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
え
ば
流
血

の
騒
ぎ
に
な
る
。
そ
れ
な
の
に

今
回
は
無
血
ク
ー
デ
タ
ー
、
首

を
切
ら
れ
た
参
謀
総
長
は
旅
客

機
の
上
か
ら
軍
に
命
令
を
出

ネ
パ
ー
ル
紀
行
・

　
ネ
パ
ー
ル
十
年
の
発
展
　

　
　
　
（
続
ブ
ー
タ
ン
紀
行
）

　
ソ
マ
リ
ア
と
い
え
ば
す
ぐ
思
い

出
せ
る
人
が
何
人
い
る
だ
ろ
う

か
。
ア
フ
リ
カ
の
イ
ン
ド
洋
に
面

し
た
半
島
、
砂
漠
地
帯
で
あ

る
。
そ
こ
に
住
む
遊
牧
民
の
少

女
が
十
四
歳
で
父
親
に
結
婚
を

強
い
ら
れ
、
砂
漠
を
逃
亡
。

母
親
の
親
戚
が
イ
ギ
リ
ス
大
使

を
し
て
い
た
縁
で
イ
ギ
リ
ス
で
メ

イ
ド
。
そ
の
後
、
大
使
家
族
か

ら
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
イ
ギ
リ
ス

に
残
り
モ
デ
ル
に
、
そ
の
後
、

ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
彼
女
は
と
う

と
う
ス
ー
パ
ー
モ
デ
ル
と
な
っ

た
。 

し
か
し
、
こ
の
本
は
成
功

物
語
で
は
な
い
。

　
家
内
の
と
こ
ろ
に
時
々
Ｆ
Ｇ
Ｍ

な
る
団
体
か
ら
手
紙
が
届
く
封

筒
の
外
側
に
女
性
性
器
切
除
と

あ
る
。
私
は
こ
の
本
に
出
会
う

ま
で
、
何
の
こ
と
な
の
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
旧
約
聖
書
に
割

礼
と
い
う
言
葉
あ
る
。

私
た
ち

日
本
人
に
な
い
風
習
だ
。
そ
れ

も
男
子
の
み
の
こ
と
と
思
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
世
界
の
回
教
徒

の
多
く
は
女
性
に
割
礼
を
行

う
。
ソ
マ
リ
ア
人
の
場
合
、
女

性
性
器
の
大
部
分
を
切
り
取

り
、
生
理
的
穴
の
み
を
開
け

て
膣
を
縫
合
し
て
し
ま
う
。

デ
ィ
リ
ー
自
身
も
子
供
の
と
き

ジ
プ
シ
ー
の
老
婆
に
割
礼
を
受

け
た
。
非
衛
生
的
で
そ
れ
が
も

と
で
死
に
至
る
も
の
も
多
い
。

彼
女
の
場
合
、
小
便
に
十
分

以
上
を
要
し
、

生
理
時
の
痛

み
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
幸
い
イ
ギ
リ
ス
で
そ
の
理
解

あ
る
医
者
の
手
術
う
け
痛
み
か

ら
は
解
放
さ
れ
た
。

が
、
性
の

喜
び
は
知
ら
な
い
と
告
白
す

る
。
Ｆ
Ｇ
Ｍ
は
こ
れ
を
な
く
そ

う
と
い
う
運
動
で
あ
る
。
彼
女

は
そ
の
た
め
に
国
連
特
別
大
使

に
な
っ
た
。
だ
が
、
宗
教
的
な

因
習
故
に
文
明
国
の
回
教
徒
社

会
に
ま
で
輸
出
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。

今
回
を
も
っ
て
本
紀
行
を
閉
じ

た
い
。
カ
ト
マ
ン
ズ
の
喧
噪
を
離

れ
、
十
五
㎞
ほ
ど
離
れ
た
バ
ド

ガ
オ
ン
（
バ
ク
タ
プ
ル
）
へ向
か

う
。
ネ
パ
ー
ル
の
田
園
風
景
を

楽
し
ん
で
い
る
と
車
が
止
ま
っ

た
。
こ
こ
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
見
ろ

と
い
う
。
限
り
な
く
続
く
畑
、

青
い
空
の
か
な
た
に
浮
か
び
上
が

る
よ
う
に
真
白
き
神
々
の
峰
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
連
山
。
カ
ト
マ
ン
ズ
市
内

の
喧
噪
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
か
田

園
風
景
で
あ
る
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
で
ヒ
マ
は
雪
、
ア
ラ
ー
ヤ
は

た
く
わ
え
る
も
の
、

雪
の
倉
の

意
で
あ
る
。
バ
ス
の
中
か
ら 

出

し
た
全
自
動
の
カ
メ
ラ
が
動
か
な

い
。
し
ば
ら
く
構
え
て
い
る
と

や
っ
と
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
お
り
た
。

薄
暗
い
バ
ス
の
中
か
ら
い
き
な
り

高
い
照
度
の
戸
外
に
で
た
も
の
だ

か
ら
カ
メ
ラ
が
び
っ
く
り
し
た
ら

し
い
。
十
年
前
の
機
材
は
こ
う
い

う
こ
と
も
あ
る
。

バ
ク
タ
プ
ル
で

は
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
で
入
場
料

（こ
こ
で
は
文
化
財
保
護
基
金
）

を
払
い
。

の
ん
び
り
こ
と
を
散

策
す
る
。
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
十
五

㎞
ほ
ど
で
か
く
も
雰
囲
気
が
違

う
も
の
か
。
十
五
世
紀
か
ら
十

八
世
紀
に
か
け
て
の
マ
ッ
ラ
王
朝

時
代
に
三
王
国
の
首
都
の
一
つ

と
し
て
、
最
盛
期
を
む
か
え
た

ネ
ワ
ー
ル
文
化
で
大
発
展
を
し

た

「帰
依
の
町
」
と
い
う
意
の

町
で
あ
る
。
の
ん
び
り
は
い
い
の

だ
が
建
造
物
は
だ
い
ぶ
老
朽
化
し

て
い
る
。
文
化
財
を
あ
ず
か
る

一
人
と
し
て
保
存
が
た
い
へん
だ

ろ
う
と
思
う
。

　
バ
ス
を
降
り
た
と
こ
ろ
か
ら
二

人
の
少
女
が
つ
い
て
き
た
。
イ
ン

ド
の
物
売
り
少
年
の
よ
う
に

「こ
れ
や
す
い
よ
」
と
何
人
も
が

つ
い
て
く
る
こ
と
は
な
い
。

我
々
を
遠
巻
き
に
し
て
時
々
、

唯
一
の
商
品
野
球
帽
を
み
せ

る
。
お
み
や
げ
に
ち
ょ
う
ど
よ

い
、
時
間
を
か
け
じ
っ
く
り
値

切
ろ
う
。
十
年
前
よ
り
品
物
は

カ
ラ
フ
ル
で
良
質
で
あ
る
。
ま

た
、
古
い
建
物
を
利
用
し
て
土

産
物
屋
も
あ
る
。

そ
こ
の
店
を

覗
く
と
大
学
の
日
本
語
学
科
の

学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
る

と
い
う
。
値
切
り
に
か
か
る
と

あ
ま
り
経
験
が
な
い
か
、
日
本

語
の
み
一
生
懸
命
。
好
感
が
も

て
る
の
で
カ
シ
ミ
ヤ
の
シ
ョ
ー
ル
を

買
う
。
中
央
広
場
の
五
階
建
て

の
望
楼
に
喫
茶
店
が
あ
る
。
休

憩
を
し
て
い
る
と
先
の
少
女
た

ち
が
盛
ん
に
帽
子
を
す
す
め

る
。
上
と
下
で
手
真
似
の
や
り

と
り
す
る
。

こ
の
手
の
買
い
物

は
は
バ
ス
の
前
で
最
後
の
取
引
を

す
る
に
か
ぎ
る
。
初
め
て
の
イ
ン

ド
、
鷲
峰
山
の
頂
上
で
数
珠
を

買
っ
た
。
そ
れ
で
取
引
は
終
わ

り
。
山
頂
か
ら
重
い
荷
物
を
自

分
で
運
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ

の
場
合
頂
上
か
ら
二
十
分
の
道

を
値
切
り
な
が
ら
下
る
べ
き
だ
っ

た
。
荷
物
は
先
方
の
物
だ
か
ら

当
然
持
っ
て
降
り
る
。
か
く
し

て
、
バ
ス
の
直
前
で
こ
野
球
帽

を
買
っ
た
。
そ
の
子
が

「私
の

親
友
が
商
い
が
な
い
の
で
ネ
パ
ー

ル
帽
を
買
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と

泣
き
顔
で
い
う
。
友
情
な
の
か

手
口
な
の
か
分
か
ら
な
い
。

彼

女
た
ち
の
お
か
げ
で
楽
し
く
過

ご
せ
た
。
お
礼
と
思
い
買
っ
て

や
る
と
う
れ
し
そ
う
に
二
人
仲

良
く
見
送
っ
て
く
れ
る
。
や
は

り
一
人
だ
け
の
商
い
で
は
友
に
せ

つ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
聖
な
る
川
ガ
ン
ジ
ス
川
の
支
流

に
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
最
大
の
ヒ
ン

ズ
ー
寺
院
で
あ
る
と
と
も
に
イ

ン
ド
亜
大
陸
の
四
大
シ
バ
寺
院
の

一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
ヒ
ン

ズ
ー
教
徒
以
外
は
入
れ
な
い
。

こ
の
地
は
い
や
で
も
河
畔
に
あ
る

火
葬
場
を
見
学
す
る
。

こ
こ
で

も
佛
教
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
が
仲
良

く
並
ん
で
い
る
。
こ
の
日
は
お

日
柄
が
良
い
の
か
葬
儀
の
ラ
ッ
シ
ュ

で
あ
る
。
佛
教
の
葬
儀
場

（ガ
ー
ト
）
で
は
荼
毘
が
完
了
す

る
ま
で
僧
侶
が
鉦
、
鉢
を
鳴
ら

せ
て
お
経
を
あ
げ
て
い
る
。
一

方
、
ヒ
ン
デ
ィ
の
ガ
ー
ト
は
日
本

の
講
中
の
よ
う
な
も
の
か
親
戚
か

不
明
だ
が
、
静
か
に
材
木
を
組

ん
で
そ
の
上
に
白
布
で
包
ん
だ
遺

骸
を
祀
っ
て
火
を
つ
け
て
い
る
。

だ
が
、
ベ
ナ
レ
ス
の
火
葬
場
の
よ

う
な
喧
噪
は
な
い
。

我
々
も
静

か
に
通
過
し
て
奥
へ進
む
。
十

年
前
に
来
た
と
き
、
岸
壁
に
切

り
取
っ
て
穴
を
あ
け
た
礼
拝
所

が
あ
り
、
そ
こ
を
撮
影
し
て
い

た
ら
修
行
者
が
い
て
驚
い
た
。

今
回
そ
こ
は
大
き
く
な
っ
て
生

活
の
場
に
な
っ
て
い
る
。
反
対

側
を
上
に
階
段
を
上
る
と
気
味

の
悪
い
修
行
者
が
写
真
を
取
る

と
手
を
は
っ
て
く
る
。
ず
っ
と

以
前
に
紹
介
し
た
本

『逃
』
の

主
人
公
の
画
家
が
こ
こ
の
灯
籠

で
し
ば
ら
く
生
活
す
る
様
子
が

あ
っ
た
。
最
低
限
で
生
活
で
き

る
ら
し
い
。

こ
の
付
近
は
ア
ン
モ

ナ
イ
ト
の
化
石
が
多
い
。

陽
気

な
カ
ト
マ
ン
ズ
観
光
に
あ
っ
て
こ

こ
だ
け
は
暗
い
。

神
聖
な
人
の

最
終
儀
式
を
観
光
気
分
で
見
る

贖
罪
感
か
ら
だ
ろ
う
。

　
私
た
ち
は
こ
こ
を
最
後
に
カ
ト

マ
ン
ズ
中
心
街
の
ネ
パ
ー
ル
料
理

　
庚
に
は
三
つ
の
意
味
が
あ

り
ま
す
（
一
）
継
承
、
継
続

（
二
）
償
う
（
三
）
更
新
で

す
。
前
年
か
ら
の
も
の
を
断

絶
す
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
、

い
ろ
い
ろ
の
罪
、
汚
れ
を
払

い
浄
め
て
償
う
。
と
と
も
に

思
い
切
っ
て
更
新
し
て
行
か

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で

す
。
革
命
（R

evolution

）
に

持
っ
て
い
か
ず
。
進
化

（E
vlution

）
へ
持
っ
て
い
く
、

こ
れ
が
庚
の
意
味
で
す
。

　
辰
に
は
理
想
に
向
か
っ
て

辛
抱
強
く
、
か
つ
慎
重
に
い

ろ
い
ろ
と
抵
抗
や
妨
害
と
闘

い
な
が
ら
歩
み
を
進
め
て
行

く
意
味
が
あ
り
ま
す
。
辰
の

厂
の
次
に
書
い
て
あ
る
二
は

上
、
天
、
神
、
理
想
を
表
す

指
事
文
字
で
振
、
伸
、
震
と

相
通
ず
る
意
味
を
持
っ
て
い

ま
す
。
　

二
〇
〇
〇
年
庚
辰

（
か
の
え
た
つ
） 

近
藤
義
二

レ
ス
ト
ラ
ン
で
夕
食
。
ネ
パ
ー
ル

独
特
の
、

野
菜
、
ご
飯
、
肉
に

ス
パ
イ
ス
の
き
い
た
ソ
ー
ス
を
か
け

る
料
理
。
こ
こ
で
は
酒

（チ
ャ

ン
・
焼
酎
）
の
燗
を
し
た
も
の
に

火
を
つ
け
小
さ
い
杯
に
一
メ
ー
ト

ル
ぐ
ら
い
上
の
と
こ
ろ
か
ら
注
い

で
く
れ
る
。

昔
、
斎
藤
道
三
が
油
売
り
の
頃

一
文
銭
の
穴
に
油
を
通
し
た
よ

う
な
技
で
あ
る
。

満
腹
に
な
っ

た
と
こ
ろ
で
六
回
目
の
な
れ
た
道

を
空
港
へ
い
よ
い
よ
彼
の
地
を
お

別
れ
し
た
。
　
　
ー
完
ー


