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少
し
前
の
こ
と
。
お
隣
、
芙
蓉
園
で
の
出
来
事

で
す
。
お
昼
寝
後
に
、
年
長
児
さ
ん
の
有
志
た
ち

が
、
小
さ
い
お
子
さ
ん
達
の
昼
寝
布
団
を
畳
ん
で

運
び
片
付
け
て
く
れ
ま
す
。
子
ど
も
の
事
で
す
か

ら
、
運
べ
る
布
団
は
１
人
で
１
つ
。
そ
う
し
た
折
、

そ
の
傍
ら
で
積
み
上
が
っ
た
た
く
さ
ん
の
布
団

を
、
私
も
手
伝
お
う
と
何
気
な
く
エ
イ
ヤ
っ
と
ま

と
め
て
５
つ
程
持
ち
上
げ
、
運
ぼ
う
と
し
ま
し
た
。

す
る
と
そ
の
様
子
を
み
て
い
た
あ
る
お
子
さ
ん

が
一
言
。
「
す
ご
い
！ 

先
生
、
大
人
み
た
い
だ

ね
！
」
と…

。 

こ
う
い
う
子
ど
も
達
の
純
朴
な
一
言
は
時
に

深
い
示
唆
に
富
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
お
子
さ
ん
に

と
っ
て
私
は
、「
先
生
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
「
大

人
」
で
は
な
い
認
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
で

は
大
人
で
は
な
い
こ
の
オ
ジ
サ
ン
先
生
は
い
っ

た
い
何
者
な
の
だ
と
い
う
ツ
ッ
コ
ミ
は
さ
て
お

き
、
こ
の
言
葉
は
私
に
と
っ
て
褒
め
言
葉
に
感
じ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
子
ど
も
達
が
恐
ら
く
私
と

い
う
存
在
を
、
自
分
達
の

対
局
に
い
る
大
人
で
は

な
く
、
ど
こ
と
な
く
自
分

に
近
い
大
人
み
た
い
な

人
と
い
う
思
い
を
持
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
た
か
ら
で
す
。

日
々
で
き
る
だ
け
子
ど

も
達
に
近
い
存
在
で
あ

り
た
い
と
思
っ
て
い
る

私
に
は
嬉
し
い
表
現
に
聞
こ
え
た
の
で
し
た
。 

こ
こ
で
今
回
じ
っ
く
り
考
え
て
み
た
い
の
は
、

「
大
人
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
「
大
人
」

に
な
る
と
は
ど
う
い
う
事
な
の
か
と
い
う
点
で

す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
じ
、
私
た
ち
が
大
人

に
な
る
過
程
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
大
切
な
何
か

に
、
目
を
こ
ら
し
て
み
た
い
の
で
す
。 

「
大
人
」
と
は
辞
書
に
よ
る
と
十
分
に
成
長
し

た
人
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
考
え
方
や
態
度
が

相
応
に
成
熟
し
、
か
つ
思
慮
分
別
が
あ
る
存
在
を

指
し
ま
す
。
母
親
の
胎
内
で
約
１０
ヶ
月
過
ご
し

た
後
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た
と
き
、
人
は
親
を
は

じ
め
周
囲
の
誰
か
の
直
接
的
な
助
け
な
く
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の

時
々
の
適
切
な
援
助
を
得
て
、
少
し
ず
つ
確
実
に

成
長
発
達
し
て
い
き
ま
す
。 

ま
た
周
囲
の
大
人
達
も
、
こ
う
し
た
援
助
を
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
と
し
て
あ
る
種
の
成
長
を

し
て
い
き
ま
す
。
他
の
動
物
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
活

動
（
行
動
）
で
き
る
も
の
が
多
い
で
す
が
、
人
間

は
そ
う
で
は
な
い
性
質
を
持
つ
こ
と
で
、
特
有
の

親
子
時
間
を
過
ご
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
子
ど
も
を
中
心
に
家
族
を
作

り
、
時
間
を
か
け
て
子
育
て
を
し
て
、
そ
こ
を
基

礎
に
し
な
が
ら
個
と
し
て
、
そ
し
て
社
会
的
に
も

人
類
は
進
化
し
て
き
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
で
親
子
の
育
ち
と
は
互
恵
関
係
に
あ

る
も
の
で
す
が
、
と
も
す
る
と
大
人
は
子
ど
も
を

か
弱
い
存
在
と
し
て
軽
視
し
て
し
ま
い
が
ち
で

す
。
そ
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
は
、
大
人
は
人
生
の

経
験
者
で
あ
り
、
子
ど
も
は
人
生
に
お
け
る
ほ
ん

の
初
心
者
で
し
か
な
い
と
い
う
少
々
見
下
し
た

よ
う
な
認
識
で
す
。
実
は
こ
の
捉
え
方
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
失
っ
て
い
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
禅
を
広
め
た
、
鈴
木
俊
隆

老
師
の
言
葉
に
次
の
よ
う
な
一
説
が
あ
り
ま
す
。 

「
初
心
者
の
心
に
は
可
能
性
が
溢
れ
て
い
る
が
、 

熟
達
者
の
心
に
は
そ
れ
が
な
い
。」 

ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
で
有
名
な
ア
ッ
プ
ル
社
を
創

業
し
た
、
か
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
も
愛

読
し
て
い
た
と
い
う
鈴
木
師
の
名
著
『
禅
マ
イ
ン

ド 

ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
マ
イ
ン
ド
』
に
お
い
て
、
師

は
更
に
次
の
よ
う
に
続
け
ま
す
。 

「
初
心
は
、
そ
れ
自
体
で
満
ち
足
り
て
い
る
も
の

だ
。
そ
の
状
態
を
損
ね
て
は
な
ら
な
い
。
な
に
か

を
求
め
る
心
が
強
く
な
り
す
ぎ
る
と
、
心
は
満
ち

足
り
な
い
状
態
に
陥
る
。
こ
の
状
態
に
な
る
と
、

嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
、
倫
理
的
に
反
す
る
こ

と
を
し
て
は
い
け
な
い
な
ど
と
い
っ
た
、
仏
の
教

え
に
背
い
て
し
ま
う
。 

も
し
、
あ
な
た
が
初
心
を
持
ち
、
心
が
満
た
さ

れ
た
状
態
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
教
え
は
自
然
と

守
ら
れ
る
。 

つ
ね
に
初
心
を
保
つ
こ
と
は
難
し
い
も
の
だ

が
、
こ
れ
こ
そ
禅
に
お
い
て
最
も
大
切
な
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
。」 

 

こ
の
禅
の
教
え
は
、
人
生
に
お
い
て
も
共
通
す

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
次

の
よ
う
な
提
案
で
す
。
「
今
ま
で
の
常
識
や
先
入

観
を
一
度
手
放
し
て
、
初
心
に
戻
っ
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
経
験
や
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
、

今
ま
で
に
な
い
見
方
や
発
想
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
初
心
者
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
、
自
由
で

可
能
性
の
あ
る
世
界
を
思
い
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。
」 

こ
う
し
た
眼
差
し
で
幼
児
の
姿
を
改
め
て
眺

め
て
み
る
と
、
人
の
初
心
を
宿
し
て
い
る
子
ど
も

た
ち
の
、
人
間
と
し
て
あ
る
種
完
成
さ
れ
た
在
り

よ
う
が
見
え
て
き
ま
す
。
身
近
な
人
た
ち
を
信
頼

し
き
っ
て
、
何
だ
か
い
つ
も
幸
せ
そ
う
。
翻
っ
て

私
た
ち
大
人
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
山
あ
り
谷
あ

り
の
人
生
の
歩
み
の
中
で
鈍
っ
て
し
ま
っ
た
た

く
さ
ん
の
感
性
の
中
に
、
も
う
一
度
取
り
戻
し
た

い
も
の
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

最
後
に
写
真
家
、
星
野
道
夫
さ
ん
の
言
葉
を
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。 

「
大
人
に
な
っ
て
、
私
た
ち
は
子
供
時
代
を
と
て

も
懐
か
し
く
思
い
出
す
。
そ
れ
は
あ
の
頃
夢
中
に

な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
遊
び
、
今
は
、
も
う
消
え
て

し
ま
っ
た
原
っ
ぱ
、
幼
な
じ
み
な
の
だ
ろ
う
か
。

き
っ
と
そ
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
お
そ

ら
く
一
番
懐
か
し
い
も
の
は
、
あ
の
頃
無
意
識
に

も
っ
て
い
た
時
間
の
感
覚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

過
去
も
未
来
も
な
い
た
だ
そ
の
一
瞬
一
瞬
を
生

き
て
い
た
、
も
う
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
時

間
へ
の
郷
愁
で
あ
る
。 

過
去
と
か
未
来
と
か
は
、
私
た
ち
が
勝
手
に
作

り
上
げ
た
幻
想
で
、
本
当
は
そ
ん
な
時
間
な
ど
存

在
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
人
間
と
い

う
生
き
も
の
は
、
そ
の
幻
想
か
ら
悲
し
い
く
ら
い

離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
き
っ
と
、
あ

る
種
の
素
晴
ら
し
さ
と
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の

つ
ま
ら
な
さ
を
も
内
包
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

ま
だ
幼
い
子
ど
も
を
見
て
い
る
時
、
そ
し
て
あ

ら
ゆ
る
生
き
も
の
た
ち
を
見
て
い
る
時
、
ど
う
し

よ
う
も
な
く
魅
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
今
こ
の
瞬

間
を
生
き
て
い
る
と
い
う
そ
の
不
思
議
さ
だ
。
き

っ
と
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
ち
ら
の
時
間
も
必

要
な
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
過
去
を
悔
い
、
さ
ま
ざ

ま
な
明
日
を
思
い
悩
み
な
が
ら
、
あ
わ
た
だ
し
い

日
常
に
追
わ
れ
て
ゆ
く
時
間
も
ま
た
、
否
定
す
る

こ
と
な
く
大
切
に
し
た
い
。
け
れ
ど
も
、
大
人
に

な
る
に
つ
れ
、
私
た
ち
は
も
う
ひ
と
つ
の
時
間
を

あ
ま
り
に
も
遠
い
記
憶
の
彼
方
へ
追
い
や
っ
て

い
る
。」 

（『
長
い
旅
の
途
上
』
星
野 

道
夫 

著
） 

 

世
の
中
、
一
見
す
る
と
不
平
等
な
事
が
多
い
と

感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
ど
ん
な
瞬
間
も
、
そ
の
時
間

は
皆
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
今
」
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い
瞬
間
瞬
間
を
、

丁
寧
に
重
ね
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 
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『
生
き
る
力
・
１
１
３
号
』
送
付 

お
な
じ
み
真
言
宗
智
山
派
が
発
行
す
る
情
報

誌
「
生
き
る
力
」
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。 

今
回
か
ら
新
し
い
企
画
が
い
く
つ
か
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
１
２
ペ
ー
ジ
に
『
智
積
院

の
修
行
生
活
』
（
マ
ン
ガ
）
と
い
う
連
載
が
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。
私
、
副
住
職
も
、
か
つ
て
こ
の

修
行
道
場
で
僧
侶
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
を
き
り

ま
し
た
。
折
り
に
触
れ
て
お
檀
家
さ
ん
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
修
行
を
し
て
き
た
の
か
と
お
尋
ね
を

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
今
後
こ
の
連
載

に
答
え
の
一
端
が
描
か
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ど

ん
な
表
現
に
な
る
の
か
私
自
身
、
興
味
津
々
で
す
。

ぜ
ひ
ご
注
目
く
だ
さ
い
。 

ま
た
以
前
よ
り
お
伝
え
し
て
お
り
ま
す
よ
う

に
、
本
年
は
弘
法
大
師
空
海
さ
ん
が
お
生
ま
れ
に

な
っ
て
１
２
５
０
年
と
い
う
節
目
の
年
で
す
。
総

本
山
で
も
様
々
な
法
要
や
行
事
が
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
海
禅
寺
住
職
も
幾
度
と
な
く
そ
れ
ら
に

出
仕
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
本
号
の

６
ペ
ー
ジ
に
た
ま
た
ま
住
職
が
写
っ
て
お
り
ま

し
た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
い
た
だ
き
、
記
事
も
ご
一
読

く
だ
さ
い
。 

 

施
餓
鬼
会
の
ご
案
内 

恒
例
の
施
餓
鬼
会
法
要
、
今
年
か
ら
コ
ロ
ナ
禍

以
前
の
形
態
に
で
き
る
だ
け
戻
し
て
実
施
い
た

し
ま
す
。
詳
し
く
は
同
封
の
別
紙
、
『
施
餓
鬼
会

法
要
の
ご
案
内
』
を
ご
一
読
く
だ
さ
い
。 

 日 

程
：
令
和
５
年
８
月
12
日
（
土
） 

時 

間
：     

◎
法
要
の
前
に
は
久
し
ぶ
り
に
講
師
さ
ん
（
布
教

師
）
を
お
招
き
し
て
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

真
言
宗
の
宗
祖
、
弘
法
大
師
空
海
さ
ん
は
、
仏

教
者
で
あ
る
以
前
に
、
実
は
日
本
文
化
の
あ
れ

こ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
偉
人
で

も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
、

わ
か
り
や
す
く
楽
し
い
内
容
で
お
話
し
い
た

だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

 

・
講
師
：
佐
々
木 

大
樹 

師 

（
さ
さ
き 

だ
い
じ
ゅ
） 

大
正
大
学
仏
教
学
部
准
教
授•

学
長
補
佐 

川
崎
大
師
教
学
研
究
所
教
授 

智
山
伝
法
院
非
常
勤
講
師 

※
副
住
職
大
学
時
代
の
先
輩
で
も
あ
り
ま
す 

 

※
海
禅
寺
墓
地
に
て
塔
婆
立
て
が
、
古
い
お
塔
婆
で

い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
墓
地
脇
に
塔
婆
を
寝
か
せ
、
積
み
置
い
て
く

だ
さ
い
。
境
内
外
墓
ご
利
用
の
お
檀
家
さ
ん
の
古

い
お
塔
婆
も
、
寺
に
ご
持
参
い

た
だ
け
れ
ば
お
焚
き
上
げ
し
、

読
経
供
養
い
た
し
ま
す
。 

（
な
る
べ
く
お
盆
中
に
お
持
ち
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
） 

  

市
役
所
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に 

上
田
獅
子
演
舞 

去
る
令
和
５
年
５
月
２
０
日
、
上
田
市
役
所
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
伴
う
記
念
セ
レ
モ
ニ

ー
に
お
い
て
、
獅
子
舞
の
演
舞
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

 

上
田
獅
子
は
天
正
１
１
年
（
１
５
８
３
年
）
に

真
田
昌
幸
が
上
田
城
築
城
の
際
、
そ
の
地
固
め
の

た
め
に
招
聘
さ
れ
舞
わ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
際
、
上
田
獅
子
は
田
植
え
を
表
現
す
る
と

言
わ
れ
る
「
常
田
獅
子
」
と
、
稲
刈
り
を
表
現
す

る
「
房
山
獅
子
」
と
で
そ
の
お
役
目
を
勤
め
た
そ

う
で
す
。
一
説
に
は
物
事
の
「
始
め
」
と
「
終
わ

り
」
も
表
現
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
の
後
、
祇

園
祭
、
近
年
で
は
真
田
ま
つ
り
で
舞
わ
れ
、
伝
統

的
な
獅
子
舞
を
今
に
繋
い
で
き
て
い
ま
す
。 

 

た
だ
、
常
田
地
域
と
房
山
地
域
と
両
地
域
の
大

勢
の
関
係
者
が
担
う
が
為
に
、
上
田
市
の
予
算
の

関
係
で
（
と
聞
い
て
い
ま
す
）
、
公
の
祭
事
に
出

演
す
る
の
は
両
獅
子
舞
が
隔
年
交
代
で
、
交
互
に

演
舞
し
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
れ
が
今
回
、
市
の
計
ら
い
で
、
伝
統
に
則
り

両
獅
子
が
一
緒
に
演
舞
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
機

会
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
終
了
後
に
は
握
手
。 

                      

 

 

今
日
ま
で
ど
こ
か
で
互
い
に
ラ
イ
バ
ル
視
し

て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
が
（
私
だ
け
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
）
、
共
に
一
つ
の
目
的
の
た
め
に

演
舞
す
る
こ
と
で
何
か
が
通
い
合
う
、
あ
た
た
か

な
嬉
し
い
時
間
と
な
り
ま
し
た
。 

 

日
々
色
々
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
日
常
の
平

和
の
入
り
口
は
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
開
か
れ
る

の
か
も
し
れ
な
い
と
静
か
に
感
動
し
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
獅
子
が
こ
う
し
て
華
々
し
く
舞
え
る

裏
に
は
、
た
く
さ
ん
の
関
係
者
各
位
の
お
支
え
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
有
り
難
い
こ
と
で
す
。
忘

れ
得
ぬ
感
謝
の
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 

 

上
田
市
が
誰
に
と
っ
て
も
住
み
良
い
街
と
な

り
ま
す
よ
う
に
。
人
と
人
と
の
調
和
が
保
た
れ
ま

す
よ
う
に
。 

物
知
り
小
話 

 

「
図
に
の
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
一

般
的
に
は
「
調
子
に
の
る
」「
つ
け
あ
が
る
」「
思

い
あ
が
る
」
と
い
う
意
味
で
、
誰
か
を
揶
揄
す
る

と
き
に
使
わ
れ
ま
す
。 

 

「
図
」
に
は
、
物
事
の
状
態
や
勢
力
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
「
図
」
と
は
仏
教
の

法
要
で
、
僧
侶
が
節
を
つ
け
て
歌
の
よ
う
に
お
経

を
唱
え
る
声
明
（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
に
お
い
て
転

調
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
転
調

は
難
し
か
っ
た
た
め
、
調
子
を
う
ま
く
変
え
、
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
お
経
を
唱
え
る
こ
と
を

「
図
に
の
る
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
調
子

に
の
る
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
り
、
「
つ
け
あ
げ

る
」
の
意
味
に
転
じ
、
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。 

私
た
ち
真
言
宗
智
山
派
の
お
経
は
、
他
宗
に
比

べ
て
よ
り
高
音
で
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
な
お
経
が
多

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
の
お
盆
も
心
中
は

図
に
の
ら
ず
、
読
経
は
図
に
の
っ
て
、
各
お
檀
家

さ
ん
の
ご
先
祖
を
、
し
っ
か
り
と
丁
寧
に
ご
供
養

申
し
上
げ
る
所
存
で
す
。 

十
時
〇
〇
分 

 
  

諸
報
告 

十
時
十
〇
分 

  

法
話
（
佐
々
木
大
樹
先
生
） 

十
一
時
〇
〇
分 

 

施
餓
鬼
法
要 

十
一
時
五
十
分 

 
 

お
塔
婆
授
与
（
順
次
散
会
） 

発
行
元 

海
禅
寺 

海 禅 寺 新 聞 ほっこり安らぐ皆さんの故郷のような寺でありたい 

左側が「常田獅子」、右側が「房山獅子」。衣装のデザインが少しずつ違う点も興味深いです。 


