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を
若
干
44
歳
の
若
さ
で
受
賞

し
た
。
山
下
氏
は
４
代
目
の

の
ご
信
者
。
こ
れ
か
ら
の
更

な
る
活
躍
を
期
待
す
る
。

（
乗
泉
寺
通
信
・
11
月
号
）

▼
５
支　

東
京
・
立
正
寺

　

葬
儀
に
つ
い
て

　

12
月
の
「
ご
奉
公
教
室
」

は
、
葬
儀
屋
さ
ん
の
ス
タ
ッ

フ
を
お
招
き
し
て
「
葬
儀
」

に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た

だ
く
。
自
分
の
最
後
の
セ
レ

モ
ニ
ー
を
ど
の
様
に
迎
え
る

の
か
？
「
人
生
の
最
期
」
と

真
剣
に
向
き
合
う
時
間
を
企

画
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で

誘
い
あ
っ
て
参
加
を
！

（
立
正
寺
通
信
・
11
月
号
）

▼
５
支　

八
王
子
・
清
流
寺

　

こ
ど
も
あ
つ
ま
れ
！

　

来
る
12
月
２
日
の
朝
８
時

30
分
、
ロ
ビ
ー
に
集
合
。
青

薫
会
で
は
「
こ
ど
も
あ
つ
ま

れ
！　

秋
の
遠
足
in
三
鷹
の

森
ジ
ブ
リ
美
術
館
」
を
開
催

す
る
。
小
さ
い
頃
か
ら
お
参

り
し
て
、
お
寺
や
ご
信
者
さ

ん
達
と
触
れ
合
う
こ
と
に
よ

り
、
法
灯
相
続
の
基
礎
が
で

き
あ
が
っ
て
い
く
も
の
。
１

人
で
も
多
く
の
参
加
を
待
っ

て
い
る
よ
。

（
清
流
ニ
ュ
ー
ズ
11
月
号
）

▼
１
支　

大
津
・
佛
立
寺

　

無
事
合
格
の
ご
祈
願
を
！

　

今
年
も
入
試
を
控
え
た
皆

さ
ん
に
エ
ー
ル
を
送
り
た
い

と
、
12
月
か
ら
３
月
ま
で
月

１
回
、
お
寺
で
「
入
学
試
験

無
事
合
格
」
の
お
助
行
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
。
受
験
生
は

勿
論
、
薫
化
会
・
青
年
会
、

ご
信
者
の
皆
さ
ん
の
お
力
添

え
の
参
詣
を
お
勧
め
す
る
。

（
佛
立
寺
報
・
11
月
号
）

▼
２
支　

大
阪
・
清
風
寺

　

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
決
定

　

平
成
26
年
５
月
に
お
迎
え

す
る
開
筵
式
の
シ
ン
ボ
ル
マ

ー
ク
が
、
実
行
委
員
会
の
審

査
の
結
果
、
豊
嶋
真
帆
さ
ん

（
淀
川
第
１
教
区
）
の
作
品

に
決
定
し
た
の
で
報
告
す
。

　

本
堂
の
太
鼓
が
新
調

　

去
る
10
月
12
日
に
新
し
い

太
鼓
が
届
い
た
。
本
堂
前
の

ロ
ビ
ー
に
設
置
さ
れ
て
い
る

大
太
鼓
は
、
直
径
５
尺
で
国

内
最
大
級
の
和
太
鼓
。
御
会

式
な
ど
の
法
要
式
で
お
教
務

方
の
昇
堂
の
際
、
打
ち
鳴
ら

す
も
の
。
ま
た
２
尺
６
寸
の

短
胴
太
鼓
を
２
台
本
堂
に
設

置
し
た
。

（
清
風
寺
通
信
・
11
月
号
）

▼
２
支　

奈
良
・
本
妙
寺

　

敬
老
お
祝
い
の
会

　

去
る
10
月
８
日
の
体
育
の

日
に
「
敬
老
お
祝
い
の
会
」

を
開
催
し
た
。
今
年
は
44
名

の
参
加
が
あ
り
、
最
高
齢
は

足
代
ヒ
サ
さ
ん
の
96
歳
だ
っ

た
。
一
座
の
お
看
経
の
後
、

余
興
の
部
で
は
奈
良
大
学
落

語
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ

る
落
語
に
大
笑
い
。
そ
し
て

祝
宴
で
は
婦
人
会
の
心
づ
く

し
の
お
料
理
に
舌
づ
つ
み
を

う
ち
な
が
ら
楽
し
い
一
時
を

過
ご
し
た
。

（
本
妙
信
報
・
11
月
号
）

▼
２
支　

大
阪
・
信
光
寺

　

立
誓
式
と
墓
前
奉
告
式

　

来
る
12
月
16
日
（
日
）、

朝
参
詣
第
２
座
御
法
門
前
に

立
誓
式
を
執
行
す
る
。
各
教

区
長
と
弘
通
部
長
が
寺
内
全

信
徒
を
代
表
し
、
平
成
25
年

度
の
３
誓
願
を
御
宝
前
に
お

誓
い
す
る
。
ま
た
朝
参
詣
終

了
後
、
寝
屋
川
霊
園
先
住
日

相
上
人
の
ご
墓
前
に
て
、
平

成
24
年
度
の
ご
奉
公
成
果
の

奉
告
と
新
年
度
弘
通
誓
願
達

成
を
お
誓
い
す
る
。
組
長
以

上
の
役
中
の
お
参
詣
を
！

（
信
光
寺
報
・
11
月
号
）

▼
３
支　

名
古
屋
・
佛
立
寺

　

名
古
屋
ま
つ
り
に

　

10
月
20
・
21
日
の
両
日
、

名
古
屋
４
地
区
協
議
会
で
構

成
さ
れ
る
ス
カ
ウ
ト
達
は
、

名
古
屋
ま
つ
り
の
街
道
警
備

の
奉
仕
に
あ
た
っ
た
。
わ
が

名
古
屋
第
47
団
も
、
伏
見
通

と
久
屋
大
通
で
の
奉
仕
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
秋
晴
れ

の
良
い
天
気
で
あ
っ
た
。

（
天
華
・
11
月
号
）

▼
５
支　

東
京
・
乗
泉
寺

　

ガ
ス
化
の
工
事
が
完
了

　

本
堂
の
エ
ア
コ
ン
の
燃
源

を
Ａ
重
油
か
ら
都
市
ガ
ス
に

変
更
す
る
工
事
が
無
事
に
終

了
し
た
。
こ
れ
は
常
時
大
量

の
重
油
を
保
管
す
る
こ
と
は

危
険
で
あ
る
と
同
時
に
年
間

の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
削

減
、
運
転
業
務
の
省
力
化
、

低
公
害
等
を
検
討
し
た
結
果

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

東
久
邇
宮
記
念
賞
を
受
賞

　

山
下
智
氏
（
上
目
黒
教
区

３
部
）
は
１
９
９
６
年
に
経

営
ラ
イ
フ
研
究
所
を
開
設
。

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
セ
ー
ル

ス
指
導
及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
治
療
を
地
道
に
展
開
し
、

一
昨
年
に
東
久
邇
宮
記
念
賞

　

応お
う

永え
い

二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）、
門
祖
聖
人
が

三
十
六
歳
の
時
、
日
道
聖
人
の
ご
指
示
で
、
尼
崎

（
兵
庫
県
）
の
辰た

つ
み

巳の

浜は
ま

に
住
む
米こ

め

屋や

の
四し

郎ろ
う

五ご

郎ろ
う

と

い
う
方
を
訪た

ず

ね
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。

　

こ
の
四
郎
五
郎
さ
ん
は
、
日
道
聖
人
の
以
前
か

ら
の
知
り
合
い
で
、
お
教き

ょ
う

化け

（
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

に
な
る
）
す
る
よ
う
、
日
道
聖
人
が
門
祖
聖
人
に

お
願ね

が

い
し
て
い
た
ん
だ
。
四
郎
五
郎
さ
ん
の
家
で

は
当
時
、
病び

ょ
う

人に
ん

が
い
た
ん
だ
け
ど
、
御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

を
奉ほ

う

安あ
ん

し
て
ご
信
者
と
な
っ
た
ら
、
ご
利り

益や
く

を
い
た
だ

き
健け

ん

康こ
う

に
な
っ
た
ん
だ
。
す
る
と
こ
の
話
を
聞
い

た
近き

ん

所じ
ょ

の
小お

浜ば
ま

屋や

五ご

郎ろ
う

も
、
今
ま
で
し
て
い
た
信

心
を
止や

め
て
御
題
目
の
ご
信
者
に
な
っ
た
ん
だ
。

こ
の
様よ

う

に
尼
崎
で
の
ご
奉
公
が
始は

じ

ま
っ
た
ん
だ
。

　

門
祖
聖
人
が
尼
崎
で
ご
奉
公
さ
れ
て
い
る
頃こ

ろ

、

尼
崎
で
は
細ほ

そ

川か
わ

満み
つ

元も
と

と
い
う
人じ

ん

物ぶ
つ

が
、
幕ば

く

府ふ

の

役や
く

人に
ん

と
し
て
諸し

ょ

大だ
い

名み
ょ
う

を
取と

り
ま
と
め
て
い
た
ん
だ
。

こ
の
細
川
公こ

う

の
夫ふ

人じ
ん

は
、
赤あ

か

ち
ゃ
ん
を
身み

ご
も
っ

て
い
た
ん
だ
け
ど
、
占う

ら
な

い
師し

が
「
男だ

ん

子し

で
あ
れ
ば

問も
ん

題だ
い

な
い
が
、
女じ

ょ

子し

で
あ
れ
ば
母ぼ

子し

と
も
に
出し

ゅ
っ

生せ
い

が
危あ

ぶ

な
い
」。
そ
し
て
「
今こ

ん

回か
い

は
ど
う
や
ら
女
子

の
よ
う
だ
」
と
言い

う
ん
だ
。
細
川
公
が
「
ど
う
し

た
ら
い
い
の
か
」
と
困こ

ま

っ
て
い
る
と
、
占
い
師
は

「
幸さ

い
わ

い
偉え

ら

い
お
坊ぼ

う

さ
ん
（
門
祖
聖
人
）
が
、
今
、

尼
崎
に
い
る
の
で
そ
の
方か

た

に
頼た

の

み
な
さ
い
」
と
。

　

早さ
っ

速そ
く

、
細
川
公
は
使つ

か

い
の
者も

の

を
向む

か
わ
せ
た
ん

だ
。
け
れ
ど
も
門
祖
聖
人
は
、
ご
相そ

う

談だ
ん

に
の
ら
な

か
っ
た
ん
だ
。
そ
こ
で
細
川
公
が
自み

ず
か

ら
訪た

ず

ね
門
祖

聖
人
に
お
願
い
す
る
と
、「
信
心
を
改あ

ら
た

め
、
御
題

目
の
ご
信
者
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
」
と
…
。
す
る

と
細
川
公
は
「
御
題
目
の
ご
信
者
に
な
る
」
と
誓ち

か

わ
れ
た
ん
だ
。
そ
こ
で
門
祖
聖
人
が
ご
祈き

願が
ん

な
さ

れ
る
と
見み

事ご
と

に
男
の
子
が
誕た

ん

生じ
ょ
う

。
こ
の
お
計は

か

ら
い

を
細
川
公
夫ふ

妻さ
い

は
大た

い

変へ
ん

に
喜よ

ろ
こ

ば
れ
た
ん
だ
。

　

細
川
公
の
「
御お

礼れ
い

と
し
て
お
望の

ぞ

み
の
物も

の

を
差さ

し

上あ

げ
た
い
」
と
の
熱ね

っ

心し
ん

な
申も

う

し
出で

に
、
門
祖
聖
人

は
尼
崎
の
地ち

に
お
寺て

ら

を
建た

て
た
い
と
希き

望ぼ
う

さ
れ
た

ん
だ
。「
お
好す

き
な
場ば

所し
ょ

を
お
選え

ら

び
下く

だ

さ
い
」
と

の
言こ

と

葉ば

に
、
お
寺
と
な
る
場
所
を
探さ

が

し
に
門
祖
聖

人
は
出
か
け
ら
れ
た
ん
だ
。

　

そ
し
て
偶ぐ

う

然ぜ
ん

、
御み

戸と

帳ち
ょ
う

（
社や

し
ろ

等と
う

の
上
に
掛か

け
る

布ぬ
の

）
が
片か

た

方ほ
う

し
か
掛
か
っ
て
い
な
い
八は

ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

（
神じ

ん

社じ
ゃ

）
を
見み

つ
け
、
不ふ

思し

議ぎ

に
思お

も

い
番ば

ん

人に
ん

の
老ろ

う

人じ
ん

に

尋た
ず

ね
る
と
、「
も
う
何な

ん

十じ
ゅ
う

年ね
ん

も
前ま

え

に
『
神し

ん

剣け
ん

』
と

一い
っ

緒し
ょ

に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
う
ん
だ
。

　

門
祖
聖
人
が
「
そ
の
神
剣
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ

れ
か
」
と
、
肌は

だ

身み

離は
な

さ
ず
持も

っ
て
お
ら
れ
た
守ま

も

り

刀か
た
な

（
長ち

ょ
う

一い
ち

丸ま
る

）
を
差
し
出
す
と
、
老
人
は
「
あ
っ
、

こ
れ
だ
。
こ
れ
は
こ
の
八
幡
宮
の
神
剣
だ
」
と
叫さ

け

ぶ
ん
だ
。
そ
し
て
「
こ
の
長
一
丸
を
包つ

つ

ん
で
い
る

錦に
し
き

の
布
と
こ
の
社や

し
ろ

に
掛
か
る
御み

戸と

帳ち
ょ
う

と
は
同お

な

じ
物

だ
」
と
自じ

信し
ん

あ
り
げ
に
言
う
ん
だ
。
な
る
ほ
ど
両り

ょ
う

方ほ
う

の
錦
の
布
を
合あ

わ
す
と
、
長
一
丸
を
包
ん
だ
布

と
、
社
の
上
に
か
か
っ
て
い
る
御
戸
帳
は
、
同
じ

錦
の
布
で
あ
る
こ
と
が
分わ

か
っ
た
ん
だ
。

　

門
祖
聖
人
は
、
誕た

ん

生じ
ょ
う

の
時
、
守
り
刀
（
長
一
丸
）

を
授さ

ず

け
て
く
れ
た

白は
く

髪は
つ

の
老
人
は
、

こ
の
八
幡
宮
の
化け

身し
ん

で
あ
っ
た
の
だ

と
知し

り
、
こ
の
地

に
お
寺
（
本
興
寺
）

を
建
て
る
こ
と
に

し
た
ん
だ
よ
。

　

北き
た

河か
わ

内ち

三み

井い

村む
ら

（
現
・
大お

お

阪さ
か

府ふ

寝ね

屋や

川が
わ

市し

美み

井い

）

の
一い

っ

帯た
い

に
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信
心
が
弘ひ

ろ

ま
っ
た
頃こ

ろ

、
京

き
ょ
う

都と

の
日に

ち

道ど
う

聖し
ょ
う

人に
ん

（
門も

ん

祖そ

聖し
ょ
う

人に
ん

の
伯お

父じ

さ
ん
）
の

ご
指し

示じ

で
、
門
祖
聖
人
は
兵

ひ
ょ
う

庫ご

県け
ん

の
尼あ

ま
が
さ
き崎
に
向む

か

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。
そ
こ
で
今
回
は
尼

崎
で
の
ご
奉ほ

う

公こ
う

の
お
話
だ
よ
！
。

尼
崎
・
本
興
寺

尼
崎
の
ご
奉
公

本
興
寺
の
建
立

じ

こ
ん

り
ゅ
う

ほ
ん

こ
う

変
成
男
子
の
ご
利
益

へ
ん

り

な
ん

し

や
く

じ
ょ
う

八幡宮御戸帳（はちまんぐうみとちょう）
長一丸を包んでいた布と同一の布という

「長一丸」・守り刀


