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研
究
成
果
報
告

総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

開
教

沖
縄
本
島
都
市
部
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
現
状
と
展
望

は
じ
め
に

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
平
成
十
五
年
に
開
始
さ
れ
た
。
平

成
十
六
年
度
前
半
に
行
っ
た
浄
土
宗
寺
院
八
ヶ
寺
の
聞
き
取
り

調
査
の
内
容
分
析
は
、
前
号
『
教
化
研
究
』
十
五
号
に
報
告
し

た
。
今
回
掲
載
し
た
研
究
報
告
は
、
以
降
の
平
成
十
六
年
十
二

月
と
平
成
十
七
年
三
月
に
行
っ
た
三
ヶ
寺
の
調
査
の
成
果
で
あ

る
。
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
調
査
協
力
の
ご
理
解
を
い
た
だ

い
た
、
浄
土
宗
と
の
包
括

・
非
包
括
、
宗
教
法
人
の
認
証
・
未

認
証
を
含
め
た
沖
縄
県
に
お
け
る
浄
土
宗
系
寺
院
の
ほ
ぼ
す
べ

て
の
聞
き
取
り
を
完
了
し
た
。
ち
な
み
に
未
調
査
寺
院
は

一
ケ

寺
で
あ
る
。

② 

三
寺
院
の
特
徴

本
稿
以
下
に
報
告
す
る
よ
う
に
、
沖
縄
本
島
の
東
林
寺
と
浄
土
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宗
三
宝
寺
沖
縄
布
教
所
(
善
智
庵
)
、
宮
古
島
の
賓
勝
寺
宮
古
島

別
院
布
教
所
は
、
と
も
に
前
回
の
報
告
で
分
析
し
た
浄
土
宗
寺
院

の
展
開
過
程
か
ら
見
れ
ば
、
近
年
に
な
っ
て
活
動
を
開
始
し
た
第

三
期
に
当
た
る
寺
院
で
あ
る
(
『
教
化
研
究
』
十
五
号
参
照
)
。

も
っ
と
も
際
だ
つ
特
徴
は
、

三
寺
院
と
も
に
開
教
使
が
在
家
出

身
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
人
生
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

に
宗
教
に
関
心
を
持
ち
、
浄
土
宗
の
教
え
と
出
会
い
、
例
教
大
学

の
通
信
講
座
や
少
僧
都
養
成
講
座
、
律
師
養
成
講
座
を
経
て
教
師

資
格
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
も
第
三
期
の
開
教
使
に
共
通
し
て



い
る
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
く
に
東
林
寺
以
外
は
、
沖
縄
出

身
者
で
あ
る
。

沖
縄
出
身
の
二
開
教
使
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た

社
会
経
験
や
友
人
関
係
、
公
務
員
な
ど
の
職
業
を
通
じ
て
形
成
さ

れ
た
人
間
関
係
な
ど
を
、
布
教
活
動
に
最
大
限
に
活
用
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
個
別
寺
院
報
告
に
譲
る
が
、

人
生
の
円
熟
期
に
差
し
か
か
っ
て
開
教
使
と
な
っ
て
、
人
格
的
な

信
頼
を
布
教
活
動
の
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
第
三
期
の
沖
縄

の
開
教
使
の
多
く
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
寺
院
と
し

て
、
そ
の
社
会
の
な
か
に
歴
史
的
に
信
頼
関
係
が
形
成
さ
れ
受
容

さ
れ
て
い
る
本
土
の
多
く
の
寺
院
と
異
な
っ
て
、
開
教
寺
院
に
於

い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
開
教
使
個
人
の
持
っ
さ
ま
ざ
ま
な
資

質
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
個
人
的
な
意
欲
や
熱
意
と
と
も
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層
の
人
間
関
係
や
経
験
を
豊
富
に
持
っ
て
い

る
こ
と
は
極
め
て
優
位
な
こ
と
で
あ
る
。

て

こ

そ
う
し
た
優
位
性
を
挺
子
に
、

二
人
の
開
教
使
は
敢
え
て
沖
縄

で
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て
き
た
檀
信
徒
組
織
の
構
築
を
目
指
し
て

い
て
、
現
段
階
で
組
織
で
基
盤
と
し
た
活
動
が
行
わ
れ
始
め
て
い

る
こ
と
も
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
宮
古
島
、
費
勝
寺
宮
古
島
別

院
布
教
所
は
職
業
的
経
歴
を
中
心
に
地
域
社
会
の
有
力
な
人
た
ち

を
会
員
に
し
て
い
る
し
、
浄
土
宗
三
宝
寺
沖
縄
布
教
所
(
善
智
庵
)

は
学
友
、
友
人
や
女
性
特
有
の
職
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
組
織

し
て
い
る
。
東
林
寺
も
、
こ
う
し
た
先
達
た
ち
の
開
教
姿
勢
を
目

指
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
彼
ら
の
開
教
使
と
し
て
の
独
自
性
で

あ
る
。
浄
土
宗
三
宝
寺
沖
縄
布
教
所
(
善
智
庵
)

の
玉
城
師
は
尼

僧
と
い
う
立
場
を
最
大
限
に
活
用
し
た
、
沖
縄
の
女
性
の
た
め
の

3-

尼
僧
寺
院
の
建
立
と
い
う
明
確
な
開
教
方
針
を
打
ち
立
て
て
い
る

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
女
性
の
時
代
と
も
言
わ
れ
る
今
世
紀
に

あ
っ
て
、
今
後
の
浄
土
宗
の
寺
院
活
動
を
考
え
る
う
え
に
も
、
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
東
林
寺
の
佐
藤
師
は
山
形
県
出
身
で
、
生
ま
れ
育
っ
た

山
形
県
天
童
市
と
全
く
異
な
る
風
土
と
宗
教
性
を
持
っ
た
沖
縄
の

地
域
で
の
開
教
を
目
指
し
て
い
る
。
佐
藤
師
に
と
っ
て
は
沖
縄
出

身
開
教
使
の
よ
う
な
優
位
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
く
、
今
後

の
開
教
の
展
開
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
今
後
の
多



く
の
地
域
で
の
新
た
な
開
教
は
、
地
域
に
生
ま
れ
育
っ
た
開
教
使

が
行
う
と
い
う
億
俸
は
望
め
ず
、
国
内
の
多
く
の
地
域
で
も
同
様

の
開
教
の
た
め
の
厳
し
い
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

浄
土
宗
に
と
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
開
教
使
の
活
動
は
、
す
べ
て

が
貴
重
な
具
体
例
で
あ
り
、
参
考
資
料
な
の
で
あ
る
。

*
な
お
、
本
文
中
の
浄
土
宗
の
寺
院
名

・
人
名
は
す
べ
て
仮
名
で

ゑ
り
ヲ
。
。

(
武
田
道
生
)

-4-



浄
土
宗
賓
勝
寺
宮
古
島
別
院
布
教
所

は
じ
め
に

浄
土
宗
賓
勝
寺
宮
古
島
別
院
布
教
所
(
以
下
「
賓
勝
寺
布
教

所
」
)
は
、
沖
縄
県
の
宮
古
島
で
最
大
の
人
口
を
抱
え
る
平
良
市
で
、

一
九
八
二

(
昭
和
五
十
七
)
年
よ
り
活
動
を
展
開
し
て
い
る
寺
院

で
あ
る
。
浄
土
宗
兵
庫
教
区
の
費
勝
寺
(
二
木
良
憲
住
職
)
の
別

院
布
教
所
で
あ
り
、
開
山
住
職
は
二
木
良
憲
師
、

二
代
住
職
が
前

山
憲
弘
師
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際

は
前
山
師
が
活
動
を
開
始
し
た
寺
院
で
あ
る
。

歴
史
的
経
緯

前
山
師
は
、

一
九
三
八
(
昭
和
十
三
)
年
、
宮
古
島
の
島
尻
町

に
生
ま
れ
た
。
生
家
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
な
ど
を
栽
培
す
る
農
家
で
あ

り
、
前
山
師
は

一
人
っ
子
で
あ
っ
た
。
師
の
父
親
は
、
昭
和
十

年
に
徴
兵
さ
れ
昭
和
二
O
年
七
月
に
宮
古
で
戦
死
し
た
た
め
、
師

は
父
の
顔
を
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
。
宮
古
農
林
高
校
を
卒
業
し

た
後
、
昭
和
三
十
二
年
東
京
農
業
大
学
に
入
学
を
し
た
。
高
校
時

代
か
ら
「
知
的
労
働
で
な
け
れ
ば
将
来
食
べ
て
い
け
な
い
」
と
考

え
て
い
た
こ
と
と
、
昭
和
三
十

一
年
に
遺
族
年
金
が
認
定
さ
れ
た

」
と
か
ら
大
学
進
学
を
決
意
し
た
と
い
う
。
農
芸
化
学
を
専
攻
し

-5 

た
が
、
日
々
の
実
験
や
勉
学
が
忙
し
く
ア
ル
バ
イ
ト
も
で
き
な
か

っ
た
た
め
、
大
学
時
代
は
金
に
困
窮
し
実
家
の
農
地
を
売
却
し
て

学
費
に
充
て
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
九
六
二

(
昭
和
三
十
七
)
年
に
大
学
を
卒
業
し
た
後
、

宮

古
島
に
も
ど
り
精
糖
会
社
に
就
職
し
十
年
間
勤
務
を
し
た
。
昭
和

四
十
七
年
、
師
が
三
十
三
歳
の
時
、
本
土
復
帰
を
前
に
し
て
市
長

に
頼
ま
れ
、
課
長
と
し
て
平
良
市
役
所
に
迎
え
ら
れ
た
。
市
役
所

に
は
十
三
年
間
勤
務
を
し
た
が
、
市
役
所
を
辞
め
る
時
に
は
政
策

担
当
を
し
て
お
り
、
観
光
客
の
誘
致
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
も



手
が
け
て
い
た
と
い
う
。
市
役
所
を
辞
め
た
後
に
は
、
農
業
協
同

組
合
の
組
合
長
を

一
期
三
年
務
め

そ
の
後
十
年
ほ
ど
畜
産
業
に

携
わ
っ
た
。

市
役
所
で
議
会
対
策
を
担
当
し
て
い
た
と
き
、
な
か
な
か
理

解
し
が
た
い
腹
立
た
し
い
内
容
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と

は
前
山
師
に
「
こ
れ
ま
で
自
分
の
専
門
で
あ
っ
た
科
学
で
は
解
決

で
き
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
の
思
い
を
生
じ
さ
せ
た
。
「
人
の
心

を
知
る
た
め
に
は
哲
学
の
勉
強
を
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と

思
い
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
仏
教
を
勉
強
す
る
の
が
も
っ
と
も
良

い
と
の
考
え
に
い
た
っ
た
。
仕
事
を
続
け
な
が
ら
仏
教
を
勉
強

で
き
、

し
か
も
卒
業
論
文
を
書
く
必
要
も
な
い
と
い
う
理
由
で
、

一
九
八
七
(
昭
和
五
十
三
)
年
に
例
教
大
学
文
学
部
仏
教
学
(
通

信
教
育
課
程
)
に
三
年
編
入
を
し
、
勉
強
を
し
た
。
加
行
入
行
の

た
め
の
単
位
を
取
得
し
た
の
で
「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
」
と
、
昭
和

五
十
六
年
知
恩
院
で
加
行
を
受
け
、

翌
年
に
少
僧
都
を
叙
任
さ
れ

教
師
資
格
を
取
得
し
た
。
師
僧
は
悌
教
大
学
の
教
師
で
あ
る
二
木

良
憲
師
に
な
っ
て
も
ら
い
、
名
前
も
師
僧
の
名
前
か
ら

一
字
も
ら

っ
て
和
弘
か
ら
憲
弘
に
改
名
し
た
。

教
師
資
格
を
取
得
し
た
後
は
、
知
り
合
い
に
頼
ま
れ
葬
儀
を
行

う
な
ど
、
す
ぐ
に
法
務
を
開
始
し
た
。
法
務
開
始
と
と
も
に
、
師

僧
の
寺
院
の
布
教
所
と
し
て
「
浄
土
宗
兵
庫
教
区
費
勝
寺
布
教
所
」

と
名
づ
け
、
自
宅
に
看
板
を
出
し
た
。
仕
事
を
続
け
な
が
ら
法
務

を
お
こ
な
う
と
い
う
生
活
を
十
七
年
ほ
ど
送
っ
て
い
た
が
、
徐
々

に
法
務
が
忙
し
く
な
り
、
ま
た
畜
産
業
に
携
わ
る
余
裕
が
な
く
な

っ
て
き
た
た
め
、
平
成
十
年
ご
ろ
に
は
畜
産
業
を
や
め
法
務
に
専

念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
成
十
三
年
に
自
宅
を
改
造
し
本
堂
と

し、

費
勝
寺
役
員
、
近
隣
住
民
ほ
か
三
百
名
を
招
待
し
て
の
開
所
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式
を
行
う
と
と
も
に
、
寺
名
を
「
浄
土
宗
費
勝
寺
宮
古
島
別
院
布

教
所
」
と
あ
ら
た
め
た
。

2 

寺
院
組
織
と
規
模

住
職
で
あ
る
前
山
憲
弘
師
の
ほ
か
に
、
師
の
次
男
に
あ
た
る
前

山
憲
裕
師
が
副
住
職
と
し
て
法
務
に
携
わ
っ
て
い
る
。

二
階
建
て
の
建
物
の

一
階
部
分
約
三
十
畳
を
本
堂
と
し
て
使
用

し
て
お
り
、

二
階
に
は
副
住
職
が
生
活
し
て
い
る
。
住
職
夫
婦
は

隣
接
す
る
別
棟
に
生
活
を
し
て
い
る
。
本
堂
内
陣
横
に
は
四
十
基



ほ
ど
が
収
ま
る
納
骨
棚
が
あ
る
。
納
骨
棚
は
年
間
二
万
円
の
「

時
預
か
り
」
が
基
本
で
あ
り
、
現
在
二
十
ほ
ど
の
遺
骨
を
預
か
っ

て
い
る
。
永
代
で
預
か
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
な
る
べ
く
断

る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。
遺
骨
を
預
け
る
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ

だ
が
、
宮
古
本
島
で
働
い
て
い
る
離
島
出
身
者
で
、
離
島
で
暮
ら

す
親
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
宮
古
本
島
に
墓
を
作
る
ま
で
預
け
て

お
く
と
い
う
人
も
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

檀
信
徒
組
織
と
し
て
平
成
十
三
年
に
開
始
し
た
「
賓
勝
寺
友
の

会
」
が
あ
る
。
現
在
会
員
は
十
五
名
で
、
月

一
回
の
食
事
会
、
年

一
度
の
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
を
開
催
し
て
親
睦
を
図
っ
て
い

る
。
会
員
は
社
長
や
議
員
、
校
長
な
ど
の
有
力
者
が
中
心
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
会
員
は
宮
古
島
内
の
さ
ま
、
ざ
ま
な
地
区
に
住
ん
で
い

る
の
で
、
費
勝
寺
布
教
所
の
布
教
活
動
に
有
益
な
役
割
を
果
た
し

て
く
れ
て
い
る
。

3 

宗
教
活
動
の
特
徴

①
 
葬
儀

・
法
要

葬
儀
は
年
間
約
百
五
十
件
で
あ
る
。
宮
古
島
に
は
ま
だ
葬
祭
場

は
な
く
、

ほ
と
ん
ど
は
自
宅
で
の
葬
儀
で
あ
り
、
寺
で
の
葬
儀
は

年
間
四

1
五
件
程
度
で
あ
る
。
葬
儀
社
を
介
し
て
の
依
頼
が
多
い

が
、
そ
の
中
で
賓
勝
寺
別
院
を
指
名
し
て
く
る
人
も
多
い
。
製
糖

会
社
、
市
役
所
、
農
業
協
同
組
合
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
仕
事
の
な

か
で
培
っ
て
き
た
前
山
師
の
人
脈
と
、
市
役
所
職
員
で
保
育
関
係

の
仕
事
を
し
て
い
る
住
職
夫
人
の
人
脈
が
強
く
役
立
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
る
。

宮
古
島
の
平
良
市
に
は
長
い
歴
史
を
も
っ
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の

-7-

祥
雲
寺
が
あ
り
、

か
つ
て
は
宮
古
島
に
お
け
る
唯

一
の
仏
教
寺
院

で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
寺
院
の
格
式
に
こ
だ
わ
る
人
は
祥
雲
寺
に

依
頼
す
る
人
が
多
い
と
い
う
。
な
お
、
現
在
宮
古
島
に
は
J

A
葬

祭
セ
ン
タ
ー
、
中
央
葬
儀
社
、
宮
古
葬
儀
社
と
い
う
三
社
の
葬
儀

社
が
あ
る
が
、
平
成
元
年
ご
ろ
営
業
を
開
始
し
、
現
在
最
も
広
く

活
動
し
て
い
る
J

A
葬
祭
セ
ン
タ
ー
は
、
営
業
開
始
に
あ
た
り
前

山
師
に
相
談
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

宮
古
島
の
多
く
の
地
域
で
は
昔
か
ら
僧
侶
が
葬
儀
を
執
行
し
て

い
た
が
、
離
島
な
ど
で
は
僧
侶
を
介
さ
ず
に
葬
儀
を
行
な
っ
て
き



た
。
た
と
え
ば
多
良
間
島

・
水
納
島
で
は
今
で
も
葬
儀
は
地
域
住

民
が
お
こ
な
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
地
域
の
中
で
も
、

近
年
に
な
っ
て
僧
侶
が
葬
儀
を
執
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
地
域
も

あ
る
。
た
と
え
ば
池
間
烏
で
は
平
成
四
年
に
宮
古
本
島
と
結
ぶ
橋

が
架
か
っ
て
か
ら
僧
侶
が
葬
儀
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
地
域
の
多
く
は
前
山
師
が
葬
儀
を
執
行
し
て
い
る
。

宮
古
島
で
は
沖
縄
本
島
と
同
様
、
通
夜
は
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ

れ
な
い
。
午
前
中
に
出
棺
し
て
火
葬
場
に
行
き
、
午
後
に
葬
式
を

お
こ
な
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
参
列
者
は
二
百
名
程
度
が

一
般
的

で
あ
る
、
千
人
以
上
参
列
す
る
葬
儀
も
多
い
。
参
列
者
は
焼
香
を

済
ま
す
と
帰
っ
て
し
ま
う
人
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、
葬
儀
式
の
前

に
喪
主
が
挨
拶
を
行
な
う
。
読
経
は

一
時
間
程
度
行
う
が
、
こ
れ

は
前
山
師
の
「
焼
香
が
終
わ
る
ま
で
読
経
を
や
る
」
と
い
う
考
え

に
基
づ
い
て
い
る
。

年
団
法
要
は
月
六
十
件
ほ
ど
で
、

ほ
ぽ
自
宅
で
営
ま
れ
る
。
法

事
は
曜
日
に
関
係
な
く
行
わ
れ
る
と
い
う
。
法
要
は
、

四
十
九
日

忌
、
百
ヶ
日
、

一
周
忌
、

三
回
忌
、
七
回
忌
、
十
三
回
忌
、
十
七

回
思
、

二
十
五
回
忌
、

三
十
三
回
思
と
行
な
わ
れ
る
。
最
近
は

四
十
九
日
に
納
骨
す
る
人
が
増
え
て
お
り
、
四
十
九
日
ま
で
は
ほ

ぽ
百
%
の
人
が
法
要
を
行
な
う
。
寺
か
ら
法
要
の
案
内
は
出
し
て

お
ら
ず
、
電
話
で
申
し
込
み
を
受
け
る
。
年
団
法
要
は
宮
古
の
人

に
浸
透
し
て
い
る
の
で
、
寺
か
ら
連
絡
を
出
さ
な
く
て
も
大
丈
夫

と
の
こ
と
で
あ
る
。

前
山
師
は
、
法
話
に
地
域
の
話
題
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
身
近
な
話
題
か
ら
仏
教
に
馴
染
ん
で
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
農
業

・
畜
産
業
の
知
識
が
豊
富

で
あ
る
た
め
、
法
要
の
後
、
農
業
や
畜
産
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
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も
多
い
。

年
回
法
要
以
外
の
法
要
は
、
地
鎮
式
、
起
工
式
、
船
や
ト
ラ
ク

タ
l
、
ハ
l
ベ
ス
タ
l
(刈
取
機
)

の
お
払
い
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
前
山
師
は
遺
族
会
の
青
年
部
長
を
し
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
六
月
二
十
三
日
に
は
戦
没
者
の
供
養
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

各
種
法
要
は
浄
土
宗
の
や
り
か
た
に
則
り
勤
め
て
い
る
が
、
法
要

に
伴
う
沖
縄
の
風
習
は
否
定
し
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
紙
銭

を
焼
く
風
習
、
沖
縄
独
自
の
法
要
の
際
の
飾
り
つ
け
な
ど
に
つ
い

て
も
、
止
め
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
。



② 

そ
の
他
の
活
動

寺
が
主
催
す
る
年
中
行
事
は
特
に
な
い
が
、
大
晦
日
に
十
五
人

ほ
ど
が
料
理
を
持
っ
て
集
ま
り
、
焼
香
を
し
た
後
に
会
食
を
す
る

と
い
う
こ
と
を
毎
年
行
な
っ
て
い
る
。
特
に
呼
び
か
け
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
自
然
と
人
々
が
集
ま
る
の
だ
と
い
う
。

前
山
師
は
地
域
で
の
活
動
を
非
常
に
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
い

る
。
地
域
で
の
講
演
会
の
講
師
を
頼
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
、
医
者
、

学
校
職
員
、
地
元
の
老
人
会
、

J
A
職
員
な
ど
を
対
象
に
、
食
品
、

農
業
問
題
、
心
の
問
題
な
ど
に
関
す
る
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
、
地
域
の
俳
句
の
会
副
会
長
、
市
長
の
後
援
会
の
副

会
長
も
務
め
、
平
良
市
で
書
道
の
世
界
大
会
が
開
催
さ
れ
た
と
き

に
は
実
行
副
委
員
長
も
務
め
た
。
ほ
か
に
、
「
三
日
会
」
と
い
う

地
元
有
力
者
の
集
ま
り
に
も
参
加
し
、
旧
跡
め
ぐ
り
な
ど
を
行
な

っ
て
い
る
と
い
う
。
前
山
師
は
、
地
元
で
様
々
な
活
動
を
展
開
し

て
い
る
た
め
、

宮
古
島
で
知
ら
な
い
人
が
い
な
い
ほ
ど
の
有
名
人

で
あ
る
。

前
山
師
は
「
聞
か
れ
た
お
寺
」
を
目
指
し
て
お
り
、
「
癒
し
て

和
ま
せ
て
・
安
心
さ
せ
る
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
い
る
。

夏
は
本
堂
に
冷
房
を
利
か
せ
新
聞
を
置
い
て
お
く
の
で
。
お
寺
に

き
て
新
聞
を
読
ん
で
帰
っ
て
い
く
人
も
い
る
。
沖
縄
本
島
か
ら
の

旅
行
者
が
、
寺
な
ら
ば
無
料
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
宿
泊
に
く
る

こ
と
も
あ
る
。
普
段
か
ら
本
堂
玄
関
に
は
来
訪
者
ノ

l
ト
が
置
い

て
あ
り
、
不
在
時
に
は
氏
名
・
用
件
を
記
入
し
住
職
が
後
ほ
ど
電

話
を
す
る
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
る
。
人
生
相
談
や
そ
の
他
位
牌

の
相
談
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
的
相
談
を
う
け
る
こ
と
も
多

く

ユ
タ
の
紹
介
で
相
談
に
来
る
人
も
い
る
と
い
う
。

4 

今
後
の
展
望
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兵
庫
の
費
勝
寺
の
檀
信
徒
と
の
交
流
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
実
現
可
能
か
わ
か
ら
な
い
が
、
現
在
所
有
し
て
い
る

土
地
に
自
然
体
験
セ
ン
タ
ー
を
作
り
、
子
供
た
ち
が
自
然
に
か
え

り
農
業
な
ど
を
体
験
で
き
る
よ
う
な
施
設
を
作
り
た
い
と
考
え
て

い
る
。

沖
縄
の
人
は
仏
教
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
い
う
状
況

な
の
で
、
教
え
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
と

感
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
布
教
に
際
し
て
は
、
僧
侶
で
あ
る
ま



え
に
、
信
頼
さ
れ
る

一
人
の
人
間
と
し
て
の
資
質
を
磨
く
こ
と
が

大
切
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
今
後
も
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
て
布
教
活
動
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

前
山
師
は
、
師
が
こ
れ
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
仕
事
や
地
元
で
の

人
脈
、
ま
た
住
職
夫
人
の
持
つ
人
脈
を
十
分
に
活
か
し
、
そ
の
上

で
宮
古
島
内
で
の
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
る
。
前

山
師
は
い
わ
ば
地
元
で
の
「
名
士
」

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
地
元
で
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求
め
ら
れ
る
役
割
も
多
い
。
こ
の
こ
と
が
、
現
在
の
活
発
な
布
教

に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
今
後

一
層
の
展
開
が

期
待
で
き
る
寺
院
で
あ
る
。

*
な
お
、
本
文
中
の
浄
土
宗
の
寺
院
名

・
人
名
は
す
べ
て
仮
名
で

あ
る
。

(
名
和
清
隆
)



浄
土
宗
三
宝
寺
沖
縄
布
教
所

(
善
智
庵
)

は
じ
め
に

浄
土
宗
三
宝
寺
沖
縄
布
教
所
(
通
称
善
智
庵
)
は
、
沖
縄
県

あ

げ

た

那
覇
市
か
ら
約
二
十
五
キ
ロ
北
上
し
た
沖
縄
市
安
慶
田
に
位
置

す
る
、
尼
僧
で
あ
る
玉
城
善
智
師
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
布
教

所
で
あ
る
。

九
九

(
平
成
三
)
年
六
月
四
日
に
浄
土
宗
長

崎
教
区
三
宝
寺
住
職

・
岡
田
光
和
師
に
よ
っ
て
開
眼
法
要
が
行

わ
れ
た
「

三
宝
寺
念
仏
道
場
」
を
前
身
と
し
て
い
る
。

浄
土
宗
三
宝
寺
沖
縄
布
教
所
は
、

二
O
O四
(
平
成
十
六
)

年
十
二
月
と
二
O
O
五
(
平
成
十
七
)
年
五
月
の
聞
取
り
の
時

点
で
は
、
浄
土
宗
へ
の
寺
院
設
立
申
請
お
よ
び
包
括
関
係
の
申

請
を
目
指
し
、
活
動
す
る
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
以
下

で
は
開
創
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
や
今
後
の
宗
教
活
動
へ
の
展
望

を
中
心
に
記
述
す
る
。

歴
史
的
経
緯

玉
城
善
智
師
は
、

一
九
四
八
(
昭
和
二
三
)
年
、
沖
縄
県
島
尻

郡
南
風
原
町
の
砂
川
家
に
五
男
二
女
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。

父
は
仏
教
徒
、
母
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
師
は
十
歳
の
頃
に
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教
会
で
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。
砂
川
家
は
、
師
が
十
三
才
の
時
に

沖
縄
市
安
慶
田
に
移
住
す
る
。
中
学
卒
業
後
の
師
は
、
家
業
で
あ

っ
た
豆
腐
製
造
販
売
業
を
手
伝
う
な
ど
し
て
生
活
し
て
い
た
。

一
九
六
九
年
、

二
十

一
才
の
時
に
結
婚
し
、

二
年
後
に
長
男
、

翌
年
長
女
が
誕
生
し
た
も
の
の
、
性
格
の
不

一
致
か
ら
二
十
七
才

の
時
に
は
別
居
し
、

二
十
九
才
で
離
婚
し
て
い
る
。
師
は
、
離
婚

後
も
家
業
を
手
伝
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
離
婚
に
よ
っ
て
、
行
き

来
は
で
き
る
も
の
の
子
供
達
と
別
居
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
師
は
つ
ら

い
思
い
を
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
か
ら
宗
教
へ



の
関
心
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
、
日
蓮
正
宗
光
明
寺
(
那

覇
市
識
名
)
に
半
年
間
毎
朝
通
い
、

そ
の
関
係
か
ら
本
山
大
石
寺

に
も
参
詣
し
て
い
る
。
し
か
し
、
師
は
理
由
を
明
確
に
し
て
い
な

主
主
、

し
カ

ほ
ど
な
く
し
て
通
う
の
を
止
め
た
と
い
う
。
そ
の
後
は
、

道
元
や
親
鷺
に
関
心
を
持
ち
、
関
連
書
籍
を
読
み
、
二
人
の
言
葉

を
筆
写
し
た
り
し
て
い
た
。

師
の
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
苦
し
い
生
活
は
続
い
た
。
そ
し

て
一
九
八
四
年
以
降
、
不
思
議
な
夢
を
見
は
じ
め
る
。
あ
る
時
、

翌
日
に
東
の
窓
か
ら
阿
弥
陀
三
尊
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
夢
見
を

し
た
。
そ
の
た
め
、
阿
弥
陀
三
尊
と
は
何
か
知
り
た
く
な
り
、
那

覇
市
首
里
に
行
け
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
、
行
く
こ
と
を

決
意
す
る
。
だ
が
財
布
を
開
く
と
往
復
の
パ
ス
賃
し
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
偶
然
に
も
そ
の
翌
朝
、
隣
に
住
む
小
母
さ
ん
が
師
の
も
と

を
訪
れ
、
「
師
に
良
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
夢
を
見
た
」
と
言
い、

五
万
円
を
貸
し
て
く
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
た
ま
た
ま
臨
済
宗

妙
心
寺
派
西
来
院
(
那
覇
市
)
に
赴
く
と
、
そ
の
本
尊
が
偶
然
に

も
阿
弥
陀
三
尊
像
で
あ
っ
た
。
西
来
院
で
小
さ
な
阿
弥
陀
三
尊

像
を
購
入
し
開
眼
供
養
し
て
も
ら
う
と
、
そ
の
代
金
は
図
ら
ず
も

五
万
円
で
あ
っ
た
と
い
う
。

以
後
、
阿
弥
陀
像
に
念
仏
を
称
え
る
暮
ら
し
が
始
ま
る
。
だ
が
、

念
仏
を
称
え
て
も
師
の
生
活
は
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
変
わ
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
頃
、
再
び
不
思
議
な
夢
を
見
た
。
そ
れ
は
、
船

に
乗
っ
た
人
物
か
ら
「
浄
土
門
に
帰
依
せ
よ
」
と
告
げ
ら
れ
る
と

い
う
夢
で
あ
っ
た
。
当
時
、
念
仏
を
称
え
て
も
現
状
が
変
わ
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
念
仏
に
対
し
て
疑
問
を
感
じ
始
め
て
い
た
師
は
、

不
可
解
な
夢
を
見
さ
せ
る
阿
弥
陀
像
に
怒
り
を
感
じ
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
阿
弥
陀
像
へ
念
仏
を
称
え
る
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こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
。

一
九
九
O
(平
成
二
)
年
の
あ
る
日
、
豆
腐
の
引
き
売
り
を
し

て
い
た
師
は
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
龍
福
寺
(
沖
縄
市
)

の
住
職
と

親
し
く
な
り
、
座
禅
を
組
み
、
法
話
を
聞
く
よ
う
に
な
る
。
や
が

て
禅
宗
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
師
は
、
雑
誌
で
見
て
憧
れ
た
東
京

の
尼
僧
に
会
う
た
め
、
家
出
同
然
で
上
京
す
る
。
こ
の
頃
、
尼
僧

が
白
衣
と
数
珠
を
渡
し
「
あ
な
た
は
沖
縄
で
尼
僧
と
し
て
や
っ
て

い
く
の
で
す
よ
」
と
言
う
夢
を
見
て
お
り
、
漠
然
と
尼
僧
に
な
り

た
い
と
思
い
始
め
て
い
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
上
京
の
目
的
と
し
て
、



祈
っ
て
い
た
阿
弥
陀
像
を
沖
縄
で
は
ど
う
し
て
も
捨
て
る
決
意
が

つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
東
京
で
捨
て
よ
う
と
思
い
立
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
。

だ
が
上
京
し
た
師
は
、
な
ぜ
か
尼
僧
へ
会
い
に
行
く
気
が
失
せ
、

沖
縄
の
着
物
販
売
会
で
た
ま
た
ま
電
話
番
号
を
交
換
し
た
長
崎
教

区
三
宝
寺
の
檀
家
で
あ
る
人
物
に
ふ
と
電
話
を
す
る
。
す
ぐ
に
来

い
と
言
わ
れ
た
師
は
、
電
車
を
乗
り
継
い
で
博
多
に
向
っ
た
。
そ

の
人
物
に
三
宝
寺
に
案
内
さ
れ
、
住
職
で
あ
る
岡
田
光
和
師
に
阿

弥
陀
像
や
禅
宗
に
つ
い
て
相
談
す
る
と
、
師
は
浄
土
宗
の
本
尊
が

阿
弥
陀
仏
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
玉
城
師
は
、
岡
田
師

と
出
会
う
ま
で
の
こ
れ
ま
で
の
長
い
道
の
り
に
涙
し
た
と
い
う
。

」
の
後
、
師
は
本
当
に
尼
僧
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
の
か
を
確

か
め
る
た
め
、
法
然
上
人
に
縁
の
あ
る
寺
院
を
巡
っ
た
。
そ
の
当

時
の
心
境
に
つ
い
て
「
頭
で
は
禅
宗
を
や
り
た
い
、
禅
宗
に
行
き

た
い
の
に
、
導
か
れ
て
浄
土
宗
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
」
と
師
は

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
岡
山
県
の
誕
生
寺
に
参
拝
し
て
法
然
上

人
像
を
拝
し
た
際
に
、
決
意
が
生
ま
れ
、
尼
僧
に
な
る
こ
と
を
誓

っ
た
と
い
う
。
こ
れ
以
降
は
、
「
頭
で
考
え
な
く
な
っ
た
」
と
師

は
言
い
、
家
族
や
生
活
に
関
す
る
世
俗
的
な
心
配
が
無
く
な
っ
た

と
い
》
つ
。

阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
と
尼
僧
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
確

か
な
も
の
と
な
り
、
玉
城
師
は

一
九
九

一
年
、
再
び
岡
田
師
を
訪

間
し
、
得
度
し
た
。

一
九
九

一
年
六
月
に
は
岡
田
師
が
開
眼
法
要

を
行
っ
て
、
「

三
宝
寺
念
仏
道
場
」
を
安
慶
田
に
開
設
し
た
。
そ

の
後
、

一
九
九
三
年
八
月
、
律
師
養
成
講
座
を
受
講
、

一
九
九
四

年
十
二
月
、
伝
宗
伝
戒
道
場
を
成
満
し
、
先
輩
や
同
期
生
か
ら
影

響
を
受
け
て
更
に
勉
強
を
続
け
た
く
な
っ
た
玉
城
師
は
引
き
続
き
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布
教
師
養
成
講
座
を
受
講
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
講
座
で
勉
強
を

す
る
う
ち
に
、
布
教
す
る
こ
と
が
法
然
上
人
へ
の
恩
返
し
で
あ
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
本
格
的
な
布
教
を
志
す
よ
う
に
な
る
。

市
巾

+AF
、

A
μ
h
H
a
ι
v
 

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
二
月
布
教
師
養
成
講
座
上
級
を

受
講
修
了
し
、

一
九
九
八
年
十
月
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
を
拝
命

し
て
い
る
が
、
「
も
し
も
、
布
教
師
養
成
講
座
を
受
講
し
て
い
な

か
っ
た
な
ら
、
布
教
を
し
よ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
語
っ
て
い
る
。

現
在
、
浄
土
宗
三
宝
寺
沖
縄
布
教
所
は
浄
土
宗
と
の
聞
に



包
括
関
係
は
な
く
、
宗
教
法
人
と
し
て
認
証
さ
れ
て
い
な
い
。

二
O
O五
年
、
浄
土
宗
と
包
括
関
係
が
結
ぼ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

2 

寺
院
組
織
と
規
模

代
表
役
員
は
玉
城
善
智
師
、
責
任
役
員
は
師
僧
で
あ
る
岡
田

光
和
師
と
玉
城
師
の
中
学
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
女
性
二
名
で
あ

る
念
仏
道
場
を
聞
い
た
頃
か
ら
知
人
・
友
人
ら
の
賛
同
を
得
始
め
、

人
か
ら
人
へ
広
ま
っ
た
結
果
、
現
在
信
徒
会
と
し
て
、
名
簿
に
約

百
名
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
知
人
へ
唐
突
に
「
信
徒
に
な
っ
て
ほ

し
い
」
と
声
を
か
け
て
も
恐
が
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
、
ま
ず
沖
縄

に
女
性
の
た
め
の
寺
院
を
建
て
る
こ
と
に
協
力
し
て
欲
し
い
と
説

明
し
、
そ
の
趣
旨
に
賛
同
し
た
人
々
を
信
徒
と
し
て
い
る
。
会
費

は
徴
収
し
て
い
な
い
。

信
徒
会
は
地
域
別
に
北
部
組
(
石
川
市
以
北
)
、

中
部
組
(
石

川
市

i
宜
野
湾
市
)
、
南
部
組
(
宜
野
湾
市
以
南
)
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
組
に

一
人
の
組
長
(
世
話
人
)
を
置
い
て
い
る
。
例

え
ば
南
部
組
で
は
、
那
覇
市
に
い
る
師
の
い
と
こ
が
深
く
関
わ
っ

て
い
る
、
女
性
中
心
の
家
政
婦
会
や
デ
イ
ケ
ア
団
体
が
核
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
北
部
組
は
、
理
髪
屈
を
営
ん
で
い
る
組
長
と
、

ニ
味
線
の
師
匠
な
ど
の
芸
能
者
の
グ
ル
ー
プ
が
中
心
で
あ
る
と
い

〉つ
。玉

城
師
は
家
族
信
徒
に
子
供
が
い
る
場
合
、

O
歳
か
ら
高
校
生

ま
で
を
子
供
会
に
所
属
し
て
い
る
と
み
な
し
て
お
り
、

二
O
O
五

(
平
成
十
六
)
年
五
月
現
在
約
三
十
名
が
所
属
し
て
い
る
。
子
供

達
の
入
学
式
、
十
三
祝
や
花
祭
り
な
ど
の
際
に
、
催
し
を
行
っ
て

い
る
。
浄
土
宗
児
童
教
化
連
盟
が
主
催
す
る
第
二
十
四
回
全
国
青
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少
年
奉
納
書
道
展
に
五
名
の
子
供
達
が
作
品
を
出
展
し
た
。

3 

宗
教
活
動
の
特
徴

①
葬
儀

・
法
要

沖
縄
で
は
女
性
の
僧
侶
に
対
し
て
違
和
感
を
持
た
れ
る
場
合
が

あ
る
の
で
、
女
性
の
僧
侶
で
も
良
い
と
い
う
喪
家
の
依
頼
の
み
を

を
受
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
自
然
に
評
判
が
伝
わ
る
と
思
い
、
特

に
宣
伝
は
行
っ
て
い
な
い
た
め
。
葬
儀
、
年
忌
法
要
と
も
に
信
徒



や
知
人
か
ら
の
依
頼
が
多
い
と
い
う
。
こ
こ
数
年
は
年
間
で
約
五

件
の
葬
儀
を
行
っ
て
い
る
。

葬
儀
や
法
要
に
お
い
て
、
仏
壇
の
飾
り
方
や
お
供
え
に
関
す
る

沖
縄
の
習
俗
に
詳
し
い
点
と
、
沖
縄
生
ま
れ
で
地
域
の
人
々
を
良

く
知
っ
て
い
る
点
が
強
み
で
あ
る
と
い
う
。
葬
儀
で
は
方
言
を
使

用
し
て
い
な
い
。

②
年
間
行
事

修
正
会
、
御
忌
会
、
春
季
・
秋
季
彼
岸
会
、
花
祭
り
、
お
盆
、
棚
経
、

十
夜
法
要
な
ど
を
計
画
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
お
茶
会
を
催
し
、

時
に
は
沖
縄
そ
ば
、
ぜ
ん
ざ
い
、
牛
乳
粥
な
ど
を
振
舞
う
予
定
で

あ
る
。
師
は
、
定
期
的
に
念
仏
講
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
施
設
が

手
狭
な
こ
と
も
あ
っ
て
参
加
人
数
は
概
ね
五
名
ほ
ど
で
あ
る
。
今

後
は
特
に
、
信
徒
を
集
め
て
百
万
遍
の
お
数
珠
繰
り
を
行
い
た
い

と
い
》
つ
。

③
個
別
活
動

師
は
、
浄
土
宗
の
宗
定
法
要
に
無
い
依
頼
の
場
合
、
念
仏
を
入

れ
る
他
に
、
方
言
を
使
用
す
る
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

火
の
神
(
ヒ
ヌ
カ
ン
)
の
儀
礼
は
、
特
に
十
二
月
二
十
四
日
頃
に

依
頼
が
多
く
、
台
所
で
方
言
を
使
用
し
執
行
し
て
い
る
。
他
の
沖

縄
独
自
の
依
頼
と
し
て
、

墓
を
移
動
す
る
儀
礼
で
は
、
七
夕
の
時

期
に
お
骨
を
移
す
こ
と
が
多
く
、
墓
で
儀
礼
を
行
う
。
墓
を
造
る

際
の
儀
礼
や
屋
敷
の
お
被
い
の
依
頼
も
あ
る
。

師
は
、
特
に
女
性
か
ら
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

主
な
相
談
内
容
は
、
離
婚
・
結
婚
問
題
、

ユ
タ
買
い
な
ど
の
宗
教

に
関
す
る
問
題
、
不
妊
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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④
そ
の
他

二
O
O五
年
か
ら
「
善
智
庵
た
よ
り
」
を
発
行
し
て
お
り
、

二
O
O五
年
五
月
現
在
で
第
二
号
ま
で
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
発
行

部
数
は
約
二
百
部
で
、
個
人
信
徒
向
け
は
約
七

O
部
、
残
り
は
家

族
信
徒
に
対
し
て
配
布
し
て
い
る
。
ま
た
、
信
徒
に
は
な
ら
な
い

が
読
む
こ
と
を
希
望
す
る

一
O
名
ほ
ど
の
他
宗
派
信
徒
に
も
配
布

し
て
い
る
。
今
後
、

一
年
に
四
号
、
ず
つ
発
行
し
て
い
く
予
定
で
あ

る
と
い
〉
つ
。



4 

今
後
の
展
望

師
は
沖
縄
生
ま
れ
で
あ
る
た
め
、

ユ
タ
に
な
る
人
の
心
境
も
、

タ
に
頼
る
人
の
心
境
も
理
解
し
た
う
え
で
布
教
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
。「
ユ
タ
は
金
を
目
的
と
し
て
お
り
、
心
か
ら
相
談
者
の
悩
み

を
解
決
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
な
い
。
問
題
が
起
き
た

人
が
ユ
タ
を
頼
る
前
に
、
そ
の
人
を
理
解
し
て
ユ
タ
へ
の
依
頼
を
止

め
、
良
く
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
、
沖
縄
で
浄
土
宗
を
布
教
す
る

良
い
点
の

一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
師
は
述
べ
て
い
る
。
沖
縄
で
は

ユ
タ
や
民
間
信
仰
が
か
な
り
の
影
響
力
を
持
つ
が
、
念
仏
の
道
に
人
々

を
導
く
際
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
。

今
後
、
沖
縄
に
女
性
の
た
め
の
寺
院
を
開
創
す
る
こ
と
が
師
の
目

標
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
ま
ず
、
過
去
の
沖
縄
女
性
を
弔
う

た
め
で
あ
る
。
沖
縄
に
教
訓
と
し
て
あ
る
「
イ
ナ
グ
ヤ
ユ

l
ヌ
フ
カ

サ
ヌ
」
(
女
は
三
世
の
業
が
深
い
)
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
沖
縄
で
は
女
性
の
立
場
が
弱
か
っ
た
。
例
え
ば
沖
縄
の
遊
女
た

ち
の
墓
(
ジ
ェ
リ
墓
)
に
関
す
る
女
性
の
悩
み
や
無
念
を
真
に
理
解

で
き
る
の
は
女
性
だ
け
で
あ
る
と
師
は
言
う
。
将
来
的
に
は
過
去
の

沖
縄
女
性
の
供
養
の
た
め
に
慰
霊
碑
を
建
立
し
た
い
と
い
う
。

次
に
、
寺
院
で
仏
壇
の
使
い
方
や
法
事
の
作
法
な
ど
の
仏
教
的
な

コー

教
養
を
教
え
る
こ
と
で
、
現
代
の
若
い
女
性
た
ち
に
道
を
誤
ら
せ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
仏
様
に
仕
え
、
法
然
上
人
に
従
っ
て

人
生
を
歩
む
と
い
う
仏
教
的
な
教
養
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば
、
苦
境
に

陥
っ
た
際
に
道
を
誤
る
こ
と
は
な
い
」
と
師
は
一言
守
つ
。
現
在
、
沖
縄

で
は
内
地
の
人
と
の
結
婚
が
増
え
、
そ
れ
に
関
す
る
抵
抗
も
減
少
し
て

い
る
。
師
は
、
仮
に
外
国
に
嫁
い
で
も
、
「
I
a
m

B
u
d
d・
-
s
t」

と
言
え
る
国
際
的
に
通
用
す
る
「
根
底
の
力
」
を
若
い
人
に
身
に
つ

け
さ
せ
た
い
と
い
う
。
師
が
目
指
す
女
性
の
た
め
の
尼
僧
寺
院
と
は
、
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浄
土
宗
を
広
め
る
た
め
の
後
継
者
で
あ
る
尼
僧
を
育
成
し
て
い
く
と

い
う
意
味
と
、
法
然
上
人
に
従
っ
て
人
生
を
歩
む
女
性
信
徒
を
育
て

る
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

二
O
O五
(
十
六
)
年
四
月
、

玉
城
善
智
師
は
浄
土
宗
開
教
委
員

会
に
お
い
て
国
内
開
教
使
に
認
定
さ
れ
た
。

一
般
に
沖
縄
に
お
い
て

檀
信
徒
関
係
は
無
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
師
の
活
動
は
沖
縄
で
の
新

し
い
可
能
性
と
独
自
性
を
秘
め
て
い
る
だ
ろ
う
。

*
な
お
、
本
文
中
の
浄
主
宗
の
寺
院
名

・
人
名
は
す
べ
て
仮
名
で
あ
る
。

(
中
村
憲
司
)



東
林
寺

は
じ
め
に

東
林
寺
は
沖
縄
本
島
北
部
(
那
覇
よ
り
車
で
約
二
時
間
半
)

本
部
町
に
、
佐
藤
賢
樹
師
に
よ
っ
て
二
O
O五

(
平
成
十
六
)
年

に
開
創
さ
れ
た
新
し
い
寺
院
で
あ
る
。
沖
縄
海
洋
博
覧
会
が
開
催

さ
れ
た
会
場
に
程
近
く
、
美
し
い
海
ま
で
徒
歩
で
い
け
る
場
所
に

あ
る
。
桂
林
寺
は
開
創
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
浄
土
宗
へ
の
寺
院

設
立
申
請
、
お
よ
び
包
括
関
係
の
申
請
を
し
て
い
る
最
中
(
平
成

十
六
年
十
二
月
現
在
)
と
い
う
状
況
で
、
本
格
的
な
宗
教
活
動
は

こ
れ
か
ら
と
い
う
寺
院
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
東
林
寺
が
開
創

さ
れ
る
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
、

お
よ
び
今
後
の
展
望
を
中
心
に

記
述
す
る
。

佐
藤
師
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
歴
史
的
経
緯

佐
藤
師
は

一
九
五

(
昭
和
二
六
)
年
、
山
形
県
天
童
市
に
生
ま

れ
た
。
山
形
県
内
の
高
校
を
卒
業
後
、
昭
和
四
五
年
に
拓
殖
大
学

の

政
経
学
部
政
治
学
科
に
入
学
し
た
が
、

当
時
の
学
生
運
動
全
盛
期

の
影
響
を
受
け
、
親
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
て
大
学
に
在
学
し
て

い
る
こ
と
が
我
慢
で
き
ず
に
大
学
三
年
生
で
退
学
を
し
た
。
退
学

後
は

一
時
期
山
形
市
に
戻
り
就
職
を
す
る
が
、

二
年
後
に
は
再
び
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上
京
し
就
職
を
し
た
。

一
九
八

O
(昭
和
五
五
)
年
、
佐
藤
師
が
二
十
九
歳
の
頃
、
父

が
脳
溢
血
が
原
因
で
死
亡
す
る
。
父
の
葬
儀
を
機
に
、
佐
藤
師
は

菩
提
寺
で
あ
る
山
形
県
天
童
市
に
あ
る
無
量
寺
と
、
佐
藤
家
の
当

主
の
立
場
と
し
て
付
き
合
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
佐
藤
家
の
本

家
は
代
々
無
量
寺
の
総
代
を
務
め
る
家
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
。

父
が
亡
く
な
っ
た
二
年
後
に
は
、
母
が
脳
内
出
血
で
闘
病
生
活

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
母
の
看
病
の
た
め
に
東
京

の
会
社
を
退
社
し
山
形
県
に
戻
っ
た
。
仕
事
の
か
た
わ
ら
母
の
看



病
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
自
ら
小
荷
物
の
配
達
業
を
開

始
し
、
以
後
十
二
年
間
続
け
た
。

一
九
八
四
(
昭
和
五
十
九
)
年
、
佐
藤
師
三
十
三
歳
の
頃
、
菩

提
寺
で
あ
る
無
量
寺
が
「
無
量
寺
青
壮
年
会
」
を
組
織
す
る
に
伴

ぃ
、
佐
藤
師
も
参
加
す
る
。
お
盆
、
お
彼
岸
、
開
山
思
、
除
夜
の

鐘
な
ど
の
行
事
に
際
し
て
の
清
掃
、
準
備
な
ど
の
手
伝
い
を
行
う

」
と
が
主
な
活
動
で
あ
っ
た
。
佐
藤
師
は
す
ぐ
に
事
務
局
長
を
任

さ
れ
、
会
が
主
体
の
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
す
る
な
ど
積
極
的

に
活
動
を
展
開
し
た
。
無
量
寺
青
壮
年
会
の
活
動
の
ほ
か
に
も
、

自
ら
念
仏
の
実
践
を
行
い
、
ま
た
寺
が
主
催
す
る
法
話
会
に
も
参

加
す
る
う
ち
に
仏
教
へ
の
興
味
が
わ
き
、

よ
り
深
く
仏
教
の
勉
強

を
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
大
学
を
中
退
し
て
い
た
こ
と

も
あ
り
「
い
つ
か
大
学
で
も
う

一
度
勉
強
し
た
い
」
と
の
思
い
も

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
折
、
偶
然
新
聞
の
折
込
チ
ラ
シ
で

悌
教
大
学
の
通
信
教
育
制
度
を
知
り
、

一
九
八
五
(
昭
和
六

O
)

年
四
月
に
併
教
大
学
文
学
部
仏
教
学
科
に
入
学
を
し
た
。
以
後
、

通
信
教
育
・
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
仏
教
を
八
年
間
勉
強
す
る
。

佐
藤
師
は
三
十
代
後
半
の
頃
か
ら
僧
侶
に
な
り
た
い
と
の
思
い

を
漠
然
と
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。仏
教
に
対
す
る
関
心
の
ほ
か
に
、

自
分
の
仕
事
、
母
の
介
護
な
ど
見
え
な
い
将
来
に
対
す
る
不
安
が

そ
の
理
由
の

一
つ
と
し
で
あ
っ
た
と
い
う
。

一
九
九
四
(
平
成
六
)

年
、
師
が
四
十
三
歳
の
頃
、
無
量
寺
住
職
石
井
賢
徳
師
に
「
僧
侶

に
な
り
た
い
」
と
の
思
い
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
「
僧
侶
と
い
う
の

は
職
業
で
は
な
く
、
立
場
な
の
で
す
。
自
分
の
思
う
と
お
り
に
し

な
さ
い
」
と
の
言
葉
を
受
け
た
。
石
井
師
に
師
僧
と
な
っ
て
も
ら

ぃ
、
翌
年
に
得
度
を
し
、
同
年
よ
り
少
僧
都
養
成
講
座
を
受
講
し

始
め
た
。
平
成
九
年
に
養
成
講
座
第
三
期
を
修
了
し
、
同
年
十
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月
増
上
寺
で
加
行
を
満
行
、
翌
年
二
月
に
少
僧
都
を
叙
任
さ
れ
た
。

佐
藤
師
は
、
僧
侶
に
な
る
と
の
決
意
を
固
め
得
度
を
受
け
る
と

と
も
に
運
送
業
を
や
め
、
作
務
を
中
心
と
し
た
無
量
寺
の
手
伝
い

を
す
る
と
い
う
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
教
師
資
格
を

得
て
か
ら
も
無
量
寺
の
作
務
を
続
け
て
い
た
が
、
葬
儀
や
法
事
、

そ
の
他
の
宗
教
活
動
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
「
自
分
も
自
分
な

り
の
布
教
活
動
が
し
た
い
」
と
様
々
な
手
立
て
を
探
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
浄
土
宗
の
『
宗
報
』
で
浄
土
宗
圏
内
開
教
使
制
度
、

お
よ

び
沖
縄
で
の
開
教
の
実
態
を
知
り
、
自
ら
も
沖
縄
で
の
開
教
を
志



す
よ
う
に
な
っ
た
。
沖
縄
で
の
開
教
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
理
由

は
、
仏
教
が
あ
ま
り
浸
透
し
て
い
な
い
地
に
お
い
て
教
え
を
広
げ

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
師
僧

に
相
談
を
し
申
請
を
行
い
、

二
O
O四
(
平
成
十
六
)
年
四
月
に

浄
土
宗
国
内
開
教
使
の
認
定
を
受
け
た
。

沖
縄
で
の
布
教
地
区
を
定
め
る
た
め
に
、
沖
縄
で
の
宗
教
事
情

を
調
べ
た
結
果
、
人
口
に
対
し
て
仏
教
寺
院
の
少
な
い
北
部
地
域
、

特
に
具
志
川
市
で
布
教
を
開
始
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
し
か
し
布

教
所
に
適
し
た
物
件
が
無
い
な
ど
の
諸
事
情
に
よ
っ
て
、
本
部
町

で
布
教
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
寺
名
は
、
江
戸
時
代
初
頭

に
沖
縄
に
来
琉
し
浄
土
宗
を
広
め
た
袋
中
上
人
が
、
当
時
琉
球
で

住
持
し
た
寺
院
名
に
ち
な
ん
で
「
東
林
寺
」
と
命
名
し
た
。

2 

寺
院
組
織
と
規
模

一
軒
家
を
貸
借
し
、

そ
の

一
室
の
約
八
畳
を
本
堂
と
し
て
使
用

し
て
い
る
。
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
知
来
立
像
は
、
閉
じ
国
内
開
教

使
で
あ
る
沖
縄
市
の
極
楽
寺
比
嘉
師
(
*
『
教
化
研
究
』
十
五
号

参
照
)
か
ら
譲
り
受
け
、

ほ
か
登
高
座
な
ど
の
仏
具
も
他
の
寺
院

か
ら
譲
り
受
け
て
用
い
て
い
る
。
所
属
僧
侶
は
佐
藤
師
の
み
で
、

現
在
の
と
こ
ろ
檀
信
徒
組
織
は
な
い
。

3 

宗
教
活
動
の
特
徴

開
創
さ
れ
て
間
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
本
格
的
な
宗
教

活
動
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
現
在
は
沖
縄
県
内
に
あ

る
他
の
浄
土
宗
寺
院
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
葬
儀
を
行
う
、
ま
た
寺

院
へ
の
法
要
出
仕
を
す
る
と
い
う
方
法
で
、
沖
縄
の
風
習
や
宗
教

事
情
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
最
中
で
あ
る
。
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法
話
会
な
ど
の
宗
教
行
事
も
こ
れ
か
ら
行
な
っ
て
い
く
と
い
う

段
階
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
沖
縄
で
知
り
合
っ
た
人
々
に
浄
土
宗

の
宝
暦
や
カ
レ
ン
ダ
ー
を
無
料
配
布
し
た
り
、
地
域
の
公
民
館
の

行
事
に
参
加
し
地
域
の
人
々
と
の
交
流
を
図
る
な
ど
、
布
教
の
た

め
の
基
盤
を
作
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

4 

今
後
の
展
望

佐
藤
師
の
目
指
す
こ
と
は
、
東
林
寺
を
人
々
が
集
ま
る
念
仏
道

場
と
し
、
沖
縄
の
地
に
法
然
上
人
の
教
え
を
ひ
ろ
め
る
こ
と
で
あ



る
。
ま
ず
は
寺
の
存
在
を
地
域
に
認
知
し
て
も
ら
う
た
め
、
浄
土

宗
と
の
包
括
関
係
が
認
め
ら
れ
た
際
に
は
、

地
元
の
エ
イ
サ
!
な

ど
を
呼
び
開
山
法
要
を
聞
い
て
、
地
域
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

布
教
活
動
と
し
て
、
月
に

一
度
程
度
の
法
話
会
、
除
夜
の
鐘
な

ど
の
行
事
を
開
催
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
沖

縄
の
人
々
は
仏
教
に
馴
染
み
が
な
く
宗
教
行
事
だ
け
で
は
人
は
集

ま
ら
な
い
の
で
、
イ
ベ
ン
ト
性
の
高
い
行
事
を
催
し
て
人
々
を
集

め
た
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
海
が
近
い
と
い
う
立
地
条
件
を
生
か

し
、
海
で
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
な
ど
で
あ
る
。

布
教
は
、
地
元
の
人
々
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
本
土
か
ら
の
移

住
者
も
対
象
と
し
て
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

本
土
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
も
入
り
た
い
と
思
う
よ
う
な
合
間
墓

を
作
り
、
出
来
る
だ
け
移
住
者
が
寺
と
の
機
縁
を
持
て
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
。
ま
た
、
沖
縄
の
人
々
は
仏
教
そ
の
も
の
に
対
し

て
馴
染
み
が
薄
い
の
で
、
お
葬
式
の
機
会
に
喪
家
の
人
々
に
数
珠

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
な
ど
し
、
仏
教
に
馴
染
み
ゃ
す
い
よ
う
な
工

夫
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
宗
教
活
動
以
外
に
社
会
活
動
を
積
極
的
に
行
い
た
い
と
考

え
て
い
る
。
自
ら
が
母
の
看
護
を
長
い
間
行
っ
て
い
た
と
い
う
経

験
を
活
か
し
て
、
地
域
の
老
人
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
積
極
的
に

関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
。

佐
藤
師
は
、
沖
縄
と
い
う
地
で
浄
土
宗
の
教
え
を
伝
え
る
と
い

う
こ
と
の
難
し
さ
も
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
沖
縄
で
の
布

教
は

一
代
で
は
な
し
え
な
い
と
考
え
て
お
り
、
後
の
布
教
者
の
た

め
の
「
布
教
の
礎
」
を
築
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

*
本
文
中
の
寺
院
名

・
人
名
は
す
べ
て
仮
名
で
あ
る
。
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(
名
和
清
隆
)



平

成

同

年

度

研

究

活

動

報

告
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

開
教

(
圏
内
開
教
・
海
外
開
教
)

圏
内
開
教

本
年
度
、
圏
内
開
教
研
究
で
は
、

一
、
沖
縄
寺
院
調
査

二
、
圏
内
開
教
情
報
シ
ス
テ
ム

(
P
C
)
の
進
化
と
有
効
活
用
に

む
け
て

以
上
の

2
つ
の
研
究
を
実
施
し
た
。

一
、
沖
縄
寺
院
調
査

研
究
目
的

本
研
究
は
、
近
年
、
仏
教
寺
院
の
極
端
に
少
な
か
っ
た
沖
縄
に

お
い
て
、
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
の
開
教
の
現
状
と
課
題

を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
、
海
外
を
含
め
た
人
口
過
密

地
域
な
ど
の
浄
土
宗
未
開
教
地
へ
の
展
開
を
考
え
る
う
え
で
の
示

唆
を
え
る
た
め
の
調
査
研
究
で
あ
る
。

研
究
内
容

昨
年
度
は
沖
縄
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
、
沖
縄
県
仏
教
会
所
属

の
他
宗
派
寺
院
の
調
査
を
行
っ
た
。
A
7
年
度
は
昨
年
度
の
研
究
を
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継
続
し
、
浄
土
宗
関
係
で
は
、
平
成
十
七
年
度
よ
り
新
た
に
浄
土

宗
開
教
寺
院
と
な
っ
た
寺
院
、
包
括
関
係
は
結
ん
で
い
な
い
も
の

の
盛
ん
に
活
動
し
て
い
る
寺
院
、
ま
た
他
地
域
で
も
例
を
見
な
い

尼
僧
寺
院
を
は
じ
め
、
他
宗
派
寺
院
に
対
す
る
調
査
を
行
な
っ
た
。

現
地
調
査
は
平
成
十
六
年
十
二
月
十
九
|
二
十
二
日
、
平
成
十
七

年
三
月
六
|
九
日
の
二
回
に
わ
た
り
実
施
し
た
。
二
回
の
調
査
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
浄
土
宗
を
中
心
と
し
た
寺
院
に
対
す
る
聞
き
取
り

調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
葬
儀
社
、
墓
石
業
者
へ
の
調
査
も
併
せ

て
行
い
、
各
寺
院
が
開
教
に
お
い
て
直
面
し
て
い
る
状
況
を
総
合



的
に
把
握
し
た
。

研
究
会
開
催

二
回
の
現
地
調
査
の
ほ
か
に
、
十
回
の
研
究
会
を
開
催
し
、
基

礎
的
情
報
の
収
集
を
行
っ
た
。

関
連
報
告

以
上
の
浄
土
宗
寺
院
の
活
動
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
別
稿
「
研

究
ノ
ー
ト
」
に
報
告
し
た
。

二
、
圏
内
開
教
情
報
シ
ス
テ
ム

(
P
C
)
の
進
化
と
有
効
活
用
に

む
け
て

研
究
目
的

圏
内
開
教
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
具
体
的
に
は
全
国
地
域
で
の
寺

院
の
分
布
状
況
(
過
疎
・
過
密
状
況
)
、
全
国
市
町
村
の
人
口
数

の
推
移
、
今
後
三
十
年
間
の
将
来
人
口
予
測
数
な
ど
を
図
示
し
、

人
口
数
と
寺
院
数
を
掛
け
合
わ
せ
て
偏
差
値
化
し
、
日
本
国
内
の

各
地
域
の
寺
院
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
機
能
を

備
え
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
に
よ
り
新
た
な
開
教

候
補
地
を
選
定
す
る
た
め
の
情
報
、

お
よ
び
全
国
各
地
の
寺
院
の

今
後
の
運
営
方
針
を
考
え
る
た
め
の
情
報
を
提
供
し
て
き
た
。
こ

の
シ
ス
テ
ム
の
進
化
と
有
効
活
用
を
進
め
る
こ
と
が
研
究
の
目
的

で
あ
る
。

研
究
内
容

今
年
度
は
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
の
さ
ら
な
る
進
化
と
有
効
活
用

を
目
指
し
て
、
研
究
会
と
業
者
と
の
折
衝
を
重
ね
た
。
具
体
的
に
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は
、
日
蓮
宗
の
開
教
担
当
者
と
浄
土
宗
・
日
蓮
宗
両
宗
に
お
け
る

圏
内
開
教
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
、
本
宗
の
国
内

開
教
情
報
シ
ス
テ
ム
活
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
討
論
を
行
つ

た
。
そ
の
上
で
研
究
員
と
シ
ス
テ
ム
会
社
と
の
検
討
を
重
ね
、
既

存
の
シ
ス
テ
ム
に
「
世
帯
数
デ

l
タ
」
を
加
え
る
形
で
の
パ

1
ジ

ヨ
ン
ア
ッ
プ
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
各
地
の
人
口
数
と
同
時
に

世
帯
数
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、

よ
り
正
確
な
開
教
候
補
地
の

選
定
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
世
帯
構
成
の
情
報
も
加
わ

っ
た

」
と
に
よ
っ
て
、
該
当
地
域
の
世
帯
の
特
徴
(
た
と
え
ば
六
十
五



歳
以
上
の

一
人
暮
ら
し
が
多
い
地
域
、

三
世
代
の
同
居
家
族
が
多

い
地
域
、
な
ど
)
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
各
地
の
寺

院
が
今
後
「
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
寺
院
運
営
を
し
て
い
く
か
」
、

「
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
布
教
を
展
開
し
て
い
く
か
」
を
考
え
る

う
え
で
の
有
益
な
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

実
施
研
究
会

六
回
実
施

海
外
開
教

研
究
目
的

海
外
開
教
研
究
は
、
他
教
団
の
海
外
開
教
に
関
す
る
情
報
収
集

を
行
い
、
本
宗
の
海
外
開
教
施
策
の
基
礎
的
研
究
と
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

研
究
内
容

昨
年
度
、
仏
教
伝
統
教
団
を
中
心
と
す
る
海
外
開
教
担
当
者
を

招
聴
し
、
海
外
開
教
意
見
交
換
会
を
実
施
し
た

(
平
成
十
六
年

め
に
、
意
見
交
換
会
に
参
加
し
な
か
っ
た
教
団
、

月
九
日
)
。
今
年
度
は
、
そ
の
成
果
を
う
け
更
に
発
展
さ
せ
る
た

お
よ
び
参
加
し

た
教
団
の
中
で
さ
ら
な
る
情
報
提
供
を
期
待
す
る
教
団
の
海
外
開

教
担
当
者
を
招
聴
し
研
究
会
を
開
催
し
た
。

研
究
会
で
は
事
前
に
提
示
し
た
質
問
事
項
に
則
る
形
で
の
講
義
を

な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

し
て
も
ら
い
、
そ
の
後
に
質
疑
応
答
を
す
る
形
式
を
と
っ
た
。
主

-
現
在
ま
で
の
開
教
施
策
に
関
す
る
歴
史
的
経
緯

の
数
、

メ
ン
バ
ー
の
数
)

開
教
区
の
教
団
組
織
の
規
模
に
つ
い
て
(
寺
院
数
、
開
教
使
(
師
)
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-
開
教
区
と
日
本
の
教
団
組
織
と
の
関
係

-
信
者
の
入
信
の
動
機
と
宗
教
的
要
請

-
開
教
施
策
の
特
徴

研
究
開
催
日
及
び
講
師
参
加
者

第

一
回
研
究
会

平
成
十
六
年
五
月

一
O
日

七
時
半
講
師

日
蓮
宗
宗
務
院
伝
道
局
伝
道
部

午
後
五
時
半

1

国
際
課
長

A 
7 



井
真
行
師

参
加
者

水
谷
浩
志
、
島
恭
裕
、
名
和
清
隆

第
二
回
研
究
会

平
成
十
六
年
六
月

一
O
日

午
後
二
時
S
四

時

講
師

伊
東
俊

曹
洞
宗
宗
務
庁

教
化
部
国
際
課

課
長

彦
師

参
加
者

水
谷
浩
志
、
武
田
道
生
、
戸
松
義
晴
、
藤
木
雅

雄
、
名
和
清
隆

第
三
回
研
究
会

平
成
十
七
年
三
月

一
O
日

午
後
二
時
半

1
四

時
半

講
師

林
安
明
師

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

国
際
部
部
長

参
加
者

水
谷
浩
志
、
戸
松
義
晴
、
島
恭
裕

研
究
ス
タ
ッ
フ
一

覧

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

武
田
道
生
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

戸
松
義
晴

(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

水
谷
浩
志
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

名
和
清
隆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
助
手
)

江
島
尚
俊
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
/
大
正
大
学
大
学
院
)

大
津
広
嗣
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
/
大
正
大
学
大
学
院
)

中
村
憲
司
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
/
大
正
大
学
大
学
院
)

春
近
敬
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
/
大
正
大
学
大
学
院
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員

武
田
道
生
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

仏
教
福
祉

研
究
目
的

今
日
の
日
本
社
会
は
、
高
齢
化
の
進
展
や
自
然
環
境
破
壊
の
危

機
が
叫
ば
れ
、
様
々
な
状
況
の
中
に
お
い
て
、
成
熟
し
た
福
祉
社

会
の
構
築
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
宗
の
歴
史
を
見
て
も
、

日
本
文
化
の
形
成
や
日
本
人
の
精
神
生
活
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
し
、
こ
と
慈
善
救

済
や
社
会
事
業
、
福
祉
活
動
な
ど
の
社
会
実
践
に
常
に
関
わ
っ
て

き
た
経
過
が
あ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
歴
史

を
再
検
証
し
、
研
究
誌
『
仏
教
福
祉
』
を
刊
行
す
る
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
浄
土
宗
内
外
の
福
祉
事
業
・
活
動
を
調
査

す
る
た
め
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
。

作
業
大
綱

浄
土
宗
、
時
宗
、
融
通
念
仏
宗
に
お
け
る
社
会
福
祉
活
動
の
現

状
に
つ
い
て
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。

1
.
浄
土
宗
寺
院
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
実
施
状
況

全
寺
院
数

7
0
5
7
 

1
2
3
5
、
代
務
I
I
、
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(
正
住

5
6
5
5
、
兼
務

無
住
1
5
4
、
そ
の
他
2
)

対
象
実
数

5
4
8
5
 

(
全
寺
院
数
か
ら
兼
務
寺
院
等
及
び
宛
先
不
明
で
返
送
さ
れ

た
1
7
0
を
引
い
た
数
)

返
送
数

3
5
5
8
 

(
対
象
実
数
比

制
%
、
全
寺
院
比

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を

山一%)

ベ
ー
ス
化
。

2
.
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
を
デ
l
タ
シ

l
ト
に
転
記
し
、
デ
ー
タ



研
究
開
催
日
及
。ひ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
検
討
内
容

平
成
十
六
年

五
月
十
七
日

研
究
会

浄
土
宗
宗
勢
調
査
結
果
の
分
析
。

七
月
五
日
研
究
会

時
宗
・
融
通
念
仏
宗
調
査
打
ち
合
わ
せ
。

九
月
十
三
日

研
究
会

浄
土
宗
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
の
検
討
。

十

一
月

一
日

研
究
会

浄
土
宗
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
の
検
討
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
打
ち
合
わ
せ

十

一
月
二
十
二
日

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の
現
状
と
課
題

ー
宗
固
と
し
て
の
取
り
組
み
と
そ
の
理
念
l

|
」

パ
ネ
ラ
|

山
口
幸
照
氏
(
高
野
山
大
学

・
真
言
宗
)

石
川
到
覚
氏
(
大
正
大
学
・
浄
土
宗
)

佐
賀
枝
夏
文
氏
(
大
谷
大
学

・
真
宗
大
谷
派
)

清
水
海
隆
氏

(
立
正
大
学

・
日
蓮
宗
)

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
|

長
谷
川
匡
俊
(
研
究
代
表
・
浄
土
宗
総
合
研
究
所
客
員
教
授
)

十
二
月
六
日

研
究
会

ア
ン
ケ
ー
ト
進
捗
状
況
報
告

平
成
十
七
年

二
月
七
日

1
二
月
二
十
五
日

ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
作
業

研
究
ス
タ
ッ
フ一

覧

長
谷
川
匡
俊
(
研
究
代
表
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
客
員
教
授
)

坂
上
雅
翁
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

曽
根
宣
雄
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

上
田
千
年
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)
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曽
田
俊
宏
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

鷲
見
宗
信
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

藤
森
雄
介
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

関

徳
子
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

野
田
隆
生
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

文
責
者

主
務
/
研
究
員

坂
上
雅
翁



総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

生
命
倫
理

研
究
目
的

平
成
四
年
九
月
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
が
作
成
し
た
「
脳
死

臓
器
移
植
問
題
に
対
す
る
答
申
」
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
科
学
技
術
の
発
展
は
生
命
倫
理
を
問
い
た
だ
す
様
々
な
課

題
を
提
示
し
て
い
る
。
特
に
昨
今
の
生
殖
医
療
や
再
生
医
療
分
野

で
の
技
術
革
新
は
急
速
に
進
展
し
て
お
り
、
宗
教
界
に
対
し
て
も

適
用
の
可
否
に
つ
い
て
の
倫
理
的
な
面
か
ら
の
見
解
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

生
命
倫
理
と
は
生
命
そ
の
も
の
の
意
味
を
問
い
か
け
る
も
の

で
あ
る
。
脳
死
問
題
に
お
い
て
は
生
命
の
終
わ
り
を
ど
の
様
に
考

え
る
か
が
焦
点
で
あ
っ
た
が
、
近
年
こ
れ
に
加
え
て
生
命
の
始
ま

り
を
人
為
的
に
操
作
す
る
技
術
が
進
展
し
生
命
操
作
の
範
囲
が
広

く
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
生
命
に
対
す
る
人
為
的
な
関
与
が
ど

」
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
新
し
い
倫
理
問
題
が
出
現
す
る

に
至
っ
た
。
こ
れ
が
生
命
倫
理
で
あ
る
。
本
調
査
研
究
の
目
的

は
、
こ
の
生
命
倫
理
の
分
野
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
諸
問
題
を
抽

出
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
浄
土
教
団
と
し
て
の
考
え
方
の

方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

研
究
内
容
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(
l
)
生
命
倫
理
に
関
す
る
諸
問
題
の
抽
出

(
2
)
生
殖
医
療
や
再
生
医
療
分
野
で
の
技
術
革
新
の
把
握

(
3
)
圏
内
公
的
諸
機
関
で
の
生
命
倫
理
問
題
に
関
す
る
調
査
研

究
状
況
の
把
握

(
4
)
国
内
他
教
団
、
他
宗
派
に
お
け
る
生
命
倫
理
問
題
に
関
す

る
動
向
の
把
握

(
5
)
海
外
に
お
け
る
生
命
倫
理
問
題
に
関
す
る
動
向
の
把
握

(
6
)
宗
学
、
仏
教
学
、
宗
教
学
か
ら
の
生
命
倫
理
問
題
へ
の
ア



ブ
ロ
ー
チ

(
7
)
浄
土
教
団
と
し
て
の
見
解

平
成
十
六
年
度
は
情
報
収
集
が
主
た
る
目
標
で
あ
り
、
各
自

担
当
分
野
の
研
究
成
果
を
概
ね
一
月
に
一
回
の
研
究
会
を
開
催

し
、
研
究
方
向
や
討
議
を
行
っ
た
。

研
究
会
実
施
日
及
び
検
討
内
容

第

一
回
研
究
会

平
成
十
六
年
五
月
十
日
開
催
。
平
成
十
六
年
度

研
究
計
画
お
よ
び
研
究
担
当
を
検
討
し
た
。

第
二
回
研
究
会

平
成
十
六
年
五
月
三
十

一
日
開
催
。
今
岡
研
究

員
担
当
の

「
関
連
す
る
科
学
技
術
動
向
の
把
握
」
の
報
告
及
び

質
疑
が
行
わ
れ
た
。

第
三
回
研
究
会

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日
開
催
。
武
田
研
究

員
担
当
の
「
他
教
団
、
他
宗
派
の
動
向
把
握
」
と
し
て
曹
洞
宗
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
専
任
研
究
員
竹
内
弘
道
師
か
ら
曹
洞
宗
に
お
け

る
脳
死
の
考
え
方
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
た
(
講
演
録
有
り
)
。

第
四
回
研
究
会

平
成
十
六
年
七
月
二
十
四
日
開
催
。
坂
上
(
雅
)

研
究
員
担
当
の
「
政
府

・
公
的
機
関
の
動
向
把
握
」
の
報
告
お
よ

び
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

第
五
回
研
究
会

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日
開
催
。
戸
松
研
究
員

担
当
の
「
海
外
の
動
向
」
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
の
資

料
を
中
心
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
生
命
倫
理
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
の
見
解
、
社
会
活
動
等
に
関
す
る
報
告
が
行
わ
れ
た
。

第
六
回
研
究
会

平
成
十
六
年
十
月
四
日
開
催
。
福
西
研
究
員
担

当
で
自
然
科
学
研
究
機
構
基
礎
生
物
学
研
究
所
長
勝
木
元
也
氏
よ

り
総
合
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
専
門
調
査
会
の
動
向
に
つ
い
て

お
話
を
伺
っ
た
。
(
講
演
録
有
り
)
。
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第
七
回
研
究
会

平
成
十
六
年
十

一
月

一
日
開
催
。
今
岡
研
究
員

担
当
か
ら
宗
教
倫
理
学
会
や
中
外
日
報
で
の
浄
土
系
教
団
の
生
命

倫
理
に
対
す
る
見
解
、
米
国
大
統
領
選
挙
に
関
連
し
て
生
命
倫
理

の
諸
問
題
が
政
治
化
し
て
い
る
こ
と
な
ど
最
近
の
動
向
が
報
告
さ

れ
た
。

第
八
回
研
究
会

平
成
十
六
年
十
二
月
六
日
開
催
。
平
成
十
七
年

度
研
究
計
画
、
研
究
予
算
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
中
で

平
成
十
七
年
度
に
は
当
該
テ
l
マ
で
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
、
そ
の
成
果
を
冊
子
と
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
今
後
の
研



究
会
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
生
命
倫
理
の
諸
問
題
に
つ
い

て
浄
土
宗
と
し
て
発
言
す
る
こ
と
の
意
味
、

そ
の
場
合
に
検

討
す
べ
き
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

第
九
回
研
究
会

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
開
催
。
水
谷

浩
志
研
究
員
か
ら
、
海
外
の
宗
教
団
体
の
生
命
倫
理
問
題
に

関
す
る
主
張
を
調
査
す
る
前
提
と
し
て
の
、
海
外
に
お
け
る

主
要
国
政
府
の
政
策
動
向
(
特
に
ク
ロ
ー
ン
技
術
と
ヒ
ト

E

S
細
胞
の
問
題
)
に
つ
い
て
の
概
略
報
告
が
行
わ
れ
た
。
今

後
の
海
外
動
向
に
関
し
て
は
、
戸
松
研
究
員
に
キ
リ
ス
ト
教

に
関
す
る
報
告
を
、

水
谷
研
究
員
は
イ
ス
ラ
ム
、

そ
の
他
の

宗
教
を
中
心
に
報
告
す
る
と
の
提
案
が
あ
っ
た
。

第
十
回
研
究
会

平
成
十
七
年

一
月
二
十
日
開
催
。
大
正
大

学
名
誉
教
授
の
藤
井
正
雄
氏
を
講
師
に
招
き
、
総
合
研
究
所

が
提
示
し
た
生
命
倫
理
の
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
事
項
に
沿

う
か
た
ち
で
、
生
命
倫
理
研
究
の
現
状
と
あ
り
方
に
つ
い
て

お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た

(
講
演
録
有
り
)
。

第
十

一
回
研
究
会

平
成
十
七
年
二
月
二
十

一
日
開
催
。
生

命
倫
理
関
連
活
動

(
l
)
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
研
究
計
画

(
2
)
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会

(
3
)
教
団
付
置
研
究
所
懇

話
会
生
命
倫
理

・
研
究
部
会
等
に
つ
い
て
今
後
の
研
究
方
向

に
つ
い
て
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
ま
た
関
連
学
会
活
動

の
状
況
、
他
宗
派
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
が
行
わ
れ

た第
十
二
回
研
究
会

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
開
催
。
平

成
十
七
年
度
の
活
動
方
向
の
検
討
及
び
教
団
付
置
研
究
所
懇

話
会
第

一
回
生
命
倫
理

・
研
究
部
会
で
の
発
表
内
容
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
た
。
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研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

今
岡
達
雄
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

武
田
道
生
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

戸
松
義
晴
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

袖
山
栄
輝
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

坂
上
雅
翁
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)



林
田
康
順
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

水
谷
浩
志
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員

今
岡
達
雄
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

葬
祭
仏
教

研
究
目
的

葬
祭
仏
教
研
究
班
は
、
静
岡
教
区
の
寺
院
檀
信
徒
を
対
象
に
「
お

葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
た
。
平
成

二
二
年

度
で
は
静
岡
教
区
全
寺
院
の
住
職
に
対
し
て
、
葬
送
儀
礼
の
現
状

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
い
、
昨
年
度
で
は
同
教
区
の

都
市
部
・
農
村
部
・
漁
村
部
の
そ
れ
ぞ
れ
所
在
す
る
六
カ
寺
の
寺

院
に
対
し
、
葬
送
習
俗
及
び
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
の
現
地
聞
き
取

り
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
。
同
じ
教
区
内
で
も
地
域
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
葬
送
習
俗
が
あ
り
、
ま
た
変
化
の
形
態
も
異
な
る
た
め
、

葬
儀
の
実
態
を
全
体
的
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
調
査
で

得
た
各
々
の
事
例
と
葬
送
習
俗
の
変
遷
か
ら
、
各
々
の
葬
儀
観
の

変
容
を
考
察
す
る
上
で
の
貴
重
な
研
究
と
な
っ
た
。

近
年
、
散
骨
・
家
族
葬
な
ど
、
葬
儀
に
関
す
る
実
態
・
意
識

が
著
し
く
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
、
檀
信
徒
の
葬
儀
に
関
す
る
意
識
の
変
化
を
把
握
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
目
的
は
、

葬
儀

に
関
す
る
意
識
調
査
と
し
て
、
そ
の
骨
格
を
な
し
て
い
る
葬
儀
の

実
態

・
葬
儀
の
意
義

・
戒
名
の
意
義

・
他
界
観
・

霊
魂
観
・
先
祖

観
の
項
目
を
入
れ
て
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

-32 

に
よ
っ
て
、
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
る
新
し
い
葬
制
・
墓
制
に
対

し
て
の
対
応
を
考
え
、
浄
土
宗
の
法
式
・
教
学
に
対
応
し
た
新
し

い
葬
祭
の
あ
り
方
を
探
求
す
る
こ
と
も
研
究
目
的
の
ひ
と
つ
と
な

っ
て
い
る
。

作
業
大
綱

当
研
究
班
よ
り
出
版
し
た

『
葬
祭
仏
教

そ
の
歴
史
と
課
題
』

ご
九
九
七
年
刊
行
)

の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
原
票
」
を
も
と
に

静
岡
教
区
の
現
地
調
査
報
告
等
を
踏
ま
え
て
新
た
に
調
査
票
を
作



成
し
た
。

平
成

一
六
年
七
月
、
静
岡
教
区
の
正
住
職
寺
院

・
一二
四
箇
寺

に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
(
調
査
票
)
を

一
O
票
づ
っ
郵
送
し
、
各
寺

院
住
職
に
対
し
て
、
平
成
元
年
以
降
に
葬
儀
を
行
な
っ
た
檀
信
徒

一
O
名
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
の
配
布
す
る
よ
う
に
お
願
い
を
し

た
。
回
収
方
法
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
が
浄
土
宗
総
合
研
究
所

に
直
接
郵
送
し
て
い
た
だ
く
方
法
を
と
っ
た
。
回
収
し
た
調
査
票

は
、
入
力
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
作
成
し
て
回
答
結
果
を
入
力
し
た
。

そ
の
後
、
回
答
票
が
有
効
無
効
で
あ
る
か
と
い
う
回
答
項
目
の
検

討
を
行
い
、
回
答
の
分
析
(
他
の
質
問
項
目
と
の
ク
ロ
ス
分
析
を

含
む
)
を
行
っ
た
。

御
協
力
い
た
だ
い
た
静
岡
教
区
の
寺
院
住
職

・
副
住
職
、
並
び

に
檀
信
徒
の
方
々
に
こ
こ
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
次
年
度
は
、

一
地
域
で
は
な
く
、
全
国
規
模
で
調
査
を
行
な
う
予
定
で
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
数

・
有
効
回
答
数

配
布
数

一二
四
O
数

回
収
数

回
収
率

二
五
・六

%

四
四
三
票

有
効
回
答
数

四
O
二
票

無
効
票

四
一
票

研
究
会

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
作
成

四
月
・

二
回
、
五
月
・

三
回
、
六
月

・
二
回
、
七
月

・
四
回
。

結
果
入
力

月
よ
り
十

一
月
の
間
随
時

回
答
結
果
検
討

九
月

・
一
回
、
十

一
月
・

二
回、
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一
月

・
一
回、

二
月

・
二
因。

結
果
分
析

三
月

・
三
回
。

研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧

伊
藤
唯
真
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
客
員
教
授
)

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

西
城
宗
隆
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

大
蔵
健
司
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

武
田
道
生
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)



名
和
清
隆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
助
手
)

島

恭
裕
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
常
勤
嘱
託
研
究
員
)

佐
藤
良
文
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

熊
井
康
雄
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

細
田
芳
光
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

鷲
見
定
信
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員

西
城
宗
隆
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

国
際
対
応

研
究
目
的

国
際
対
応
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
浄
土
宗
剖
世
紀
努
頭
宣
言
」
に

あ
る
「
世
界
に
共
生
を
」
の
教
え
を
実
現
す
る
た
め
、
法
然
上
人

の
教
え
の
も
と
で
世
界
平
和
に
寄
与
す
る
国
際
交
流
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
研
究
者
と
の
交
流
・
意
見
交
換
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
的
視
点
か
ら
法
然
浄
土
教
を
問
い
直
し
、

浄
土
宗
の
聖
典
を
浄
土
宗
教
義
に
基
づ
い
て
翻
訳
し
、
編
集
委
員

会
に
て
検
討

・
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
海
外

開
教
に
お
け
る
布
教
資
料
の
た
め
の
法
然
上
人
ご
法
語
の
英
訳
、

信
者
を
対
象
と
し
た
英
訳
書
の
浄
土
宗
(
』
O

号
∞
『
E
P
E印)か

ら
の
出
版
物
な
ど
を
通
じ
て
法
然
浄
土
教
を
世
界
に
広
く
知
ら
し

め
、
ま
た
同
時
に
、
学
者
を
対
象
と
し
た
聖
典
の
英
訳
も
研
究
所

の
ホ

l
ム
ぺ

l
ジ
に
掲
載
し
、

一
般
信
者
と
研
究
者
の
両
方
の
レ

ベ
ル
か
ら
世
界
に
向
け
て
法
然
上
人
の
教
え
を
発
信
し
、
世
界
に

聞
か
れ
た
浄
土
教
を
目
指
し
て
い
る
。

研
究
内
容

平
成
十
六
年
度
の
研
究
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(l
)
浄
土
宗
の
聖
典
の
英
訳
作
業
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(
2
)
海
外
の
仏
教
研
究
者
の
受
け
入
れ

(
3
)
国
際
学
会
へ
の
参
加

(
4
)
外
国
の

一
般
読
者
向
け
の
英
訳
本
の
作
成

・
編
集

(
5
)
英
語
版
ホ

l
ム
ぺ

l
ジ
の
運
営

(
6
)
聖
典
英
訳
編
集
及
び
国
際
交
流
に
関
す
る
研
究
会

(
l
)
の
聖
典
英
訳
作
業
で
は
、
担
当
者
を
定
め
て
英
訳
し
た
上
で
、

田
丸
徳
善
先
生
を
中
心
と
す
る
研
究
ス
タ
ッ
フ
の
先
生
方
が
参
加

す
る
英
訳
聖
典
編
集
研
究
会
で
検
討
を
積
み
重
ね
て
い
る
。



そ
し
て
年
度
内
に
英
訳
を
し
た
各
聖
典
と
担
当
者
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

①
『
無
量
寿
経
』
巻
上

担

当
日
穴
印
『

g
z白島

②
『
和
語
燈
録
』
「
浄
土
宗
略
抄
」

担

当

一
戸
松
義
晴
、
冨
白
『
W
E
C
E

③
同
「
念
仏
大
意
」

担

当
一
戸
松
義
晴
、
冨
ω『
W
E
C
E

④
『
観
経
疏
』

担

当

一
富
山
岳

E
Z
B

協

力

一
袖
山
栄
輝
、
柴
田
泰
山

(
2
)
海
外
の
仏
教
研
究
者
の
受
け
入
れ
は
、
海
外
の
仏
教
研

究
者
の
人
脈
の
発
掘
な
ど
を
目
的
の

一
つ
と
し
て
い
る
が
、
平
成

十
六
年
度
は
主
に
海
外
の
仏
教
団
体
の
方
々
に
海
外
の
現
状
や
活

動
状
況
を
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
。

①

U
E「
Bω
岳
山
口
宮
町
山
B
X
E
氏
・

UYω
『

B
R
E
ユ

冨
包
門
『
ミ
ロ
ω吾
氏
・
玄
白
ロ
m
o∞F
U
m
y
-宅。
-o
氏

日

時
い
平
成
十
六
年
十
月
八
日

団

体
一
位
ヨ

σ己
【
】
三
宮
司
H
，

E
田
門
(
イ
ン
ド
)

テ
ー
マ
一
イ
ン
ド
の
新
仏
教
に
つ
い
て

な
お
、

E
E
σ
E〈
-
E
H
4
2
2
は
イ
ン
ド
の
不
可
触
民
の
解
放

運
動
を
指
導
し
て
い
た
ア
ン
ベ

l
ド
カ
ル
博
士
の
意
志
を
継
い
だ

活
動
を
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。

②

U
Z
R
E
2
E苫
ロ
印
〈
E

∞EN-O『
氏

日

時
一
平
成
十
七
年

一
月
三
十
日
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団

体

一
〉
E
E
O
E
q
m昨
斗
『
己
目
[
(
イ
ギ
リ
ス
)

テ
ー
マ
一
悲
劇
的
な
苦
悩
に
直
面
し
た
人
々
へ
の
仏
の
教
え

に
よ
る
援
助
に
つ
い
て
。

な
お
、
〉

E
E
ω
O
E
O『
除
、
H422
で
指
導
的
立
場
に
あ
る

∞E
N
5司
氏
は
精
神
療
法
士
と
し
て
も
活
動
し
て
い
る
。

③

Q
三

ぬ

ぐ

〈

E
言
。
「
吾
氏

日

時

一
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

団

体
一
司
0」

σ
2
0何
百
倍
(
米
国
ハ
ワ
イ
州
)

テ
ー
マ
一
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
の
現
状
に
つ
い
て



な
お
、
司
円
。
』
0
2
ロ
ω
E
は
ハ
ワ
イ
で
仏
教
精
神
に
も
と
づ
く
老

人
福
祉
活
動
を
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。

ま
た
、
受
け
入
れ
形
態
や
目
的
は
異
な
る
が
、
本
年
度
も
欧

米
に
お
け
る
法
然
浄
土
教
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
る
ニ
ュ

1
ヨ
l

ク
州
立
大
学
ア
ル
パ
ニ

l
校
東
洋
学
科
教
授
の
冨
R
W
E
Z
B
氏

を
六
月
初
旬
か
ら
七
月
初
旬
に
か
け
て
の
約

一
ヶ
月
間
と
、
平
成

十
七
年

一
月
中
と
三
月
中
の
二
回
に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
数
日
ず

つ
研
究
所
に
招
聴
し
た
。
そ
し
て
戸
松
義
晴
と
と
も
に
『
和
語
燈

録
』
と
『
観
経
疏
』
の
英
訳
作
業
に
従
事
し
た
。
な
お
、

一
回
目

の
来
日
時
に
「
浄
土
宗
略
抄
」

の、

二
回
目
に
『
観
経
疏
』
の
、

二
回
目
に
「
念
仏
大
意
」

の
英
訳
作
業
を
行
っ
た
。

(3) 
の
国
際
堂
会
へ
の
参
〆
加
に
関
し
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
同
duo-∞
∞
合
∞
己
門
丘
町
一
回
ヨ
ロ
oロ
『
ぬ
『
ぬ
号
。

日

時
一
平
成
十
六
年
九
月
三
日
1
五
日

会

場
一

C
E
S
E
q
え
の
mE『

O
E
S
-
-
2
5
。

(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ア
1
ヴ
ァ
イ
ン
)

テ
ー
マ
一
宮
。
ロ

2
円∞己〔]【
B
Z
Z
ω
ロ【
H
E
o
E
E
E
Z
Z
E
O
E

。『切
E
E
E凹円、
H
d
o
g
-
2

「
先
駆
的
仏
教
徒
と
仏
教
寺
院
の
設
立
」

」
の
学
会
は
日
本
人
の
海
外
移
民
、
特
に
ハ
ワ
イ
・
北
米

・
南

米
の
日
系

一
世
の
移
民
が
、
自
分
た
ち
で
設
立
し
た
寺
院
を
中
心

に
ど
の
よ
う
な
信
仰
生
活
を
送
っ
た
の
か
、
ま
た
人
々
の
日
常
生

活
の
中
で
寺
院
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
を
研
究

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
太
平
洋
戦
争
時
の
日
系
移

民
の
強
制
収
容
所
収
監

・
財
産
没
収
な
ど
が
二
世

・
三
世、
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し
し3

て
は
現
在
の
開
教
寺
院
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
議
論

し
、
そ
の
成
果
を
開
教
の
施
策
に
生
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
学
会
に
は
戸
松
義
晴
、

Z
E
E
S
君
主
∞
、

な
ら
び
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
の
鷲
見
定
信
氏
が
参

市

1

4

'

'

-
0

・相
M
T
L
+
h

②

-20『
E
E
o
s
-
〉
∞
∞
。
己
主
O
ロ
『
。
ご
宮
呂
田
円
。
ョ
。
『

刃
包
-
m
-
O
D
∞
(
円
〉
司
閉
山
)

(
第
十
九
四
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
世
界
大
会
)

日

時

一
一
平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日

1
三
十
日



A 
-z;s; 

場

一
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

テ
ー
マ
一
刃
包
-
m
E
R
n。
D
B
2
ω
ロ【】唱。印。。

「
宗
教
|
相
克
と
平
和
」

世
界
中
の
宗
教
学
者
た
ち
が
参
加
す
る
最
大
規
模
の
学
会
で

あ
る
-
〉
Z
閉
山
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
宗
や
総
合
研

究
所
の
、
∞
O己
ω-q
関
口
官
官
己
切
E
(
H
F
Z
E
へ
の
取
り
組
み

方
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
し
て
』
m壱
m
5
2
0
開口
mm凶

moa

∞己【
E
z
z
g
の
パ
ネ
ル
に
、

戸
松
義
晴
、
』
O
E
E自
宅
2
Z
が

パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
出
席
し
て
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
社
会
参

加

-
Z
口
O
活
動
の
歴
史
・
現
状
・
問
題
点
に
つ
い
て
発
表
し
、

ま
た
議
論
を
し
た
。

(
4
)
外
国
の

一
般
読
者
向
け
の
英
訳
本
の
作
成
・
編
集
と

し
て
は
、
平
成
十
五
年
度
に
引
き
続
き
、
ヱ
印
『
℃

2
1
2巳
O
兵

の
O
白
円
。
∞
と
石
塚
竜
学
と
が
翻
訳
し
た
英
語
版
の
四
十
八
巻
伝

『ヱ。

5
口
一
任
命
∞
包
〔
E
E
∞
ω
一
口
門
』
の
再
編
集
作
業
を
行
な
っ
た
。

外
国
の

一
般
読
者
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
構
成
を
再
編
成

し
、
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』

の
写
真
を
多
く
取
り
入
れ
て
、

『寸
E
5
Z
E
m
E
σ
句己『
O
Eロ
a
E
E』
と
い
う
書
名
で
浄
土
宗

(
』

o
s
o
ω
F
Z
司
円
。
目
印
)

か
ら
出
版
す
る
た
め
の
作
業
を
行
っ
た
。

こ
の
作
業
に
は
』

O
E吾
S
2
2
Z
と
戸
松
義
晴
が
中
心
と
な
っ

て
取
り
組
ん
で
い
る
。

(
5
)
英
語
版
ホ

l
ム
ぺ

l
ジ
の
運
営
で
あ
る
が
、
平
成
日
年

度
ま
で
は

「
英
語
に
よ
る
ホ
1
ム
ぺ

l
ジ
運
営
」
と
い
う
独
立
し

た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
六
年
度
よ
り
国
際

対
応
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
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年
度
内
の
活
動
と
し
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ

l
ジ
上
で
は
更
新
し
た

部
分
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

z
oロ
σロ∞『
5
E
D
や
可
己

B
Eコ乱

∞己【】

S
F
Z
E
な
ど
の
項
目
で
新
た
な
情
報
を
加
え
る
べ
く
、

そ
の

内
容
の
作
成
・
検
討
作
業
に
従
事
し
た
。
法
然
上
人
の
生
涯
や
教

ぇ
、
浄
土
教
の
相
承
な
ど
に
つ
い
て
、
新
た
な
項
目
を
作
っ
て
平

成
十
七
年
度
中
に
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
作
業
に
は
』
O
ロ
mZY告
さ
ω
5
と
戸
松
義
晴
が
中

心
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。



最
後
に

(
6
)
の
聖
典
英
訳
編
集
及
。
ひ
国
際
交
流
に
関
す
る
研
究

会
を
平
成
十
六
年
度
は
二
十
二
回
行
な
っ
た
。
研
究
会
で
扱
っ
た

検
討
内
容
と
開
催
日
に
つ
い
て
は
次
項
に
列
挙
す
る
。

研
究
開
催
日
お
よ
び
検
討
内
容

平
成
十
六
年

四
月
五
日

平
成
十
六
年
度
研
究
計
画
の
確
認

四
月
十
九
日

『
阿
弥
陀
経
』
英
訳
の
研
究
と
検
討

四
月
二
十
六
日

『
阿
弥
陀
経
』
英
訳
の
研
究
と
検
討

。yR
B
ω
∞
o
o
w
『
四
十
八
巻
伝
』
の
英
文
検
討

五
月
十
七
日
『
阿
弥
陀
経
』
英
訳
の
最
終
確
認

U
Y
R
B出
回
。
。
}
内
『
四
十
八
巻
伝
』
の
英
文
検
討

五
月
三
十

一
日

U
U
R自
白
回
。
。
}
ハ
『
四
十
八
巻
伝
』

検
討

『
和
語
燈
録
』
「
念
仏
往
生
要
義
抄
」
英
訳
検
討

の
英
文

六
月
二
十
八
日

『
和
語
燈
録
』
「
念
仏
往
生
要
義
抄
」
英
訳
検
討

『
和
語
燈
録
』
「
念
仏
往
生
要
義
抄
」
英
訳
検
討

六
月
十
六
日

七
月
十
二
日

口
町
民
国
ω
∞
gw
『
四
十
八
巻
伝
』
の
英
文
検
討

七
月
二
十
六
日

ロ
Z
R
B
ω

図。。}内

『
四
十
八
巻
伝
』

の
英
文

検
討

八
月
四
日

九
月
十
四
日

九
月
二
十
七
日

十
月
二
十
七
日

最
終
稿
検
討

十

一
月
八
日

十

一
月
二
十
四
日

十
二
月
六
日

十
二
月
十
三
日

平
成
十
七
年

一
月
十

一
日

一
月
二
十
四
日

一一
月
七
日

一一
月
二
十

一
日

三
月
十
七
日

口
町
内
凶
『
自
白
∞

g
w
『
四
十
八
巻
伝
』
の
英
文
検
討

U
V民
百
三
凶

8
w
『
四
十
八
巻
伝
』
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

ロゲ印『

gm凶切
O
O
W

『
四
十
八
巻
伝
』
英
文
の

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討
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『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

ま
た
、
玄
白
「
W
E
Z
E
氏
を
招
鴨
し
て
の
集
中
研
究
会
開
催
日

『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
英
文
検
討

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。



平
成
十
六
年

六
月
三
日
1
七
月
九
日

『
和
語
燈
録
』
「
浄
土
宗
略
抄
」
の
英
訳

平
成
十
七
年

一
月
十
自
ら

一
月
十
四
日

『
観
経
疏
』
の
英
訳

三
月
二
十
三
日
S
三
月
二
十
五
日

『
和
語
燈
録
』
「
念
仏
大
意
」

の
英
訳

以
上
が
平
成
十
六
年
度
の
「
国
際
交
流
」
研
究
班
の
活
動
概
要

で
あ
る
が
、
平
成
十
七
年
度
に
継
続
し
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も

多
く
あ
り
、
こ
の
報
告
を
ご

一
読
い
た
だ
い
た
方
々
の
ご
意
見
、

ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
上
で
、
よ
り
良
い
成
果
を
出
せ
る
よ
う
に

努
力
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

関
連
報
告

ま
た
上
記
の
活
動
報
告
と
は
別
に
、
平
成
十
五
年
度
に
英
訳
し

た
『
阿
弥
陀
経
』
が
A
7
号
の
研
究
ノ
l
ト
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、

ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧

田
丸
徳
善
(
研
究
代
表
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
客
員
教
授
)

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

戸
松
義
晴
(
研
究
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

生
野
善
応
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

岩
田
斎
肇
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

小
林
正
道
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

佐
藤
堅
正
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

佐
藤
良
純
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)
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袖
山
楽
員
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

服
部
正
穏
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

藤
木
雅
雄
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

松
涛
弘
道
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

松
涛
誠
達
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

-
ハ
包
括
ロ
宮
内
R
W
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

宮内凶『
W
E
Z
E
(研
究
ス
タ
ッ
フ
)

水
谷
浩
志
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

島

恭
裕
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
常
勤
嘱
託
研
究
員
)



』

O
E
E自
宅
色
丹
田
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
常
勤
嘱
託
研
究
員
)

(
敬
称
略
、
五
十
音
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員

戸
松
義
晴
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基
礎
研
究

教
学
的
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

浄
土
教
比
較
論

研
究
目
的

本
研
究
班
で
は
、
「
日
本
浄
土
教
の
な
か
に
お
け
る
浄
土
宗
」

と
い
う
視
点
よ
り
、
現
在
の
浄
土
各
宗
各
派
を
代
表
す
る
諸
先
生

を
お
迎
え
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
特
色
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
特
色
及
び
独
自
性
を
確
認
し
、
ま

た
そ
こ
か
ら
自
宗
派
の
様
々
な
面
に
お
け
る
発
展
に
何
ら
か
の
力

に
な
れ
る
こ
と
を
目
指
し
、
浄
土
各
宗
各
派
聞
に
お
け
る
情
報
収

集
を
研
究
会
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
。

研
究
内
容

浄
土
宗
の
先
生
の
他
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

・
真
宗
大
谷
派

・

真
宗
高
田
派
・
西
山
浄
土
宗
・
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

・
時
宗
の

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
よ
り
、
約

一
時
間
半
の
御
講
義
を
頂
き
、
こ
れ

ま
で
の
先
学
に
よ
る
研
究
成
果
か
ら
、
現
在
の
研
究
状
況
等
に
い

た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
先
生
方
の
ご
意
見
等
を
参
考
に
、
現

在
に
お
け
る
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
行
な
っ
て
来

た
。
そ
の
内
容
も
特
に
仏
身
論

・
実
践
論

・
諸
行
論

・
本
尊
論
な

ど
の
テ
l
マ
を
念
頭
に
お
い
て
ご
発
表
を
頂
い
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
後
、
質
疑
応
答
の
時
聞
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
よ
る
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捉
え
方
の
違
い
等
の
比
較
検
討
を
行
い
、
各
宗
派
の
特
色
を
浮
き

彫
り
に
し
て
い
く

一
方
で
、
法
然
浄
土
教
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
今
日
の
状
況
に
ま
で
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る

よ
う
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯

平
成
十
四
年
に
総
研
叢
書
『
法
然
上
人
と
そ
の
門
流
|
聖
光

証
空

・
親
鷺
・

一
遍
|』

を
上
梓
し
、
報
告
を
行
な
っ
た
。
そ
の

後
も
ご
執
筆
頂
い
た
諸
先
生
を
中
心
に
ご
発
表
頂
き
、
さ
ら
に
検



討
を
行
な
っ
て
き
た
。
本
年
度
は
浄
土
宗
・
真
宗
大
谷
派
・
浄
土

宗
西
山
深
革
派

・
時
宗
の
諸
先
生
を
中
心
に
ご
発
表
頂
き
、
研
究

を
か
さ
ね
た
。

研
究
会
開
催
日
お
よ
び
検
討
内
容

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日
・
長
島
尚
道
ご
遍
上
人
の
賦
算
」

(
第
七
回
)

平
成
十
六
年
七
月
二
日
・
郡
嶋
昭
示
「
聖
光
『
浄
土
宗
要
集
』
に

お
け
る
西
山
批
判
」

(
第
八
回
)

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
・
田
代
俊
孝
「
親
鷺
聖
人
の
三
経
理

解
に
つ
い
て
」

(
第
九
回
)

平
成
十
七
年

一
月
十
八
日
・
柴
田
泰
山
「
善
導
『
観
経
疏
』
研
究

か
ら
見
た
鎌
倉
浄
土
教
」

(
第
十
回
)

平
成
十
七
年
三
月
七
日

・
吉
良
潤
「
『
選
択
集
』
の
編
集
過
程
に

つ
い
て
」

(
第
十

一
回
)

研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧

梶
村
昇
(
浄
土
宗
/
研
究
代
表
)

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

柴
田
泰
山
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

林
田
康
順
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

和
田
典
善
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

郡
嶋
昭
示
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
常
勤
嘱
託
研
究
員
)

講
師
一
覧

浅
井
成
海
(
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
)

安
達
俊
英
(
浄
土
宗
)
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大
塚
霊
雲
(
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
)

栗
原
広
海
(
真
宗
高
田
派
)

田
代
俊
孝
(
真
宗
大
谷
派
)

長
島
尚
道
(
時
宗
)

中
西
随
功
(
西
山
浄
土
宗
)

贋
川
尭
敏
(
浄
土
宗
)

湯
谷
祐
義
(
浄
土
宗
西
山
深
草
派
)

文
責
者

主
務
/
研
究
員

柴
田
泰
山



基
礎
研
究

法
式
的
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

法
事
讃
研
究

研
究
目
的

本
研
究
は
、
平
成
十
六
、
十
七
年
の
二
年
間
に
わ
た
り
、
善
導

大
師
「
法
事
讃
」
に
つ
い
て
、
教
学
、
法
式
両
面
か
ら
ア
プ
ロ
l

チ
し
、
現
在
、
知
恩
院
、
増
上
寺
に
お
い
て
修
せ
ら
れ
て
い
る
「
法

事
讃
法
要
」
を
比
較
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

研
究
内
容

伝
承
儀
礼
研
究
班
の
研
究
項
目
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
が

十
六
年
度
は
①
と
②
の
研
究
会
が
催
さ
れ
た
。

①
現
在
、
知
恩
院
、
増
上
寺
で
修
せ
ら
れ
て
い
る
「
法
事
讃
」

の
法
要
を
収
録
す
る
。

②
教
学
面
か
ら
考
察
し
た
「
法
事
讃
」
と
現
在
、
法
要
と
し
て

修
せ
ら
れ
て
い
る
「
法
事
讃
」
の
比
較
検
討
。

③
収
録
し
た
ビ
デ
オ
を
検
討
し
、
法
式
・
教
学
両
面
か
ら
ア
プ

ロ
l
チ
し
た
「
法
事
讃
」
を
提
案
す
る
。

さ
ら
に
、
公
開
講
座
を
視
野
に
入
れ
、
研
究
成
果
を
東
京

・
京

都
に
お
い
て
発
表
す
る
。

研
究
開
催
日
お
よ
び
検
討
内
容
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第

四

平
成
十
六
年
五
月
二
十

一
日

」
の
研
究
会
で
は
、
柴
田
研
究
員
に、

善
導
大
師
「
法
事
讃
」

の
概
要
を
講
義
し
て
い
た
だ
い
た
。
現
在
、
増
上
寺
で
は
、
「
法

事
讃
」
の
法
要
は
、
毎
年
四
月
に
行
わ
れ
る
御
忌
に
お
い
て
の
み

勤
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
知
恩
院
で
は
、

三
月
の
善
導
忌
を
六

月
に
移
し
、
そ
こ
で
勤
め
ら
れ
て
い
る
。

特
に
増
上
寺
で
は
、
法
要
自
体
の
時
聞
が
あ
ら
か
じ
め

一
時
間

程
度
に
制
約
さ
れ
て
い
る
た
め
、
極
略
化
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。



柴
田
研
究
員
の
講
義
内
容
は
以
下
で
あ
る
。

①
「
法
事
讃
」
の
成
立

②
「
法
事
讃
」
の
全
体
像

③
「
法
事
讃
」
の
内
容

④
「
法
事
讃
」
と
「
選
択
集
」

研
究
会
に
出
席
し
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
御
忌
で
勤
め
ら
れ
る
儀
式
化

さ
れ
た
「
法
事
讃
」
法
要
と
比
較
し
て
、
量
的
に
も
内
容
的
に
も

そ
の
違
い
に

一
同
非
常
に
驚
か
さ
れ
た
。

柴
田
研
究
員
の
講
義
の
中
で
、
筆
者
が
注
目
し
た
箇
所
を
抽
出
し

て
み
た
。善

導
は
い
つ
、
ど
こ
で
「
法
事
讃
」
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
現
在
の
研
究
で
は
こ
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ

て
お
ら
ず
、
ま
た
巻
上
と
巻
下
と
が
同
時
に
成
立
し
た
も
の

か
否
か
な
の
か
さ
え
明
ら
か
と
は
言
い
得
な
い
。

中
略

善
導
の
著
作
全
体
か
ら
「
法
事
讃
」
を
見
る
と
、
「
法
事
讃
」

は
部
分
的
な
が
ら
「
往
生
礼
讃
」

・
「
般
舟
讃
」
と
の
使
用
語

句
及
び
内
容
的
に
も

一
致
が
見
受
け
ら
れ
、
善
導
の
著
作
活

動
に
お
い
て
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
述
作
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

さ
ら
に
柴
田
研
究
員
の
「
法
事
讃
の
全
体
像
」

の
中
か
ら
、
法

式
面
な
ど
か
ら
注
目
す
べ
き
箇
所
を
何
箇
所
か
挙
げ
る
こ
と
に
す

る

ま
ず
、
法
事
讃
上
巻
の
題
号
は
「
転
経
行
道
願
往
生
浄
土
法

事
讃
」
、
下
巻
は
「
安
楽
行
堂
転
経
願
生
浄
土
法
事
讃
」
と

あ
る
。
法
事
讃
法
要
に
お
い
て
は
、
法
要
の
開
始
に
上
巻
の

題
号
を
唱
え
、
法
要
の
結
び
に
下
巻
の
題
号
を
唱
え
て
い
る
。

ま
た
、
在
家
者
を
下
座
、
出
家
者
を
上
座
に
位
置
さ
せ
、
「
讃
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文
」
に
お
い
て
上
座
、
下
座
が
交
互
に
問
答
を
繰
り
返
す
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
知
恩
院
、
増
上
寺
に
お
い
て
、
勤
め
ら
れ
て
い
る
法
要

で
も
同
様
の
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
法
要
に
在
家
者
が

出
仕
す
る
こ
と
は
な
く
、
す
べ
て
、
僧
侶
が
出
仕
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
召
請
の
為
の
讃
文
」
に
お
い
て
は
、

(
上
座
)
般
舟
三
昧
楽

(
下
座
)
願
往
生

(
上
座
)
大
衆
、
同
心
に
三
界
を
厭
え
。

(
下
座
)
無
量
楽

の
よ
う
に
、
さ
ら
に
、
「
願
往
生
讃
文
」
で
は
、
「
下
座
、
高
を
接



し
て
讃
じ
て
、
云
へ
」
と
文
題
に
あ
り
、
讃
文
が
連
続
す
る
。

ま
た
、
上
巻
に
お
い
て
は
、
行
道
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
記
さ

れ
て
お
り
、
十
三
番
目
の
讃
文
の
後
に
、
「
行
道
七
偏
す
べ
し
」

と
し
、
「
行
道
に
際
す
る
讃
究
の
偏
文
」
中
に
散
華
行
道
を
行
う

よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
様
式
は
、
周
回
数
こ
そ
異
な
る
が
、
知

恩
院
、
増
上
寺
で
勤
め
ら
れ
る
法
要
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
現
在
、
修
せ
ら
れ
て
い
る
法
要
で
は
削
除
さ
れ
て
い

る
が
、
柴
田
研
究
員
は
、
上
巻
の
「
地
獄
の
描
写
」
を
特
徴
と
し

て
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
巻
最
後
部
分
に
お
い
て
、

「
地
獄
経
」
(
観
仏
三
昧
海
経
)

の
引
用
が
あ
り
、
地
獄
を
克

明
に
描
写
し
て
い
る
。
儀
式
面
か
ら
で
は
な
く
、
内
容
構
成

の
面
か
ら
見
る
と
、
地
獄
の
描
写
か
ら
憤
悔
を
繰
り
返
し
な

が
ら
、
ま
た
、
地
獄
と
浄
土
を
対
比
し
な
が
ら
人
々
の
願
往

生
心
を
固
め
よ
う
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

下
巻
は
、
「
阿
弥
陀
経
」
を
十
七
段
に
分
け
、
各
引
用
文
の
後

に
讃
文
を
つ
け
て
い
る
。
柴
田
研
究
員
は
、
「
経
典

・
讃
文
の
セ

ッ
ト
構
成
並
び
に
経
典
読
諦
と
行
道
を
組
み
合
わ
せ
た
構
成
は
善

導
が
創
出
し
た
儀
礼
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
研
究
会
で
、
柴
田
研
究
員
は
、
「
法
事
讃
と
選

択
集
」
ま
で
言
及
し
、
法
然
が
「
法
事
讃
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
て
い
た
か
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
年

の
発
表
に
譲
り
た
い
。

第
二
回
研
究
会

六
月
十
日

福
西
主
任
、
坂
上
、
西
城
研
究
員
が
、
知
恩
院
に
出
張
し
、
式

衆
会
が
勤
め
る
「
法
事
讃
」
法
要
を
取
材
し
た
。
本
来
、
善
導
忌

は
三
月
で
あ
る
が
、
祖
山
の
行
事
等
の
事
情
に
よ
り
、
六
月
上
旬
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に
勤
め
ら
れ
て
い
る
。
左
右
脇
導
師
、
左
右
召
請
人
の
諸
役
は
、

増
上
寺
と
同
じ
で
あ
る
が
、
内
容
は
、
故
石
田
典
正
法
儀
司
が
編

纂
さ
れ
た
経
本
を
ほ
ぼ
、
忠
実
に
再
現
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

法
要
の
時
間
は
、
正
味

一
時
間
を
越
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

筆
者
の
受
け
た
印
象
は
、
祖
山
の
「
法
事
讃
」
は
、
経
本
に
対

し
て
忠
実
で
あ
る
が
、
縁
山
の
「
法
事
讃
」
は
、
御
思
中
の
儀
式

と
し
て
、
多
分
に
演
出
効
果
が
高
い
法
要
に
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
召
請
の
為
の
讃
文
で
は
、
祖
山
は
、
節
が
な
く
、
音
の
高
低

の
み
だ
が
、
縁
山
は
、
故
津
田
徳
翁
法
儀
司
の
お
作
り
に
な
っ
た



独
特
の
節
で
称
え
ら
れ
て
い
る
。

明
年
度
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
縁
山
の
法
事
讃
法
要
は
、
す
で

に
御
忌
大
会
中
に
勤
め
ら
れ
て
い
る
為
、
ビ
デ
オ
も
す
で
に
あ
り
、

記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
祖
山
の
法
要
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た

め
て
、
平
成
十
七
年
度
の
善
導
忌
に
お
い
て
、
専
門
の
業
者
に
依

頼
し
て
、

一
座
の
法
要
全
部
を
記
録
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
研
究
会
を
招
集
し
、
総
合
研
究
所
と
し
て
、
新
た
な
「
法

事
讃
」
を
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
教
学
面
か
ら
ア
プ
ロ

ー
チ
し
た
講
演
と
、
研
究
所
の
発
表
し
た
「
法
事
讃
」
を
実
際
に

勤
め
る
法
要
を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た
公
開
講
座
を
開
催
し
、
研
究

所
独
自
の
視
点
に
立
っ
た
「
法
事
讃
」
研
究
を
提
案
す
る
。

研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧

福
西
賢
兆
(
研
究
代
表
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

坂
上
典
翁
(
研
究
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

西
城
宗
隆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

柴
田
泰
山
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

熊
井
康
雄
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

清
水
秀
浩
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

田
中
勝
道
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

広
本
栄
康
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

山
本
晴
雄
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

文
責
者

主
務
/
研
究
員

坂
上
典
翁
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基
礎
研
究

布
教
的
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

現
代
布
教
資
料
研
究

研
究
目
的

当
研
究
班
で
は
各
種
布
教
活
動
に
役
立
つ
資
料
を
ジ
ャ
ン
ル
別

に
収
集
し
、
現
代
に
マ
ッ
チ
し
た
活
用
方
法
を
研
究
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
そ
の
目
的
に
そ
っ
て
三
部
門
の
研
究
テ
ー
マ
を
定
め
、

そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
研
究
員
が
中
心
と
な
り
研
究
を
進
め
て
い
る
。

研
究
内
容

①
和
歌
・
道
詠
の
収
集
・
整
理
と
そ
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

和
歌
・
道
詠
を
中
心
に
し
た
資
料
集
作
成
を
目
標
と
す
る
。
(布

教
の
現
場
で
使
え
る
も
の
。
詩、

川
柳
な
ど
も
参
考
に
す
る
)

②
イ
ラ
ス
ト

・
漫
画

・
ビ
デ
オ
等
、
視
覚
的
布
教
資
料
の
収
集

検
討
、
お
よ
び
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
1
等
を
使
用

し
た
新
し
い
布
教
方
法
の
模
索
。

③

一
般
書
籍
の
布
教
利
用
と
、
そ
の
利
用
方
法
に
つ
い
て

布
教
資
料
収
集
(
各
宗
派
信
者
向
け
発
行
物
、

一
般
書
籍
)
。

各
宗
発
行
物
の
比
較
検
討
。
法
話
、
布
教
に
使
え
る
本
(
絵
本
、

童
話
な
ど
)
リ
ス
ト
作
成
を
検
討

こ
れ
ま
で
の
経
緯
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①
に
つ
い
て
は
佐
藤
研
究
員
が
担
当
し
、
具
体
的
な
方
向
と
し

て
五
重
相
伝
の
「
勧
誠
録
」
の
中
に
活
用
さ
れ
る
和
歌
・
道
詠
を

中
心
に
収
集
・
整
理
を
す
す
め
て
い
る
。

*

『
白
道
を
歩
む
』
(
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
会

昭
和
五
十
四

年
四
月

一
日
)

*

『
五
重
勧
誠
』
(
藤
堂
俊
章
師

昭
和
六
十

一
年

一
月
二
十
五
日
)

*
『
摂
取
の
風
光
』
(
総
本
山
知
恩
院
布
教
道
場
・
二
記
会

平
成

七
年
六
月
十
六
日
)

*

『
ひ
と
す
じ
の
道
』

(
羽
田
恵
三
師

平
成
九
年

一
月

一
日
)



*
『
歓
喜
の
音
』
(
民
谷
隆
誠
師

平
成
十

一
年
五
月
二
十
八
日
)

作
業
に
あ
た
り
五
重
勧
誠
資
料
の

一
覧
を
作
成
し
た
。
資
料
検

討
に
あ
た
り
、
西
城
宗
隆
研
究
員
に
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い

た
。
な
お
、
大
半
が
現
在
絶
版
と
な
っ
て
お
り
、
入
手
は
困
難
で

あ
る
。
(
研
究
ノ
l
ト
パ
別
表
1
参
照
)

一
八
O
頁

ま
た
、
浄
土
宗
学
術
大
会
に
お
い
て
下
記
の
通
り
、
研
究
発
表

を
行
っ
た
。

-
平
成
十
六
年
九
月
八
日

1
九
日
(
仏
教
大
学
)

講
題
「
和
歌
・
道
詠
の
研
究
」

l
月
影
の
う
た
に
つ
い
て
|

浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員

佐
藤

晴
輝

さ
ら
に
、
後
藤
研
究
員
と
と
も
に
千
葉
教
区
布
教
師
会
研
修
会
に

参
加
し
講
義
を
聴
講
し
た
。

-
平
成
十
六
年
十
二
月
十
日
(
木
更
津
・
正
行
寺
)

講
題
「
法
話
の
心
得
|
法
然
上
人
の
お
歌
を
活
か
し
て
|
」

講
師

匡
文
師

神
奈
川
教
区
教
化
団
副
団
長
(
光
雲
寺
)

慶
野

②
に
つ
い
て
は
後
藤
研
究
員
が
担
当
し
、
既
成
仏
教
教
団
に
お

け
る
布
教
資
料
よ
り
漫
画
・
ビ
デ
オ
等
、
視
覚
的
効
果
の
高
い
資
料

お
よ
び
、
著
作
権
フ
リ
!
の
仏
教
イ
ラ
ス
ト
集
な
ど
を
収
集
、
そ
の

内
容
を
検
討
し
た
。
(
研
究
ノ
l
ト

一
別
表
2
参
照
)

一
八

一
頁

ま
た
新
し
い
布
教
方
法
と
し
て
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
や
プ
ロ
ジ

エ
ク
タ
l
等
を
使
用
し
た
法
話
を
模
索
中
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と

し
て
浄
土
宗
教
師
で
あ
り
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
考
案
者
と
し
て
知
ら

れ
る
古
宇
田
亮
順
師
に
ご
教
示
を
い
た
だ
き
、
今
年
度
は
『
観
無

量
寿
経
』

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
「
パ
ネ
ル
法
話

・
王
舎
城
の
悲
劇

(
原
作
・
柴
田
泰
山
研
究
員
ご
を
作
成
、
下
記
の
公
開
講
座
に
て

発
表
を
し
た
。
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-
平
成
十
六
年
九
月
二
十
七
日
(
月
)
午
後
二
時
1
四
時

講

題

「
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
を
活
用
し
た
布
教
の
研
究
」

講

師
い
古
宇
田

亮
順
師

(
実
演
『
く
も
の
糸
』
『
二
河
白
道
』
そ
の
他
)

一
武
智

公
英
師
(
実
演
『
明
日
が
あ
る
さ
』
そ
の
他
)

日
後
藤

真
法
研
究
員

(
実
演
『
パ
ネ
ル
法
話

・
王
舎
城
の
悲
劇
』
)

A 
;z:;; 

場

一
大
本
山
増
上
寺
「
三
縁
ホ

l
ル」

参
加
人
数
ニ
ハ
十
六
名



ま
た
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
l
布
教
の
調
査
目

的
で
下
記
を
取
材
し
た
。

-
平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日
(
金
)
日
本
仏
教
保
育
協
会
「
夏

期
保
育
講
習
会
」

ぷ』
;z;;; 

場
一
大
本
山
増
上
寺
「
三
縁
ホ

l
ル」

内

容

一
古
宇
田
亮
順
師
「
小
さ
な
パ
ネ
ル
で
大
き
な
夢
や

7
・

ー
仏
教
説
話
と
共
に
|
」

-
平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
(
金
)
「
フ
ェ
ス
タ

ア

テ
ン
プ

ル
2
0
0
4」

A 
;z;;; 

場

一
総
本
山
知
恩
院
・
お
寺
コ
ー
ナ
ー

内

容

一
つ
き
か
げ
堂
・
レ
ト
ロ
紙
芝
居
(
『
木
魚
の
秘
密
』
、
『
法

蔵
菩
薩
の
物
語
』
)
神
田
真
晃
師
・
バ
ー
チ
ャ
ル
紙
芝
居

-
平
成
十
六
年
八
月

一
日
(
日
)
「
フ
エ
ス
タ

日ア

テ
ン
プ
ル

つ
L
n
u
n
U
Aサ
」

A ;z;;; 

場

一
大
本
山
増
上
寺
・
お
寺
コ
ー
ナ
ー

内

容
一
で
ん
で
ん
虫
・
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
(
ビ
デ
オ
撮
影
)

ま
た
来
年
度
は
、

ひ
き
つ
づ
き
『
無
量
寿
経
』
を
モ
チ
ー
フ
と
し

た
パ
ネ
ル
法
話
の
検
討

・
作
成
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
の

た
め
に
、
関
西
方
面
で
新
し
い
教
化
活
動
を
展
開
さ
れ
て
い
る
団

体
「
っ
き
か
げ
堂
」
の
事
務
局
長
、
笹
脇
田
日
恵
師
に
協
力
を
頂
戴

す
る
。

③
に
つ
い
て
は
宮
入
研
究
助
手
が
担
当
し
、
各
宗
派
の

一
般
信

者
向
け
発
行
物
及
び
一
般
書
籍
を
布
教
資
料
と
し
て
収
集
し
た
。

(
研
究
ノ

1
ト

一
別
表
2
参
照
)

J¥ 

頁

絵
本
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
「
い
の
ち
」
や
「
死
」
と
い
っ
た

テ
ー
マ
を
扱
う
も
の
が
、
子
ど
も
達
へ
の
「
デ
ス

・
エ
デ
ュ
ケ
|
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シ
ヨ
ン

(
死
の
授
業
)
」
等
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
人

に
も
深
い
影
響
を
与
え
う
る
媒
体
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
現
状

を
調
査
し
、
法
話
へ
の
利
用
を
検
討
し
て
い
る
。

下
記
の
日
程
に
て
、
布
教
資
料
の
収
集
検
討
を
行
っ
た
。

-
平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
(
水
)
各
宗
本
山

・
宗
務
所
に
て

布
教
資
料
収
集

訪
問
地
一
真
言
宗
智
山
派
、
真
言
宗
豊
山
派
、
高
野
山
真
言
宗、

曹
洞
宗
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷
派

-
平
成
十
六
年
六
月
十
日
(
木
)
上
野
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
て



児
童
書
(
絵
本
)

の
調
査

-
平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
(
木
)
池
上
本
門
寺
に
て
布
教
資
料

の
収
集

-
平
成
十
七
年

一
月
二
十
九
・
三
十
日
(
土
・日
)
ブ
ッ
ク
、
ド
ク
タ
ー
「朗

天
狗
」
主
催
に
こ
に
こ
の
会
参
加

講
演
者
一
筑
紫
哲
也
氏
、
矢
崎
泰
久
氏
、
中
山
千
夏
氏
、
長
谷

川
義
史
氏

来
年
度
は
、
収
集
検
討
し
た
資
料
を
も
と
に
リ
ス
ト
を
作
成
す

る
(
利
用
し
や
す
い
よ
う
テ
l
マ
別
に
分
類
)
。
ま
た
、
絵
本
の

利
用
法
と
し
て
、
読
み
聞
か
せ
や
ブ
ッ
ク
ト
l
ク、

ス
ト
ー
リ
ー

テ
リ
ン
グ
等
の
活
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

研
究
会
等
開
催
記
録

平
成
十
六
年

四
月
十
二
日
(
月
)
年
間
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
検
討

四
月
二
十
三
日
(
金
)
和
歌

・
道
詠
の
収
集
・
整
理
/
パ
ネ
ル

シ
ア
タ
ー
/
布
教
資
料
収
集

五
月
七
日
(
金
)
和
歌

・
道
詠
の
収
集
・
整
理
/
パ
ネ
ル
シ
ア

タ
l
/
各
宗
派
出
版
物
検
討

五
月
二
十
六
日
(
水
)
各
宗
布
教
資
料
の
収
集

五
月
二
十
八
日
(
金
)
和
歌
・
道
詠
の
収
集

・
整
理
/
視
覚
的

布
教
資
料

・
書
籍
の
収
集

六
月
四
日
(
金
)
公
開
講
座
企
画
立
案
/
視
覚
的
布
教
資
料

書
籍
の
収
集

六
月
十
日
(
木
)

一
般
書
籍
の
布
教
利
用
に
つ
い
て

六
月
十
八
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て

六
月
二
十
五
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て
/
視
覚
的
布
教
資

-51-

料
・
書
籍
の
収
集
と
整
理
検
討

七
月
二
日
(
金
)
各
研
究
進
行
状
況
確
認
/
学
術
大
会
に
つ
い

て
(
和
歌

・
道
詠
の
研
究
)

七
月
九
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て

七
月
二
十
三
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て
/
日
仏
保
夏
期
講

習
会
取
材
(
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
)
/

布
教
資
料
収
集
と
そ
の
利
用
法

七
月
三
十
日
(
金
)
総
本
山
知
恩
院
「
フ
エ
ス
タ

ア

-アン

プ
ル
2
0
0
4
」
お
寺
コ
ー
ナ
ー
取
材
/



布
教
資
料
の
収
集

八
月

一
日
(
日
)
大
本
山
増
上
寺

「
フ
エ
ス
タ

ー 命

す

テ
ン
プ

ル
2
0
0
4
」
お
寺
コ
ー
ナ
ー
取
材

八
月
六
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て
/
布
教
資
料
整
理
/
和

歌
に
つ
い
て

八
月
二
十
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て

九
月
十
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て

九
月
十
七
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て
/
和
歌

・
道
詠
の
収

集
・
整
理

九
月
二
十
四
日
(
金
)
公
開
講
座
に
つ
い
て

九
月
二
十
八
日
(
火
)
公
開
講
座
に
つ
い
て

十
月
十
四
日
(
木
)
布
教
資
料
の
収
集

十
月
十
五
日
(
金
)
和
歌
、
道
詠
の
研
究
/
布
教
資
料
の
収
集

と
検
討

十
月
二
十
二
日
(
金
)
視
覚
的
布
教
資
料
の
研
究
/
和
歌

・
道

詠
の
研
究
/
一
般
書
籍
の
布
教
利
用

十

一
月
十
九
日
(
金
)
和
歌
(
「
月
か
げ
」
の
お
う
た
)
に
つ

い
て
/
視
覚
的
布
教
資
料
の
収
集
と
整

理
/一

般
書
籍
の
布
教
利
用

十
二
月
三
日
(
金
)
布
教
書
籍
の
収
集
と
検
討

十
二
月
十
日
(
金
)
千
葉
教
区
布
教
師
会
研
修
会
参
加

十
二
月
十
七
日
(
金
)
各
種
布
教
資
料
の
検
討

平
成
十
七
年

一
月
二
十
八
日
(
金
)
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

『無
量
寿
経
』
作
成

/
各
種
布
教
資
料
の
検
討

一
月
十
五
日
(
土
)
仏
教
文
化
研
究
講
座
「
仏
教
芸
能
の
世
界
」

聴
講
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一
月
二
十
九
・三
十
日
(
土
・日
)

一
般
書
籍
の
布
教
利
用
に
つ

い
て
(
ブ
ッ
ク
ド
ク
タ
ー

「
朗
天
狗
」

主
催
会
聴
講
)

二
月
四
日
(
金
)
)
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
『
無
量
寿
経
』
作
成

二
月
十
九
日

(土
)
仏
教
文
化
研
究
講
座
「
仏
教
芸
能
の
世
界
」

聴
講

二
月
二
十
五
日
(
金
)
和
歌

・
遭
詠
の
収
集

・
整
理
と
活
用
方
法

三
月
四
日
(
金
)
和
歌

・
道
詠
の
収
集

・
整
理
と
活
用
方
法
/

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
を
活
用
し
た
布
教
法



二
月
五
日
(
土
)
仏
教
文
化
研
究
講
座
「
仏
教
芸
能
の
世
界
」

聴
講

二
月
十
一
日
(
金
)
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
(
花
ま
つ
り
)
の
検

同

所
内
勉
強
会
「
和
歌
・
道
詠
を
布
教
に
活
か
し
て
」

講
師
一
八
木
季
生
客
員
教
授

研
究
班
メ
ン
バ
ー

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

佐
藤
晴
輝
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)
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後
藤
真
法
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

郡
嶋
昭
示
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

正
村
瑛
明
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

宮
入
良
光
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
助
手
)

八
木
英
哉
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員

佐
藤
晴
輝



特
別
業
務

特
別

浄
土
宗
善
本
叢
書

研
究
目
的

前
回
の
『
教
化
研
究
』
報
告
で
述
べ
た
よ
う
に
、
浄
土
宗
に
は

良
質
の
資
料
が
少
な
い
と
い
わ
れ
る
。
確
か
に
天
台
宗
や
真
言
宗

と
比
べ
る
と
多
少
と
も
見
劣
り
す
る
こ
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
網
羅
的
な
調
査
を
し
な
い
ま
ま
、
漠
然
と
そ
う
思
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
面
も
あ
る
。
丹
念
に
調
査
し
て
ゆ
け
ば
、
浄
土
宗
に
も

貴
重
な
史
料
が
結
講
残
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
く
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
本
班
で
は
、

そ
の
よ
う
な
状
況
を
か
ん
が
み
な
が

ら
、
浄
土
宗
の
重
要
典
籍
を
写
真
版
で
公
開
出
版
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

問
題
は
な
に
を
出
版
し
て
い
く
か
で
あ
る
。
な
ん
の
方
針
も
な

く
た
だ
古
い
写
本
類
を
並
べ
て
出
版
し
て
も
意
味
は
な
い
。

一
定

の
方
針
の
も
と
に
編
集
し
、
ま
と
ま
り
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
い
ろ
い
ろ
と
思
案
し
た
結
果
、
こ
れ
も
前
回
述
べ
た

と
お
り
、
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
の
写
本
集
成
を
刊
行
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。

法
然
上
人
の
有
力
な
語
録
集
で
あ
る
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
は
、

あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
法
然
上
人
の
思
想
研
究
の

一
次

資
料
で
あ
る
。
元
亨
版
『
和
語
灯
録
』
に
つ
い
て
は
、
龍
谷
大
学
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善
本
叢
書
と
し
て
写
真
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
『
漢

語
灯
録
』
、
『
和
語
灯
録
』
の
写
本
は
、
こ
れ
ま
で

一
部
を
除
き
公

閲
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
各
所
に
所
蔵
さ
れ
る
写
本
を
調
査
撮

影
し
、
叢
書
と
し
て
ま
と
ま

っ
た
形
で
出
版
し
て
い
く
こ
と
に
は

大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

研
究
内
容

平
成
十
五
年
度
は
千
葉
県
市
川
市
善
照
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
古
本

『
漢
語
灯
録
』
を
調
査

・
撮
影
を
完
了
し
た
。
そ
し
て
平
成
十
六



年
度
は
、
総
本
山
知
恩
院
に
所
蔵
さ
れ
る
『
円
光
大
師
語
灯
録
』

の
調
査

・
撮
影
を
実
施
し
た
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
少
し
説
明
し

て
お
く
。

江
戸
時
代
に
浄
土
宗
で
流
布
し
た
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
は
、

義
山
が
宝
永
・
正
徳
年
間
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
活
字

本
は
『
浄
土
宗
全
書
』
九
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
版
文

等
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
義
山
は
知
恩
院
白
誉
至
心
秀
道

の
指
示
に
よ
っ
て
、
写
本
を
収
集
し
本
文
を
校
訂
し
て
刊
行
し
て

い
る
。
そ
の
校
訂
の
あ
り
方
は
結
果
と
し
て
み
る
と
、
転
写
さ
れ

て
き
た
本
文
を
た
だ
し
て
い
く
と
い
う
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
語

句
の
修
辞
や
補
足
、
漢
文
と
し
て
の
整
理
、

さ
ら
に
は
義
山
の
意

図
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
当
時
の
浄
土
宗
教
学
の

立
場
か
ら
の
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
早
く
か
ら

指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
、

」
の
義
山
刊
行
の
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
を
法
然
の
思
想
研
究
の

一
次
史
料
と
し
て
は
用
い
て
は
い
な
い
。

つ
ま
り
法
然
思
想
の
根

本
史
料
と
し
て
論
文
に
引
用
す
る
の
は
、
『
浄
土
宗
全
書
』
本
で

は
な
く
、
古
本
『
漢
語
灯
録
』
や
元
亨
版
『
和
語
灯
録
』
を
底
本

と
す
る
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
の
ほ
う
で
あ
る
。
し
か
し

か
つ
て
浄
土
宗
で
広
く
流
布
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
浄
土
宗

僧
侶
は
こ
れ
を
読
ん
で
法
然
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
か
ら
古
典
的

価
値
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

刊
本
を
出
版
す
る
前
、
義
山
は
校
訂
が
終
了
し
た
清
書
写
本
を

白
誉
に
献
呈
し
て
い
る
。
知
恩
院
蔵
の
『
円
光
大
師
語
灯
録
』
は

ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
が
知
恩
院
に
所

蔵
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

ょ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
藤
堂
祐
範
氏
は
、
知
恩
院
の
宝
庫
を
詳
し
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く
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
養
鴎
徹
定
師
の
収
集
に
な
る
古
写
経
類

を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
か
、
こ
の
史
料
に
は
何
ら
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。
『
図
書
総
目
録
』
を
は
じ
め
と
す
る
ど
の
目

録
類
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
し
、
誰
か
が
論
文
で
こ
の
史
料
の

存
在
に
少
し
で
も
触
れ
た
と
い
う
こ
と
も
聞
か
な
い
。
筆
者
は
数

年
前
に
偶
然
そ
の
存
在
を
知
り
え
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
史
料
が
な

ぜ
こ
れ
ま
で
手
っ
か
ず
の
ま
ま
埋
も
れ
て
き
た
の
か
不
思
議
で
な

ら
な
か
っ
た
。
現
在
に
お
い
て
は
義
山
版
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』

刊
行
前
の
清
書
写
本
と
し
て
価
値
あ
る
史
料
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。



調
査
日
お
よ
び
検
討
内
容

平
成
十
六
年
十
月
に
解
題
を
担
当
い
た
だ
く
岸

一
英
先
生
、
お

よ
び
傍
教
大
学
大
学
院
生
関
係
者
数
名
と
と
と
も
に
予
備
調
査
を

行
っ
た
。
書
誌
事
項
を
記
録
し
、
写
真
カ
ッ
ト
数
な
ど
を
調
べ
た
。

そ
し
て
撮
影
業
者
に
依
頼
し
、
十
二
月
上
旬
、

三
日
を
か
け
て
撮

影
し
た
。
全
部
で
七
五

O
カ
ッ
ト
ほ
ど
に
も
な
り
分
量
が
多
か
っ

た
た
め
、
は
た
し
て
順
調
に
全
部
を
撮
影
で
き
る
が
ど
う
か
心
配

で
は
あ
っ
た
が
、
撮
影
業
者
の
努
力
で
無
事
に
終
了
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
写
真
版
出
版
に
あ
た
り
、
知
恩
院
文
化
財
事
務
局
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に
も
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
。

研
究
班
メ
ン
バ
ー

善

裕
昭

(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

伊
藤
真
宏

(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

松
島
士
口
和

(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

文
責
者

主
務
/
研
究
員

善

裕
昭



特
別
業
務

特
別

浄
土
宗
典
籍
・
版
木
の
研
究

研
究
目
的

寺
院
で

そ
の
寺
の
住
職
さ
え
自
坊
に
何
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
の
か
知
ら
な
い
ま
ま
、
ま
た
、
什
物
帳
で
所
蔵
し
て
い
る
こ
と

は
知
っ
て
い
て
も
蔵
の
中
に
あ
っ
て

一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
ま

ま
、
徹
や
虫
食
い
に
よ
っ
て
損
傷
し
て
い
く
文
献
類
が
あ
る
。
ま

た
中
に
は
、
本
堂
や
庫
裏
の
新
築
・
改
築
な
ど
で
、
そ
の
寺
院
所

蔵
の
文
献
類
が
廃
品
と
し
て
処
分
さ
れ
た
り
す
る
例
も
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
中
に
は
貴
重
な
文
献
類
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
学
術
的
な
史
料
と
い
え
な
く
て
も
、
そ
の
寺
院
に
と
っ

て
は
そ
の
寺
の
歴
史
を
物
語
る
貴
重
な
文
献
と
い
う
も
の
も
あ

る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
類
を
調
査
整
理
し
、
各
所
蔵
寺
院

に
そ
の
存
在
価
値
を
認
識
し
て
も
ら
い
、
保
存
し
後
世
に
伝
え
て

い
く
こ
と
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
目
的
で
あ
る
。

研
究
内
容

一
、
調
査
に
つ
い
て

調
査
は
簡
易
目
録
を
作
成
し
所
蔵
寺
院
に
わ
た
す
こ
と
で
そ
の

寺
院
の
調
査
を

一
応
の
終
了
と
す
る
。

寺
院
で
の
調
査
は
以
下
の
手
順
を
と
る
。
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-
保
管
現
状
の
記
録
(
写
真
な
ど
で
記
録
す
る
)
。

全
文
献
類
の
大
ま
か
な
分
類

・
並
べ
か
え
。

上
記
分
類
に
基
づ
き
、
通
番
(
仮
番
号
)
を
付
し
た
付
筆
を

全
文
献
類
に
挟
む
。

-
番
号
順
に
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
(
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
)
。
但
し

場
合
に
よ
っ
て
は
カ

l
ド
で
と
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
時
、

書
名

・
著
者

・
編
者

・
奥
付
等
を
記
録
。
必
要
あ
れ
ば
順
番

の
並
べ
か
え
も
行
う
。
※
十
四
年
度
か
ら
は
直
接
デ
ジ
タ
ル

カ
メ
ラ
で
題
名
等
を
撮
影
、
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
、
研
究
所



で
整
理
す
る
方
法
も
取
り
入
れ
た
。

-
再
度
の
並
べ
か
え
。

通
番
(
正
式
な
も
の

・
目
録
番
号
)
を
パ
ソ
コ
ン
入
力
。

条
件
に
よ
り
通
番
ラ
ベ
ル
を
添
付
。

保
管
場
所
に
目
録
番
号
順
に
収
蔵
。
(
防
虫
剤
を
置
く
こ
と

も
あ
り
)

O
調
査
対
象
寺
院
の
文
献
類
は
悉
皆
調
査
を
原
則
と
す
る
。

二
、
内
容
の
判
別
に
つ
い
て

重
要
文
献
は
所
蔵
寺
院
の
許
可
を
得
て
写
真

・
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
に
撮
り
、
調
査
研
究
す
る
。

ま
た
、
古
文
書

・
掛
け
軸
・
版
木
等
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
の

か
所
蔵
寺
院
で
も
判
明
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
所

蔵
寺
院
の
許
可
を
得
て
得
て
写
真

・
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
撮
り
研

究
所
で
解
読
、
ま
た
は
専
門
の
研
究
者
に
解
読
を
依
頼
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
経
過

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
悌
教
大
学
に
部
屋
を
借
用
し
て
い
る
浄
土

宗
総
合
研
究
所
分
室
の
研
究
員
が
中
心
と
な
り
、
平
成
五
年
十
月

よ
り
計
画
さ
れ
、
平
成
六
年
四
月
よ
り
調
査
研
究
活
動
に
入
っ
た
。

ま
ず
、
既
存
の
情
報
を
調
査
整
理
す
る
た
め
、
浄
土
宗
宗
務
庁

の
許
可
を
得
、
『
浄
土
宗
寺
院
名
鑑
』
掲
載
の
全
浄
土
宗
寺
院
の

デ
ー
タ
及
び
昭
和
四
十
三
年
の
浄
土
宗
宗
勢
調
査
記
載
の
寺
院
什

物
(
掛
け
軸

・
古
文
書

・
記
録
等
)
を
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
分

室
の
パ
ソ
コ
ン
に
全
て
入
力
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ど
の
寺
院
に
ど

の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
か
が
前
も
っ
て
把
握
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た
。
(デ
l
タ
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
こ
れ
ら
は
厳
重
に
分
室
で
保
管

し
て
い
る
。
)
次
に
平
成
六
年
九
月
と
平
成
八
年
六
月
に
『
宗
報
』
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に
ア
ン
ケ
ー
ト

〔
「
浄
土
宗
典
籍

・
版
木
の
研
究
」

へ
の
ご
協
力

の
お
願
い
|
お
寺
の
古
文
書
古
書
籍
の
保
存
状
況
を
お
知
ら
せ
下

さ
い
|
〕
を
載
せ
、
回
答
の
あ
っ
た
寺
院
及
び
そ
の
後
研
究
所
へ

の
依
頼
の
あ
っ
た
寺
院
よ
り
十
四
箇
寺
を
ま
ず
、
準
備
調
査
し
た
。

」
の
う
ち

一
箇
寺
は
文
献
類
を
他
へ
譲
渡
さ
れ
た
の
で
、
対
象
寺

院
は
十
三
箇
寺
と
な
っ
た
。
平
成
十
五
年
度
で
こ
れ
ら
十
三
箇
寺

す
べ
て
の
調
査
は
終
了
し
、
平
成
十
六
年
度
末
ま
で
に
二
箇
寺
は

目
録
が
完
成
、
製
本
し
て
所
蔵
寺
院
に
渡
し
、

四
箇
寺
は
目
録
完

成
し
て
製
本
の
段
階
、

一
箇
寺
は
目
録
の
校
正
段
階
、

一
箇
寺
は



文
書
一
点
な
の
で
そ
の
文
書
の
内
容
を
調
査
中
、
残
り
五
箇
寺
も

現
在
デ
1
タ
を
整
理
し
目
録
を
作
成
中
で
あ
る
。

O
平
成
十
七
年
三
月
現
在
ま
で
の
調
査
状
況

現
在
ま
で
に
調
査
し
た
寺
院
の
調
査
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ

は
伏
せ
て
お
く

る
。
(
寺
院
名
な
ど
は
所
蔵
者
の
管
理
上
の
こ
と
も
あ
り
こ
こ
で

京
都
教
区

新
潟
教
区

鳥
取
教
区

富
山
教
区

長
野
教
区

岐
阜
教
区

静
岡
教
区

古
書
籍
五
六
七
冊

古
書
籍
六
六
八
冊

調
査
終
了

調
査
終
了
簡
易
目
録
作
成
完
了

簡
易
目
録
作
成
完
了

大
蔵
経

一
部

古
文
書

古
書
籍

一
O
七
九
冊
調
査
終
了

簡
易
目
録
ほ
ぽ
完
成

古
書
籍
二

O
O三
冊
調
査
終
了

簡
易
目
録
ほ
ぽ
完
成

古
書
籍
三
四
四
部
調
査
終
了

簡
易
目
録
ほ
ぽ
完
成

古
書
籍
約
二
四
五
冊

簡
易
目
録
ほ
ぽ
完
成

古
書
籍
約
五

O
O冊

古
文
書

調
査
終
了

大
蔵
経

一
部

調
査
終
了

滋
賀
教
区

大
阪
教
区

埼
玉
教
区

京
都
教
区

京
都
教
区

尾
張
教
区

簡
易
目
録
ほ
ぽ
完
成

鎌
倉
期
紙
背
文
書
一
点

写
真
撮
影
終
了

古
書
籍

一
八

一
五
部

巻
子
本
及
び
古
軸
類
二
六

O
点

大
蔵
経

古
文
書

目
録
作
成
中

調
査
終
了

版
木
約
三

O
点

古
文
書

調
査
終
了

目
録
作
成
中

古
書
籍
約
四
二

O
冊

古
軸
類
十
点

調
査
終
了

目
録
作
成
中
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古
書
籍
約

一
O
八
二
冊

調
査
終
了

目
録
作
成
中

古
書
籍
約
七
九
五
冊

古
文
書

調
査
終
了

目
録
作
成
中

研
究
開
催
日
お
よ
び
検
討
内
容

現
地
調
査
が

一
応
平
成
十
五
年
度
で
終
了
し
た
た
め
、
当
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
平
成
十
六
年
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当

を
決
め
て
、
随
時
現
地
で
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
写
真
を

見
て
、
古
書
籍
の
題
名
・
著
者
名
や
写
本
の
奥
書
等
を
判
読
し
パ



ソ
コ
ン
に
入
力
す
る
作
業
を
し
た
。
ま
た
パ
ソ
コ
ン
入
力
に
は
ア

ル
バ
イ
ト
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
お
り
、

そ
れ
そ
れ
の
分
担
分

の
作
業
を
す
す
め
る
こ
と
を
第

一
と
し
て
い
た
。
よ
っ
て
特
に
特

定
の
研
究
開
催
日
は
決
め
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
目
録
の
原
稿
が

で
き
あ
が
っ
た
と
こ
ろ
で
研
究
主
務
が
目
録
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
不

明
な
点
が
あ
れ
ば
、
も
う

一
度
現
地
へ
行
き
再
調
査
す
る
。
平
成

十
六
年
度
は
九
月
二
十
六

1
二
十
七
日
に
鳥
取
教
区
寺
院
へ
行
き

再
調
査
を
し
た
。

今
後
の
実
施
計
画

長
期
に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
も

応
平
成
十
七
年
三
月
で
終
了
す
る
こ
と
が
研
究
所
会
議
で
決
め
ら

れ
た
。
し
か
し
目
録
作
成
と
い
う
の
は
時
聞
が
か
か
り
、
し
か
も

」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
対
象
の
文
献
が
古
書
籍
だ
け
で
合
計

一
万
冊
を
超
え
る
。
そ
の
ほ
か
大
蔵
経
・
版
木
・
古
軸
・
古
文
書

が
あ
り
、
目
録
の
訂
正
作
業
等
に
さ
ら
に
も
う

一
年
、
平
成
十
七

年
度
末
ま
で
の
研
究
延
長
を
願
い
出
、
運
営
委
員
会
で
了
承
さ
れ

た
。

平
成
十
七
年
度
で
す
べ
て
の
調
査
が
終
了
さ
せ
、

そ
の
結
果
報

告
及
び
研
究
成
果
を
所
蔵
寺
院
の
許
可
を
得
て
発
表
す
る
。
そ
の

後
の
調
査
資
料
の
保
管
等
に
つ
い
て
は
分
室
で
の
保
管
を
現
在
検

討
し
て
い
る
。
将
来
に
わ
た
っ
て
役
立
つ
形
で
残
し
て
い
き
た
い
。

」
の
調
査
は
、

一
寺
院
文
献
類
全
調
査
を
基
本
と
し
て
お
り
、

た
い
へ
ん
な
時
間
と
労
力
が
か
か
っ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
範
囲
で

の
活
動
で
あ
っ
た
た
め
、

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
寺
院
の
中
で
調
査
で

き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
今
後
浄
土
宗
と
し
て
、
継
続
し

て
文
献
類
さ
ら
に
は
文
化
財
全
般
を
調
査
し
て
い
く
機
関
を
設
け
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る
こ
と
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。

関
連
報
告
の
有
無

研
究
ノ

l
ト
等
の
発
表
は
、
所
蔵
寺
院
の
許
可
が
必
要
な
の
で

平
成
十
六
年
度
は
し
て
い
な
い
。
過
去
に
は
、
天
清
院
文
書
の
『
看

坊
記
』
に
つ
い
て
の
報
告
を
、
所
蔵
寺
院
の
承
諾
を
得
て
、
『
教

化
研
究
』
に
発
表
し
て
い
る
。



研
究
班
メ
ン
バ
ー

竹
内
真
道
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

伊
藤
茂
樹
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

斉
藤
舜
健
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

曽
田
俊
弘
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

井
野
周
隆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員

竹
内
真
道
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特
別
業
務

特
別

法
然
上
人
二
十
五
霊
場
研
究

研
究
目
的

弘
法
大
師
四
国
八
十
八
箇
所
の
お
砂
ふ
み
と
同
じ
く
、
各
地
域

に
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
八
百
年
大

遠
思
に
向
け
て
、
各
地
の
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
現
況
を
調
査

紹
介
し
、
宗
祖
へ
の
仰
慕
喚
起
の

一
翼
を
担
う
こ
と
を
目
的
と
す

る研
究
内
容

O
現
地
調
査

各
教
区
よ
り
提
出
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
及
び
霊
場
研
究
者
よ

り
示
さ
れ
た
史
料
か
ら
判
明
し
た
各
地
の
霊
場
寺
院
へ
行
き
、

二
十
五
霊
場
用
の
た
め
の
案
内
書

・
朱
印

・
朱
印
帳

・
ご
詠
歌
・

ご
詠
歌
の
額

・
霊
場
に
関
す
る
事
物
(
砂

・
掛
け
軸
等
)
・
宗
祖

の
像
ま
た
は
画
像

・
標
石

・
道
標
等
の
有
無
及
び
現
況
を
調
査
す

るO
調
査
整
理

調
査
し
た
デ
ー
タ
を
整
理
す
る
。

O
紹
介

一
地
域
の
二
十
五
霊
場
調
査
が
完
了
し
た
段
階
で
、
調
査
寺
院
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の
了
解
の
も
と
に
『
宗
報
』
等
に
紹
介
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯

平
成
十
五
年
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
よ
り
各
教
区
教
務
所
宛

に
、
地
域
の
二
十
五
霊
場
に
つ
い
て
、
そ
の
有
無

・
設
立
時
期

現
在
の
状
況
に
つ
い
て
尋
ね
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
そ
の

結
果
及
び
霊
場
研
究
者
よ
り
示
さ
れ
た
史
料
を
も
と
に
、

二
十
五

霊
場
が
過
去
に
あ
っ
た
か
現
在
も
あ
る
と
さ
れ
る
教
区
は
以
下
の

よ
う
に
な
っ
た
。



一
、
地
域
の
二
十
五
箇
寺
に
あ
る
二
十
五
霊
場

茨
城
・東
京
・千
葉
・富
山
・
三
河
・尾
張
・
伊
勢
・伊
賀
・福
井
・

京
都

・
奈
良

・
大
阪

・
兵
庫

・
南
海
・
福
岡

・
佐
賀

二
二

箇
寺
の
境
内
に
あ
る
二
十
五
霊
場

栃
木

・
伊
勢

」
れ
ら
の
教
区
以
外
で
も
、

さ
ら
に
現
地
調
査
す
れ
ば
過
去
に

あ
っ
た
教
区
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
右
の
十
八
教

区
を
調
査
の
対
象
に
し
た
。

平
成
十
六
年
度
は
、
京
都
分
室
の
研
究
員
で
、
明
和
五
年
刊
『
円

光
大
師
京
都
廿
五
処
巡
拝
記
』
(
山
本
博
子
氏
「
京
都
の
法
然
上

人
二
十
五
霊
場
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

二
O
O三
年
十
二
月

号
掲
載
を
も
と
に
す
る
)
に
記
さ
れ
て
い
る
二
十
五
箇
寺
を
調
査

し
た
。
ま
た
、
東
京
の
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
研
究
員
で
、
栃
木
・

茨
城

・
千
葉
の
教
区
を
調
査
し
た
。

」
の
う
ち
、
京
都
廿
五
処
は
明
和
五
年
(
西
暦

一
七
六
八
年
)

刊
行
の
史
料
に
よ
る
も
の
で
、
現
在
広
く
知
ら
れ
て
い
る
二
十
五

霊
場
が
宝
暦
年
中
の
金
谷
道
人
撰
『
法
然
上
人
御
画
伝
略
讃
』
(
『
浄

土
宗
大
辞
典
』
問

一一

七
頁
)
に
よ
る
も
の
と
比
較
し
て
も
、
そ

の
設
置
時
期
は
二
十
五
霊
場
と
し
て
は
た
い
へ
ん
古
い
も
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
こ
の
京
都
廿
五
処
に
あ
る
二
十
五
箇
寺
の
う
ち
、
現

在
そ
の
寺
院
に
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
は

一
箇
寺
だ
け
で
あ
り
、

残
り
二
十
四
箇
寺
は
伝
承
も
何
の
形
跡
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
現
地
調
査
を
す
る
前
に
対
象
寺
院
に
、
次
年
度
よ
り

ア
ン
ケ
ー
ト
を
送
り
、
そ
の
寺
院
に
霊
場
に
関
し
て
の
何
ら
か
の

記
録

・
情
報
が
あ
る
か
を
尋
ね
て
か
ら
、
現
地
調
査
に
移
る
こ
と

に
し
た
。

研
究
開
催
日
お
よ
び
検
討
内
容
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O
研
究
開
催
日
に
つ
い
て

現
地
調
査
及
び
打
ち
合
わ
せ
の
会
議
は
京
都
分
室
だ
け
で
十
五

回
し
て
お
り
、
東
京
の
研
究
員
の
現
地
調
査
や
会
議
も
含
め
る
と

二
十
回
以
上
に
な
る
。
(
詳
細
は
に
つ
い
て
は
繁
雑
に
な
る
の
で

略
す
)

O
検
討
内
容

栃
木
の
寺
院
の
よ
う
に

一
箇
寺
の
境
内
に
二
十
五
霊
場
を
設
置

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
別
と
し
て
、
現
在
忘
れ
ら
れ
て
い
る
霊
場
、



ま
た
知
ら
れ
て
い
て
も
活
動
し
て
い
な
い
霊
場
も
あ
り
、
こ
れ
ら

を
『
宗
報
』

等
に
掲
載
し
紹
介
し
た
場
合
、

そ
れ
を
見
て
来
る
参

拝
者
の
応
対
に
困
る
寺
院
も
で
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
『
宗

報
』
の
掲
載
は
断
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
調
査
自
体
も
拒
否

さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
回
の
こ
の
報
告
も
、

」
の
点
を
考
慮
し
て
寺
院
名
は
あ
げ
な
か
っ
た
。
調
査
結
果
の
公

表
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
を
要
す
る
。

関
連
報
告
等
の
有
無

平
成
十
六
年
度
は
最
初
の
調
査
の
段
階
で
あ
り
、

報
告
論
文
等
は
次
年
度
か
ら
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

研
究
班
メ
ン
バ
ー

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

竹
内
真
道
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

佐
藤
晴
輝
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

伊
藤
茂
樹
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

上
田
千
年
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

斉
藤
舜
健
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

斎
藤
隆
尚
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

坂
上
典
翁
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

曽
田
俊
弘
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

宮
入
良
光
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
助
手
)

清
水
秀
浩
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

井
野
周
隆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

山
本
博
子
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員
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竹
内
真
道



特
別
業
務

大
遠
忌
関
連

浄
土
宗
大
辞
典

研
究
目
的

ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
成
の
経
緯
|

平
成
二
十
三
年
に
厳
修
さ
れ
る
宗
祖
法
然
上
人
八

O
O年
大
遠

忌
を
控
え
、
浄
土
宗
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
大
遠
忌
記
念
事
業
が
立
案
・

計
画
さ
れ
、
順
次
実
施
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
記
念
事
業
の
中
、

宗
務
当
局
か
ら
総
合
研
究
所
へ
諮
問
さ
れ
た
事
業
の
一
つ
に
、
か

ね
て
よ
り
の
懸
案
で
あ
る
「
『
(
仮
)
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
編

集
」
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
二
年
間
、
そ
の

基
礎
作
業
と
し
て
総
合
研
究
所
の
「
浄
土
教
比
較
論
」
中
に
、
こ

れ
を
組
み
入
れ
、

ス
タ
ッ
フ
を
編
成
し
、
「
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
の

点
検
作
業
」
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
総

合
研
究
所
内
で
も
大
遠
忌
に
関
連
す
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

一
括
す

る
こ
と
と
な
り
、
本
研
究
班
も
「
浄
土
教
比
較
論
」
を
離
れ
、
大

遠
忌
関
連
事
業
に
移
行
し
、
そ
の
名
称
も
「
『
(
仮
)
新
纂
浄
土
宗

大
辞
典
』
の
編
集
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

へ
と
変
更
し
た
。

昭
和
四
十
九
年
、
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
浄
土
宗
大

辞
典
』
(
以
下
、
『
大
辞
典
』
と
記
す
)
初
版
第

一
巻
が
発
行
さ
れ

て
以
来
、
お
よ
そ
四
半
世
紀
が
経
過
し
た
(
昭
和
五
十

一
年

・
第
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二
巻
発
行
、
昭
和
五
十
五
年

・
第
三
巻
発
行
、
昭
和
五
十
七
年
・

第
四
(
別
)
巻
発
行
)
。
そ
の
後
、
浄
土
宗
学

・
仏
教
学

・
史
学

を
は
じ
め
と
す
る
学
問
研
究
は
長
足
の
進
展
を
示
し
、
あ
る
い
は
、

宗
宝
や
各
種
文
化
財
の
指
定
(
解
除
も
含
め
て
新
出
資
料
の
発
見
、

市
町
村
合
併
に
伴
う
住
居
表
示
の
変
更
な
ど
、

『大
辞
典
』
記
載

事
項
に
改
訂

・
増
補
を
望
む
声
は
日
増
し
に
高
ま
り
、
か
っ
、
多

岐
に
及
ん
で
い
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
れ
ら
多
方
面
か
ら

の
声
を
踏
ま
え
、
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
(
以
下
、
『
新
纂
大
辞
典
』

と
記
す
)
の
編
集

・
発
刊
を
目
指
し
て
い
る
。
無
論
、
現
今
の
出



版
を
取
り
巻
く
環
境
、
頒
布
・
販
売
・
検
索
の
便
宜
な
ど
を
鑑
み
、

『新
纂
大
辞
典
』
の
電
子
化
も
視
野
に
入
れ
て
作
業
を
進
め
て
い

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『
新
纂
大
辞
典
』
の
発
刊
は
、

層
の
教
学
振
興
を
促
し
、
布
教
施
策
の

一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
『
大
辞
典
』
が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を
全
面
的

に
改
訂
・
増
補
し
、
加
え
て
、
『
新
纂
大
辞
典
』
を
発
刊
・
販
売

す
る
と
い
う

一
連
の
膨
大
な
作
業
が
、
短
期
間
で
完
了
す
る
は
ず

も
な
く
、

一
宗
を
挙
げ
て
の
綿
密
な
調
査
、
慎
重
な
討
議
、
複
雑

な
事
務
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
一言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
、
浄
土
宗

内
の
学
識
経
験
者
が
招
聴
さ
れ
、

『新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
編
纂

準
備
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
有
益
な
討
議
が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
の

結
果
、
同
年
四
月

一
日
(
平
成
十
六
年
度
)
付
け
で
、

宗
務
当
局

か
ら
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
編
纂
委
員
会

(
委
員
長

・
石
上
善

謄
、
副
委
員
長
・
伊
藤
唯
真
)
と
『
同
』
編
纂
実
行
委
員
会

(
実

行
委
員
長
・
林
田
康
順
、
実
行
副
委
員
長
・
安
達
俊
英
)
が
委
嘱

さ
れ
る
運
び
と
な
り
、
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
『
大
辞
典
』
の
点
検

作
業
に
携
わ
っ
て
き
た
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
が
そ
の
ま
ま
編

纂
実
行
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
宗

務
当
局
と
の
共
同
作
業
の
も
と
、
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

『新
纂
大

辞
典
』
の
実
質
的
編
集
作
業
に
着
手
す
る
方
向
性
の
大
綱
が
定
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

研
究
内
容

平
成
十
六
年
度
の
作
業
と
し
て
は
、
細
か
い
部
分
で
の
改
良

点
は
多
々
あ
る
も
の
の
、
原
則
と
し
て
平
成
十
四
・
十
五
年
度
の

作
業
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
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そ
の
詳
細
は
『
教
化
研
究
』
第

十
四
・
十
五
号
所
収
の
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
報
告
を
ご
覧
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
研
究
所
で
の
点
検
作
業
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年
十

一
月

二
十
二
日
付
で
、
「
あ
」
行
中
の
約
五

0
0項
目
に
つ
い
て
の
「
『新

纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
項
目
執
筆
ご
依
頼
」
を
八
十
名
を
超
え
る
先

生
方
宛
に
発
送
し
た
。
そ
の
後
、
執
筆
の
承
諾
を
い
た
だ
い
た
先

生
方
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を
、
同
十
二
月
八
日
(
京
都
)
と
十

日
(
東
京
)
の
二
回
に
わ
た
っ
て
東
西
宗
務
庁
に
お
い
て
開
催
し
、

多
く
の
先
生
方
か
ら
建
設
的
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
。
そ
れ
ら
を



研
究
所
に
持
ち
帰
り
、

ス
タ
ッ
フ
で
討
議
を
重
ね
た
結
果
、
平
成

十
七
年

一
月
十
二
日
付
で
、
①
『
執
筆
要
綱
』

(
A
五
版
・
本
文

二
二
頁
)
、
②
項
目
別
指
針
、
③
著
作
権
委
譲
承
諾
書
、
④
原
稿

送
付
時
送
り
状
、
⑤
返
信
用
封
筒
、
⑥
担
当
者
名
簿
の
六
点
を
再

整
理
し
て
、
「
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
原
稿
執
筆
の
お
願
い
」
を

全
執
筆
者
宛
に
発
送
し
た
。
同
三
月
末
日
の
締
め
切
り
に
向
け
、

先
生
方
か
ら
の
原
稿
を
お
待
ち
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

研
究
開
催
日

原
則
と
し
て
全
体
会
を
毎
週
月
曜
日
に
開
催
し
、
必
要
に
応
じ

て
少
人
数
で
の
研
究
会
を
行
っ
て
き
た
。

研
究
ス
タ
ッ
フ
一
覧

総
合
研
究
所
長
・
石
上
善
応
研
究
代
表
以
下
、
平
成
十
六
年
度

の
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
ス
タ
ッ
フ
の
構
成
と
そ
の
担
当
分
野
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
本
年
度
か
ら
ス
タ
ッ
フ
の
増
員
が

許
さ
れ
、
作
業
の
充
実
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
膨
大
な
デ
l
タ
を
よ
り
効
率
的
に

処
理
す
る
必
要
が
あ
り
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
高
度
な
編
集

技
術
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
発
足
当
初
か
ら
当
研
究
所
編
集

主
務
・
大
蔵
健
司
専
任
研
究
員
を
チ
1
フ
と
す
る
編
集
班
と
の
共

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
、
デ
ー
タ
の
作
成
・
保
存
な
ど
の
情
報
処

理
作
業
を
進
め
て
い
る
の
で
、
重
複
す
る
が
そ
の
構
成
も
付
記
し

て
お
く
。

石
上
善
応
(
研
究
代
表
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
所
長
)

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)
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東
部
ス
タ
ッ
フ

林
田
康
順
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

伝
法

西
城
宗
隆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

法
式

大
蔵
健
司
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

宗
制

・
哲
学

・
成
句

袖
山
栄
輝
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

一
般
仏
教
語

石
川
琢
道
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

人
名

柴
田
泰
山
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

一
般
仏
教
語



曽
根
宣
雄
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

宗
学

吉
田
淳
雄
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)
宗
史

・
歴
史

・
地
名

和
田
典
善
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

典
籍

名
和
清
隆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
助
手
)

宗
教

・
民
俗

宮
入
良
光
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
助
手
)
布
教

・
仏
教
美
術

郡
嶋
昭
示
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
常
勤
嘱
託
研
究
員
)

典
籍

村
田
洋

(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

寺
院

・
詠
唱

・
組
織

西
部
ス
タ
ッ
フ

竹
内
真
道
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

善

裕
昭
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

安
達
俊
英
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

清
水
秀
浩
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

米
津
実
江
子
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

大
沢
亮
我
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

編
集
担
当
(
東
部
)

大
蔵
健
司
(
編
集
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

吉
田
淳
雄
(
編
集
担
当
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

石
川
琢
道
(
編
集
担
当
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

郡
嶋
昭
示
(
編
集
担
当
/
浄
土
宗
総
合
研
究
常
勤
嘱
託
研
究
員
)

な
お
、
本
年
度
か
ら
ス
タ
ッ
フ
の
増
員
が
認
め
ら
れ
た
と
は
い

ぇ
、
実
際
の
編
集
作
業
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
し
も

充
分
な
体
制
と
は
い
え
な
い
。
今
後
も
ス
タ
ッ
フ
の
充
実
を
図
ら
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ね
ば
な
ら
な
い
し
、
多
く
の
先
生
方
に
ご
執
筆
の
手
を
わ
ず
ら
わ

せ
る
こ
と
と
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

お
わ
り
に
|
お
願
い
に
か
え
て
|

以
上
、
私
た
ち
「
『
(
仮
)
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
編
集
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
研
究
ス
タ
ッ
フ
は
、
か
つ
て
『
大
辞
典
』
刊
行
に
か

か
わ
ら
れ
た
編
纂
委
員
の
先
生
方
や
ご
執
筆
さ
れ
た
先
生
方
を
は

じ
め
と
す
る
実
に
膨
大
な
先
学
諸
賢
の
ご
尽
力
に
常
に
敬
意
を
は

ら
い
、
ま
た
、
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
編
纂
委
員
会
の
先
生
方



の
指
導
を
仰
、
ぎ
つ
つ
、
『
新
纂
大
辞
典
』
刊
行
に
向
け
た
編
集
作

業
を
営
為
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
際
、
各
項
目
に
記
載
さ
れ
る
内
容
の
確
認
は
も
と

よ
り
、
各
寺
院
の
什
物
・
諸
大
徳
の
写
真
な
ど
の
図
版
掲
載
許
可

や
撮
影
依
頼
の
た
め
、
直
接
・
間
接
に
、
各
ス
タ
ッ
フ
が
書
面
や

電
話
を
通
じ
て
各
寺
院
宛
に
連
絡
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

多
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
報
告
を
ご

一
読
い
た
だ
い
た
大
方

の
諸
賢
に
は
、
本
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
広

く
ご
協
力
を
賜
れ
る
よ
う
伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

る
。
あ
わ
せ
て
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
ご
指
導
・
ご
鞭
捷
を
お
願

合
掌
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い
申
し
上
げ
、
報
告
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

文
責
者

主
務
/
研
究
員

林
田
康
順



特
別
業
務

大
遠
忌
関
連

浄
土
三
部
経

研
究
目
的

本
研
究
の
目
的
は
『
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』

の
浄
土
三
部
経
に
現
代
語
訳
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
教
の
根

幹
と
な
る
教
説
を
分
か
り
ゃ
す
く
、
親
し
み
ゃ
す
く
提
示
す
る
こ

と
に
あ
る
。
こ
の
試
み
は
『
四
十
八
巻
伝
』
の
現
代
語
訳
化
や
『
浄

土
宗
大
辞
典
』
の
改
訂
作
業
、
「
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
」
の
調

査
な
ど
と
と
も
に
宗
祖
法
然
上
人
八
百
年
大
御
遠
忌
記
念
事
業
の

一
環
に
位
置
付
け
ら
れ
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、
布
教
教

化
の

一
助
な
ら
ん
こ
と
は
も
と
よ
り
、
浄
土
宗
が
浄
土
教
の
教
え

を
広
く
世
に
示
す
新
た
な
契
機
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
平
成
十
六
年
度
、
当
研
究
班
で
は
主
に
『
無
量
寿
経
』
下
巻

の
現
代
語
訳
化
に
取
り
組
ん
だ
。

研
究
内
容

一
つ
の
研
究
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
目
的
に
添
っ
た
実

験
や
調
査
に
よ
る
基
礎
デ
ー
タ
の
収
集
、
デ
ー
タ
に
基
づ
く
考
察
、

そ
し
て
結
論
を
導
く
と
い
っ
た
過
程
を
経
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
場
合
、
研
究
内
容
と
言
え
ば
、
実
験
や
調
査
の
方
法
、
そ
し
て
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そ
れ
ら
の
結
果
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
研
究
の
場
合
、
本
来
は
、
漢
訳
原
典
か
ら
の
訓
読
書
き
下
し

文
作
成
作
業
が
基
礎
デ
1
タ
の
収
集
に
相
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に

『浄
土
宗
聖
典
』
第

一
巻
収

載
の
「
浄
土
三
部
経
訓
読
書
き
下
し
文
」
(
底
本
一
大
雲
校
訂
本
)

を
採
用
す
る
編
集
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

大
雲
点
校
訂
本
は
観
徹
『
三
部
経
合
讃
』
の
解
釈
に
基
づ
き
訓

点
が
打
た
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
我
々
に
課
さ
せ
ら
れ
た
作
業
は
、

つ
ね
に
『
合
讃
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
す
で
に
確
定
し
て
い
る
訓



読
文
に
対
し
て
研
究
目
的
に
沿
っ
た
現
代
語
訳
を
施
せ
ば
そ
れ
で

よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
『
無
量
寿
経
』
下
巻
に
お
け
る
実
際
の
現
代
語
訳
化
作

業
は
、
ま
ず
袖
山
研
究
員
が
叩
き
台
と
な
る
下
訳
を
施
し
、
斉
藤

(
瞬
)
・
林
田
の
両
研
究
員
に
助
言
を
求
め
つ
つ
柴
田

・
袖
山
の
両

研
究
員
に
て
第

一
次
訳
を
作
成
、
次
い
で
柴
田

・
袖
山
が
第

一
次

訳
を
査
読
し
な
が
ら
推
敵
を
重
ね
、
引
き
続
き
第
二
次
訳
を
作
成

し
た
。

た
だ
『
無
量
寿
経
』
に
限
っ
て
言
え
ば
、
上
下
巻
と
も
に
、
合

讃
を
参
照
し
て
も
な
お
理
解
の
及
、
ば
な
い
箇
所
、
あ
る
い
は
主
語

や
動
作
者
、
述
語
や
目
的
語
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
行
聞
を
補

わ
な
け
れ
ば
文
脈
の
整
合
性
が
読
み
取
り
に
く
い
箇
所
も
存
在
す

る
。
そ
う
し
た
際
は
、
助
言
を
求
め
る
作
業
と
平
行
し
て
、

①
了
慧
の
『
無
量
寿
経
紗
』
、
義
山
の
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』

参
照②

漢
訳
異
訳
本
、
党
本
と
対
照

③
あ
ら
た
め
て
原
典
と
訓
読
書
き
下
し
文
を
精
読

な
ど
と
い
っ
た
基
本
的
な
作
業
に
い
っ
た
ん
立
ち
返
っ
た
上
で
現

代
語
訳
を
施
し
て
い
る
。

翻
訳
と
い
う
性
格
上
、
原
文
と
は
文
節
の
順
序
を
入
れ
替
え
た

り
、
逐
語
訳
を
避
け
日
本
語
と
し
て
読
み
や
す
い
表
現
に
変
え
た

場
合
も
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
当
研
究
班
と
し
て
は
大
雲
点

か
ら
逸
脱
し
た
文
章
理
解
を
示
し
た
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
し
本

研
究
は
浄
土
宗
基
本
典
籍
の
英
訳
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
連
動
し
て

い
る
。
主
語
、
述
語
、
目
的
語
な
ど
を
補
い
つ
つ
行
聞
を
読
み
込

ま
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
現
代
語
訳
担
当
者

の
見
解
が
前
面
に
出
て
し
ま
う
こ
と
は
止
む
得
ぬ
こ
と
と
ご
理
解
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し
ゃ
J
争
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さ
C
や

'
u

こ
れ
ま
で
の
経
緯

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
す
で
に
本
書
の
研
究
ノ

l
ト
と
し
て

第
十
四
号
に
『
阿
弥
陀
経
』
(
訳
注
を
含
む
)
、
第
十
五
号
に
『
無

量
寿
経
』
上
巻
の
現
代
語
訳
を
発
表
し
て
い
る
。
平
成
十
六
年
度

の
研
究
課
題
と
し
て
は
①

『無
量
寿
経
』
下
巻
の
現
代
語
訳
完
成

と、

②
上
下
巻
の
訳
注
完
成
、

③
八
相
成
道
や
五
悪
段
の
挿
入
、

弥
勤
の
役
割
な
ど
『
無
量
寿
経
』
編
纂
意
図
の
解
明
、
④
『
観
無



量
寿
経
』
の
現
代
語
訳
化
着
手
、

⑤

『
観
経
疏
』
現
代
語
訳
化
準

備
作
業
着
手
、
な
ど
を
予
定
し
た
が
、
①
の
実
現
が
精

一
杯
で
あ
っ

Tこ
そ
の
①
に
つ
い
て
も
、

③
に
お
い
て
未
だ
十
分
な
成
果
を
見
出

せ
な
い
で
い
る
現
況
に
あ
る
以
上
、
今
後
、
改
善
さ
れ
う
る
余
地

を
多
分
に
残
し
て
い
る
。
力
不
足
を
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
今
後
は
②
の
作
業
を
早
急
に
進
め
、
④
以

下
の
進
捗
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

研
究
班
と
し
て
は
、
今
回
、
下
巻
第
二
次
訳
を
『
教
化
研
究
』

に
発
表
し
、
そ
の
評
価
を
聞
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

研
究
会
開
催
日
と
検
討
内
容

平
成
十
六
年
度
、
当
研
究
会
の
開
催
は
日
別
に
し
て
計
四
十
六

回
で
あ
っ
た
。

月
毎
の
内
訳
は
四
月
七
回
、
五
月

一
回
、
六
月
三
回
、
七
月

回
、
八
月

一
回
、
九
月
二
回
、
十
月
四
回
、
十

一
月
四
回
、
十

月
四
回
、

一
月
七
回
、

二
月
五
回
、

三
月
五
回
。

」
の
う
ち
十
二
月
ま
で
に

『無
量
寿
経
』
下
巻
の
第

一
次
訳
を

終
了
。
こ
の
間
さ
ら
に
、
『
教
化
研
究
』
第
十
五
号
掲
載
の
研
究

ノ
ー
ト
(
『
無
量
寿
経
』
上
巻
現
代
語
訳
)

の
校
正
作
業
も
行
い
、

一
月
か
ら
新
年
度
四
月
ま
で
に
下
巻
第
二
次
訳
を
終
了
し
た
。

ま
た
七
月
、

二
月、

三
月
の
計
三
回
、
斉
藤
・
柴
田
・
袖
山
に

て
前
項
③
の
作
業
を
集
中
的
に
行
っ
た
。
ま
た
基
本
典
籍
英
訳
化

作
業
と
関
連
し
て
、

一
月
の
計
二
回
、
柴
田
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

立
大
学
の
マ

l
ク
・
ブ
ラ
ム
氏
(
当
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ
)
に

よ
っ
て
、
英
訳
化
を
念
頭
に
置
い
た
⑤
の
打
ち
合
わ
せ
作
業
を

行
っ
て
い
る
。
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関
連
報
告

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の

一
環
と
し
て
、
本
号
「
研
究
ノ

l
ト」

に
『
無
量
寿
経
』
下
巻
現
代
語
訳
(
第
二
次
訳
)
を
掲
載
し
た
が
、

よ
り
完
成
度
の
高
い
現
代
語
訳
が
求
め
ら
れ
る
。
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

電
子
メ
ー
ル
な
ど
に
て
ご
意
見
を
頂
戴
で
き
れ
ば
参
考
に
し
た
い

と
思
う
。

ま
た
平
成
十
六
年
度
の
研
究
課
題
③
『
無
量
寿
経
』
編
纂
意
図

の
解
明
の

一
環
と
し
て
、
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
に
於
い
て
袖
山



が
「
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
於
け
る
光
明
と
聞
我
名
字

1
無
量
寿
経

研
究
の

一
視
座
と
し
て

1
」
、
柴
田
が
「
『
無
量
寿
経
』
所
説
の
「
普

賢
之
徳
」
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
表
(
『
仏
教
諭
叢
』
第
刊
号

掲
載
)
。
さ
ら
に
袖
山
が
「
『
無
量
寿
経
』
第
三
十
五
願
考
察
の

一

視
座

1
前
後
す
る
諸
願
の
連
続
性

1
」
と
題
す
る
論
文
(
高
橋
弘

次
先
生
古
希
記
念
論
集
『
浄
土
学
傍
教
学
論
叢
』
収
載
)
を
発
表

-
)
事
ル
。

研
究
班
メ
ン
バ
ー
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石
上
善
謄
(
研
究
代
表
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
所
長
)

福
西
賢
兆
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
)

袖
山
築
輝
(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
)

柴
田
泰
山
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

斉
藤
舜
健
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

林
田
康
順
(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

石
田

一
裕
(
研
究
ス
タ
ッ
フ
)

文
責
者

主
務
/
専
任
研
究
員

袖
山
栄
輝



特
別
業
務

大
遠
忌
関
連

四
十
八
巻
伝

研
究
目
的

本
班
は
、
浄
土
宗
に
お
い
て
江
戸
時
代
か
ら
法
然
伝
の
標
と

し
て
広
く
読
ま
れ
て
き
た
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』

(『
四
十
八

巻
伝
』
)

の
現
代
語
訳
の
作
成
を
目
的
に
編
成
さ
れ
た
。
浄
土
宗

の
布
教
で
は
、
法
然
の
生
涯
を
説
明
す
る
場
合
、
『
四
十
八
巻
伝
』

に
の
っ
と
っ
て
話
す
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
わ
か
り
や
す

い
現
代
語
訳
を
望
む
声
は
少
な
く
な
い
。
本
班
は
そ
の
希
望
に
で

き
る
だ
け
応
え
る
た
め
、

『
四
十
八
巻
伝
』
全
体
の
現
代
語
訳
を

提
供
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

研
究
内
容

通
常
、
史
料
を
現
代
語
訳
し
て
い
く
場
合
、
ま
ず
誰
か
が
下
訳

を
作
成
し
、
そ
れ
を
ス
タ
ッ
フ
全
員
で
検
討

・
修
正
し
て
い
く
と

い
う
手
順
を
と
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
本
班
で
も
、
基
本
的
に

」
の
仕
方
で
作
業
を
進
め
て
い
る
。
作
業
を
は
じ
め
た
最
初
の
こ

ろ
は
、

ス
タ
ッ
フ
は
ま
だ
手
探
り
状
態
の
中
、

い
ろ
い
ろ
と
細
か

な
問
題
を
ク
リ
ア

l
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
訳
文
を
仕
上
げ
て

い
く
こ
と
に
精

一
杯
で
あ
っ
た
。
最
近
で
は
手
順
も
固
ま
っ
て
き

た
の
で
、
作
業
自
体
は
順
当
に
す
す
ん
で
い
る
。
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昨
年
度
の
報
告
で
も
記
し
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
『
四
十
八

巻
伝
』
の
現
代
語
訳
に
は

①
早
田
哲
雄
『
昭
和
更
編
校
注
勅
修
法
然
上
人
御
伝
全
講
』

全
十
巻
(
西
念
寺
昭
和
三
九
1
四
七
年
)

②
村
瀬
秀
雄
『
全
訳

法
然
上
人
勅
修
御
伝
』
(
常
念
寺
、

昭
和
五
七
年
)

③
大
橋
俊
雄
『
法
然
上
人
伝
』
法
然
全
集
別
巻
全
二
巻
(
春

秋
社
平
成
六
年
)

の
三
書
が
あ
る
。
こ
の
な
か
本
班
で
も
っ
と
も
依
用
し
て
い
る
の



は
①
で
あ
る
。
こ
れ
は
初
の
現
代
語
訳
で
あ
り
な
が
ら
完
成
度
は

た
い
へ
ん
高
い
。
古
文
を
正
確
に
理
解
し
た
上
で
の
訳
文
で
あ
る

こ
と
、
仏
教
語
に
つ
い
て
も
お
お
む
ね
十
分
な
理
解
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
、
信
頼
し
て
参
照
で
き
る
。
『
四
十
八
巻
伝
』
原

文
を
読
ん
で
意
味
が
つ
か
み
に
く
い
と
き
こ
れ
を
読
め
ば
、
な
る

ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
か
と
ひ
と
と
お
り
わ
か
つ
て
し
ま
う
。
本
書

の
後
書
き
に
よ
れ
ば
、
全
部
で
十
冊
の
本
書
が
順
次
刊
行
さ
れ
た

と
き
、
な
か
な
か
売
れ
な
い
で
資
金
繰
り
に
困
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
手
堅
く
基
礎
的
な
本
は
、
刊
行
当
初
は
売
れ
行
き
は

も
う
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
年
数
の
経
過
と
と
も
に
評
価
が

じ
わ
じ
わ
と
高
ま
っ
て
く
る
。
今
の
時
点
で
思
う
に
、
『
四
十
八

巻
伝
』
全
体
に
わ
た
っ
て
こ
れ
以
上
の
完
成
度
を
も
っ
現
代
語
訳

は
、
お
そ
ら
く
今
後
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
作
業
を
進
め
て
い
く
た
び
に
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
た
だ
訳
文
が
綿
密
す
ぎ
て
す
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
も

あ
る
の
で
、
本
班
の
現
代
語
訳
は
、
よ
り
簡
明
で
わ
か
り
ゃ
い
形

に
し
あ
げ
て
い
く
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯

」
れ
ま
で
巻

一
か
ら
巻
四
ま
で
の
訳
文
を
『
教
化
研
究
』
に
掲

載
し
て
き
た
。
平
成
十
六
年
度
は
三
年
目
に
な
る
。
作
業
手
順
は

基
本
的
に
昨
年
と
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
昨
年
度
の
報
告
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
メ
ン
バ
ー
が
多
忙
な
た
め
日
程
調
整
が
つ
き
に
く
く
、

進
捗
状
況
は
必
ず
し
も
よ
い
と
は
い
え
な
い
。

一
月
に
二
回
は
集

合
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
は
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
ま
な
ら
な
い
と

き
も
あ
る
。

研
究
開
催
日
お
よ
び
検
討
内
容

-75-

十
六
年
度
の
研
究
会
開
催
日
は
次
の
と
お
り
。

平
成
十
六
年

四
月
十
二
日
(
月
)

四
月
二
七
日
(
火
)

五
月
十

一
日
(
火
)

五
月
二
五
日
(
火
)

六
月
十
五
日
(
火
)

六
月
二
九
日
(
火
)



七
月
十
四
日
(
火
)

七
月
二
七
日
(
火
)

平
成
十
七
年

二
月

一
日
(
火
)

二
月
十
七
日
(
木
)

三
月
四
日
(
金
)

三
月
二
五
日
(
金
)

三
月
二
八
日
(
月
)

十
六
年
度
は
巻
五
を
中
心
に
訳
文
を
作
成
し
て
い
っ
た
が
、
こ

」
は
な
か
な
か
難
解
な
内
容
を
含
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
法
然
が

建
仁
二
年
に
談
義
し
た
と
い
う
『
秘
密
憂
茶
羅
十
住
心
論
』
に
つ

い
て
の
見
解
、
宗
と

一
切
経
の
見
解
な
ど
、

い
ず
れ
も
教
理
的
に

か
な
り
高
度
な
知
識
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
①
の
訳
文
は
大
変
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
が
、

時
折
、
誤
訳
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
点
を

本
班
の
訳
文
と
対
比
し
な
が
ら
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

五
巻
第
三
段
は
、
法
然
が
中
の
川
実
範
阿
闇
梨
か
ら
真
言
を
伝

受
さ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
原
文
は
次
の
と
お
り
。

上
人
は
、
も
と
天
台
の
真
言
を
な
ら
ひ
給
へ
り
。
し
か
る

を
中
川
の
阿
闇
梨
実
範
、
ふ
か
く
上
人
の
法
器
を
感
じ
て
、

許
可
濯
頂
を
さ
づ
け
、
宗
の
大
事
の
こ
り
な
く
こ
れ
を
っ
た

ふ
0

・:

実
範
は
輿
福
寺
の
学
僧
で
戒
律
を
復
興
し
真
言
密
教
に
も
詳
し
か

っ
た
。
し
か
し
法
然
が
実
範
か
ら
教
え
を
伝
受
さ
れ
た
と
い
う
の

は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
早
く
か
ら
事
実
で
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
実
範
が
没
し
た
の
は
『
台
記
』
に
よ
れ
ば
天
養
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元
年
(
一一

四
四
)

で
あ
り
、
こ
の
と
き
法
然
は
十
二
歳
に
し
か

な
っ
て
お
ら
ず
、

美
作
国
に
い
て
い
ま
だ
比
叡
山
に
も
登
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
創
作
話
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ

は
現
代
語
訳
作
業
で
あ
る
。
内
容
自
体
が
創
作
で
あ
っ
て
も
、
原

文
ど
お
り
忠
実
に
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
の
訳
は
次
の
と
お
り
。

さ
て
法
然
上
人
は
、
元
来
台
密
と
言
わ
れ
て
天
台
宗
に
伝

え
る
密
教
を
学
習
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
所
が
、
大
和
の
国

中
の
川
に
住
し
て
い
て
、
中
の
川
少
将
の
上
人
と
言
わ
れ
た



実
範
阿
闇
梨
は
、
法
然
上
人
の
出
家
修
道
者
と
し
て
の
人
物

に
ひ
ど
く
心
を
動
か
し
て
、
法
水
を
頂
に
そ
そ
い
で
律
を
伝

法
し
律
宗
の
要
点
を
余
す
所
な
く
伝
受
し
た
。
.

「
許
可
濯
頂
」
や
「
宗
の
大
事
」
を
律
宗
の
伝
受
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
確
か
に
実
範
は
戒
律
で
も
有
名
で
あ
っ
た
が
、
許
可
濯

頂
と
は
密
教
儀
礼
で
あ
る
し
、
こ
こ
の
話
の
流
れ
は
、
法
然
は
も

と
も
と
天
台
密
教
を
学
ん
だ
け
れ
ど
も
実
範
か
ら
真
言
密
教
を
も

伝
受
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
律
宗
の
伝
受

で
は
な
く
、
真
言
密
教
の
伝
受
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
本
班
で
は
次
の
よ
う
に
訳
し
た
。

法
然
上
人
は
、
は
じ
め
は
天
台
密
教
(
台
密
)
を
学
ば
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
中
の
川
実
範
阿
闇
梨
は
、
上
人
の
仏
教

を
受
容
す
る
器
量
に
深
く
感
心
し
て
、
自
分
の
弟
子
と
認
め

て
瀧
頂
を
授
け
、

真
言
宗
の
要
点
を
残
す
と
こ
ろ
な
く
伝
受

し
た
。

関
連
報
告

今
回
の
『
教
化
研
究
』
に
は
、
巻
五
の
訳
文
を
研
究
ノ

l
ト
に

掲
載
し
た
。

研
究
班
メ
ン
バ
ー

伊
藤
唯
真

善

裕
昭

真
柄
和
人

千
古
利
恵
子

文
責
者

(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
客
員
教
授
)

(
主
務
/
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
)

(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

(
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
)

主

務

/
研
究
員
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善

裕
昭



研

究

ノ

l

ト
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総
合
研
究

総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

平
成
十
三
年
度
よ
り
始
ま
っ
た
「
葬
祭
仏
教
|
葬
儀
の
実
体
的

研
究
」
は
、
現
代
、
と
く
に

一
九
九

0
年
代
以
降
に
大
き
く
変
容

し
つ
つ
あ
る
葬
祭
の
実
態
的
研
究
を
目
指
し
て
い
る
。
『
教
化
研

究
』
は
、
日
号
の
各
研
究
班
の
「
活
動
報
告
」
に
報
告
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
十
四
年
度
と
十
五
年
度
は
、
葬
祭
の
主
た
る
担
い
手

で
あ
る
寺
院
住
職
と
紹
介
を
受
け
た
檀
家
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を

行
い
、
当
該
地
域
の
葬
祭
の
特
徴
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
た
。
調
査
該
当
寺
院
と
地
域
は
、
静
岡
教
区
の
中
で
も
特

徴
的
な
、
山
村
農
村
部
の
東
駿
組
、
御
殿
場
市
大
乗
寺
、
漁
村
部

の
南
豆
組
、
南
伊
豆
町
西
林
寺
、
大
都
市
部
並
び
に
都
市
近
郊
の

西
遠
組
、
浜
松
市
の
法
林
寺
、
法
永
寺
、
法
光
院
、
法
蔵
寺
で
あ
る
。

今
回
の
研
究
ノ

l
ト
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
聞
き
取
り
か
ら
得
ら

葬
祭
仏
教

静
岡
教
区
調
査
結
果

れ
た
各
地
域
に
お
け
る
葬
祭
に
つ
い
て
の
特
長
的
事
例
の
概
略
報

告
を
行
い
次
に
「
「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の

次
分
析
」
に
お
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
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ま
ず
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
こ
れ
ら
三
地
域
は
、

産
業
構
造

や
地
形
や
文
化
背
景
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
浜
松
市

中
央
部
と
周
辺
地
域
で
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
こ
う
し
た
地

域
特
性
は
葬
送
文
化
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
同

一
地
域
で
も
、
主
導
す
る
住
職
の
関
わ
り

方
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
と
も
わ
か
っ
た
。
し

か
し
、
も
う

一
方
の
担
い
手
で
あ
る
喪
家
や
葬
式
組
の
変
容
の
実

態
に
つ
い
て
は
、
住
職
へ
の
聞
き
取
り
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る

」
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

一
九
七

0
年
代
を
頂
点
と
す
る
高
度



経
済
成
長
期
を
経
て
、
各
地
域
の
産
業
構
造
の
変
化
や
住
民
の
移

動
、
経
済
変
化
な
ど
に
よ
る
日
本
人
の
葬
祭
に
関
す
る
意
識
も
大

き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
流
れ
の
中
に
葬
祭
業
者
へ
の
比
重
の

増
加
も
見
て
取
れ
る
。

今
回
の
基
礎
調
査
を
経
て
、
十
六
年
度
の
静
岡
教
区
浄
土
宗
寺

院
檀
徒
へ
の
葬
祭
に
関
す
る
意
識
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
識
調
査
は
、
今
回
同
時
に
掲
載
し
た
別
稿

研
究
ノ

l
ト
「
「
お
葬
式
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の

一
次

分
析
」
に
お
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

(
武
田
道
生
)

御
殿
場
調
査
報
告

概
要平

成
十
四
年
度
は
前
年
度
の
基
礎
研
究
と
し
て
の
、
静
岡
教
区

を
対
象
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
調
査
・
分
析
を
う
け
、
同
年

六
月
十
二
日
に
第

一
回
目
の
現
地
調
査
を
行
っ
た
。
対
象
地
域
を

山
間
農
村
部
の
、
岡
県
御
殿
場
市
の
古
く
か
ら
の
地
域
習
慣
や
儀

礼
が
残
っ
て
い
る
板
妻
地
域
の
葬
祭
儀
礼
に
対
す
る
聞
き
取
り
調

査
を
行
っ
た
。

静
岡
教
区
東
駿
組
大
乗
寺
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
同
地
域
居
住

の
檀
信
徒
に
大
乗
寺
に
お
あ
つ
ま
り
い
た
だ
き
、
過
去
お
よ
び
現

在
の
葬
送
の
実
体
、
お
よ
び
習
俗
習
慣
等
に
つ
い
て
の
質
問
を
行

い
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

地
域
の
特
色

御
殿
場
市
は
富
士
山
と
箱
根
山
系
に
挟
ま
れ
た
場
所
に
あ
り
、

一
八
八
九
(
明
治
二
十
二
)
年
に
は
東
海
道
本
線
が
開
通
し
交
通

の
要
所
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
富
士
山
へ
の
観
光
客
で
栄
え
て
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き
た
、

一
九

O
九
(
明
治
四
十
二
)
年
に
は
陸
軍
の
演
習
場
が
作

ら
れ
た
。

一
九
三
四
(
昭
和
九
年
)
に
丹
那
ト
ン
ネ
ル
が
完
成
す

る
と
、
東
海
道
本
線
か
ら
経
由
す
る
御
殿
場
線
に
な
る
。
わ
ず
か

な
地
場
産
業
と
、
農
業
・
観
光
が
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
昭
和

四
十
四
年
東
名
高
速
道
路
の
開
通
に
よ
り
多
く
の
工
場
が
誘
致
さ

れ
、
市
の
産
業
形
態
も
大
き
く
変
化
し
た
。

人
口
は
、

一
九
四
五
(
昭
和
二
十
)
年

三
五
，
九
四
四
人
、

一
九
五
五
(
昭
和
三
十
)
年
四
三
，
二
ハ
一
人、

一
九
六
五
(
昭

和
四
十
)
年
五

O
，
二
六
七
人
、

一
九
七
五
(
昭
和
五
十
)
年



六
二
，
七
二
二
人

一
九
八
五
(
昭
和
六
十
)
年
七
四
，
八
二
二

人

一
九
九
五
(
平
成
七
)
年
八

一
，
八

O
八
人
、
二
千
(
平
成

十
二
)
年
八
二
，
五
三
三
人
(
以
上
国
勢
調
査
よ
り
)

二
千
五

(
平
成
十
七
)
年
八
四
，
八
七
六
人

三
O
，
七
六
八
世
帯
(
平
成

十
七
年
四
月
現
在
御
殿
場
市
調
べ
)
と
な
っ
て
お
り
、

一
九
六
五

(
昭
和
四
十
)
年
か
ら

一
九
八
五
(
昭
和
六
十
)
年
ま
で
人
口
が

急
増
し
以
降
緩
や
か
な
増
加
が
み
ら
れ
る
。

100000 

80000 

60000 

40000 

一一
0
0
0
(平
成
十
二
)
年

一
九
九
五
(
平
成

七
)
年

一
九
八
五
(
昭
和
六
十
)
年

一
九
七
五
(
昭
和
五
十
)
年

一
九
六
五
(
昭
和
四
十
)
年

一
九
五
五
(
昭
和
三
十
)
年

一
九
四
五
(
昭
和
二
十
)
年

20000 

静
岡
県
で
は
中
規
模
の
都
市
で
。
市
内
に
は
現
在
自
衛
隊
関
連

施
設
が
多
く
存
在
し
、
市
域
の
約
三
分
の

一
を
占
め
て
い
る
。

今
回
檀
信
徒
に
対
し
て
の
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
板
妻

地
区
は
大
乗
寺
の
檀
家
が
多
く
、
同

一
姓
の
世
帯
が
多
い
。
主
た

る
産
業
は
基
本
的
に
農
林
業
で
、
特
産
物
と
う
も
ろ
こ
し
や
さ
つ

ま
い
も
。
穀
類
と
自
家
用
米
で
。
昔
は
い
わ
ゆ
る
小
作
農
が
多
か

っ
た
、
現
在
地
域
の
周
辺
部
で
は
養
鶏
・
養
豚
・
酪
農
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。
地
域
に
は
神
社
(
鎮
守
)
が
多
く
お
寺
が
少
な
い
。

地
区
の
隣
接
に
は
自
衛
隊
の
駐
屯
地
が
あ
る
、
ま
た
近
く
に
進
出
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し
て
き
た
工
場
に
勤
務
す
る
人
も
多
い
。

調
査
結
果

今
回
の
調
査
で
は
特
に
古
く
か
ら
の
葬
送
習
慣
に
対
す
る
聞
き

取
り
を
行
っ
た
。
近
年
葬
祭
業
者
の
進
出
な
ど
に
よ
り
同
地
域
独

自
性
が
う
す
れ
て
き
た
。
そ
の
為
戦
前
戦
後
の
葬
送
の
習
慣
の
聞

き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
調
査
対
象
者
は
二
人
と
も
昭
和
3
年
生

ま
れ
で
、
地
元
で
継
続
し
て
生
活
を
し
て
い
る
。

葬
祭
に
関
し
て
は
い
わ
ゆ
る
葬
式
組
が
組
織
さ
れ
て
お
り
隣
組



の
連
絡
は
、
亡
く
な
っ
た
時
に
組
長
が
み
ん
な
を
招
集
す
る
、
「
ユ

イ
ツ
ギ
」
と
言
う
連
絡
網
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
戦
前
は
葬
祭
に

関
わ
る
棺
桶
・
位
牌

・
仏
具
な
ど
の
用
品

一
切
を
集
落
の
者
が
役

割
分
担
に
よ
り
す
べ
て
手
作
り
し
た
、
位
牌
が
既
製
品
に
な
っ
た

の
は
昭
和
三
十
年
代
後
半
で
あ
っ
た
。
葬
儀
の
配
役
と
し
て
は
墓

の
準
備
を
す
る
「
ア
ナ
ツ
ポ
リ
」
や
棺
桶
を
運
搬
す
る
「
ロ
ク
シ

ヤ
ク
(
陸
尺
)
」

は
重
要
な
役
割
と
さ
れ
て
い
た
。
古
く
は
僧
侶

を
呼
ん
で
の
通
夜
式
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

自
宅
か
ら
の
出
棺
時
に
は
念
仏
の
か
け
声
が
か
け
ら
れ
た
。
出

棺
後
は
目
か
ご
を
転
が
し
た
。
黒
喪
服
を
着
始
め
た
の
は
、
終
戦

後
の
四
十
年
ご
ろ
か
ら
、
黒
腕
章
で
す
ご
し
た
の
で
は
な
い
か
?

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
朝
出
棺
火
葬
葬
儀
の
順
な
の
で
葬
儀
の

前
に
「
キ
チ
ュ
ウ
」
と
呼
ば
れ
る
食
事
を
し
た
大
乗
寺
の
先
代
の

」
ろ
葬
儀
で
は
ロ
ク
シ
ャ
ク
(
陸
尺
)
が
四
天
王
と
い
っ
て
、
下

り
向
き
に
す
わ
っ
て
い
た
、
や
り
に
く
く
て
し
ょ
う
が
な
く
、
横

に
い
っ
て
も
ら
っ
た
、

い
ま
は
下
座
に
い
る
お
棺
は
正
面
に
お
い

で
あ
っ
た
、
会
葬
者
の
方
を
む
い
て
い
た
、

ロ
ク
シ
ヤ
ク
が

一
番

え
ら
か
っ
た
家
族
と
同
等
で
あ
っ
た
。

近
代
的
な
火
葬
場
が
建
設
さ
れ
る
以
前
は
土
葬
で
あ
っ
た
が
伝

染
病
死
の
場
合
な
ど
は
三
昧
場
で
火
葬
が
な
さ
れ
て
い
た
、
最
後

の
土
葬
は
昭
和
五
十

一
年
頃
で
あ
っ
た
。
祭
壇
は
地
域
の
小
さ
い

お
堂
「
法
鏡
院
」
に
か
れ
で
あ
っ
て
、
共
有
し
て
い
た
。
ま
た
天

蓋
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。

御
殿
場
で
多
く
見
ら
れ
る
精
進
落
と
し
の
風
習
で
あ
る
ハ
マ
オ

リ
は
同
地
域
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
い
が
家
に
よ
っ
て
は
川
に
お

膳
を
お
い
て
い
て
石
を
ぶ
つ
け
て
流
す
ハ
マ
オ
リ
が
行
わ
れ
た
。

四
十
九
日
の
団
子
花
は
わ
ら
に
さ
し
で
あ
っ
た
、

一
つ
の
串
に
五
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コ
か
六
コ
だ
っ
た
。
初
七
日
と
言
う
言
葉
は
使
わ
な
い
、
帰
っ

て

き
た
ら
食
事
を
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
御
殿
場

で
も
地
域
の
結
び
つ
き
の
強
い
同
地
域
は
地
域
社
会
で
行
う
葬
儀

の
習
慣
風
俗
が
き
ち
ん
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
葬
儀
社
が
葬
儀

に
介
在
し
て
き
た
の
は
戦
後
か
ら
で
あ
る
。
調
査
時
点
で
は
菩
提

寺
住
職
の
指
導
も
あ
り
同
じ
御
殿
場
市
内
の
檀
家
と
同
じ
よ
う
な

葬
送
形
態
に
変
化
し
て
き
て
い
る
が
、
現
在
で
も
葬
儀
の
場
合
住

職
が
「
大
幡
」
「
小
幡
」
書
く
な
ど
古
い
習
慣
が
残
っ
て
い
る
。

(
大
蔵
健
司
)



静
岡
教
区
西
林
寺
聞
取
り
調
査

調
査
概
要

二
O
O三
(
平
成
十
五
)
年
六
月
二
四・
二
五
日
、
加
茂
郡
南

伊
豆
町
子
浦
西
林
寺
の
住
職
と
同
檀
信
徒
の
男
性
三
名
(
七
十
歳

代
)
と
女
性
三
名
(
六
十
歳
代
)

に
、
漁
村
に
お
け
る
葬
祭
に
関

す
る
儀
礼
と
習
俗
の
変
遷
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
な
っ

た南
伊
豆
町
子
浦
の
概
要

南
伊
豆
町
子
浦
は
伊
豆
半
島
の
最
南
端
に
位
置
し
、
伊
豆
急
下

田
駅
か
ら
車
で

一
時
間
程
の
遠
隔
地
で
、
過
疎
化
し
て
い
る
漁
村

地
域
で
あ
る
。
三
方
を
山
に
固
ま
れ
た
湾
に
面
し
て
お
り
、
江
戸

時
代
は
風
待
ち
港
と
し
て
船
宿
・
廻
船
問
屋
な
ど
で
栄
え
て
い
た
。

風
待
港
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
か
ら
は
過
疎
化
が
進
み
、
現
在

で
も
人
口
減
少
が
進
ん
で
い
る
地
域
で
あ
る
。

国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
南
伊
豆
町
の
近
年
の
人
口
動
態
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
に
は
一
七
六
二

O
人
、
五
五
年
に

一
二

O
一
七
人
、

は

一
六
三
三
七
人
、
六
五
年
に
は

一
三

O
二
二
人
、
七
五
年
に
は

八
五
年
に
は

一一

五
七
三
人
、
九
五
年
に
は

一
O
七
二
五
人
、
二

O
O
O年
に
は
一

O
三
O
四
人
、

O
四
年
は

一
O
二
八
九
人
で
あ
る
。
現
在
人
口
増
加
率
は
、

マ
イ
ナ
ス

0
・

六
四
%
で
あ
り
、
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。
『
平
成
十
六
年

0
1
一
四
歳
は

版
南
伊
豆
町
町
勢
要
覧
』
(
十
二
月
)

一
五

1
二
九
歳
は

一
0
・
一
%、

20000 

で
は
、
世
代
別
人
口
は
、

了
三
%、

一一
0
0
0
(
平
成
十
二
)
年
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一
九
九
五
(
平
成

七
)
年

一
九
八
五
(
昭
和
六
十
)
年

一
九
七
五
(
昭
和
五
十
)
年

一
九
六
五
(
昭
和
四
十
)
年

一
九
五
五

(
昭
和
三
十
)
年

一
九
四
五
(
昭
和
二
十
)
年

15000 

10000 



三
0
1
四
四
歳
は

二
子
三
%、

四
五

1
五
九
歳
は
二
五・
三
%、

六

0
1七
四
歳
は
二
四

・
O
%
、
七
五
歳
以
上
は

一
五
・二
%
で

あ
る
。
西
林
寺
の
あ
る
西
子
浦
地
区
の
世
帯
数
は

一
O
一

、
人
口

男
一
一
ム
ハ
人
、
女

一一

四
人
で
あ
る
。

こ
の
西
子
浦
は
入
り
江
に
面
し
て
い
て
農
耕
に
適
し
て
い
な
い
地

域
で
あ
り
、
主
に
い
か
釣
漁
・
民
宿
な
ど
が
営
ま
れ
て
い
る
。

葬
儀
の
変
遷

子
浦
は
近
隣
に
浄
土
宗
の
寺
院
が
な
い
の
で
、
他
宗
派
の
僧
侶

と
葬
犠
を
行
な
う
な
ど
、
地
域
性
の
強
い
葬
送
習
俗
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
現
在
も
屋
号
で
呼
び
合
う
な
ど
す
る
伝
統
的
地
域
で
あ
る

が
、
高
齢
化
に
伴
い
、
地
域
や
血
縁
共
同
体
が
弱
体
化
し
て
い
る
。

聞
き
取
り
調
査
の
結
果
、
以
下
の
葬
送
の
変
遷
が
み
ら
れ
た
。

こ
の
地
域
の
伝
統
的
な
葬
儀
の
担
い
手
は
、
念
仏
講
(
組
長
を
什

こ

し

ん

せ

き

う

ち

長
〔
ジ
ッ
チ
ョ
ウ
〕

と
呼
ぶ
)
と
古
親
戚
・
内
ど
う
し
(
何
代
か

前
の
親
戚
)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
喪
家
の
以
前

の
葬
儀
の
記
録
が
記
さ
れ
た
香
典
帳
を
参
考
に
し
て
、
親
戚

・
地

域
が
主
導
す
る
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。

死
の
直
後
に
は
仏
壇
封
じ
(
四
十
九
日
間
)
が
行
な
わ
れ
、
枕
経

と
通
夜
に
は
念
仏
講
が
枕
念
仏
を
行
な
っ
た
。
昭
和
三

0
年
代
に

現
住
職
が
東
京
か
ら
戻
っ

て
き
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
僧
侶
が

通
夜
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
僧
侶
の
読
経
後
に
は
枕
念
仏
が
行

な
わ
れ
て
い
た
。

迎
え
葬
は
自
宅
で
僧
侶
が
出
棺
の
お
経
を
あ
げ
、

つ
い
で
「
呼

び
出
し
」
(
組
長
)
が
故
人
と
の
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
葬
具
を
指

示
し
、
寺
へ
と
「
行
列
」
(
葬
列
)
を
組
ん
だ
。
葬
儀
は
本
堂
に

お
い
て
外
陣
で
行
な
わ
れ
た
。
葬
儀
後
は
行
列
を
組
ま
ず
、
棺
は

お
お
や
こ
う
や

伝
馬
船
に
乗
せ
、
大
谷
小
谷
と
呼
ば
れ
る
浜
に
運
び
、
岩
窟
で
茶
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毘
に
ふ
し
た
。
こ
の
地
域
は
、
昔
か
ら
火
葬
を
行
う
習
慣
で
あ
っ

た
。
荒
天
の
時
は
、
念
仏
講
の
人
が
山
越
え
を
し
て
茶
毘
所
ま
で

運
ん
だ
と
い
う
。
遺
族
は
奈
毘
所
に
は
行
か
ず
、
海
辺
で
手
を
清

め
る
「
浜
お
り
」
を
し
た
。
枕
団
子
・
枕
飯
は
海
に
流
し
、
茶
碗

は
墓
所
に
置
い
た
。
翌
日
、
収
骨
し
納
骨
を
し
た
。

」
う
し
た
形
で
の
葬
送
が
変
化
し
た
の
は
、

一
九
六

0
年
代
に

霊
枢
車
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
り
、
下
回
の
火
葬
場
ま
で
遺
体
を

運
び
火
葬
す
る
こ
と
が

一
般
的
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
大
谷
小

谷
の
浜
で
の
火
葬
は

一
先
六
四
年
十
二
月
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た



が
、
霊
枢
車
で
下
田
の
火
葬
場
ま
で
行
け
る
よ
う
に
な
り
、
茶
毘

等
に
際
し
て
の
利
便
性
か
ら
大
谷
小
谷
で
の
火
葬
は
行
な
わ
れ
な

く
な
っ
た
。

火
葬
の
場
所
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
葬
儀
の
流
れ
に
変
化

が
生
じ
た
。
大
谷
小
谷
で
火
葬
を
行
っ
て
い
た
頃
は
、
自
宅
で
迎

え
葬
を
行
っ
た
後
、
寺
ま
で
遺
体
を
入
れ
た
棺
を
中
心
と
し
た
葬

列
を
組
ん
だ
。
寺
で
は
遺
体
を
前
に
葬
儀
を
行
い
、
葬
儀
終
了
後

に
火
葬
場
へ
と
向
っ
た
。

一
九
六

0
年
代
に
下
回
の
火
葬
場
に
変

わ
っ
て
か
ら
は
、
自
宅
で
迎
え
葬
を
し
た
後
に
す
ぐ
に
火
葬
場
に

行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
火
葬
終
了
後
に
は
い
っ
た
ん
自
宅
に
戻
り
、

自
宅
か
ら
寺
ま
で
の
問
、
遺
骨
を
乗
せ
た
輿
を
持
っ
て
葬
列
を
し

て
、
本
堂
で
遺
骨
を
前
に
葬
儀
を
行
う
と
い
う
形
式
に
な
っ
た
。

自
宅
か
ら
本
堂
へ
遺
骨
を
入
れ
た
輿
を
中
心
と
し
て
葬
列
を
組

む
、
と
い
う
風
習
は
、

一
九
七

O
か
ら
七
五
年
頃
ま
で
行
わ
れ
て

い
た
が
、
や
が
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
葬
列
が
行
な
わ
れ
な
く

な
っ
た
理
由
は
、
地
域

・
血
縁
共
同
体
が
弱
体
化
し
て
き
た
こ
と

に
よ
り
葬
列
が
組
め
な
く
な
っ
た
、
ま
た
親
戚
の
濃
さ
を
表
わ
す

葬
列
の
必
要
性
自
体
が
な
く
な

っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、

当
時
の
生
活
改
善
運
動
の
影
響
も
あ
っ
た
と
い
う
。

二
O
O
O年
、
書
院
の
竣
工
に
伴
っ
て
、
住
職
が
祭
壇

・
白
木

位
牌

・
棺
な
ど
を
書
院
内
に
常
置
し
、
檀
信
徒
が
利
用
で
き
る
よ

う
に
し
た
。
こ
れ
は
葬
儀
に
際
し
て
、
檀
信
徒
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
葬
祭
業
者
主
導
の
葬
儀
に
な
ら
な

い
よ
う
に
と
の
考
え
の
表
れ
で
も
あ
る
。

子
浦
に
お
い
て
は
、
交
通
手
段
の
変
化
、
地
域

・
血
縁
共
同
体
の

弱
体
化
、
ま
た
住
職
の
主
導
な
ど
の
要
因
に
よ
っ
て
、
火
葬
場
所
、
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葬
儀
の
場
所
、
葬
儀
の
流
れ
に
変
化
が
生
じ
、
葬
列
が
消
滅
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

い
ま
だ
に
葬
儀
の
主
な
担
い
手
は
古
親
戚
・
地

域
で
あ
り
、
通
夜
に
は
念
仏
講
の
枕
念
仏
が
行
な
わ
れ
て
い
る
、

な
ど
変
化
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
ま
た
葬
送
に
関
す
る

子
浦
独
特
の
風
習
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

四
十
九
日

の
問
、
毎
朝
墓
所
に
お
ま
い
り
を
す
る
「
朝
参
り
」
、

三
年
間
新

盆
の
行
事
を
す
る
ご
二
年
間
新
盆
」
、
新
盆
の
問
、
精
霊
を
迎
え

る
た
め
の
「
四
十
八
塔
」
を
寺
の
境
内
地
に
作
る
こ
と
が
現
在
で

も
行
な
わ
れ
て
い
る
。



こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
子
浦
地
域
は
共
同
体
が
弱
体
化
し
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
葬
送
行
事
は
い
ま
だ
共
同
体
に
よ
り
支
え
ら
れ

て
い
る
部
分
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

(
西
城
宗
隆
)

浜
松
寺
院
聞
取
り
調
査

調
査
概
要

二
O
O四
(
平
成
十
六
)
年
二
月
十
七
日
、
十
八
日
の
両
日
に

浜
松
市
内
に
あ
る
四
ヶ
寺
に
対
し
て
、
質
問
用
紙
表
を
用
い
て
の

聞
取
り
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
の
目
的
は
葬
祭
儀
礼
の
変
遷
を
把

握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
調
査
寺
院
は
、
浜
松
市
成
子
町
の
法
林

寺
(
話
者
一
住
職
、
七
十
歳
代
)
、
岡
市
笠
井
町
の
法
永
寺
(
話

者

一
副
住
職
、
四
十
歳
代
)
、
岡
市
笠
井
新
田
町
(
話
者

一
住
職
、

八
十
歳
代
)

の
法
光
院
、
岡
市
白
羽
町
の
法
蔵
寺
(
話
者
一
住
職
、

八
十
歳
代
)
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
二
時
間
三
十
分
程
度
の
時
間
を

頂
戴
し
お
話
を
伺
っ
た
。

調
査
地
の
概
要

浜
松
市
は
静
岡
県
の
南
西
部
に
位
置
す
る
産
業
都
市
で
、
楽

器
工
業
、

オ
ー
ト
バ
イ
工
業
が
盛
ん
で
あ
る
。

一
九
五
五
(
昭

和
三
十
)
年
頃
ま
で
は
織
物
産
業
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
現
在
の

人
口
は
約
五
十
八
万
人
で
あ
る
。

一
九
四
五
(
昭
和
二
十
)
年

に
は
二
五
九
，

四
二一

人
で
あ
っ
た
人
口
が
、

一
九
五
五
(
昭

和
三
十
)
年
に
三
三
二
，
四
五
二
人、

一
九
六
五
(
昭
和
四
十
)

年
に
四

O
二
，
四
六
三
人、

(
昭
和
五
十
)
年
に
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一
九
七
五

四
八

O
，
三
七
六
人
、

一
九
八
五
(
昭
和
六
十
)
年
に
五
二
七
，

二
四
六
人
、

一
九
九
五

(
平
成
七
)
年
に
五
六

一
，
六

O
六
人
、

二
O
O
O

(平
成
十
二
)
年
に
五
八
二
，
O
九
五
人
(
以
上
『
国

勢
調
査
』
よ
り
)
と
い
う
増
加
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
高
度
成

長
期
に
外
部
か
ら
多
く
の
人
口
が
流
入
し
、
人
口
が
増
加
し
た
。

ま
た
、
外
国
人
人
口
が
最
近
二
十
年
で
急
増
し
、
現
在
で
は
人
口

の
4
%
(
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
外
国
人
の
う
ち
約
印
%
が
ブ

ラ
ジ
ル
人
)
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

調
査
を
行
な
っ
た
四
ヶ
寺
の
所
在
す
る
地
域
は
、
同
じ
浜
松
市



600000 

400000 

500000 

300000 

二
O
O
O
(平
成
十
二
)
年

一
九
九
五
(
平
成

七
)
年

一
九
八
五
(
昭
和
六
十
)
年

一
九
七
五
(
昭
和
五
十
)
年

一
九
六
五
(
昭
和
四
十
)
年

一
九
五
五
(
昭
和
三
十
)
年

一
九
四
五
(
昭
和
二
十
)
年

200000 

在
す
る
浜
松
市
成
子
は
、

と
は
い
え
地
域
の
特
色
や
歴
史
的
展
開
が
異
な
る
。
法
林
寺
の
所

R
浜
松
駅
か
ら
徒
歩
圏
内
の
距
離
に
あ

り
、
も
と
は
法
林
寺
前
が
旧
東
海
道
で
あ
り
宿
場
で
あ
っ
た
。
東

海
道
本
線
が
で
き
て
か
ら
繁
華
街
が
駅
の
周
辺
に
移
動
す
る
に
と

と
い
》
つ
。
ま
た
楽
器
、
織
物
、

も
な
い
、
周
辺
の
商
業
が
変
化
し
昔
の
人
々
は
移
動
し
て
い
っ
た

オ
ー
ト
バ
イ
産
業
が
盛
ん
に
な

る
に
つ
れ
て
、
外
部
(
特
に
東
北
地
方
)
か
ら
の
労
働
者
が
近
隣

に
移
住
し
て
き
た
。
法
永
寺
と
法
光
院
は
浜
松
駅
の
北
東
約
叩
キ

ロ
に
位
置
す
る
笠
井
地
区
に
所
在
し
て
い
る
。
笠
井
地
区
は
も
と

も
と
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
業
が
中
心
で
あ
っ
た
。
織
物
産
業
が

栄
え
る
に
従
い
、
東
北
地
方
を
中
心
と
し
た
織
工
が
流
入
し
定
着

し
た
人
も
い
た
。

一
九
六
五
(
昭
和
四
十
)
年
頃
か
ら
宅
地
化
が

進
ん
で
い
る
。
法
蔵
寺
の
あ
る
白
羽
町
は
、
浜
松
市
の
南
部
に
位

置
し
遠
州
灘
に
近
く
か
つ
て
は
半
農
半
漁
と
い
う
地
域
で
あ
っ
た

が
、
近
年
で
は
地
域
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
工
員
な
ど
の
勤
め
人
と

な
っ
て
い
る
。
と
く
に
最
近
十
五
年
で
宅
地
化
が
進
ん
で
い
る
。
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調
査
結
果

浜
松
に
お
い
て
は
地
域
社
会
の
変
化
、
ま
た
土
葬
か
ら
火
葬
へ

の
移
行
(
一
九
五
五

1
一
九
六
五
年
頃
に
定
着。

成
子
で
は
大
正

期
)
に
よ
っ
て
葬
送
習
俗
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
と
い
え
る
。

浜
松
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
通
夜
は
僧
侶
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、

身
内
中
心
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
し
く
入
っ
て
き

た
人
々
を
中
心
と
し
て
僧
侶
の
読
経
を
伴
っ
た
通
夜
は
増
加
し
て

き
て
い
る
。
現
在
通
夜
は
六
時
か
ら
開
始
す
る
こ
と
が
多
い
が
、



僧
侶
は
五
時
四
十
分
ご
ろ
か
ら
読
経
を
開
始
し
、
六
時
に
は
読
経

は
終
了
す
る
。
そ
の
後

一
般
会
葬
者
が
焼
香
を
す
る
。
お
悔
や
み

の
意
が
強
く
普
段
着
で
来
る
人
も
多
い
。
自
宅
葬
の
場
合
で
も
、

通
夜
と
葬
儀
は
場
所
を
変
え
て
お
こ
な
う
地
区
も
あ
る
と
い
う
。

昔
は
葬
儀
は
寺
ま
た
は
自
宅
で
行
っ
て
い
た
が
、
葬
祭
場
で
の

葬
儀
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
葬
儀
で
の
僧
侶
の
人
数
は
減
少
傾
向

で
あ
る
。
か
つ
て
は
両
銀
(
導
師

一
人
と
役
僧
六
人
)
と
片
銭
(
導

師

一
人
と
役
僧
三
人
)
が
半
々
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
と
き
に
は
人
数

を
揃
え
る
た
め
に
他
宗
派
の
僧
侶
に
役
僧
を
頼
ん
で
い
た
の
が
、

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
片
鍛
に
な
っ
た
。
新
入
者
を
中
心
に
「
僧
侶

は

一
人
で
よ
い
」
と
い
う
人
も
出
て
き
て
い
る
。

昔
は
葬
列
を
組
ん
だ
。
火
葬
に
変
わ
っ
て
か
ら
、
葬
列
は
な
く

な
っ
た
が
、

一
九
七
五
(
昭
和
五
十
)
年
前
後
ま
で
葬
列
の
役
割

表
を
形
式
的
に
作
成
し
、
出
棺
前
に
読
み
上
げ
た
。
現
在
は
葬
儀

後
、
霊
枢
車
ま
で
列
を
組
む
こ
と
が
多
い
が
、
ま
れ
に
葬
列
表
を

書
き
出
す
場
合
も
あ
る
。

浜
松
は
、
か
つ
て
は
遺
体
の
埋
葬
場
所
(
「野
場
」
「
寺
山
」
と

呼
ん
で
い
た
)
と
お
参
り
を
す
る
場
所
(
寺
の
境
内
地
の
墓
地
)

が
別
で
あ
る
両
墓
制
で
あ
っ
た
。
火
葬
に
な
っ
て
か
ら
は
、
寺
の

墓
地
に
埋
葬
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
か
つ
て
の
埋
葬
場
所

は
荒
れ
果
て
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
土
葬
が
行
な

わ
れ
て
い
た
と
き
に
は
葬
儀
当
日
に
埋
葬
を
し
て
い
た
が
、
火
葬

が
普
及
し
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
当
日
に
埋
葬
し
て
い
た
。
現
在

で
は
四
十
九
日
の
法
要
の
際
に
埋
葬
す
る
よ
う
に
変
化
し
た

(
名
和
清
隆
)
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お葬式に関するアンケート調査 | 

浄土宗総合研問所

*以下の質問で、 当てはまるものにOをつけてください。

(1 ) あなたの性別を教えてください。

1.男

2.女

別

刷

叫

性

35. 

男性
65. 

(2 ) あなたの年齢を教えてください。

1. 20歳代

2. 30歳代

3. 40歳代

4. 50歳代

5. 60歳代

6. 70歳代

7. 80歳以上

年齢

60・以よ

..‘ 

20歳代 2 。%
30歳代 7 2% 

40歳代 40 10% 

50歳代 107 27% 

60歳代 122 31% 

70歳代 10l 25% 
80歳以

22 5% I 上

NA 似品

合計 402 l∞%1 

NA.l 

'07 

60aft.122 ， .. 
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( 3) あなたが一緒に住んでいるご家族を教えてください.

1.一人暮ら し

2 r夫婦」のみ

3 r親」と「子供」

4 r親」と「子供」と「孫」

5.その他(具体的に ) 

同居形館

5 

1 一人暮らし

13% 

23% 

16% 

1.一人暮らし

2 r夫婦」のみ

2. r夫婦Jのみ

17% 

3. r帽むと仁子

供 J

30% 

51 

69 

3. r親」と「子供」 119 

4. r親」と「子供」と
66 

「孫」

5.そのf也 94 

NA 3 
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13% 

17% 
30% 

16% 

23% 
1% 

圃 1 人暮らし

.2. r尭蝿』のみ

ロ3.r輯Jと『子
供 J

ロ 4.r輯 Jと『子
棋 Jとr福』

・5 その他

aNA 



(4) あなたのお住まいの市 ・町 ・村名を教えてください。

静岡県 )郡 )市 ・町・ 村

居住市町村分類

*大都市人口 50万人以上、

中都市人口 10万人以上50万人未満

小都市人口 10万人未満

居住市町村分頬

小都市

52. 
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NA 

1% 

中都市

23% 
-大都市

・中都市

ロ小都市

ロNA



(5 ) あなたが現在の場所にお住まいになったのは、どなたの代からですか。自分の代から

の場合は、その居住年数も教えてください。

1.自分の代から

(① 5年未満 ② 5~ 1 5 年 ③ 1 6~30年 ④ 31年以上)

2.自分の生れる前から

(① 親の代から ② 祖父母の代から ③ それ以前から ) 

59. 

居住

3. NA 

o. 

1 自分由R
fJ'、ら

."‘ 

「自分の代からJ肉眼

f2 自分自生まれる前からj向 IR

3 それ以前
治、ら

." 

NA 

"‘ 

2 祖父母由

代から
，2> 

b 3.. 
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1.自分の代から

2.自分の生まれる前か

ら

3. NA 

合計

l. 5年未満

2. 5~ 1 5 年

3. 1&--30年

4. 31年以上

NA 

6 

II 

43 

58 

合計 199 

1.親の代から

2.祖父母の代か

ら

3. それ以前から

NA 

合計

5% 

9% 

36% 

49% 

1% 

l(泊%1

101 36% 

63 22% 

tt3 41% 

4 1% 

281 l∞% 



(6) あなた、もしくはあなたの家とお寺(菩提寺)との檀信徒関係は、いつからか教えてく
だきし 3。

1.自分の代から

2.親の代から

3.昔からの檀家

4. それ以外(

3 昔から

1.自分の代から

2.親の代から

3.普からの檀家

4 それ以外

NA+無効

合計

いつから檀家か

NA+無効
2% 

68 
114 
203 
9 
8 

402 

17% 

2 綱の代から
28% 

17% 
28% 
51% 
2% 
2% 

100% 
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4. それ以外

祖父母の代から 4 
票

自分の兄から

親が寺出身



あなたがもっとも最近に経験した、あなたのご家族のお葬式についてお伺いします|

(1) あなたのご家族のお務式のなかで、もっとも最近のお葬式はいつでしたか。

平成( )年 無効票 2 0% 

平成元年 6 1% 

Q.陣式いつか 平成2年 10 2% 

-情動車 平成3年 6 1% 
-早慮元年 平成4年 6 1% 
-平躍2隼

-平肱3隼 平成5年 14 3% 
-平皿4年 平成6年 9 2% ー平1il5年
。平躍6年 平成7年 14 3% 
-平成7年

平成8年 16 4% -平民8年
ロ平曜9年 平成9年 24 6% 
-早1il10年
-平底1市年 平成 10

26 6% -平1il12年

長7了|
ロ平1il13年
ロ平属14年

131 3% -早Iil可 5年
20 40 80 80 I・早虚16年 直一一ー

平成 12 1 261 6% 
年

平成13 1 281 7% 
年

平成14 1 541 13% 
年

平成 15 1 691 17% 
年

平成
16

179120%

し主

( 2) それは、あなたからみて、どのような関係の方のお葬式でしたか。

1.配偶者

2.実父または実母

3.配偶者の父または母

4.兄弟姉妹

5.子供

6.それ以外(具体的に

94 

1.配偶者

2 実父または実母

3.配偶者の父または

母

4 兄弟姉妹

5.子供

6 それ以外

NA+無効

合計

98 24% 

203 51% 

51 13% 

10 2% 

II 3% 

24 6% 

5 1% 

402 l∞% 



02雄白書事式か

2 実父または実

母

51‘ 

1配偶者

24' 

6 それ以外

祖母 10Jll!

養父3票

義母3禁

祖父

妹の夫

(3 ) 喪主・施主はどのような形で務めましたか。また、亡くなった方からみてどなたが務
めたかを下の枠内の番号から選んで( )内にその番号をご記入ください。

l 喪主と施主が同じ(喪主・施主 ・

2 喪主と施主カヨ別 ( 喪主・

(施主:

，①配偶者②長男 ③ 次男以下④長女⑤次女以下⑥ その他( ) 

03喪主と施主

2 聾主と施主 NA+無効東

が刷 、 叫

18' 
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1.喪主と施主が同じ

2.喪主と施主古f別
NA+無効票

合計

6 その他

長女の夫 2票

鮒養子

長女の夫

兄

妹

父

親 2票

孫 3票

養子 6票

義母

養女の夫



Q3r，聖主と施主が閉じj向駅

1.E." 
m 

3."男以下 2長男

.. "、

Q3r2聾主と施主が別」聾主向駅

5.11:女以下

。‘
6その他

1‘ 
NA+無効

8‘ 

73‘ 

D1.11i!偶者.2長男

ロ3."男以下

ロ・"食.5...以下

a.その偉
.NA+傭.. 
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l 配偶者 67 20% 

2 長男 173 54% 

3.次男以下 16 5% 

4 長女 3 1% 

5 次女以下 4 1% 

6 その他 34 10% 

NA+無効 30 9% 

合計 327 J(泊%

l 配偶者 53 73% 

2.長男 7 ω% 

3.次男以
3 4% 

下

4.長女 3 4% 

5.次女以 。ω6 
下

6 その他 1% 

NA+無効 6 8% 

合計 73 i∞% 

1:. ~Q)flk I 



6 その他lli:盟主

娘婿 3繋

長女の夫 Z繋

婿

長男の配偶者

次男の配偶者

親

孫 2慕

Q3f2畏主と施主が別J施主肉訳

'2.喪主と施主カ脅し施主内

訳

l 配偶者 4 

2 長男 39 

3 次男以下 11 

4 長女 。
5 次女以下

6 その他 12 

NA+無効 6 

合計 73 

(4 ) お葬式の準備 ・運営にもっとも深く関与されたのはどなたでしたか。以下のなかで一つ
だけお選びください。

1.葬儀社

2 近隣地域の人々(議 ・近隣組 ・町内会 ・自治会など)
3 友人 ・職場の人身

4 親戚

5.その他

。4.1H1の温曾

5 その他
4 鹿屋、 1% NA+無鋤

蝿¥1/ 5" 
3 友人鳳喝

の人々

"" 

"'" 66'‘ 

97 

1.葬儀社 262 66% 

2. llIl境地峡の人々 78 19% 

3 友人・職場の人々 。ゆ6

4.親戚 37 9% 

5 その他 6 1% 

NA+無効 19 5% 

合計 402 l∞% 



(5 ) お通夜を行ないましたか。

1.行なった (→ (5)ー1 ~ (5) -3にお答えくださしミ)

2. 行なわなかった (→次ページ (6)にお進み下さし通)

2 行わなかっ
す三

。，‘

Q5通夜執行

市行った

100% 

NA 
o. l 行った

2.行わなかった

NA 

合計

*(5)で q 行なった I i::回答きれた方のみ、次の (5)-1~(5)-3にお答えください

(5 )ー I お通夜はどこで行ないましたか。

l. 自宅

2.菩提寺

3.集会所・公民館などの地減の施設

4.葬祭場

5 その他(具体的に

Q5-1通夜執行場所

1~ 

2 菩握寺

‘'‘ 
75~ 
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1. 自宅 305 

2 菩提寺 16 

3.地獄の施設 3 

4.葬祭場 74 

5.その他 。
無効 2 

合計 400 

75% 

4% 

1% 

19% 

0% 

1% 

100% 



(5) -2 お通夜はどのように行ないましたか。

1.僧侶を招き読経をしてもらった

2. 僧侶を招かずに念仏講に供養をしてもらった

3 僧侶の読経 ・念仏講の供養の両方をしてもらった

4. 僧侶の読経 ・念仏講の供養のどちらもしてもらわなかった

。'-2通夜方宜

市情侶.4‘ 

1.僧侶 334 84% 

2 念仏講 8 2% 

3.僧侶 ・念仏
41 10% 

講

4 どちらもな
5 1% 

し

NA+無効 12 3% 

合計 4∞ l∞% 

4 どちらもなし.. 
NA+掬震発泊，. 

(5) -3 お通夜には、家族・親族 ・隣組以外の一般参列者はありましたか。

l なかった

2 若干名あった

3 葬儀より少なかった

4 葬儀と同じくらいあった

5 葬儀より多かった

6.わカBらない
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た一--つ
市
中
-
た

b

L

=
 

た

恥

p
b
か

つ

少

山

多

い

た

あ

り

問

り

怠

つ

名

よ

と

よ

ら

動

か

干

槽

圏

構

か

摘

は

著

開

園

田

わ

+
A
 

t

2

3

4

5

6

N
 

・・
ロロ
・ロ・

たつ

お

あ

少

た

名

%

り

LZ

日
J

I

干

7

、
U
引

四

日

叫

M

訓

骨

噛

か

E

;
 

一

2

j

:

¥/ 

無

‘

J
.

，V

J

+
24
」
幅週・・・
V
¥

-

A
M-----圃

}

N
-----

-〈

¥圃・・・
h

じ
一
-

¥

4
・
・
圃

¥一

間
市

、-

a

・・

¥一と一%

L

!

?

 

=
;

;
 

d'

'

'
L
 

も‘

.，

，

ら

治

o

d

--

わ

よ

た

um

s

瞳

守

山

4

'

a

M

 

5
 

1. なかった 12 3% 

2.若干名あった 29 7% 

3 務儀より少なかった 99 25% 

4 葬儀と同じくらいだ
165 41% 

った

5 野儀より多かった 88 22% 

6. わからない 0% 

NA+無効 6 2% 

合計 4∞ l∞% 
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(6) 葬儀はどこで行ないましたか。

l 自宅

2.菩提寺

3. 集会所 ・公民館などの地域の施設

4. 葬祭場

5. その他(具体的に

4 開録制.

m‘ 

3. .会所公

民憧勉ど白地

埴白血E

"‘ 

Q6樟橿場所

..，‘ 

司自宅， .. 

1. 自宅

2.菩提寺

3 量全所ー公長館など町地崎直の

施按

4.葬祭場

5 その他

NA 
合計

(6)ー l その場所をお決めになった理由は何ですか。

1. 自宅

故人の希望 8 

家族の希望 23 

僧侶の指導

葬儀社の勧め 。
慣習 19 

自宅でできるスペースがあるから 15 

その他 3 2 菩提寺

特になし 2 故人の希望 9 

NA 33 家族の希望 。
合計 104 僧侶の指導 3 

葬儀社の勧め 。
慣習 53 

スペース・施設の問題 26 

近いから 3 

宗教的雰囲気

その他 6 

特になし 3 

NA 73 

合計 177 

-100-

104 26% 

177 44% 

5 1% 

107 27% 

2 。%
7 2% 

4∞100% 



3.地域の施設

故人の希望

スペースの問題 司 4 葬祭場

その他
故人の希望 。

合計 家族の希望 。
僧侶の指噂

葬儀社の勧め 2 
慣習 。
スペース・施設の問題 27 
便利だから 18 
近いから 3 

駐車場の問題 6 
手聞がかからない 7 
雰屈気が良い

互助会に入っていた 12 
その他 5 
特になし 。
NA 25 

合計 107 

(7 ) 亡くなられた方には 「戒名J を付けてもらいましたか。

1.亡くなってから付けてもらった

2.本人がその戒名を生前にもらっていた

3.付けてもらわなかった

4.わからない・知らない

Q7躍名を付けてもらったか

3541 89% l 亡〈なってカ・らつけてもらった

2 本人カ域名を生前にもらってい

た

3.つけてもらわなかった

4 分からない・知らない

NA 

合計

2 本人が威名

を主主闘にもらって
L、余=
10'‘ 

官山一一…
••• 

-101 



(8) 亡くなった方を埋骨した場所はどのような墓ですか。

1.家族 ・先祖代寸の墓

2.個人墓(一人用の墓)

3 夫婦墓けミ婦のみて坦務する墓)

4.合記墓(他人の遺骨と一緒に埋葬する墓)

5 一族墓(一族を一緒に湿葬する墓)

6.その他(具体的に

2 個人菖

ol‘ 

Q8埋揮場所

1 司医篠先祖
内々回菖

92‘ 

ロ3 失蝿.

ロ4 合記.

.5 ー臨調‘

園 6 その他

l 車族先祖代々の甚 366 92% 

2.個人基 。 。%

3 夫婦基 切6

4 合量進 2 。%

5.一族墓 22 5% 

6.その他 4 1% 

NA+無効 7 2% 

合計 402 ICゆ%

6 その他

• NA+.ltIJ 斬軍のために斬し〈作った葺

墓地のみ購入.澄骨はお寺合理扮・っ

てある.

はじめての甚(新しい耳目

(9) 亡くなったご家族の煙葬方法はどのようなものでしたか。

1.墓にすべての骨を埋葬

2.分骨をした

3.散骨をした

4.その他(

(→次ページ (10)にお進みください)

(→次ページ (9) -1・(9)-2にお答えください)

(→次ページ (9) -3・(9)-4にお答えください)

) (→ 次ページ (10)にお進みください)

Q9埋葬方法

3 

1 墓にすべ
ての骨を埋葬

96弘

NA+無効
2% 1-で吾正子べての

骨を埋欝

.2骨骨をした

ロ3 散骨をした

04その他

.NA+鯉効

-102-

l l 墓にすべて骨骨を哩弾

2.分骨をした

3.散骨をした

4 その他

NA+無効

合計



............................................................. . 
*(9)で r2 伶骨をした l と回答した方のみ、 (9)ー I・(9)-2にお答え〈好事い

(9 )ー l 分骨はどこにしましたか。

l 実家(本家)の墓

2 本山・聖地の埋骨施設

3 その他 (具体的に

09-1分骨喝所

1 聾.，本稼〉四.
2.'‘ 

l 実家件事)の墓

2.本山・型地の棲開園陸

3 その他

合計

|叫
フィリピン・ラグナ州

(9 )ー2 その分骨はどのような理由によるものですか。

l 亡くなった本人の意思

2.遺族・親族の意思

3.地域の風習

4.その他(具体的に

Q9-2分骨理由

2遺・.. 貨の..
'" 関

白

-103-

1.亡くなった本人の希望

2 遺族・観悠の意思

3.地場の風習

4.その他

NA 
合計



*(9)で '3 散骨争した}正問答した方のみ、 (9)-3・(9)ー 4にあ常事えくだきい

(9) -3 散骨の形態を教えてください。

1. 全骨を散骨

2 遺骨の一部を散骨

凶全

(9) -4 散骨をした場所を教えてください。(*具体的な散骨場所も教えてください)

l 本人が希望した場所(

2.遺族が希望した場所(

3.業者の指定場所 ( 

4. その他 ( 

|NA I1 

(1 0) 葬式後、喪中に慎んだことは何でしたか。以下の選択肢で該当するものすべてにOを

つけてください。

1.神社の祭りや参拝を控える

2.仕事を休んだ(具体的な仕事を記してください ) 

3.年賀状などの挨拶状を鐙えた

4.家の正月行事を行なわなかった

5.結婚式への参加を控えた

6. 自宅の神棚礼拝を控えた

7. その他 (具体的に

8.特にない

'7 その他J

外出の回数

魚釣りなどの殺生を鐙えた

結婚した子供に正月の侠拶を控える様事前に伝え

戸--. 
殺生をしない

四十九日迄は家を~けな"ようにした。

喪中 (49日)の附、 1-6の行事がなかっ

た

毎年参加する老人クラプの行事を控えた

旅行などは慎んだ

-104-

'2 休んだ仕事J具体

会問 7票

会社役貝

会社の決められた休日

会社員7日休んだ

公務員 3票

自営業 3京

音剣苅係

菓子穂積調E借甘川町。

経理事務

大工

販売貝

福証甥係

亡くなった人の用A用品のか

たづけ

理容師

NA 3謀



Q10、喪中に控えたこと

7 その他

6自宅の縛棚礼拝在世えた

5結措式への・加を控えた

4軍の正月行事を行わ4よかった

3年賀世主どの憧裡載を控えた

Z仕事を休んだ

1.1・社の軍りや・4写を控える

8 符に4よい

。 50 100 

QIO葬式議、陣中に慎んだこと

1，神社の祭りや参拝を控え
291 7?!.弛

る

2 仕事を休んだ 56 13蝿

3 年賀状などの陸自~置を控λた 353 8河6

4 車の正月行事を行わなカ‘った 232 5内6

5，結婚式への参加を控えた 17 I 496 

6 自宅の持物証』平を控えた 155 3896 

7 その他 8 196 

8 特にない IO I 296 

合針1複数回答) 1122 

150 
∞
 

8

・v
200 250 300 350 

(11) ご家族の葬式を行われて、葬式のも っとも大きな意味は何だったと思いますか。一つ

だけお答えください。

1，故人との別れ

2，故人の冥福を祈る

3，残された遺族の心を慰めること

4目故人(霊)を極楽や浄土(あの世)へ送る

5，故人を家の先祖にする儀式

6，故人が自分らしさを表現する最後の機会

7，その他(具体的に

7 その他

お世話になった人への臓の棚、目帆

l 故人との別れ 111 2896 

2，故人の冥福を祈る 119 30% 

3，残され土壇脹のむを慰める 2 。%

4 故人且即を験や浄土[あの凶に
149 38% 

退る

5，故人を車の先祖にする儀式 8 2% 

6敏人治唱分らしさを表裂する・後の・
2 側|

会

7 その他 。%1
NA+無効 13 2% I 

合計 402 J(泊%
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Qll葬式の意味

6 融人が自分

らしさを唖現する 7その他

量挫の樺金 0% 
NA+揖効

2% ロ・.人0・).・.や
1 融人と白剤れ | 浄コUあの雀}に遜る

28% 
. ~ ・).0_の先祖に

する・;t

.6..人が自分らιさを
..ずる・穫の..

2故人の冥福

を折る l・7刊・
30‘ 

。"̂+.鋤

(12) 故人の霊は、あなたを護ってくれていると思いますか。

1. そう思う

2 そうは思わない

3.わからない

A

%

 

N

3

 
L
 

なら
‘

P

2

 

1

2

 

わq
 

0)2融人目置は守陣して〈れているか

2 そうは思わ

ない

50‘ 

|H あなた自身のお考えについてお伺いします|

( 1 3) あなたは、ご自分が亡くなった際には、葬式をしてほしいと思いますか。

1.必ずしてほしい (→ (1 3)ー 1 ~ (13)-3にお答えください)

2.できればしてほしい (→ (13)ー 1 ~ (13)-3にお答えください)

3 してほしいとは恩わない(→ (13) -4にお答えください)

4 まだわからない (→ (14)にお進みください)

5. その他(具体的に ) (→ (14)にお進みください)

-106-



3 してほし

いと恩わない

3% 

Q13葬式をしてほしいか

4 まだわか

らない

7% 5 その他

1% 

NA 

5% 

してほしい J ほしい

31% 53% 

5 その他

残された者に任せる

その時の臥.'ifI;

喪と子の意志に任せたい

回 1 必ずしてほしい

.2 できればしてほしい

ロ3 してほしいと思わな
し、

D4 まだわからない.5 その他

ロNA

1.必ずしてほしい

2.できればしてほしい

3 してほしいι唖わな

も‘

4 まだ分からない

5.その他

NA 

合計

213 53% 

125 31% 

14 3% 

27 7% 

3 1% 

20 5% 

402 l∞% 

*(1 3)で rl 必ずしてほしい l'r2 できればしてほしい l 主回答した人のみ、

{13)ー1 - (13)-3 にお答えくださいA

(13) - 1 あなたは、どのような形式のお葬式を望みますか。

1.僧侶を招いた家の宗旨である浄土宗の葬式

2. 自分の希望する宗教によ る葬式

3. 自分の希望するお別れ会

4.遺族が希望する形式

5.その他(具体的に
l僧侶を招いた家句宗旨 1 2891 85% 
である浄土主主の葬式

Q13-1どのような形式の葬儀がよいか

3 自分の希望す
るお別れ会

4 遭~が希望す

る形式
10% 

" 「ー一一1
2 自分の希望す

る宗教によるお

現式

" 
1憎侶を招いた
曹の宗旨である
浄土宗の葬式

.5% 

5 その他
1% 

. ，・aを細いた.の"
置である浄土粛の様式

..自分の命湿する衆紙

によるお""

ロ. 自分の常盤するお別

れ金

口4温S院が精湿する鯵宝剣

..その他

-107-

2自分骨粗する捕に l

よるお葬拭
51 1% 

3. 自分の希望する |

お別れ会
71 2% 

4 遺族が希望する
33 10% 

形式

5 その他 2 1% 

NA 2 1% 

合計 338 100% 

巴



(13) -2 あなたのお葬式の会葬は、どの範囲の人々に来てほしいと思いますか。

1. 家自主のみ

2.家族・親族

3.家族 ・親族 ・地域の人々

4.家族 ・親族 ・地践の人身・友人

5.家族・親族 ・地域の人々 ・仕事関係の人々

6.家族・親族・地域の人々・友人・仕事関係の人々

7.家族 ・親族・地域の人々・友人・仕事関係の人々・遺族の関係の人々

8・その他(具体的に ) 

1.家放のみ 8 

2.家族・親族 44 

3.家族・親族 ・地減の人有 29 

4.家族・親族・地峡の人々・ 友人 100 

5.家族・親族 ・地域の人々・仕事関係の人々 24 

6.家族 ・親族 ・地域の人々・友人・仕事関係の
39 

人守

7 家族・観脹・地棋の人々 ・友人・仕事関悟の人々 遺族の倒悟の
87 

2% 

13% 

9% 

29% 

7% 

12% 

26% 

8 その他

関係者で来てくれる人のみでよい

ほんとうに来たい人だけ

会#堵の範囲は特にこだわらない

家族、親族、友人

家族と友人
人々

8 その他 7 2% 
特にない由t故人を偲んでくれる人

NA 。 。%
限定しない

メE弘3、至岡急，. 338 J(均%

(13) -3 あなたは、自分のお葬式にはどのような意味があると思いますか。

(ひとつだけお答えくださ い)

1.残った人との別れ

2.自分の冥福を祈ってもらう

3目遺族の心を慰める

4.極楽や浄土(あの世)へ送ってもらう

5.家の先祖になる儀式

6.その他(具体的に:

Q13-3葬式の軍時

. .叫，. 

l_'l?II:AUJ蜘

・"‘
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l 残った人との別れ 142 41% 

2自分の其摘を祈ってもらう 41 12% 

3 遺族の心を慰める 13 4% 

4 極楽や怜土悼の出へ送ってもら
127 38% 

う

5.家の先祖になる儀式 13 4% 

6.その他 2 1% 

NA 。0% 

合計 338 l∞% 
6 その他

生前のお礼と主人的許へ送って裁

く

家族に死を納得してもらう為



*(13)で r3 Lてほしい土は思わない 1 と包答された方のみ、 Q13-4にお答えくださいの

( 1 3) ー 4 あなたは、自分の葬式をしてほしくないと考える理由は何ですか。

1.費用古都ゆら

2.お葬式に意味を見いだせないから

3.遺族の乎を煩わせたくないから

4. その他(具体的に・

013-4葬式をしてほしくない理由

58% 

(14) ご自分の墓はどのような場所を希望しますか。

1.家族・先祖代々の墓

2.個人墓(家族や夫婦と一緒ではなく、一人用の墓)

3.夫婦基快婦のみで埋葬する墓)

4.合紅型(多くの人と共同で使用される墓)

5.その他(具体的に

3 夫婦基
2% 

014自分の墓の種頬

11‘ 

1 家族・先祖
代々 の墓

85‘ 

ロ3 尭働基

ロ4 台記事

.5その他
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1.費用が高いから 7% 
2 お葬式に意味を且よ臼せないか

31 21% 
ら

3 遭醸の手を煩わせたくないか
81 58% 

ら

4.その他 21 14% 
合計 14 

4 その他

死んでまで他人に知らせたくない

単身だから.

l∞% 

身近、ご〈親しい友人に手を合わせてもら

い、送ってもらえれば十分.式はいらない.

l 家族・先祖代々 の墓

2.個人基

3 夫婦基

4.合託盟事

5 その他

NA+無効

合計

5 その他

散骨希望

342 

2 

7 
l 

7 

43 

402 

あまり考えてない、家族に任せる

散骨

どこでもよい

山

遺族の意志に任せる.

85% 

0% 

2% 
。%

2% 

11% 
l(ゆ%

まだわからない. 合配墓か散骨でも~ ll_， lo 

散骨するなら全部を散骨。雪の降る山か

桝輔の鼠



(15) -2 あなたは自分の散骨をしたい場所をどこに考えていますか。

(*具体的な散骨場所も教えてください)

1. 自分が希望する場所(具体的に

2.遺族が希望する場所(具体的に

3.業者の指定する場所(具体的に

4 その他 (具体的に

5 まだわからない

Q15-2希望する散骨禍所

3 

5 まだわから
ない
3，. 

2 遺聾が軸援
する場所
。，‘

司自分白骨量

する場所.，. 

(16) あなたは分骨を希望しますか。

1.はい (→ (16)ー lにお答えください)

2. いいえ (→ (17)にお進みください)

Ql.骨骨を希望するか

1.I;:I::L、
NA 

ーー“ " '‘'‘... 

2 いいえt司司-.，. 

.， 1まL、
・2 いいえ
ロNA
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l 自分の希望する刷所 6 

2.遺族が希望する勘所 。
3.業者の指定する場所 。
4 その他 。
5 まだわからない 3 

NA 

合併 11 

l 自分の希望する場所記入

海 2繋

空・海・ 山

自然11観の良いところ

山



(1 8) あなたは亡 くなっ た後、あなたの霊 はどこに往くと思いますか。

l 極楽や西方浄土

2 家の近くの山など

3 お墓 ・仏壇

4.霊山・ 霊場 (具体的に

5 死んだら何もなくなる

6 その他 (具体的に

Q18亡くなった桂、置はどこに往くか

6 その・
，. .ん..伺色. "‘ 

'"る". 

J ，‘・仏.". 
2 .の返〈の山.

ど

'"‘ 

1.極楽や西方浄土

2 家の近くの山など

3 お纂 ・仏粗

4 霊山・ 霊場

5 死んだら何 もなく

なる

6 その他

NA 

合計

回 1.11幾や否方浄土

.2. .の返〈の山など

ロ3 ぉ.仏績

ロ4 宣山 2・
1_ ..や西方u

'''' .5 死んだら伺も忽〈怠
る

233 

2 

60 

2 

64 

31 

10 

402 

図 6 その他

.NA 

5併も

び担b

15% 

0% 

16% 

初古

2弘

IC泊%

6 その他

当分 (3年)は自宅の近く(時にふれ出てきた !! 祖父がl年間自

宅辺りにいたようだ)におり見守るのではないか.その後の往〈先は

不明。

5と思っておりますが 1.も願っています.

と'こかに漂っている。

家族の住む地下

天国

極楽浄土へいけたらいいなと思います古t多分いけないと思います

霊界

まだ信じられない

生前お世話になった人速を見守ってあげられる身近に居ると思う

遺族の心中

遺族の心

どこかで家族を見守ると思うがそのどこかがわからない

天界よ り家族、子孫を見渡る

真如霊界

個々の心の中

主人のもと

極楽や西方沖土という気持ちもあるが、何もなくなるという考えもあ

る。

どこに往くかはよくわからないカt魂は必ず存在していると思う。

よくわからない・・・ それについてはいつも、どこへ行くのだろうと

ふしぎに思っています・ ・ みてみたいものです

わからない 11票

-111-



( 1 9) あなたは、葬儀式の以下のどの部分が一番軍要だと思いますか。

ト僧侶の引導・読経

2 焼香 ・出糊百の別れの花入れ

3 会葬者への挨拶

4 その他(具体的に・

Q19葬式で重要な部分

2 焼香・出棺前回別

れの花入

16% 

1.僧侶の引導 ・読経

NA+無効

4‘ 

1 僧侶の引導醗経

69% 

278 

2.焼香・出結前の別れの花入 64 

3.会葬者への挨拶 25 

4. その他 20 

NA+無効 15 

合計 402 

69% 

16% 

6% 

5% 

4% 

100% 

質問は以上です。どうもありがとうございました。
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静
岡
教
区
葬
祭
ア
ン
ケ
ー
ト

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
八
月
、
静
岡
教
区
寺
院
二

一四
ヶ
寺
に
檀
信
徒
を

対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
十
票
ず
つ
郵
送
(
計
一

二
四
O

票
)
し
た
。
各
寺
院
の
住
職
が
、
平
成
元
年
以
降
に
葬
儀
を
行
な

っ
た
檀
信
徒
十
名
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
配
布
し
、

ア
ン
ケ
ー
ト

に
回
答
し
て
も
ら
っ
た
。

回
収
方
法
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
が
浄
土
宗
総
合
研
究
所
宛

に
直
接
郵
送
す
る
形
式
を
と
っ
た
。
回
収
数
は
四
四
三
票
(
回
収

率
引
%
)
で
、
有
効
回
答
数
は
四

O
二
票
(
無
効
票
四
十

一
票
)

で
あ
っ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析
に
つ
い
て

全
項
目
に
つ
い
て
単
純
集
計
を
行
い
、
重
要
な
項
目
に
つ
い
て

は
ク

ロ
ス
集
計
を
行
い
分
析
を
行
な
っ
た
。

次
結
果
分
析

平
成
十
七
年
六
月
九
日

回
答
者
の
属
性

性
別

男
性
が
二
五
九
人
(
臼
%
)
で
、
女
性
が
一
四
二
人
(
お
%
)

性
別
不
明
が

一
人
で
あ
る
。
男
性
が
女
性
の
二
倍
の
数
を
占
め
る
。

年
齢

50 
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印
、
初
代
で
別
%
以
上
を
占
め
て
お
り
、
主
な
回
答

者
層
と
な
っ
て
い
る
。

同
居
家
族

回
答
選
択
肢
の
な
か
に
不
備
が
あ
っ
た
た
め
、
今
回

」
の
デ
1
タ
は
使
用
し
な
い
。

居
住
地
の
特
性

静
岡
県
で
は
、
大
都
市

(人
口
印
万
人
以
上
)

は
静
岡
市
と
浜
松
市
の
2
都
市
、
中
都
市
(
人
口
叩
万
以
上
回
万

未
満
)

は
小
都
市
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
人
口
叩
万
人
以
下
の
小

都
市
で
あ
る
。



回
答
者
の
居
住
地
域
は
、
大
都
市
町
人
、
中
都
市
犯
人
、
小
都

市
川
人
と
な
っ
て
い
る
。

居
住
年
数

・
菩
提
寺
と
の
付
合
い
年
数

回
答
者
の
現
在
地
で

の
居
住
開
始
期
を
み
る
と
、
「
自
分
の
代
か
ら
」
が
引
%
、

「
自
分

の
生
れ
る
前
か
ら
」
が
印
%
で
あ
る
。
「
自
分
の
代
か
ら
」
と
回

答
し
た
人
の
羽
%
が
三
十

一
年
以
上
に
わ
た
り
現
在
地
に
住
ん
で

い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
菩
提
寺
の
付
き
合
い
を
見
る
と
、

8
割
の
人
々
が
「
昔
か
ら
の
檀
家
」
も
し
く
は
「
親
の
代
か
ら
」

と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
長
い
年
月
定
住
し
、
寺

と
の
つ
な
が
り
も
長
い
人
々
が
回
答
者
の
多
く
を
占
め
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

Q 

平
成
十
四

1
十
六
年
の
三
年
間
で
家
族
の
葬
式
を
経
験
し

た
人
は
印
%
、

さ
ら
に
平
成
十
年
か
ら
の
七
年
間
で
見
る
と
河
%

を
占
め
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
回
答
者
数
は
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

Q 
2 

「
配
偶
者
」

担
%
、
「
実
父
ま
た
は
実
母
」

「
配
偶

-A
÷o
、

F
b
o一

者
の
父
ま
た
は
母
」

日
%
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
つ
の
回
答
で

部
%
を
占
め
る
こ
と
は
、

当
然
の
結
果
と
一言
守
え
る
で
あ
ろ
う
。
回

答
者
別
に
見
る
と
、
五
十
代
か
ら
六
十
代
の
回
答
者
は
親
の
葬
式

を
経
験
し
た
人
が
中
心
、

七
十
代
で
は
親
と
配
偶
者
の
葬
儀
が

半
々
、

八
十
歳
以
上
で
は
配
偶
者
の
葬
式
を
経
験
し
た
人
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
。

」
こ
で
「
配
偶
者
の
父
ま
た
は
母
」

と
回
答
し
た
日
%

(計

五
十

一
人
)
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の
人
々
に
つ
い
て
は

一
考
を
要
す
る
。
こ
の
回
答

に
男
女
の
ク
ロ
ス
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
男
性
二
十
六
人
、
女
性

二
十
五
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
男
性
二
十
六
人
の
経

験
し
た
葬
式
と
は
、
同
居
家
族
で
な
い
人
の
葬
式
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
り
、
こ
の
質
問
で
は
正
確
に
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
。
今
後
の
調
査
に
お
い
て
は
、
修
正
す
べ
き
点
で
あ
る
。

Q 
3 

「
喪
主
と
施
主
が
同
じ
」
が
位
%
、
「
喪
主
と
施
主
が
別
」

が
同
%
と
な
っ
て
い
る
。
「
喪
主
と
施
主
が
同
じ
」
が
位
%
を
占

め
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
価
値
観
を
強
く
受
け
継
い
で
い
る
と
も



思
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
内
訳
を
見
る
と
、
喪
主

・
施
主
を
長
男

が
務
め
た
場
合
は
M
%
に
過
ぎ
ず
、
他
の
回
答
も
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
は
、
家
族
の
形

態
や
生
活
ス
タ
イ
ル
が
、
様
々
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
「
喪
主
と
施
主
が
別
」
と
の
回
答
が
同
%
あ
る
こ
と
は

注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
「
喪
主
と
施
主
が
別
」
と
い
う
場
合
で
、

喪
主
と
施
主
を
誰
が
務
め
た
か
と
い
う
質
問
で
は
、
喪
主
を
「
配

偶
者
」
が
η
%
で
あ
り
、
施
主
は

「
長
男
」
と
「
次
男
以
下
」

合
計
が
印
%
を
占
め
る
。
つ
ま
り
、
葬
儀
の
金
銭
的
負
担
を
負
う

施
主
は
息
子
が
務
め
る
が
、
喪
主
は
故
人
に

一
番
近
し
か
っ
た
配

偶
者
が
務
め
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
伝
統
的
に
は
葬
儀
の
喪
主
は
家
の
継
承
者
を

社
会
的
に
表
示
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
葬
儀
に
も
個
人
主
義
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

Q 
4 

「
葬
儀
社
」
が
侃
%
と
い
う
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
。「
近

隣
地
域
の
人
び
と
」
が
叩
%
で
あ
る
と
い
う
結
果
は
、
地
域
社
会

の
弱
体
化
に
よ
っ
て
、
葬
儀
の
中
心
的
担
い
手
が
葬
儀
社
に
移
つ

て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

Q 
5 

回
答
者
の
問
%
が
通
夜
を
行
な
っ
て
い
る
。
通
夜
の
場
所

は
自
宅
が
百
%
，
菩
提
寺
が
4
%
、
葬
祭
場
が
凶
%
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
静
岡
に
お
い
て
は
自
宅
で
通
夜
を
行
な
う
と

い
う
こ
と
が
伝
統
的
習
慣
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
こ
の
習
慣
が
強

の

く
残
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
葬
祭
場
の
比
率
も
高
い
こ
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と
か
ら
、
徐
々
に
自
宅
か
ら
葬
祭
場
で
の
通
夜
へ

と
変
化
し
つ
つ

あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

念
仏
講
が
ロ
%
の
通
夜
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
他
地
域
と
の
比
較
が
待
た
れ
る
。

通
夜
の
参
列
者
の
数
か
ら
は
、
通
夜
の
意
味
自
体
が
変
化
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
「
葬
儀
と
同
じ
く
ら
い
で
あ
っ
た
」

引
%
、

「
葬
儀
よ
り
多
か
っ
た
」
辺
%
の
合
計
で
臼
%
を
占
め
る
。

伝
統
的
に
は
通
夜
は
近
し
い
人
た
ち
だ
け
で
行
な
う
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
通
夜
に
来
る
人
が
増
加
し
、
現
在
で
は
通
夜
は
葬



儀
と
同
じ
程
度
の
人
々
が
集
ま
る
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る

一
般
会
葬
者
に
と
っ
て
は
、
通
夜
が
告
別
式
と
し
て
の
役
割

を
持
っ
て
い
る
状
況
が
う
か
が
え
よ
う
。

Q 
6 

静
岡
教
区
の
特
徴
は
、
通
夜
と
葬
儀
の
場
所
を
変
え
る
こ

と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
は
、

通
夜
は
自
宅
で
お
こ
な
い
、
葬
儀
は
寺
ま
た
は
自
宅
で
行
な
う
と

い
う
の
が
通
常
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
葬
祭

場
で
の
通
夜
が
叩
%
な
の
に
対
し
、
葬
儀
で
は
幻
%
と
増
加
し
て

い
る
こ
と
は
自
宅
や
菩
提
寺
で
行
な
う
葬
儀
か
ら
葬
祭
場
で
の
葬

儀
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

場
所
を
決
め
た
理
由
を
見
る
と
、
自
宅
で
葬
儀
を
行
な
っ
て
い

る
場
合
は
、
「
家
族
の
希
望
」
、
「
慣
習
」
、
「
自
宅
で
出
来
る
ス
ぺ

ー
ス
が
あ
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
菩
提

寺
の
場
合
で
は
、
「
慣
習
」
、
「
ス
ペ

ー
ス
・
施
設
の
問
題
」
が
そ

の
理
由
で
あ
る
。

葬
祭
場
で
葬
儀
を
行
な
っ
た
理
由
は

「
ス
ペ
ー
ス
・
施
設
の
問

題
」
、
「
準
備
な
ど
の
問
題
を
含
め
た
利
便
性
の
問
題
」
が
そ
の
主

た
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
葬
祭
場
の
利
用
が
増
加
し
た
理
由
に

は
、
葬
儀
の
準
備
な
ど
を
担
っ
て
い
た
地
域
社
会
が
弱
体
化
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

Q 
7 

「
生
前
に
戒
名
を
も
ら
っ
て
い
た
」
人
が
叩
%
を
占
め
る

」
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
要
因
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
重
相
伝

や
授
戒
会
の
実
施
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
地
域
と
の
比

較
が
待
た
れ
る
。

Q 
11 

「
個
人
化
」
が
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
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「
故
人
と
の
別
れ
」
と
い
う
回
答
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
故
人
(
霊
)

を
極
楽
や
浄
土
へ

(
あ
の
世
)

へ
送
る
」
と
い
う
回
答
が
犯
%
と
最
も
多
く
を
占
め
て
お
り
、
男

女
、
年
齢
問
わ
ず
に
多
く
の
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。
「
故
人
の
冥
福
を
祈
る
」
が
却
%
、
「
故
人
と
の
別
れ
」

は
お
%
と
な
っ
て
い
る
。
他
地
域
と
の
差
異
が
予
想
さ
れ
る
設
問

で
あ
り
、
比
較
が
待
た
れ
る
。



Q 
12 

「
故
人
の
霊
が
護
っ
て
く
れ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
人

が
河
%
と
高
い
割
合
を
し
め
て
い
る
。
性
別
で
見
る
と
、
「
そ
う

思
う
」
と
回
答
し
た
人
は
、
男
性
的
%
、
女
性
河
%
と
な
っ
て
お

り
、
女
性
の
ほ
う
が
高
い
。
ま
た
、
「
そ
う
は
思
わ
な
い
」
と
回

答
し
た
人
は
男
性
7
%
、
女
性
1
%
と
な
っ
て
お
り
、
総
じ
て
女

性
の
方
が
霊
の
存
在
に
対
し
て
強
い
肯
定
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

五
十
代
・
六
十
代
に
は
否
定
的
な
意
見
が
見
ら
れ
、
「
分
か
ら
な
い
」

と
回
答
し
た
人
が
却
%
を
超
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ

の
世
代
へ
の
教
化
活
動
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

Q 
13 

「
必
ず
し
て
ほ
し
い
」

日
%
、
「
出
来
れ
ば
し
て
ほ
し
い
」

引
%
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
葬
儀
を
行
な
い
た
い
と
考
え
て
い

る
人
が

8
割
を
超
え
、
大
多
数
の
人
が
葬
儀
に
何
ら
か
の
積
極
的

意
味
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し

方
で
、
「
し
て
欲
し
い
と
は
思
わ
な
い
」
に
「
ま
だ

分
か
ら
な
い
」
と
い
う
消
極
的
否
定
意
見
を
含
め
る
と
叩
%
あ
る

こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
年
齢
が
下
が
る
に

従
い
、
「
必
ず
し
て
欲
し
い
」

の
割
合
が
減
少
し
、
「
ま
だ
分
か
ら

な
い
」
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
。

「
必
ず
し
て
欲
し
い
」
と
回
答
し
た
人
の
男
女
比
を
見
る
と
、
男

性
問
%
、
女
性
判
%
と
聞
き
が
あ
る
。
社
会
的
な
意
味
合
い
で
の

葬
儀
の
役
割
に
対
し
て
、
男
女
で
の
捉
え
方
に
遣
い
が
あ
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Q
U
I
-
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「
僧
侶
を
招
い
た
家
の
宗
旨
で
あ
る
浄
土
宗
の
葬
式
」

と
い
う
回
答
が
M
%
と
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
。
檀
信
徒
に
対

す
る
調
査
な
の
で
、
当
然
の
結
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
男
女
比
を

見
る
と
、
男
性
槌
%
、
女
性
は
位
%
と
男
性
の
ほ
う
が
高
く
な
っ

て
い
る
。
男
女
に
よ
る
檀
信
徒
と
し
て
の
宗
派
意
識
、
帰
属
意
識

の
違
い
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。

Q

U

2

 
「
家
族
の
み
」
、
「
家
族

・
親
族
」
と
い
う
回
答
の
合

計
が
日
%
を
占
め
、
「
葬
儀
を
狭
い
範
囲
の
人
々
だ
け
で
済
ま
そ



う
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
た
人
が
比
較
的
多
く
存
在
す
る
こ
と
が

わ
か
る
。
男
女
別
に
見
る
と
、
女
性
は
回
答
1
1
4
、
つ
ま
り
近

い
人
間
関
係
の
回
答
に
集
中
し
、
男
性
で
は
回
答
6
・
?
と
い
う

広
い
人
間
関
係
の
人
々
に
来
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
人
が
多

ぃ
。
こ
れ
は
、
男
性
と
女
性
で
の
普
段
関
わ
っ
て
い
る
人
々
の
関

係
性
を
反
映
し
て
る
と
考
え
ら
れ
る
。

」
の
設
問
は
地
域
に
よ
っ
て
相
違
が
予
想
さ
れ
、
他
地
域
と
の

比
較
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

Q
U
|
3
 
「
残
っ
た
人
と
の
別
れ
」
が
引
%
と
高
く
な
っ
て
い

る
。
続
い
て
「
極
楽
や
浄
土
(
あ
の
世
)

に
送
っ
て
も
ら
う
」
が

犯
%
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
回
答
は
、
間
口
で
尋
ね
た
「
回
答
者

が
体
験
し
た
家
族
の
葬
式
に
お
い
て
感
じ
た
葬
式
の
意
味
」
と
の

相
違
が
見
ら
れ
る
。
問
日
で
は
「
故
人
の
冥
福
を
祈
る
」
、
「
故
人

を
極
楽
や
浄
土
に
送
る
」
、
「
故
人
と
の
別
れ
」
が
ほ
ぼ
同
じ
く
ら

い
の
割
合
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
設
問
で
尋
ね
た
よ
う
に
、
自
分
の

葬
式
の
場
合
に
は

「冥
福
を
祈
っ
て
も
ら
う
」
の
割
合
が
低
く
な

り
、
「
残
っ
た
人
と
の
別
れ
」
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自

分
自
身
が
「
送
る
側
」
な
の
か
、
「
送
ら
れ
る
側
」
な
の
か
と
い

う
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
、
回
答
に
相
違
が
出
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

Q
U
1
4
 「
し
て
ほ
し
い
と
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
人
は
凶

人
と
少
数
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
な
か
で
最
も
多
い
の
は
、
「
遺

族
の
手
を
煩
わ
せ
た
く
な
い
か
ら
」
が

8
人
(
回
%
)
で
あ
っ
た
。

一
方
、
「
費
用
が
高
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
は

I
人
だ
け
で
あ
る
。

「
葬
儀
に
伴
う
手
間
や
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
当
然
の
も
の
と
し
て
受
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け
入
れ
る
」
と
い
う
価
値
観
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

Q 
14 

「
家
族
・
先
祖
代
々
の
墓
」
と
い
う
回
答
が
肝
%
と
圧
倒

的
多
数
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
数
は
少
な
い
も
の
の
、
家
族

よ
り
小
さ
な
単
位
を
基
本
と
す
る
個
人
墓
、
夫
婦
墓
、
合
間
墓
と

い
う
多
様
な
形
態
が
出
始
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ

る



Q 
15 

散
骨
を
希
望
す
る
人
は
日
人
(
3
%
)
と
少
な
い
。
散
骨

を
希
望
す
る
人
の
多
く
が

「
自
分
の
希
望
す
る
場
所
」
に
散
骨
し

て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
。

Q 
16 

分
骨
を
希
望
す
る
人
は
日
人
(
3
%
)
と
少
数
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
「
実
家
の
墓
」
に
分
骨
し
た
い
人
は

8
人
で
あ
る
。
そ

の
男
女
比
を
見
る
と
女
性
が

5
人
、
男
性
が
3
人
で
、
女
性
の
方

が
多
く
、
全
回
答
者
の
男
女
比
を
考
慮
す
る
と
、
女
性
の
比
率
が

一
層
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
分
骨
を
希
望
す
る
人
は
、

自
分
の
生
地
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
意
識
か
ら
で
あ
る
こ
と
が

推
測
で
き
よ
う
。

分
骨
は
地
方
に
よ
っ
て
風
習
が
異
な
る
の
で
、
全
国
調
査
が
待

た
れ
る
。

Q 
17 

「
戒
名
を
欲
し
い
と
思
う

・
す
で
に
も

っ
て
い
る
」
と
答

え
た
人
が
印
%
、
「
俗
名
で
良
い
」
は
初
%
、
「
ま
だ
分
か
ら
な
い
」

は
お
%
と
な
っ
て
い
る
。
男
女
別
で
は
比
率
に
差
は
無
い
が
、
年

齢
別
で
見
る
と
、
「
戒
名
を
欲
し
い
と
思
う
」
人
は
、
年
齢
が
下

が
る
に
従
い
低
く
な
っ
て
い
る
。

問
7
で
は
、
回
答
者
が
体
験
し
た
葬
儀
に
お
い
て
の
戒
名
に
つ
い

て
尋
ね
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は

「
亡
く
な
っ
て
か
ら
つ
け
て
も
ら

っ
た
」
伺
%
、
「
本
人
が
そ
の
戒
名
を
生
前
に
つ
け
て
も
ら
っ
た
」

が
叩
%
で
あ
り
、
「
付
け
て
も
ら
わ
な
か
っ
た
」
が
l
人
(
0
%
)

で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
回
答
者
本
人
の
場
合
に
お
い

て
は
「
俗
名
で
良
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
が
激
増
す
る
こ
と
は
注

目
す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。
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ま
た
「
戒
名
を
欲
し
い
と
思
う
・
す
で
に
持
っ
て
い
る
」
と
答

え
た
人
の
部
%
が
「
浄
土
宗
の
葬
式
を
行
な
っ
て
欲
し
い
」
と
答

え
て
い
る
が
、
「
ま
だ
分
か
ら
な
い
」
と
応
え
た
人
で
は
引
%
、
「
俗

名
で
良
い
」
と
応
え
た
人
で
は
刊
%
と
な

っ
て
お
り
、

そ
の
割
合

が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戒
名
の
意
味
を
伝
え
る
こ
と
が
い

か
に
重
要
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。

「
俗
名
で
よ
い
と
答
え
た
」
人
で
も
、

そ
の
初
%
は
葬
式
を
「
必

ず
し
て
欲
し
い
」
も
し
く
は

「
で
き
れ
ば
し
て
欲
し
い
」
と
回
答



し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
葬
儀
に
は
意
味
を
見
出
す
が
、
戒
名

に
対
し
て
は
意
味
を
見
出
せ
な
い
」
と
い
う
人
が
多
く
存
在
し
て

る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

Q 
18 

死
後
「
極
楽
や
西
方
浄
土
」
に
行
く
と
回
答
し
た
人
が

日
%
と
圧
倒
的
多
数
と
な
っ
て
い
る
。
「
極
楽
や
西
方
浄
土
」
に

行
く
と
回
答
し
た
人
を
男
女
別
に
見
る
と
、
男
性
が
日
%
に
対
し

て
、
女
性
が
臼
%
と
多
い
。

一
方
、
「
死
ん
だ
ら
何
も
な
く
な
る
」

は
男
性
却
%
、
に
対
し
て
女
性
9
%
で
あ
る
。
男
性
の
方
が
来
世
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や
死
後
の
存
在
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に

五
十
代
・
六
十
代
の
男
性
に
否
定
的
な
意
見
が
多
い
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。

Q 
19 

「
僧
侶
の
引
導
・
読
経
」
と
答
え
た
人
が
印
%
と
圧
倒
的

多
数
を
占
め
て
い
る
。
「
お
別
れ
会
形
式
」
な
ど
様
々
な
ス
タ
イ

ル
の
葬
式
の
出
現
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
、
注
目

す
べ
き
結
果
で
あ
ろ
う
。
他
地
域
と
の
比
較
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。



仏
説
無
量
寿
経

巻
下

曹
貌
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
圏
内
出
身
の
三
蔵
法
師

・
康
の
国
の
僧
鎧
が
訳
す

釈
尊
が
〔
私
〕
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
さ
て
、
誰
で
あ
れ
〔
無
量
寿
仏
の
極
楽
〕
世
界
に
往
生
す
る

者
は
、

み
な
こ
と
ご
と
く
〔
煩
悩
を
滅
し
た
〕
覚
り
の
境
地
に
至

る
ま
で
退
転
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
正
定
家
」
の
仲
間
に
入

る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

そ
の
世
界
に
は
〔
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

の
三
悪
道
に
堕
ち
る
〕
「
邪
定
衆
」
が
な
く
、
ま
た
〔
必
ず
覚
り

の
境
地
に
至
れ
る
と
は
限
ら
な
い
〕
と
い
う
「
不
定
衆
」
も
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。l

〔
だ
か
ら
こ
そ
〕
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
ガ
ン
ジ

ス
河
の
砂
の
数
に
も
等
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
仏
た
ち
は
、
こ
ぞ
っ
て

み
な
無
量
寿
仏
の
強
大
な
力
に
と
も
な
う
人
知
の
想
像
を
絶
し
た

功
徳
を
称
讃
す
る
の
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
、
〕
そ
れ
ら
の
〔
世
界
の
〕

人
々
が
〔
諸
仏
に
よ
っ
て
称
え
ら
れ
る
無
量
寿
仏
の
〕
名
を
耳
に

し
て
、
〔
自
ら
も
そ
の
仏
に
〕
想
い
を
募
ら
せ
、
〔
そ
の
仏
に
〕
夢

中
に
な
っ
て
、
た
と
え

一
遍
で
あ
っ
て
も
心
の
底
か
ら
念
仏
を
称

え
て
、

か
の
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
う
な
ら
ば
〔
命
終
の

後
に
は
他
の
世
界
を
経
ず
に
〕
直
接
〔
極
楽
世
界
へ
の
〕
往
生
が

か
な
い
、
覚
り
の
境
地
に
至
る
ま
で
退
転
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
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だ
し
〔
よ
く
心
得
よ
〕
。
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
と
仏
の
教
え
を
詩

る
者
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

」

〔
再
び
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
天
人
や
人
々
の
中
で
、
誰
で
あ
れ
心
の
底

か
ら
〔
無
量
寿
仏
の
極
楽
〕
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
う
者
は
、

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
三
通
り
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

〔
ま
ず
〕
そ
の
〔
第

一
は
〕
「
上
輩
」
の
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
出

家
し
て
諸
々
の
欲
望
を
捨
て
去
ろ
う
と
〔
人
里
離
れ
た
場
所
で
苦

行
に
励
む
〕
沙
門
と
な
り
、
覚
り
を
目
指
す
心
を
起
こ
し
た
上
で
、



た
だ
ひ
た
す
ら
無
量
寿
仏
〔
を
慕
っ
て
そ
〕
の
名
を
称
え
、

々
chり

に
諸
々
の
功
徳
を
積
ん
で
〔
極
楽
〕
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
う

〔
者
た
ち
で
あ
る
〕
。
こ
う
し
た
者
た
ち
が
命
尽
き
よ
う
と
す
る

時
、
無
量
寿
仏
は
〔
極
楽
の
〕
聖
者
た
ち
と
と
も
に
、

そ
の
〔
眼

の
〕
前
に
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
無
量
寿
〕
仏
〔
の
後

ろ
〕
に
付
き
随
っ
て
〔
極
楽
〕
世
界
に
往
生
し
、
〔
そ
の
極
楽
の

池
の
〕
七
つ
の
宝
石
で
で
き
て
い
る
蓮
の
華
の
中
に
忽
然
と
生
ず

る
の
だ
。
〔
そ
し
て
〕
覚
り
に
至
る
ま
で
決
し
て
退
転
す
る
こ
と

の
な
い
境
地
に
立
っ
て
〔
歩
を
進
め
〕
、
智
慧
を
究
め
〔
わ
ず
か

な
迷
い
で
さ
え
断
ち
切
ろ
う
と
〕
果
敢
に
精
進
し
、
神
通
力
を
自

在
に
駆
使
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
阿
難
よ
。
今
生
に
お
い

て
衆
生
が
無
量
寿
仏
に
見
え
た
い
と
望
む
と
す
れ
ば
、
や
は
り
〔
沙

門
と
な
っ
て
〕
こ
の
上
な
い
覚
り
を
目
指
す
心
を
起
こ
し
、

々
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ざ
ま
な
善
行
を
修
め
て
、
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
う
べ
き

な
の
で
あ
る
。

」

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
第
二
は
〕

中
輩
の
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
天

人
や
人
々
の
中
で
、
心
の
底
か
ら
〔
無
量
寿
仏
の
〕
世
界
に
往
生

し
た
い
と
願
い
つ
つ
も
、
出
家
が
か
な
わ
ず
〔
上
輩
の
よ
う
に
〕

沙
門
と
な
っ
て
優
れ
た
善
行
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
上
な
い
覚
り
を
目
指
す
心
を
発
し
、

た
だ
ひ
た
す
ら
無
量
寿
仏
を
慕
っ
て
そ
の
名
を
称
え
る
〔
者
た
ち

な
の
で
あ
る
〕
。
〔
た
だ
し
、
〕
多
か
れ
少
な
か
れ
〔
で
き
得
る
範

囲
で
の
〕
善
行
を
積
ん
で
い
る
の
だ
。
〔
た
と
え
ば
教
え
に
従
つ

て
定
め
ら
れ
た
日
に
身
心
を
清
ら
か
に
た
も
っ
と
い
う
〕
斎
戒
を

守
り
、
〔
あ
る
い
は
〕
仏
塔
や
仏
像
を
造
立
し
、
沙
門
に
食
べ
物

や
飲
み
物
を
供
養
し
、
色
鮮
や
か
な
布
切
れ
を
組
に
連
ね
て
仏
塔
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や
仏
像
に
飾
り
付
け
、
灯
明
を
捧
げ
、
花
び
ら
を
撒
き
、
香
を
焚

い
て
〔
供
養
す
る
の
で
あ
る
〕
。
そ
し
て
こ
れ
ら
〔
の
善
行
の
功
徳
〕

を
振
り
向
け
て
、
〔
極
楽
〕
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
っ
て
い
れ
ば
、

そ
の
人
が
命
尽
き
る
時
、
無
量
寿
仏
は
〔
極
楽
世
界
に
い
な
が
ら

に
し
て
、
〕
そ
の
容
貌
と
い
い
、
〔
全
身
か
ら
発
す
る
〕
光
明
と
い

ぃ
、
寸
分
違
わ
ぬ
〔
自
身
の
〕
姿
を
そ
の
人
の
目
の
前
に
映
し
出

す
の
で
あ
る
。
〔
ま
た
極
楽
世
界
の
〕
聖
者
た
ち
の
姿
も
、
無
量

寿
仏
と
と
も
に
映
し
出
さ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
〔
中
輩
の
者
は
無

量
寿
仏
の
〕
お
姿
〔
の
後
〕
を
追
っ
て
〔
極
楽
〕

世
界
に
往
生
す



る
の
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
〕
覚
り
に
至
る
ま
で
決
し
て
退
転
す
る

」
と
の
な
い
境
地
に
立
っ
て
〔
歩
を
進
め
〕
、
功
徳
を
積
む
こ
と

智
慧
を
究
め
る
こ
と
は
上
輩
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
;

」

〔
さ
ら
に
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「〔第
三
は
〕
下
輩
の
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
天

人
や
人
々
の
中
で
、
心
の
底
か
ら
〔
無
量
寿
仏
の
〕
世
界
に
往
生

し
た
い
と
願
い
つ
つ
も
、
〔
上
輩
や
中
輩
の
よ
う
に
〕
さ
ま
ざ
ま

な
善
行
を
修
め
ら
れ
な
い
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
上
な

い
覚
り
を
目
指
す
心
を
発
し
、

た
だ
ひ
た
す
ら
無
量
寿
仏
を
慕
つ

て
、
少
な
く
と
も
十
遍
そ
の
名
を
称
え
て
〔
極
楽
〕
世
界
に
往
生

を
願
う
〔
者
た
ち
な
の
で
あ
る
〕
。〔
彼
ら
は
無
量
寿
仏
の
〕
救
い

を
耳
に
し
て
、
身
心
に
歓
び
が
満
ち
、

そ
れ
を
深
く
信
じ
て
疑
い

を
挟
む
こ
と
な
く

一
遍
で
も
そ
の
名
を
称
え
て
、
嘘
偽
り
の
な

い
心
で
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
い
と
願
っ
て
い
れ
ば
、
彼
ら
の
臨

終
の
時
に
は
ま
る
で
夢
の
中
に
い
る
か
の
よ
う
に
〔
無
量
寿
仏
の
〕

お
姿
を
拝
見
し
、
〔
な
お
か
つ
極
楽
世
界
へ
と
〕
往
生
が
か
な
う

の
だ
。
〔
し
か
も
往
生
の
後
に
は
、
極
楽
世
界
で
〕
功
徳
を
積
み
、

智
慧
を
究
め
る
こ
と
は
中
輩
と
ほ
と
ん
ど
変
り
が
な
い
。
」

〔
さ
て
〕
釈
尊
が
阿
難
に
〔
次
の
よ
う
に
〕
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
無
量
寿
仏
が
具
え
る
強
大
な
力
に
は
際
限
が
な
い
。
〔
だ
か
ら

こ
そ
〕
果
て
し
無
く
広
が
る
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
数
限
り
な
く
お
ら

れ
る
多
く
の
み
仏
た
ち
は
、
〔
無
量
寿
仏
を
〕
褒
め
称
え
な
い
と

い
う
こ
と
が
な
い
。
東
方
に
広
が
る
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど

に
多
い
さ
ま
ざ
ま
な
仏
の
世
界
に
い
る
数
限
り
な
い
多
く
の
菩
薩

た
ち
は
、

み
な
こ
と
ご
と
く
無
量
寿
仏
の
も
と
へ
と
詣
で
て
、
無

量
寿
仏
を
は
じ
め
〔
極
楽
世
界
の
〕
す
べ
て
の
菩
薩

・
声
聞

・
往

生
人
を
恭
し
く
〔
礼
拝
し
て
〕
供
養
を
捧
げ
、
〔
無
量
寿
仏
の
〕
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説
法
を
聴
聞
し
た
後
、
〔
自
身
の
世
界
に
戻
っ
て
〕
そ
の
救
い
の

教
え
を
説
き
弘
め
る
。
南
方
〔
の
仏
の
世
界
の
菩
薩
た
ち
も
同
様

で
あ
り
〕
、
西
方

・
北
方
、
東
南

・
西
南
・
東
北
・
西
北
の
四
維
、

さ
ら
に
は
上
下
〔
の
仏
の
世
界
の
菩
薩
た
ち
も
〕
同
じ
様
〔
に
実

践
す
る
の
〕

で
あ
る
。
」

釈
尊
は
そ
の
〔
よ
う
に
お
説
き
に
な
っ
た
〕
と
こ
ろ
で
、
次
の

よ
う
な
詩
句
を
詠
ぜ
ら
れ
た
。

O
東
方
偶

「
東
の
方
角
に
は
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の



限
り
な
き
み
仏
た
ち
の
国
々
が
広
が
っ
て
い
る

《
〔
無
量
寿
仏
よ

あ
な
た
様
の
〕

そ
の
国
々
の
菩
薩
た
ち
は
〔
極
楽
世
界
に
〕
赴
い
て

神
通
力
や
智
慧
の
は
た
ら
き
は
究
め
尽
さ
れ

無
量
寿
仏
に
会
い
見
え
る

奥
深
い
覚
り
の
世
界
の
門
を
開
い
て
は

南
方
・
西
方

・
北
方

・
四
維
・
上
下
に
も

思
い
の
ま
ま
出
入
り
し

〔
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
限
り
な
き

〔
あ
ら
ゆ
る
〕
功
徳
が
入
っ

て
い
る
蔵
を
我
が
物
と
し

み
仏
た
ち
の
国
々
が
広
が
っ
て
い
る
〕

そ
の
智
慧
の
深
さ
は
比
類
あ
り
ま
せ
ん

各
々
の
国
の
菩
薩
た
ち
も
〔
極
楽
世
界
に
〕
赴
い
て

〔
ま
た
あ
な
た
様
は
〕
太
陽
の
よ
う
に
明
る
い

無
量
寿
仏
に
会
い
見
え
る
。

智
慧
の
光
を
放
っ
て
世
界
を
照
ら
し

み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
天
界
の
妙
な
る
花
を
お
供
え
し

」
と
ご
と
く
か
き
消
さ
れ
ま
す
》

-124-

」
の
す
べ
て
の
菩
薩
た
ち
は

生
死
〔
輪
廻
を
も
た
ら
す
〕
迷
い
の
雲
を

宝
の
如
く
〔
気
品
あ
ふ
れ
る
〕
香
を
焚
き

〔
菩
薩
た
ち
は
無
量
寿
仏
を
敬
い
〕

」
の
上
な
く
高
貴
な
織
物
を
俸
げ
て

そ
の
周
り
を
右
に
め
ぐ
る
こ
と
三
度
繰
り
返
し

無
量
寿
仏
を
供
養
す
る

〔
さ
ら
に
は
〕

こ
の
上
な
い
御
仏
に
礼
拝
し
て

さ
ら
に
は

一
同
に
会
し
て

大
地
に
頭
を
額
ず
く

天
界
に
流
れ
て
い
る
と
い
う
妙
な
る
調
べ
を
奏
で

〔
顔
を
上
げ
〕
そ
の
世
界
が
清
ら
か
な
荘
厳
で

雅
や
か
で
心
地
よ
い
音
色
を
響
か
せ

満
た
さ
れ
て
い
る
の
を
見
渡
た
す
と

〔
こ
の
方
こ
そ
〕
最
も
優
れ
た
み
仏
と
讃
え
て
歌
い
上
げ

〔
そ
の
光
景
は
〕
想
像
を
超
え
る
絶
妙
さ
で
あ
る

無
量
寿
仏
を
供
養
す
る

そ
れ
故
こ
の
上
な
い

〔
大
い
な
る
〕
心
を
発
す



《
自
ら
建
立
す
る
世
界
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
整
え
た
い
》
と

雷
鳴
を
轟
か
せ
る
よ
う
に
〔
極
楽
世
界
を
振
る
わ
せ
〕

そ
の
時
を
見
極
め
た
無
量
寿
仏
は

八
種
の
音
質
を
と
も
な
っ
た
妙
な
る
声
を
発
す
る

顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ

《
〔
こ
の
極
楽
世
界
に
や
っ
て
来
た
〕
菩
薩
た
ち
に

笑
み
を
た
た
え
る
と
3

必
ず
や
仏
と
な
れ
る
と
の
授
記
を
与
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る

口
か
ら
計
り
知
れ
な
い
光
を
放
ち

A
7
か
ら
授
け
る

観
世
音
よ

あ
ら
ゆ
る
世
界
を
隈
な
く
照
ら
し
出
す

汝
は
よ
く
よ
く
耳
に
留
め
る
が
よ
い

そ
の
光
は
〔
無
量
事
在
ご
自
身
の
〕
身
体
を
三
固
め
ぐ
っ
て

あ
ら
ゆ
る
〔
仏
の
〕
世
界
か
ら
や
っ
て
来
た
菩
薩
た
ち
ょ

頭
の
頂
に
入
り
込
む

我
は
〔
そ
な
た
た
ち
の
〕
願
い
を
全
て
知
っ
て
い
る

そ
れ
を
見
て
い
た
〔
極
楽
世
界
の
〕
天
人
や
人
々
は

〔
そ
な
た
た
ち
は
今
や
〕
清
ら
か
な
荘
厳
で
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飛
び
上
が
る
ほ
ど
大
い
に
喜
ぶ

満
た
さ
れ
た
世
界
を

そ
の
時

観
世
音
菩
薩
が
衣
服
を
整
え
〔
か
し
こ
ま
り
〕

〔
建
立
し
た
い
と
〕
心
に
決
め
て
い
る

〔
無
量
寿
仏
に
対
し
〕
大
地
に
頭
を
額
ず
け

我
が
授
記
を
受
け
る
以
上
は
必
ず
や
仏
と
な
る

礼
拝
し
質
問
を
す
る

〔
迷
い
の
世
界
の
〕
あ
ら
ゆ
る
存
在
は

《
お
う
か
が
い
致
し
ま
す

さ
な
が
ら
夢
幻
や
音
の
響
き
の
よ
う
に

み
仏
は
な
に
故
に
今

修
く
消
え
去
る
も
の
と
体
得
し

笑
み
を
た
た
え
ら
れ
え
た
の
で
し
ょ
う
か

素
晴
ら
し
い
誓
願
を
か
な
え
て

そ
の
理
由
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
》

必
ず
や
こ
の
〔
極
楽
〕
の
よ
う
な
世
界
を

〔
す
る
と
無
量
寿
仏
は
〕
あ
た
か
も
究
天
王
が

建
立
す
る
こ
と
と
な
る



〔
あ
ら
ゆ
る
〕
存
在
は
あ
た
か
も

速
や
か
に
〔
自
ら
思
い
描
く
〕
浄
土
を
建
立
す
る
が
よ
い

電
光
の
よ
う
に
一
瞬
の
も
の
と
知
り

〔
菩
薩
た
ち
よ
〕
清
ら
か
な
荘
厳
に
満
ち
た

菩
薩
と
し
て
歩
む
べ
き
道
を
究
め
る

〔
無
量
寿
仏
の
極
楽
〕
世
界
に
至
る
と

さ
ま
ざ
ま
な
功
徳
を
生
み
出
す
善
行
を

す
ぐ
さ
ま
神
通
力
を
得
る
だ
ろ
う

修
め
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら

そ
し
て
「
汝
は
必
ず
仏
に
な
る
」
と
い
う

我
が
授
記
を
受
け
る
以
上
は
必
ず
や
仏
と
な
る

無
量
寿
仏
か
ら
の
授
記
を
い
た
だ
き

あ
ら
ゆ
る
存
在
の
本
性
は
永
遠
不
滅
の
実
体
な
ど
で
は
な
く

覚
り
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
な
る

互
い
に
支
え
あ
う
こ
と
で

か
の
〔
無
量
寿
〕
仏
の
本
願
が
〔
実
現
し
〕

ひ
た
す
ら
清
ら
か
な
仏
の
世
界
を
求
め
て

〔
汝
ら
が
〕
そ
の
仏
の
名
を
聞
い
て
往
生
を
願
う
な
ら
ば
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初
め
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
体
得
し

そ
の
力
を
発
揮
し
て
い
る
か
ら
こ
そ

必
ず
や
こ
の
極
楽
の
よ
う
な
世
界
を

み
な
こ
と
ご
と
く
〔
極
楽
〕
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て

建
立
す
る
こ
と
と
な
る
。》

覚
り
を
得
る
ま
で

〔
一
方
〕
他
の
浄
土
の
仏
た
ち
は

仏
道
か
ら
退
転
す
る
こ
と
の
な
い
境
地
に

〔
そ
の
浄
土
の
〕
菩
薩
た
ち
に
告
げ
る

知
ら
ぬ
聞
に
達
す
る
の
で
あ
る

《
〔
私
は
汝
ら
を
〕
安
ら
か
な
境
地
に
導
く

菩
薩
た
ち
よ
〔
極
楽
世
界
に
往
け
ば
心
底
願
う
で
あ
ろ
う
〕

〔
無
量
寿
〕
仏
に
会
い
に
行
か
せ
よ
う

己
が
浄
土
も
〔
こ
の
極
楽
〕
世
界
と
違
わ
ぬ
こ
と
を

〔
無
量
寿
仏
の
〕
説
法
を
聞
い
て

〔そ
し
て
汝
ら
は
〕

切
〔
の
衆
生
〕
を
救
わ
ん
と

清
々
し
い
気
分
の
ま
ま
行
を
修
め

そ
の
名
が
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
知
れ
渡
る
よ
う
に
と



念
ず
る
こ
と
と
な
る

修
行
に
勤
め
〔
救
わ
れ
る
と
い
う
実
感
と
と
も
に
〕

〔
さ
ら
に
汝
ら
は
毎
朝
4

〕
何
憶
も
の
み
仏
が
た
に

飛
び
上
が
る
ほ
ど
大
き
な
喜
び
が
身
心
に
満
ち
あ
ふ
れ
る

供
養
を
捧
げ
ん
た
め
に
神
通
力
を
用
い
て
飛
ん
で
い
き

思
い
上
が
り
ゃ
了
見
違
い

さ
ま
ざ
ま
な
仏
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
恭
し
く
礼
拝
し

精
進
を
怠
た
る
者
は

〔
功
徳
を
積
ん
だ
〕
喜
び
と
と
も
に

そ
れ
が
た
め
に
〔
無
量
寿
仏
の
救
い
の
〕
法
を

再
び
安
ら
ぎ
の
世
界
で
あ
る
極
楽
へ
と
舞
い
戻
る
の
だ
》
と

な
か
な
か
信
じ
ら
れ
な
い

〔
さ
あ
み
な
の
者
よ
〕

過
去
世
に
も
ろ
も
ろ
の
仏
に
出
会
っ
た
人
は

も
し
〔
過
去
世
に
〕
善
行
を
修
め
て
こ
な
か
っ
た
人
は

嬉
々
と
し
て
こ
の
救
い
の
教
え
を
聴
く

〔
無
量
寿
仏
の
救
い
を
説
く
〕
こ
の
経
を

〔
さ
て
〕
声
聞
で
あ
ろ
う
と
菩
薩
で
あ
ろ
う
と
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耳
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

〔
無
量
寿
仏
の
〕
深
い
み
心
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

〔も
し
過
去
世
に
〕
煩
悩
に
ま
み
れ
ぬ
よ
う

た
と
え
て
言
え
ば
生
来
眼
の
不
自
由
な
人
が

戒
を
た
も
っ
て
き
た
人
は
今

人
の
手
を
引
い
て
先
導
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

真
理
に
即
し
た

〔
こ
の
〕
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る

〔無
量
寿〕

仏
の
智
慧
を
海
に
た
と
え
れ
ば

〔
も
し
過
去
世
に
〕
覚
り
を
開
い
た
み
仏
と

余
り
に
広
大
深
遠
で
限
り
な
く

出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
今

声
聞
や
菩
薩
の
推
し
量
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

」
う
し
た
〔
無
量
寿
仏
の
救
い
〕
を

た
だ
覚
り
を
得
た
仏
の
み
明
ら
か
に
知
り
得
る

信
ず
る
こ
と
が
で
き
る

か
り
に
こ
の
世
の

一
切
の
人
々
が
よ
く
よ
く
仏
道
を
修
め

〔
そ
う
い
う
者
た
ち
は
〕
素
直
に
こ
の
教
え
を
聴
き
入
れ

一
点
の
曇
り
も
な
い
智
慧
を
具
え
て



す
べ
て
の
存
在
は
互
い
に
関
係
し
合
い
な
が
ら

大
い
に
喜
ぶ
が
良
い

絶
え
ず
変
化
し
続
け
る
と
い
う
「
空
」
の
道
理
を
知
り

そ
う
し
て
初
め
て
我
が
善
き
友
と
い
え
る
の
で
あ
る

果
て
し
無
く
永
い
時
聞
を
か
け
て

だ
か
ら
こ
そ
今
こ
こ
で
覚
り
を
目
指
せ

〔
無
量
寿
〕
仏
の
深
い
お
考
え
に

た
と
え
こ
の
世
が
炎
に
包
ま
れ
よ
う
と
も

思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
と
し
よ
う

そ
の
中
を
突
き
進
ん
で
必
ず
教
え
を
求
め
よ

〔
た
と
え
彼
ら
が
持
て
る
〕
力
の
限
り
を
尽
く
し
て

何
と
し
て
で
も
覚
り
を
聞
い
て
仏
と
な
り

命
果
て
る
ま
で
み
な
で
論
議
を
重
ね
た
と
し
て
も

生
死
の
迷
い
の
世
界
に
沈
む
全
て
の
人
々
を

な
お
〔
そ
の

一
端
す
ら
〕
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

救
い
出
す
の
だ
」

〔
無
量
寿
〕
仏
の
智
慧
に
は
際
限
が
無
く

〔
そ
こ
で
ま
た
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。
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こ
れ
こ
そ
清
浄
の
極
み
で
あ
る

「
〔
他
の
仏
の
世
界
か
ら
極
楽
世
界
に
や
っ
て
来
た
〕
菩
薩
た
ち

〔
よ
い
か
〕
こ
の
世
に
生
は
受
け
難
く

は
、
み
な
間
違
い
な
く
必
ず
仏
に
な
る
た
め
に
も
う

一
度
だ
け
他

仏
の
在
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
さ
ら
に
難
し
い

の
世
界
に
生
ま
れ
る
二
生
補
処
」
の
境
涯
に
辿
り
着
く
で
あ
ろ

〔
ま
し
て
〕
仏
を
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
難
し
い

ぅ
。
た
だ
し
〔
極
楽
世
界
に
来
る
〕
以
前
に
、
生
き
と
し
生
け
る

も
し
少
し
で
も
〔
仏
の
こ
と
〕
を
耳
に
し
た
な
ら
ば

も
の
を
救
い
摂
ろ
う
と
い
う
誓
い
を
建
て
て
さ
ま
ざ
ま
な
功
徳
を

懸
命
に
〔
仏
道
を
〕
求
め
よ

積
み
、
仏
の
特
性
を
身
に
具
え
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
迷
い
の

教
え
を
聞
い
た
な
ら
よ
く
心
に
留
め

世
界
か
ら
救
い
出
そ
う
と
願
う
菩
薩
は
二
生
補
処
」

の
境
涯
に

〔
仏
の
姿
を
〕
拝
し
た
な
ら
ば
恭
し
く
敬
え

は
入
る
こ
と
は
な
い
。

〔
信
ず
る
心
が
〕
沸
き
起
こ
っ
た
な
ら
ば

〔
さ
て
〕
阿
難
よ
。
か
の
〔
無
量
寿
〕
仏
の
〔
極
楽
〕
世
界
の



中
の
声
聞
た
ち
の
身
体
か
ら
放
た
れ
る
光
明
は
、
〔
直
径
が
〕
両

手
を
広
げ
た
ほ
ど
の
長
さ
(
一
尋
)
で
あ
る
が
、
菩
薩
た
ち
の
〔
身

体
か
ら
放
た
れ
る
〕
光
明
は
百
由
旬
(
一
説
に
】
。
。
O
O
R
E
)

と

い
う
途
方
も
な
く
速
い
先
ま
で
照
ら
し
て
い
る
の
だ
。

〔
そ
の
時
の
菩
薩
た
ち
の
中
で
も
〕
特
に
偉
大
な
方
が
二
人
お
ら

れ
る
。
強
大
な
カ
を
具
え
た
〔
彼
ら
の
〕
光
明
は
三
千
大
千
世
界

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。

」

〔
そ
こ
で
私
〕
阿
難
が
釈
尊
に
尋
ね
た
。

「
そ
の
二
人
の
菩
薩
様
は
何
と
い
う
お
名
前
で
し
ょ
う
か
。

」

釈
尊
が
お
答
え
に
な
っ
た
。

ご
人
は
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
言
い
、
も
う

一
人
は
大
勢
至
〔
菩
薩
〕

と
一言
う
。
二
人
は
〔
か
つ
て
〕
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
菩
薩
と
し

て
修
行
を
し
、
そ
の
寿
命
が
尽
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
世
界
か
ら

〔
無
量
寿
〕
仏
の

〔
極
楽
〕
世
界
へ
と
往
生
し
た
の
で
あ
る
。

〔
と
こ
ろ
で
〕
阿
難
よ
。
〔
極
楽
〕
世
界
に
往
生
し
た
衆
生
は
み

な
誰
も
〔
仏
の
特
徴
で
あ
る
〕

三
十
二
相
を
身
に
具
え
て
い
る
。

〔
さ
ら
に
ま
た
〕
十
二
分
に
智
慧
を
磨
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
を

学
び
取
り
、

そ
の
真
髄
を
己
の
も
の
と
し
、
〔
獲
得
し
た
〕
神
通

力
は
何
も
の
に
も
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
〔
目
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身

と
い
っ
た
〕
感
覚
器
官
や
認
識
作
用
も
ま
た
鋭
く
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

て
い
る
の
だ
。

そ
の
中
で
感
覚
器
官
な
ど
の
精
錬
さ
が
比
較
的
欠
け
て
い
る
者

で
も
、
〔
耳
に
し
た
真
理
の
教
え
が
そ
の
通
り
真
理
で
あ
る
と
判

断
す
る
「
音
響
忍
」
と
、
真
理
の
教
え
に
し
た
が
っ
て

一
切
を
判

断
す
る
「
柔
順
忍
」
と
い
う
〕
二
つ
の
智
慧
を
具
え
て
い
る
。
感

覚
器
官
な
ど
が
よ
り
精
錬
さ
れ
て
い
る
者
は
ど
ん
な
に
し
て
も

〔
優
れ
た
点
を
〕
数
え
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
無
生
法
忍
」
〔
即
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ち
自
ら
が
生
死
輪
廻
か
ら
解
脱
し
て
い
る
と
判
断
す
る
智
慧
〕
を

も
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
〔
極
楽
世
界
に
往
生
し
て
来
た
〕
菩
薩
た
ち
は
覚
り
を
得

る
ま
で
〔
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
〕
悪
し
き
境
涯
に
堕
ち
る
こ
と

が
な
く
、
思
い
通
り
に
神
通
力
を
駆
使
し
て
、
過
去
世
の
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
常
に
知
り
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
〔た

だ
し
極
楽
の
菩
薩
が
悪
し
き
境
涯
に
堕
ち
る
こ
と
が
な
い
と
は
言

つ
で
も
、
極
楽
〕
以
外
の
五
濁
悪
世
5

に
〔
敢
え
て
〕
生
ま
れ
よ

う
と
す
る
者
も
い
る
。
〔
彼
ら
は
、
私
釈
尊
が
人
の
身
と
な
っ
て
〕



」
の
世
に
現
れ
出
た
よ
う
に
、
〔
悪
世
で
苦
し
む
〕
衆
生
と
同
じ

身
と
な
っ
て
現
れ
〔
衆
生
を
救
う
の
だ
。

そ
う
い
う
菩
薩
は
悪
し

き
世
界
に
堕
ち
な
い
者
と
は
〕
立
場
が
異
な
る
の
で
あ
る
」
と
。

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
極
楽
〕
世
界
の
菩
薩
た
ち
は
〔
無
量
寿
〕
仏
の
強
大
な
力
を

身
に
受
け
、
簡
単
に
朝
食
を
済
ま
せ
る
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
時
間
で

数
え
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
あ
る
ゆ
る
仏
の
世
界
に
赴
き
、
〔
そ

れ
ぞ
れ
の
世
界
の
教
主
で
あ
る
〕
仏
が
た
を
恭
し
く
敬
い
供
養
を

捧
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
〔
し
か
も
驚
い
た
こ
と
に
は
菩
薩
が
〕

心
に
念
じ
る
だ
け
で
花
や
香
、
心
地
よ
い
曲
を
奏
で
て
い
る
楽
器

や
日
よ
け
と
な
る
網
地
の
天
蓋
、
仏
の
徳
を
称
え
る
流
し
旗
や
そ

の
他
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
多
く
の
供
養
の
品
々
が
ぱ
っ
と
目

の
前
に
現
れ
、
念
ず
る
ま
ま
に
〔
仏
前
に
〕
献
じ
ら
れ
る
の
だ
。

〔
そ
の
上
〕

い
ず
れ
も
こ
つ
と
な
い
見
事
な
も
の
で
、

こ
の
世
の

も
の
と
は
比
べ
よ
う
が
な
い
。
〔そ
し
て
極
楽
か
ら
や
っ
て
来
た

菩
薩
た
ち
が
そ
れ
ら
の
品
々
を
そ
の
世
界
の
〕
仏
が
た
や
菩
薩

声
聞
た
ち
へ
の
供
養
の
た
め
に
撒
き
降
ら
す
と
、

そ
れ
ら
は
空
中

に
と
ど
ま
っ
て
花
の
天
蓋
へ
形
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
〔
そ
の
花

は
〕
色
鮮
や
か
に
輝
き
、

芳
し
い
香
り
を
そ
の
世
界
い
っ
ぱ
い
に

満
た
し
て
い
き
、
〔
そ
の
中
に
は
〕
周
囲
が
四
百
里
に
も
及
ぶ
も

の
が
あ
っ
て

そ
れ
が
二
倍
づ
っ
段
々
と
大
き
く
な
り
、

つ
い
に

は
三
千
大
千
世
界
を
覆
い
尽
く
す
ま
で
に
な
る
。
〔
し
か
も
〕
新

た
に
〔
別
の
花
の
天
蓋
が
〕
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
古
い

花
の
天
蓋
は
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
〔
極
楽
か
ら
や

っ
て
来
た
〕
菩
薩
た
ち
は
〔
こ
の
光
景
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
〕

皆
一
様
に
歓
喜
の
声
を
あ
げ
、
空
に
舞
い
な
が
ら
楽
器
を
奏
で
、

心
洗
わ
れ
る
調
べ
で
仏
の
徳
を
称
え
て
歌
う
の
で
あ
る
。
〔
そ
う
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し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
仏
の
教
え
を
拝
聴
し
無
上
の
喜
び
を
得
る

の
だ
。
〔
そ
の
後
、
彼
ら
は
〕
昼
食
の
時
間
ま
で
に
は
仏
の
供
養

を
な
し
終
え
て
、
〔
他
の
仏
の
世
界
か
ら
〕
忽
然
と
す
っ
と
消
え

去
り
、
本
国
で
あ
る
〔
極
楽
世
界
へ
と
〕
帰
り
着
く
の
で
あ
る
」
と
。

〔
さ
ら
に
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
さ
て
〕
無
量
寿
仏
が
大
勢
の
声
聞
や
菩
薩
た
ち

一
人

一
人
に

教
え
を
説
き
示
そ
う
と
さ
れ
る
と
、
彼
ら
は
み
な
こ
ぞ
っ
て
七
種

の
宝
で
で
き
て
い
る
講
堂
に
集
ま
っ
て
来
る
。
〔そ
し
て
無
量
寿

仏
が
〕
そ
れ
ぞ
れ
を
覚
り
に
導
く
教
え
を
説
き
、

そ
の
奥
義
を
伝



え
る
と
、
み
な
大
い
に
喜
び
心
に
と
ど
め
、
覚
り
を
得
〔
る
の
だ
。

そ
う
で
〕
な
い
者
は

一
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
〔
み
な
が
覚
り

に
達
す
る
と
、
〕
そ
の
瞬
間
に
、

は
か
ら
ず
も
四
方
か
ら
風
が
吹

い
て
き
て
宝
の
樹
々
の
聞
を
吹
き
抜
け
、
〔
宮

・
商

・
角

・
微

羽
の
〕
五
つ
の
音
階
か
ら
な
る
調
べ
を
奏
で
て
い
く
。
〔
そ
し
て

風
が
舞
い
上
げ
た
〕
無
数
の
花
び
ら
が
舞
い
降
り
て
く
る
と
、
そ

れ
ら
の
花
び
ら
は
風
に
の
っ
て
辺
り

一
面
を
飾
り
立
て
、
こ
う
し

た
自
然
の
営
み
そ
の
も
の
が
〔
極
楽
の
聖
者
た
ち
へ
の
〕
供
養
と

な
っ
て
絶
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
〔
ま
た
〕
天
人
た
ち
は

み
な
こ
ぞ
っ
て
天
上
界
に
あ
る
十
万
種
も
の
芳
し
い
花
々
〔
を
捧

げ
て
〕
、

さ
ら
に
は
心
躍
ら
せ
る
音
楽
を
奏
で
て
、
〔
無
量
寿
〕

仏

を
は
じ
め
大
勢
の
菩
薩
や
声
聞
た
ち
を
供
養
す
る
。
〔
彼
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
〕
辺
り

面
に
芳
し
い
花
々
を
撒
き
、

さ
ら
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
音
楽
を
奏
で
な
が
ら
代
わ
る
代
わ
る
や

っ
て
来
て
は
順
々
に

供
養
し
続
け
る
の
だ
。
そ
う
し
た
時
の
、

〔菩
薩
や
声
聞
た
ち
の
〕

た
い
へ
ん
和
や
か
で
幸
せ
な
心
持
ち
は
何
と
も
言
葉
で
は
言
い
表

し
ょ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

」

〔ま
た
さ
ら
に
〕
釈
尊
が
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
か
の
〔
無
量
寿
〕
仏
の
〔
極
楽
〕
世
界
に
往
生
し
た
菩
薩
た

ち
は
教
え
を
説
く
べ
き
時
に
、
常
に
正
し
い
教
え
を
述
べ
て
い
る
。

〔
そ
の
言
葉
は
仏
の
〕
智
慧
に
適
っ
て
い
て
寸
分
違
わ
ず
、

点

の
誤
り
さ
え
な
い
の
で
あ
る
。
〔
彼
ら
は
極
楽
〕
世
界
に
存
在
す

る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
我
が
物
と
い
う
思
い
を
抱
か
ず
、
ま

た
心
囚
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
行
く
も
立
ち
去
る
も
進
む
も
立
ち

止
ま
る
も
思
い
悩
ま
ず
、
己
の
感
情
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

何
の
わ
だ
か
ま
り
も
生
じ
な
い
の
だ
。
他
人
と
自
分
を
分
け
隔
て

る
こ
と
も
な
く
、
競
っ
た
り
是
非
を
言
い
争
う
こ
と
も
な
い
。
〔ま
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た
〕
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
大
い
な

る
慈
悲
の
心
と
利
益
を
施
そ
う
と
い
う
心
を
具
え
て
い
る
の
だ
。

心
は
お
お
ら
か
で
、
〔
俗
人
に
は
腹
立
た
し
い
と
思
え
る
こ
と
も
〕

包
み
込
み
、
決
し
て
怒
っ
た
り
恨
ん
だ
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
〔人

聞
が
抱
く
〕
あ
ら
ゆ
る
欲
望
か
ら
離
れ
て
い
て

一
点
の
汚
れ
も
な

く
、
〔
仏
道
精
進
を
〕
怠
け
よ
う
と
い
う
気
持
ち
す
ら
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
修
行
に
全
身
全
霊
を
傾
け
る
心
(
等
心
)

を
持
ち
、

ど
の
よ
う
な
修
行
に
も
ひ
る
ま
な
い
尊
い
心
(
勝
心
)

を
持
ち
、

ど
っ
し
り
と
落
ち
着
い
た
心
(
深
心
)
を
持
ち
、
散
り
乱
れ
ぬ
心
(
定



心
)
を
持
ち
、
〔
無
量
寿
仏
の
〕
教
え
に
心
と
き
め
か
し
、

そ
の

教
え
に
幸
せ
を
感
じ
、

そ
の
教
え
に
よ
っ
て
心
が
喜
び
で
満
た
さ

れ
る
の
で
あ
る
(
愛
法
楽
法
喜
法
之
心
)
。
〔
そ
し
て
、
彼
ら
は
〕
諸
々

の
煩
悩
を
滅
し
尽
く
し
、
〔
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と
い
う
〕
悪
し

き
世
界
に
堕
い
る
よ
う
な
〔
邪
な
〕
心
を
起
こ
さ
な
い
の
だ
。

〔
そ
の
う
え
彼
ら
は
〕
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
が
修
め
る
行
の

一
々
を

す
べ
て
完
成
さ
せ
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
徳
を
余
す
と
こ

ろ
な
く
具
え
て
、

し
か
も
現
に
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔彼

ら
は
〕
精
神
を
深
く
集
中
さ
せ
た
結
果
、
神
通
力
と
煩
悩
を
断
ち

切
る
力
と
覚
り
の
智
慧
を
手
に
入
れ
て、

そ
し
て
〔
極
楽
世
界
の

光
景
を
目
の
当
り
に
し
な
が
ら
、
七
段
階
に
わ
た
っ
て
心
の
静
け

さ
を
求
め
て
い
く
修
行
〕
七
覚
支
6

を
繰
り
返
し
楽
し
む
う
ち
に
、

〔
無
量
寿
仏
の
〕
教
え
と
自
身
の
心
が
ぴ
っ
た
り
と

一
致
し
て
い

く
の
で
あ
る
。

〔
彼
ら
極
楽
世
界
の
菩
薩
た
ち
の
〕
眼
〔
に
映
る
風
景
〕
に
は

一
点
の
曇
り
も
な
く
、
澄
み
渡
り
く
っ
き
り
と
し
て
い
る
。〔
ま

た
〕
そ
の
眼
は
ど
こ
ま
で
も
遠
く
を
見
渡
し
、
さ
ら
に
は
生
き
と

し
生
け
る
も
の
の
来
世
ま
で
も
見
通
す
の
だ
。〔
し
か
も
彼
ら
は
〕

物
事
を
あ
り
の
ま
ま
見
つ
め
、

さ
ら
に
覚
り
の
境
地
に
近
づ
い
て

真
理
を
見
極
め
、
迷
い
な
き
彼
岸
の
世
界
へ

と
渡
っ
て
い
き
、

〔彼

岸
に
到
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
〕
仏
と
同
じ
眼
を
得
て
、
覚
り

の
境
地
が
体
中
か
ら
溢
れ
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
〔
そ
う
し
て
初

め
て
彼
ら
は
〕
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
心
得
た
融
通
無
擬
な
智

慧
を
め
ぐ
ら
し
人
々
の
た
め
に
〔
無
量
寿
仏
の
教
え
を
〕
弘
め
る

の
だ
。
〔
そ
の
際
に
は
煩
悩
に
満
ち
た
欲
界
は
夢
幻
の
知
く
つ
か

み
所
が
な
い
も
の
と
見
極
め
、
ま
た
煩
悩
に
は
流
き
れ
な
い
も
の

の
肉
体
的
な
束
縛
が
残
る
色
界
も
夢
幻
の
知
く
つ
か
み
所
が
な
い
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も
の
と
見
極
め
、
ま
た
煩
悩
も
肉
体
的
束
縛
も
感
じ
な
い
無
色
界

も
〕
夢
幻
の
如
く
つ
か
み
所
が
な
い
も
の
と
、

三
界
を
等
し
く
見

極
め
、
覚
り
の
世
界
を
究
め
た
い
と
願
い
つ
つ
、
誰
に
で
も
分
か

る
よ
う
な
言
葉
を
駆
使
し
て
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
悩
み

苦
し
み
を
取
り
除
く
の
で
あ
る
。
〔
そ
の
よ
う
な
彼
ら
菩
薩
た
ち

の
融
通
無
硬
な
る
智
慧
は
〕
無
量
寿
仏
〔
の
教
え
を
体
得
し
た
こ

と
〕
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
あ
り
の

ま
ま
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
な
言
い
回
し
で
説
法
を
す
れ
ば
人
々

カま

〔
悪
行
を
〕

と
ど
め
、
〔
善
行
に
〕

い
そ
し
む
か
を
良
く
知
つ



て
い
て
7

、
世
俗
に
ま
み
れ
た
話
題
を
用
い
ず
、

ひ
た
す
ら
覚
り

の
境
地
へ
と
つ
な
が
る
説
法
に
努
め
る
の
で
あ
る
。

〔
ま
た
彼
ら
極
楽
世
界
の
菩
薩
た
ち
は
〕
さ
ま
ざ
ま
な
善
行
を

積
み
、
覚
り
へ
と
到
る
教
え
を
心
の
底
か
ら
崇
拝
し
て
い
る
。
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
物
は
実
は
み
な
悉
く
煩
悩
を
離
れ
た
存
在
で
あ
る

と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〔
す
で
に
彼
ら
は
悩
み
苦
し
み
を
受
け

る
〕
身
心
と
、
〔
身
心
を
悩
み
苦
し
め
る
〕
煩
悩
の
二
つ
を
生
み

出
す
因
縁
を
減
し
尽
く
し
て
い
る
の
だ
。
〔
無
量
寿
仏
の
〕
奥
深

い
教
え
を
聞
い
た
〔
彼
ら
に
は
〕
疑
い
の
心
や
、
尻
込
み
す
る
心

が
起
こ
ら
ず
に
、
常
に
よ
く
修
行
す
る
の
で
あ
る
。

〔
そ
の
よ
う
な
彼
ら
極
楽
世
界
の
菩
薩
た
ち
は
〕
心
に
大
慈
悲

が
宿
り
、

そ
れ
は
広
大
に
し
て
奥
深
く
、
〔
そ
れ
で
い
て
〕
ど
こ

か
し
ら
温
か
く
8

誰
一
人
と
し
て
救
わ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
〔
彼
ら

は
〕
誰
を
も
救
わ
ん
と
す
る
慈
悲
の
実
践
を
完
成
さ
せ
て
〔
は
じ

め
て
、
〕
彼
岸
〔
と
い
う
覚
り
〕
の
世
界
に
安
住
す
る
の
で
あ
る
。

〔
万
が

一
に
も
衆
生
を
救
え
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
〕
疑
い
を
断
ち
切
っ
た
信
念
の
中
に
〔
も
は
や
何
事
に
も
惑

わ
さ
れ
な
い
〕
智
慧
が
湧
き
出
で
て
、
〔
無
量
寿
仏
の
〕
教
え
を

す
べ
て
吸
収
し
取
り
こ
ぼ
さ
な
い
の
だ
。

〔
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
極
楽
世
界
の
菩
薩
た
ち
の
〕
智
慧
は

大
海
の
よ
う
に
〔
広
く
て
深
く
、
何
も
の
に
も
さ
え
ぎ
ら
れ
ず
、
〕

澄
み
切
っ
た
境
地

(
三
昧
)

は
山
々
の
王
〔
で
あ
る
須
弥
山
〕
の

ょ
う
〔
に
高
く
そ
び
え
て
揺
る
ぎ
な
い
〕
。
〔
そ
の
身
か
ら
放
た
れ

る
〕
智
慧
に
満
ち
た
光
は
太
陽
や
月
よ
り
も
は
る
か
に
輝
き
、
〔
彼

ら
の
〕
教
え
は
何
の
欠
点
も
な
く
付
け
足
す
べ
き
こ
と
は
何
も
な

い
の
だ
。

〔
彼
ら
の
智
慧
の
光
明
は
〕
ま
る
で
雪
山
の
よ
う
で
あ
る
。
と
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い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
隈
な
く
照
ら
し
出
す
か
ら
で
あ
る
。

〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
大
地
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
清
ら
か
な
も
の
も
汚
れ
て
い
る
も
の
も
、
美
し
い
も
の

も
醜
い
も
の
も
分
け
隔
で
な
く
〔
包
み
込
む
〕
か
ら
で
あ
る
。
〔あ

る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
清
ら
か
な
水
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
〔
衆
生
の
心
に
溜
ま
っ
て
し
ま
っ
た
〕
さ
ま
ざ
ま
な
迷
い
や

邪
な
思
い
を
洗
い
流
す
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る

で
燃
え
盛
る
炎
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
煩
悩
を
ま
る
で
薪
の
よ
う
に
燃
や
し
尽
く
し
て
し
ま
う
か
ら
で



あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で

〔
吹
き
抜
け
る
〕
大
風
の
よ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
行
き
渡
る
に
何
の

障
害
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
空
気
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
る

」
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
蓮
の
花

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

〔
煩
悩
に
ま
み
れ
た
〕

俗
世
間
に
あ
っ
て
も
汚
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る

い
は
ま
た
〕
ま
る
で
大
き
な
乗
り
物
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
迷
え
る
衆
生
を
救
い
摂
っ
て
、
生
死
〔
を
繰
り
返
す
輪
廻
の

世
界
〕

か
ら
救
い
出
す
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る

で
雷
雲
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
稲
妻
と
轟
き
を
ふ
る
っ

て
迷
え
る
衆
生
に
真
理
を
覚
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は

ま
た
〕
ま
る
で
大
雨
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
不
死
の
世

界
へ
と
導
く
教
え
を
迷
え
る
衆
生
に
降
り
注
ぎ

〔
苦
し
み
に
満

ち
た
身
心
を
〕
癒
す
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
山
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
〔
決
し
て

砕
け
る
こ
と
が
な
く
、
〕
悪
魔
や
邪
教
を
あ
や
つ
る
者
た
ち
が
揺

さ
ぶ
っ
て
も
少
し
も
揺
る
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま

た
〕
ま
る
で
〔
天
界
の
王
で
あ
る
〕
党
天
王
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
覚
り
へ
と
導
く
あ
ら
ゆ
る
教
え
に
お
い
て
〔
常

に
〕
指
導
者
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
〔
枝

か
ら
次
々
と
カ
ー
テ
ン
状
に
根
を
垂
す
〕

ニ
グ
ロ
ー
ダ
樹
9

の
よ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

一
切
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
覆
っ
て
〔
護

る
〕
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
〔
三
千
年
に

度
し
か
咲
か
な
い
と
い
う
〕
ウ
ド
ン
パ
ラ
叩
ょ
う
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
普
段
は
出
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
稀
有
な
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
〔
鋭
い
噛
と
爪
を
持
っ
た
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巨
大
な
〕
霊
鳥
ガ
ル
1
ダ
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
邪
な

教
え
を
操
る
者
た
ち
を
ひ
れ
伏
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い

は
ま
た
〕
ま
る
で
〔
木
々
の
果
実
を
ひ
と
く
ち
啄
ば
ん
で
は
飛
び

去
る
〕
鳥
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

〔何
も
の
に

対
し
て
も
〕
我
が
物
に
し
よ
う
と
い
う
独
占
欲
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕

ま
る
で
牛
の
王
〔
が
鳴
き
声
も
姿
形
も

比
類
な
い
J

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
〔
菩
薩
た
ち

の
中
で
そ
の
光
明
に
〕
勝
る
も
の
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔あ

る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
象
の
王
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
〔
象



の
王
が
あ
ら
ゆ
る
動
物
た
ち
を
従
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
円
〕
他

の
あ
ら
ゆ
る
者
を
従
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま

る
で
ラ
イ
オ
ン
の
王
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

〔ラ
イ
オ

ン
の
王
に
は
恐
れ
る
も
の
が
な
い
よ
う
に
目
、
〕
何
も
の
に
も
恐

れ
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
あ
る
い
は
ま
た
〕
ま
る
で
ど
こ

ま
で
も
広
が
る
天
空
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
限
り
な
い

大
慈
悲
を
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
ま
た
彼
ら
の
光
明

に
触
れ
れ
ば
〕

一
切
の
妬
み
を
撲
滅
し
、
自
分
よ
り
他
人
が
優
れ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
恨
む
よ
う
な
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

〔
彼
ら
極
楽
世
界
の
菩
薩
た
ち
は
無
量
寿
仏
の
〕
教
え
を
求
め

続
け
て
踏
み
外
す
こ
と
な
く
、
飽
き
飽
き
し
て
不
満
を
募
ら
せ
る

」
と
な
ど
な
い
。
絶
え
ず
〔
そ
の
教
え
を
〕
説
き
広
め
よ
う
と
願

い
続
け
、
そ
の
思
い
が
途
切
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔
戦
に
打
ち
鳴
ら
す
〕
太
鼓
の
よ
う
に
教
え
を
轟
か
せ
、

〔
戦
場

で
の
旗
印
の
よ
う
に
〕
教
え
を
高
く
掲
げ
て
い
る
の
だ
。〔
ま
た
〕

彼
ら
の
〔
身
か
ら
放
た
れ
る
〕
智
慧
の
光
は
ま
る
で
太
陽
の
よ
う

に
輝
き
、
暗
閣
の
よ
う
な
〔
愚
か
な
衆
生
の
〕
煩
悩
を
取
り
除
い
て
、

さ
ら
に
彼
ら
は
心
を

一
つ
に
し
て
敬
い
合
っ
て
い
る
は
。
常
に
教

え
を
説
い
て
〔
衆
生
を
導
き
〕
、
〔
仏
を
目
指
す
〕
志
は
怯
む
こ
と

な
く
勇
ま
し
く
、
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
自
ら
迷
い
の
世
界

を
照
ら
す
灯
火
と
な
り
、
〔
衆
生
に
〕
こ
れ
以
上
な
い
幸
福
を
与

え
る
の
だ
。
常
に
〔
衆
生
を
〕
覚
り
の
世
界
へ
と
導
き
、
〔
そ
の

慈
し
み
に
は
〕
分
け
隔
で
な
く
誰
か
を
憎
ん
だ
り
、
選
り
好
ん
だ

り
し
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
ひ
た
す
ら
に
覚
り
の
境
地
を
追
い
求

め
、
喜
び
悲
し
み
に

一
喜
一

憂
す
る
こ
と
な
く
、
〔
衆
生
を
苦
し

め
る
〕
欲
望
と
い
う
刺
を
抜
き
取
っ
て
、
痛
み
を
取
り
除
く
の
で

あ
る
。
〔
こ
う
し
た
菩
薩
た
ち
の
具
え
る
〕
功
徳
と
智
慧
は
極
め
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て
優
れ
て
お
り
、
〔
彼
ら
を
〕
尊
敬
し
な
い
衆
生
は
誰

一
人
と
し

て
い
な
い
の
だ
。〔
彼
ら
は
貧
り
・
怒
り

・
愚
か
さ
と
い
う
〕

三

種
の
煩
悩
か
ら
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
通
力

を
自
在
に
操
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

〔
彼
ら
極
楽
世
界
の
菩
薩
た
ち
は
〕

仏
道
を
求
め
る
力
(
因
力
)

が
あ
り
、
仏
道
を
歩
む
力
(
縁
力
)
が
あ
り
、
覚
り
を
究
め
る
力

(
意
力
)
が
あ
り
、
衆
生
を
救
い
た
い
と
願
う
力
(
願
力
)
が
あ
り
、

衆
生
を
救
う
力
(
方
便
之
力
)
が
あ
り
、
決
し
て
諦
め
る
こ
と
の

な
い
力
(
常
力
)
が
あ
り
、

善
行
に
い
そ
し
む
力
(
善
力
)
が
あ



り
、
精
神
を
集
中
さ
せ
る
力
(
定
力
)
が
あ
り
、
智
慧
を
完
成
さ

せ
る
力
(
慧
力
)
が
あ
り
、
救
い
を
求
め
る
多
く
の
衆
生
の
声
を

聞
き
取
る
力
(
多
聞
之
力
)
が
あ
る

。
日

〔
ま
た
〕
布
施
に
よ

っ
て
覚
り
を
得
る
力
、
戒
を
ま
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
覚
り
を
得
る

力
、
い
か
な
る
苦
難
に
も
耐
え
る
こ
と
で
覚
り
を
得
る
力
、
修
行

を
続
け
る
こ
と
で
覚
り
を
得
る
力
、
精
神
集
中
の
深
ま
り
に
よ
っ

て
覚
り
を
得
る
力
、
智
慧
を
究
め
て
覚
り
を
得
る
カ
(
以
上
、
施

戒
忍
辱
精
進
禅
定
智
慧
之
力
)
が
あ
る
。
〔
ま
た
〕
何
を
想
い
描

い
て
も
煩
悩
を
伴
わ
ず
(
正
念
)
、
何
を
見
て
も
邪
な
想
い
を
抱

く
こ
と
が
な
く
(
正
観
)
、
自
身
の
過
去
世
を
知
る
能
力
(
宿
命

智
通
)
・
は
る
か
遠
く
や
未
来
を
見
通
す
能
力
(
天
眼
智
通
)
・
は

る
か
遠
く
の
音
を
聞
き
取
る
能
力
(
天
耳
智
通
)
・
他
人
の
心
を

知
る
能
力
(
他
心
智
通
)
・
思
い
の
ま
ま
瞬
時
に
移
動
す
る
能
力

(
神
足
通
)
・自
ら
の
煩
悩
を
断
ち
切
る
能
力
(
漏
神
通
)
が
あ
る
。

そ
し
て
仏
た
ち
に
な
ら
い
衆
生
を
救
い
導
く
力
(
如
法
調
伏
諸
衆

生
力
)
が
あ
る
の
で
あ
る
。
〔
彼
ら
菩
薩
た
ち
に
は
〕
こ
の
よ
う

な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
力
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
具
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

〔
ま
た
彼
ら
に
は
〕
姿

・
形
と
い
い
、
具
え
た
功
徳
と
い
い
、

軽
や
か
な
口
調
と
い
い
、
優
れ
た
智
慧
と
い
い
、
〔
考
え
ら
れ
得

る
〕
す
べ
て
の
長
所
が
他
と
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
具
わ
っ
て

い
る
。
あ
ら
ゆ
る
仏
が
た
を
敬
い
供
養
を
さ
さ
げ
、
常
に
仏
が
た

に
対
し
て
称
讃
の
声
を
あ
げ
て
い
る
。

〔
彼
ら
極
楽
世
界
の
〕
菩
薩
た
ち
は
覚
り
を
得
る
た
め
に
修
め

る
べ
き
行
は
す
べ
て
完
成
さ
せ
、
す
べ
て
の
存
在
は
う
つ
り
か
わ

り
(
空
)
、

そ
れ
故
定
ま
っ
た
姿

・
形
も
な
く
(
無
相
)
、

し
た

が
っ
て
何
事
に
も
執
着
し
な
い

(
無
願
)
と
い
う
、
心
乱
れ
ぬ
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つ
の
境
地
と
、
〔
こ
の
世
に
は
〕
生
じ
る
も
の
も
な
け
れ
ば
減
す

る
も
の
も
な
い
と
い
う
〔
空
の
〕
境
地
に
達
す
る
な
ど
の
あ
ら
ゆ

る
精
神
集
中
を
達
成
し
、
〔
覚
り
の
境
地
を
独
り
楽
し
む
だ
け
の
〕

声
聞
や
縁
覚
の
立
場
を
離
れ
て
、
〔
菩
陸
の
境
地
を
究
め
尽
し
て
〕

い
る
の
だ
。

阿
難
よ
。〔
極
楽
世
界
の
〕
菩
薩
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
計
り
知

れ
な
い
多
く
の
功
徳
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
(
釈
尊
)
lま

今
、
汝
を
気
遣
い
手
短
か
に
説
い
た
ま
で
で
あ
る
。
も
し
詳
し
く

説
こ
う
と
す
れ
ば
、
百
千
万
劫
〔
と
い
う
途
方
も
な
く
永
い
時
間



を
〕
か
け
た
と
し
て
も
、
〔
決
し
て
〕
語
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
。

」

O
以
上
、
『
無
量
寿
経
』
巻
下
四
分
一

釈
尊
は
〔
こ
の
よ
う
に
語
り
終
え
る
と
、
次
に
〕
弥
勅
菩
薩
と

天
人
た
ち
に
向
け
て
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
無
量
寿
〔
仏
の
極
楽
〕
世
界
に
い
る
声
聞
や
菩
薩
た
ち
に
具

わ
る
功
徳
や
智
慧
は
、

い
く
ら
讃
え
て
も
言
葉
が
尽
き
る
こ
と
が

な
い
。
ま
た
そ
の
世
界
は
〔
そ
こ
に
い
る
者
た
ち
を
〕
得
も
言
え

ぬ
幸
せ
な
気
分
に
浸
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
〔
煩
悩
の
な
い
〕
清

ら
か
な
所
で
あ
っ
て
、
や
は
り
ま
た
〔
い
く
ら
讃
え
て
も
言
葉
が

尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
極
楽
世
界
に
い
る
以
上
、
〕
ど

う
し
て
善
行
を
修
め
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
。ほ山

〔
ど
の
よ

う
に
し
て
も
善
行
を
修
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
〕
仏
道
を
歩
も

う
と
思
え
ば
、
思
い
の
ま
ま
〔
に
歩
め
る
〕
の
だ
。
〔
極
楽
世
界
は
〕

上
下
を
見
て
も
、
左
右
を
見
て
も
際
限
が
な
い
。
〔
素
晴
ら
し
い

世
界
で
あ
る
上
、
限
り
な
く
広
い
か
ら
こ
そ
汝
ら
よ
、
〕
そ
れ
ぞ

れ
精
進
を
重
ね
て
〔
仏
道
に
励
み
、
〕
自
分
の
意
志
で
極
楽
世
界

を
求
め
る
が
よ
い
。
〔
そ
う
す
れ
ば
〕
必
ず
〔
こ
の
苦
し
み
の
世

界
を
〕
越
え
て
、
幸
福
と
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
〔
極
楽
〕
世
界
に
往

生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
〔
地
獄
・餓
鬼
・
畜
生
・人

天
と
い
う
〕
五
つ
の
悪
し
き
世
界
へ
と
転
生
す
る
行
き
方
〔
を
瞬

く
聞
に
〕
断
ち
切
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
世
界
に
至

る
道
は
自
然
と
途
絶
え
、
〔
往
生
し
た
者
は
〕
ど
こ
ま
で
も
仏
道

を
歩
ん
で
行
く
の
だ
。
〔
悪
し
き
世
界
に
は
、
え
て
し
て
〕
堕
ち

や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
〔
極
楽
世
界
に
は
〕
そ
の
よ
う
な
者
は

い
な
い
の
で
あ
る
。〔
な
ぜ
な
ら
ば
極
楽
〕
世
界
で
は
〔
迷
い
の
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世
界
へ
と
〕
堕
ち
て
行
く
道
が
な
く
、
無
意
識
の
う
ち
に

〔
覚
り

の
境
地
へ
と
〕
引
き
上
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以

上
、
日
々
の
暮
ら
し
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
、
仏
道
を
歩
ま
ず
修

行
を
積
ま
な
い
こ
と
な
ど
、

ど
う
し
て
あ
り
得
ょ
う
か
。〔
極
楽

に
往
生
し
さ
え
す
れ
ば
〕
永
い
永
い
寿
命
を
得
、
生
き
る
こ
と
の

幸
せ
を
永
遠
に
楽
し
む
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
〔
迷
え
る
〕
世
〔
界
〕
の
人
々
は
浅
は

か
に
も
欲
望
に
眼
が
く
ら
み
、
誰
も
彼
も
他
愛
も
な
い
欲
望
を
満

た
そ
う
と
血
眼
に
な
っ
て
い
る
。〔
彼
ら
は
〕
悪
に
染
ま
り
、
苦



し
み
に
満
ち
た
〔
こ
の
世
界
の
〕
中
で
、
身
を
粉
に
し
て
働
き
、

や
っ
と
の
思
い
で
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
の
だ
。
〔
そ
う
い
っ
た

点
で
は
〕
身
分
の
上
下
に
は
意
味
が
な
く
、
貧
富
の
差
に
も
意
味

が
な
く
、
財
産
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
老
若
男
女
、

そ
の
心
配
を
す

る
の
は
誰
し
も
同
じ
で
あ
る
。
悩
み
憂
え
る
思
い
は
誰
で
あ
っ
て

も
変
わ
ら
な
い
の
だ
。
お
ろ
お
ろ
と
心
が
落
ち
着
か
ず
、
た
だ
余

計
な
心
配
ば
か
り
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
〔
財
産
の
こ
と
ば
か
り

が
〕
気
に
な
り
、
心
休
ま
る
こ
と
が
な
い
。
田
を
持
っ
て
い
れ
ば

田
の
こ
と
が
心
配
に
な
り
、

家
を
持
っ
て
い
れ
ば
家
の
こ
と
が
心

配
に
な
り
、
牛
や
馬
を
は
じ
め
〔
犬

・
羊

・
豚

・
鶏
な
ど
の
〕
六

種
の
家
畜
や
、
あ
る
い
は
奴
隷
円
、
あ
る
い
は
金
銭
、
あ
る
い

は
衣
服
や
食
料
や
貴
金
属
な
ど
の
貴
重
品
も
ま
た
、
あ
れ
ば
あ
っ

た
で
心
配
に
な
る
。〔
失
う
ま
い
と
〕
思
い
を
巡
ら
し
、
〔
少
し
で

も
減
れ
ば
〕
深
く
嘆
き
、
心
配
ば
か
り
が
募
り
、

〔
い
た
ず
ら
に
〕

お
び
え
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

〔財
産
と
い
う
も
の
は
〕
あ
っ
と
い
う
聞
の
大
水
や
火
の
手
に

よ
っ
て
、
〔
あ
る
い
は
〕
盗
賊
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
人
の
怨
み

を
買
い、

〔あ
る
い
は
〕
債
権
者
の
手
に
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〔
あ

る
い
は
〕
焼
失
し
た
り
流
出
し
た
り
奪
い
取
ら
れ
て
散
り
散
り
に

な
り
、
〔
最
後
に
は
〕
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
〔
人
々
は
こ
う

し
た
〕
憂
い
と
い
う
毒
に
〔
侵
さ
れ
〕
訳
も
分
か
ら
な
い
不
安
に

よ
っ
て
胸
が
し
め
つ
け
ら
れ
、

一
時
と
し
て
〔
そ
の
不
安
か
ら
〕

開
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
〔
そ
れ
ば
か
り
か
「
な
ぜ
、
私
ば
か

り
が
こ
う
な
る
の
か
」
と
〕
心
中
に
憤
り
を
お
ぼ
え
、
〔
ま
す
ま
す
〕

不
安
や
絶
望
感
が
深
ま
る
の
で
あ
る
。
心
を
問
、
ざ
し
て
意
固
地
に

な
っ
て
、
何
事
に
つ
け
て
も
気
に
障
り
受
け
容
れ
ら
れ
な
く
な
る

の
だ
。
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〔
ま
た
俗
世
で
は
〕
無
実
の
罪
を
き
せ
ら
れ
〔
失
脚
し
〕
、
健
康

を
損
な
っ
て
命
運
日
尽
き
果
て
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
う

な
れ
ば
〔
誰
か
ら
も
相
手
に
さ
れ
ず
〕
皆
立
ち
去
っ
て
い
き
、

〔彼

に
〕
付
き
従
う
者
な
ど
誰

一
人
と
し
て
い
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

〔た
と
え
〕
身
分
が
高
く
裕
福
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
憂
き

目
に
遭
う
の
で
あ
る
。
〔
財
産
を
失
う
〕
不
安
や
〔
命
を
落
と
す
〕

恐
れ
は
〔
こ
の
よ
う
に
〕
さ
ま
ざ
ま
で
き
り
が
な
く
、
つ
ね
に

〔そ

れ
ら
か
ら
逃
れ
よ
う
と
〕
端
い
て
も
、
灼
熱
や
極
寒
〔
が
身
に
襲

う
が
知
き
〕
苦
痛
と
な
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
だ
。



〔
一
方
、
〕
身
分
が
低
く
財
産
が
な
い
者
は
貧
困
に
哨
ぎ
、
ま
つ

た
く
何
も
持
っ
て
い
な
い
。
〔
財
産
が
あ
る
が
故
の
悩
み
は
な
い

け
れ
ど
も
、
〕
聞
が
な
け
れ
ば
な
い
で
そ
の
こ
と
を
嘆
い
て
田
を

欲
し
が
り
、
家
が
な
け
れ
ば
な
い
で
そ
の
こ
と
を
嘆
い
て
家
を
欲

し
が
り
、
牛
や
馬
を
〔
は
じ
め
犬

・
羊
・
豚

・
鶏
な
ど
の
六
種
の
〕

家
畜
や
、
あ
る
い
は
奴
隷
、
あ
る
い
は
金
銭
、
あ
る
い
は
衣
服
や

食
料
や
貴
金
属
な
ど
の
貴
重
品
が
な
け
れ
ば
な
い
で
〔
そ
の
こ
と
〕

を
嘆
い
て
そ
れ
ら
を
欲
し
が
る
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
〔
都
合
よ

く
〕
何
か
あ
る
も
の
が
手
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
〔
次
の
瞬
間
に

は
〕
ま
た
何
か

一
つ
が
失
わ
れ
て
い
き
、
〔
せ
っ
か
く
〕
手
に
入

っ
た
に
し
て
も

〔
望
ん
だ
よ
り
は
〕
少
な
く
、
望
ん
だ
分
だ
け
欲

し
く
な
る
。
〔
た
と
え
〕
望
ん
だ
も
の
が
充
分
に
揃
っ
た
に
し
て

も
、
す
ぐ
に
ま
た
〔
手
元
を
〕
離
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
て

〔
貧
困
に
〕
悩
み
苦
し
み
、
〔
つ
ね
に
財
産
を
〕
築
こ
う
と
あ
く
せ

く
す
る
が
、

そ
う
そ
う
簡
単
に
築
け
る
も
の
で
は
な
く
、
思
い
描

い
た
ほ
ど
手
に
入
る
も
の
も
で
は
な
い
。
身
も
心
も
疲
れ
果
て
、

寝
て
い
る
時
も
起
き
て
い
る
時
も
心
安
ま
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
不
安
な
思
い
に
か
ら
れ
て
、
〔
そ
れ
ら
か

ら
逃
れ
よ
う
と
〕
哨
い
で
も
、
灼
熱
や
極
寒
〔
が
身
に
襲
う
が
如

き
〕
苦
痛
に
苛
ま
さ
れ
る
の
だ
。
〔
富
め
る
に
し
ろ
貧
し
き
に
し
ろ
〕

つ
い
に
あ
る
時
、
こ
の
よ
う
に
〔
悩
み
苦
し
み
な
が
ら
〕
息
絶
え

命
を
落
と
す
の
で
あ
る
。

〔
そ
の
問
、
人
々
は
〕
進
ん
で
善
行
を
修
め
よ
う
と
は
せ
ず
、

仏
道
を
歩
ま
ず
、
徳
を
積
も
う
と
し
な
い
ま
ま
、
〔
や
が
て
〕
寿

命
が
尽
き
、
そ
の
身
が
亡
ぶ
と
、
た
っ
た
独
り
で
速
い

〔
世
界
に
〕

旅
立
っ
て
行
く
。
〔し
か
し
な
が
ら
死
後
、
〕
赴
き
た
い
世
界
が
あ

っ
て
も
、
〔
何
を
す
れ
ば
〕
善
い
世
界
に
赴
き
、
〔
何
を
す
れ
ば
〕
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悪
し
き
世
界
に
堕
ち
て
し
ま
う
の
か
、

よ
く
よ
く
わ
き
ま
え
て
い

る
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

〔
善
い
世
界
に
赴
く
た
め
に
は
〕
親
子
、
兄
弟
、
夫
婦
、
親
類
、

縁
者
に
い
た
る
ま
で
世
の
中
の
す
べ
て
の
人
々
は
互
い
に
敬
っ
て

親
愛
し
あ
い
、
憎
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
す
る
こ
と
な
く
、
〔
物
が
〕

あ
る
時
も
な
い
時
も
共
に
分
か
ち
合
い
、
意
地
汚
く
独
り
占
め
す

る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
言
葉
遣
い
も
表
情
も
い
つ
も
穏
や
か
で
、

お
互
い
に
誤
解
し
仲
違
い
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
の
だ
。



〔
し
か
し
〕
往
々
に
し
て
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
ず
に
争
い
を
お

」
し
て
怒
り
狂
う
こ
と
が
あ
る
。今
生
で
恨
む
心
を
抱
き
な
が
ら
、

ひ
そ
か
に
お
互
い
に
憎
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
し
て
い
る
の
で
、
後
生

に
は
〔
そ
の
恨
み
が
〕
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
恨
み
と
な

っ
て
現
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
世
俗
を
生
き
抜
く
と
い
う
こ
と
は
、

〔
ど
こ
か
で
〕
互
い
に
傷
つ
け
あ
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
場
は
〔
我
慢
し
て
〕
急
に
相
手
を
殴
り
つ
け
る
よ
う
な
こ
と

は
な
く
と
も
、
や
は
り
深
く
根
に
持
っ
て
そ
の
怒
り
を
抑
え
き
れ

ず
、
心
中
憤
り
に
覆
わ
れ
る
の
だ
。
〔
こ
の
怒
り
が
〕
自
然
と
心

に
刻
み
込
ま
れ
て
、
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
〔た

と
え
〕
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
そ
の
相
手
と
対
面
し
、
お
互
い
報
復

し
あ
う
に
ち
が
い
な
い
。

人
と
い
う
も
の
は
俗
世
の
営
み
の
中
で
愛
欲
の
趣
く
ま
ま
に
生

き
て
い
く
が
、
〔
結
局
は
〕
独
り
で
生
ま
れ
、
独
り
で
死
に
、
独

り
で
〔
こ
の
世
か
ら
〕
去
り
、
独
り
で
〔
ま
た
こ
の
世
に
〕
や
っ

て
来
る
。
〔前
世
の
〕
行
い
に
応
じ
て
、
楽
あ
り
苦
あ
り
の
〔
次

の
世
に
〕
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
〔
次
の
世
で
待
ち
受

け
る
〕
苦
楽
を
そ
の
身
に
担
い
、
代
わ
っ
て
く
れ
る
者
な
ど
誰
も

な
く
、
〔
こ
の
世
で
修
め
た
〕

善
行
や
悪
行
は
幸
福
や
災
い
と
姿

を
変
え
、
〔
し
か
も
次
の
世
に
〕
場
所
を
移
し
て
、

そ
の
者
が
来

る
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
次
の
世
と
は
〕
独
り

で
行
く
べ
き
〔
と
こ
ろ
〕

で
あ
っ
て
、
〔
も
し
も
〕
遠
く
離
れ
た

と
こ
ろ
に
生
じ
て
し
ま
え
ば
、
〔
も
う
誰
と
も
〕
ま
み
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
〔
次
の
世
に
ど
こ
に
生
ま
れ
る
か
は
、
〕
こ
の
世
で

の
善
悪
の
振
る
舞
い
に
し
た
が
う
の
で
あ
っ
て
、
〔
独
り
遠
く
離

れ
た
世
界
は
〕
行
の
報
い
と
し
て
生
ず
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
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〔
そ
こ
は
〕
輝
き
を
失
っ
た
暗
黒
の
世
界
で
〔
独
り
寂
し
く
〕
離

れ
て
し
ま
う
こ
と
が
永
く
続
い
て
し
ま
う
の
だ
。
〔
た
と
え
ば
人

と
同
じ
道
を
往
来
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
と
出
会
う
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
〕
異
な
っ
た
道
を
往
来
し
て
い
る
限
り
は
、
そ
の
人
と
決

し
て
出
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
〔
そ
の
よ
う
に
独
り
速
く
離
れ

て
し
ま
え
ば
、
〕
そ
れ
は
本
当
に
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
だ
。
〔そ

の
よ
う
に
独
り
離
れ
て
し
ま
え
ば
、
〕
ど
う
し
て
再
び
出
会
え
る

」
と
が
で
き
よ
う
か
。

そ
れ
な
の
に
な
ぜ
〔
人
々
は
〕
、
世
俗
の
営
み
を
捨
て
去
ろ
う



と
し
な
い
の
か
。
〔
な
ぜ
〕
そ
れ
ぞ
れ
が
気
力
と
体
力
が
充
実
し

て
い
る
時
に
、

一
生
懸
命
に
善
行
を
修
め
、
精
進
を
重
ね
て
迷
い

の
世
界
を
渡
り
切
ろ
う
と
願
わ
な
い
の
か
。
〔
人
は
み
な
〕
限
り

な
く
永
い
命
を
手
に
入
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
仏
道

を
歩
も
う
と
し
な
い
の
か
。
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
る
場
所
な
ど
、

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
こ
に
何
の
楽
し
み
が
あ
る
と
言
う
の

で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
人
は
善
行
を
修
め
れ
ば
〔
そ
の
結
果
〕
善
い
こ
と
が

あ
り
、
仏
道
を
歩
め
ば
〔
そ
の
結
果
〕
覚
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
を
信
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
人
は
死
ね
ば
再
び
生

ま
れ
変
わ
り
、
生
前
に
行
っ
た
優
し
さ
に
満
ち
た
施
し
が
、
〔
後

の
世
の
〕
幸
福
と
な
っ
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い

な
い
の
だ
。
善
い

こ
と
〔
を
す
れ
ば
善
い
こ
と
が
あ
り
〕
、

悪
い

」
と
〔
を
す
れ
ば
悪
い
こ
と
が
あ
る
な
ど
因
果
の
〕
道
理
を
ま
つ

た
く
信
じ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〔
因
果
の
〕

道
理
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
と
思
い
、
ど
う
し
て
も
認
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
で
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
〔
不
信
心
〕
を
抱
け
ば

」
そ
、
ず
っ
と
何
も
し
な
い
ま
ま
、
事
の
善
悪
を
見
過
ご
す
ば
か

り
な
の
で
あ
る
。
ω

〔
そ
れ
は

一
人
だ
け
の
話
で
は
な
く
〕
世
間
を
見
渡
せ
ば
、
前

に
い
る
人
も
後
に
い
る
人
も
、
同
じ
よ
う
〔
に
事
の
善
悪
を
見
過

ご
し
て
い
る
の
〕

で
あ
る
。
〔
そ
う
し
た
姿
勢
は
〕
代
々
繰
り
返

し
受
け
継
が
れ
、
父
は
〔
因
果
の
道
理
な
ど
な
い
と
〕

子
に
教
え

込
む
。
祖
父
は
も
と
よ
り
祖
先
た
ち
は
み
な
、
も
と
も
と
〔
因
果

の
道
理
を
信
ず
る
こ
と
な
く
、
〕
あ
え
て
善
行
を
修
め
よ
う
と
は

せ
ず
、
仏
道
を
歩
む
功
徳
も
知
ら
ず
に
い
た
の
だ
。
〔
先
祖
代
々

み
な
〕
身
に
行
う
こ
と
は
愚
か
さ
に
満
ち
、
魂
は
暗
闇
に
覆
わ
れ
、
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心
は
閉
ざ
さ
れ
、
考
え
は
ま
と
ま
ら
な
い
。
死
後
ど
こ
に
生
ま
れ

変
わ
る
の
か
、
ま
た
ど
う
す
れ
ば
善
い
世
界
に
生
ま
れ
る
の
か
、

悪
い
世
界
に
生
ま
れ
る
の
か
、
見
極
め
る
も
の
も
い
な
け
れ
ば
、

語
る
者
も
い
な
い
の
だ
。
不
幸
な
出
来
事
、
幸
運
な
出
来
事
が
次

か
ら
次
へ
と
訪
れ
る
が
、
〔
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
〕
ど
れ

一
つ

と
し
て
深
く
追
求
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
故
輪
廻
生
死
す
る
こ

と
が
当
た
り
前
と
な
り
、
〔
代
々
〕
み
な
相
次
い
で
輪
廻
に
迷
う

の
だ
。〔

こ
の
世
界
で
は
〕
あ
る
時
は
親
が
子
を
亡
く
し
て
泣
き
叫
び
、



あ
る
時
は
子
が
親
を
亡
く
し
て
泣
き
叫
び
、
あ
る
い
は
兄
弟

・
夫

婦
の
間
で
〔
い
ず
れ
か
が
先
立
っ
て
は
〕
泣
き
叫
ぶ
。
〔
年
の
〕
順
〔
に

死
ぬ
〕
と
は
限
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
真
の
無
常
の
姿
で
あ
っ
て
、

誰
も
彼
も
み
な
死
ん
で
い
く
。
誰

一
人
と
し
て
死
な
な
い
者
は
い

な
い
の
だ
。
〔
そ
の
よ
う
に
〕
説
き
示
め
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ

を
真
実
と
し
て
受
け
止
め
る
者
は
少
な
く
、
そ
れ
故
に
生
死
を
繰

り
返
す
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
〔
迷
い
〕
続
け
る
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
人
は
真
っ
暗
な
閣
の
中
で
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
、
因
果
の
道
理
を
な
か
な
か
信
じ
よ
う
と
は
し
な
い
。

彼
ら
は
後
の
世
却
の
こ
と
な
ど
少
し
も
頭
に
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ

が
〔
そ
の
場
限
り
の
〕
快
楽
に
身
を
委
ね
よ
う
と
す
る
の
だ
。
愛

欲
に
溺
れ
て
は
理
性
を
失
い
、
覚
り
の
境
地
な
ど
目
指
そ
う
と
し

な
い
の
で
あ
る
。
怒
り
心
頭
に
達
し
て
我
を
失
い
、
〔
は
ら
い
せ

に
〕
富
を
散
財
し
色
欲
を
貧
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
覚
り

を
得
る
こ
と
な
ど
、
と
て
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
〔
死
後
に
は
〕

再
び
〔
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生
の
〕
悪
し
き
世
界
で
苦
し
み
、
輪
廻

生
死
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
が
な
い
。
な
ん
と
哀
れ
な
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
ま
っ
た
く
傷
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。

家
族

・
親
子

・
兄
弟
姉
妹

・
夫
婦
が
〔

一
人
も
欠
け
る
こ
と
な

く
幻
暮
し
て
い
て
も
、

や
が
て
〕
誰
か
の
死
に
面
し
、
互
い
に

そ
の
死
に
別
れ
悲
し
む
こ
と
と
な
る
。
〔
そ
う
し
た
場
合
親
へ
の
〕

想
い
、
〔
子
へ
の
〕
愛
情
、
〔
夫
婦
の
〕
紳
、
〔
そ
れ
ら
を
失
っ
た
〕

切
な
さ
に
押
し
潰
さ
れ

そ
の
想
い
出
に
し
が
み
つ
い
て
離
れ
よ

う
と
し
な
い
の
だ
。
ど
れ
ほ
ど
時
を
経
ょ
う
と
も
、
〔
そ
の
悲
し

み
か
ら
〕
立
ち
上
が
る
こ
と
が
な
く
、
仏
道
を
歩
む
素
晴
ら
し
き

を
説
き
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
心
を
開
く
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

〔
死
別
を
悲
し
む
人
々
は
、
家
族
と
〕
共
に
過
ご
し
た
日
々
を
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追
い
求
め
た
り
、
男
女
の
肌
と
肌
の
触
れ
合
い
が
忘
れ
ら
れ
な
か

っ
た
り
す
る
。
〔
心
は
〕
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
、
〔
帰
ら
ぬ
日
々
を
取

り
戻
そ
う
と
い
う
〕
愚
か
な
想
い
ば
か
り
が
渦
巻
い
て
い
る
の
で
、

よ
く
現
実
を
見
据
え
て
散
り
乱
れ
た
心
を
正
し
た
り
、
熱
心
に
仏

道
を
歩
ん
だ
り
、
世
間
の
営
み
か
ら
離
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。〔
そ
し
て
〕
時
ば
か
り
が
い
た
ず
ら
に
過
ぎ
、

い
よ
い
よ
命
尽
き
よ
う
と
し
て
も
、

〔
つ
い
ぞ
〕
仏
道
を
歩
む
こ

と
が
で
き
な
い
で
い
る
。〔
そ
う
な
っ
て
は
、
〕
も
は
や
な
す
術
も

な
い
。
み
な
、
だ
ら
し
な
く
み
だ
ら
に
異
性
を
貧
り
求
め
て
い
る



か
ら
、
仏
道
を
歩
む
に
し
て
も
賭
踏
す
る
者
が
多
く
、
〔
ま
し
て
〕

覚
り
の
境
地
を
得
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
あ
る
。

世
間
と
い
う
も
の
は
、
と
か
く
さ
ま
ざ
ま
な
企
み
に
満
ち
、
〔
誰

一
人
と
し
て
〕
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
身
分
の
上
下
、
貧

富
の
差
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
彼
も
〔
各
々
の
欲
望
を
満
た
す
た

め
に
は
〕
手
段
を
選
ば
ず
、
〔
邪
魔
な
者
は
〕
葬
り
去
ろ
う
と
さ

え
思
う
の
で
あ
る
。
邪
な
悪
意
は
益
々
深
ま
り
、
む
や
み
に
〔
悪
〕

事
を
企
て
、
自
然
の
摂
理
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
他
人
の
言
葉

に
も
耳
を
貸
そ
う
と
し
な
い
。
生
来
の
悪
人
で
は
な
く
と
も
、
〔
人

聞
と
い
う
も
の
は
〕
つ
い
つ
い
悪
事
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
の
だ
。

そ
し
て
や
り
た
い
放
題
に
悪
の
限
り
を
尽
く
し
、
そ
の
報
い
を
受

け
る
ま
で
罪
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。

〔
そ
う
い
う
者
た
ち
は
ま
だ
ま
だ
〕
寿
命
が
残
さ
れ
て
い
な
が

ら
も
、
〔
不
本
意
な
ま
ま
〕
命
を
落
と
し
〔
罪
の
報
い
と
し
て
地

獄
・餓
鬼
・畜
生
の
〕
悪
し
き
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
。〔
そ
し
て
〕

何
度
も
生
ま
れ
変
わ
る
ご
と
に
そ
れ
ら
の
世
界
で
苦
し
み
を
受
け

る
の
だ
。〔
彼
ら
は
〕
そ
れ
ら
の
世
界
で
訪
偉
い
、

い
か
に
永
い

時
聞
を
か
け
よ
う
と
も
、
〔
そ
こ
か
ら
〕
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
痛
は
筆
舌
を
絶
し
て
お
り
、

-
A
J
.

，
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哀
れ
む
ば
か
り
な
の
だ
。」

釈
尊
が
弥
勅
菩
薩
と
天
人
た
ち
に
対
し
て

〔続
け
て
次
の
よ
う

に
〕
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
今
、
私
は
汝
ら
に
〔
哀
れ
む
べ
き
〕
俗
世
の
あ
り
さ
ま
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
人
聞
は
覚
り
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。〔
で
は
、
人
聞
が
覚
り
を
得
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
べ
き
か
〕
よ
く
よ
く

考
え
て
、
悪
事
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
遠
ざ
け
、
善
事
に
つ
い
て
は
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そ
れ
を
取
り
立
て
て
な
る
べ
く
実
行
す
べ
き
な
の
だ
。

い
か
な
る
欲
望
を
も
満
た
す
華
や
か
な
日
々
が
〔
実
現
で
き
た

と
し
て
も
、

そ
れ
が
〕
い
つ
ま
で
も
続
く
は
ず
は
な
い
。
〔
手
に

入
れ
た
栄
華
は
〕
す
べ
て
消
え
去
る
も
の
で
あ
っ
て
、

〔実
は
〕

何

一
つ
と
し
て
楽
し
む
術
が
な
い
の
で
あ
る
。

人
は
み
な
、
〔
私
が
〕
仏
と
し
て
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
聞
に

励
ん
で
精
進
す
べ
き
な
の
だ
o
n

〔
と
り
わ
け
無
量
寿
仏
の
〕
「
安

楽
園
」
お
に
心
底
往
生
し
た
い
と
願
う
者
は
、
〔
そ
れ
だ
け
で
〕

聡
明
な
る
智
慧
の
は
た
ら
き
を
獲
得
し
、
こ
と
の
ほ
か
優
れ
た
徳



を
身
に
具
え
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に

振
舞
い
、
私
の
教
え
や
私
の
教
え
に
も
と
づ
い
た
生
活
規
範
を
な

い
が
し
ろ
に
し
、

〔
精
進
す
る
〕
人
の
後
〔
姿
を
眺
め
る
よ
う
な

」
と
〕
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
何
か
疑
問
が
あ
っ
て
私
の
教
え
が
納
得
で
き
な
い
よ
う
な

こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、

ど
ん
な
に
些
細
な
こ
と
で
も
私
に
尋
ね
る

が
よ
い
。
〔
そ
う
し
た
者
の
〕
た
め
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
〔
い

く
ら
で
も
〕
応
え
る
で
あ
ろ
う
。

」

〔
そ
こ
で
〕
弥
勤
菩
薩
は
両
膝
を
着
い
て
〔
釈
尊
を
敬
い
つ
つ
、

次
の
よ
う
に
〕
申
し
上
げ
た
。

「
〔
あ
あ
〕
釈
尊
〔
よ
。
貴
方
様
〕

は
神
々
し
く
威
厳
に
満
ち
溢

れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
い
ま
の
お
話
も
た
い
へ
ん
に
素
晴
ら
し

ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
〔
今
、
仏
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
〕
釈
尊
の
お

言
葉
を
拝
聴
い
た
し
ま
す
に
、
〔
私
の
経
験
か
ら
〕

つ
ら
つ
ら
考

え
て
み
ま
し
て
も
、
世
間
の
人
々
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
釈
尊
の

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
、
釈
尊
は

〔
み
仏
と
し
て
〕
人
々
を
哀
れ
み
、
覚
り
へ
の
道

を
は

っ
き
り
と
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。
〔
そ
の
教
え
を
聞
け
ば
〕

目
の
前
〔
か
ら
迷
い
と
い
う
霧
〕
が
晴
れ
、
耳
は
〔
真
理
の
教
え

の
み
に
〕
満
た
さ
れ
、
永
遠
に
〔
生
死
の
迷
い
の
世
界
か
ら
〕
解

脱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

釈
尊
の
教
え
を
聞
い
て
感
動
し
な
い
者
な
ど
お
り
ま
せ
ん
。
天

人
も
人
間
も
あ
る
い
は
と
る
に
た
ら
な
い
小
さ
な
虫
ま
で
も
、

み

な
〔
釈
尊
の
〕
慈
し
み
に
包
ま
れ
、
悩
み
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

釈
尊
の
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
教
え
は
た
い
へ
ん
奥
深
く
、
素
晴
ら

し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
(
ま
た
釈
尊
は
〕
上
か
ら
下
ま
で
四
方
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八
方
の
彼
方
、
し
か
も
現
在

・
過
去

・
未
来
に
い
た
る
ま
で
、
仏

の
智
慧
を
め
ぐ
ら
し
す
べ
て
を
明
ら
か
に
知
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

今
、
私
〔
弥
勅
〕
を
は
じ
め
、
多
く
の
者
た
ち
が
〔
こ
う
し
て

生
死
の
迷
い
の
世
界
か
ら
〕
解
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
は
、

す
べ
て
釈
尊
の
お
か
げ
で
す
。
〔
と
い
う
の
も
、
釈
尊
が
〕
前
世

に
あ
っ
て
覚
り
を
求
め
、
苦
行
μ

に
耐
え
た
賜
物
で
あ
る
か
ら

で
す
。

〔
釈
尊
が
お
覚
り
い
た
だ
い
た
結
果
、
〕
そ
の
功
徳
が
い
た
る
所

〔
で
私
た
ち
を
〕
覆
い
尽
く
し
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
幸
福
が
広
が



っ
て
お
り
ま
す
。
〔
そ
の
お
体
か
ら
放
た
れ
る
〕
光
明
は
ど
こ
ま

で
も
照
ら
し
出
し
、
天
空
の
彼
方
を
超
え
て
も
、
〔
な
お
明
る
さ

を
〕
失
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
〔
釈
尊
は
〕
覚
り
の
境
地
に

入
ら
れ
た
ま
ま
、
〔
そ
の
境
地
を
〕
分
か
り
易
い
教
え
に
し
て
〔
私

た
ち
に
〕
授
け
ら
れ
、
威
厳
に
満
ち
た
指
導
力
を
発
揮
し
て
、
〔
私

た
ち
の
煩
悩
を
〕
消
し
去
り
、
〔
覚
り
の
境
地
へ
と
〕
導
い
て
く

だ
さ
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
世
界
〔
の
人
々
〕
が
〔
み
な
眠
り
か
ら

醒
め
て
覚
る
ま
で
〕
諦
め
ず
に
揺
り
起
こ
し
続
け
ま
す
。
釈
尊
〔
よ
。

貴
方
様
〕
は
ま
さ
に
仏
道
を
統
治
す
る
王
で
あ
り
、

い
か
な
る
聖

者
よ
り
も
は
る
か
に
尊
い
御
方
で
す
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
天
人
た

ち
の
指
導
者
で
あ
り
、
〔
覚
り
を
得
た
い
と
い
う
〕

み
な
の
願
い

を
聞
き
入
れ
て
、

み
な
に
覚
り
の
境
地
を
聞
か
せ
て
お
ら
れ
る
の

で
す
。

今
、
〔
私
(
弥
勅
)
は
〕
釈
尊
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り
か
、

さ
ら
に
〔
釈
尊
が
「
無
量
寿
仏
」
と
称
賛
す
る
〕
お
声
(
名
号
)
お

を
承
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
私
の
心
は
〔
今
、
〕
明
る
く
澄
み
渡
っ
て
い
る
の
で
す
。

」

〔
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
〕
釈
尊
は
弥
勅
菩
薩
に
〔
次
の
よ
う
に
〕

仰
せ
に
な
っ
た
。

「
弥
勅
よ
、
〔
よ
く
ぞ
申
し
た
。
〕
そ
な
た
の
言
う
通
り
で
あ
る
。

〔
私
の
よ
う
な
〕
仏
と
な
っ
た
者
を
真
心
か
ら
敬
う
人
は
た
い
へ

ん
優
れ
た
善
根
を
積
む
こ
と
と
な
る
。
こ
の
世
界
に
は
遠
い
過
去

か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
何
人
も
の
み
仏
が
お
で
ま
し
に
な
っ

た
。
今
、
私
(
釈
尊
)

は
こ
の
世
に
あ
り
な
が
ら
仏
と
な
り
、
覚

り
へ
の
教
え
と
そ
の
道
の
り
を
説
き
弘
め
、
〔
人
々
の
〕
迷
い
を

断
ち
、
〔
人
心
か
ら
〕
愛
欲
の
本
を
抜
き
取
り
、
〔
悪
行
を
生
み
出

す
〕
諸
悪
の
根
源
を
封
じ
込
め
て
い
る
。
〔
人
々
が
訪
僅
っ
て
い
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る
〕
三
界
を
何
の
支
障
も
な
く
自
由
自
在
に
歩
き
回
り
、
智
慧
お

を
め
ぐ
ら
し
て
人
々
が
輪
廻
生
死
す
る
理
由
を
見
極
め
、
〔
覚
り

へ
と
導
く
〕
教
え
の
核
心
を
〔
松
明
の
よ
う
に
〕
か
か
げ
て
〔
世

界
を
〕
照
ら
し
、
〔
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

・
人

・
天
の
世
界
に
佑

偉
う
〕
五
つ
の
道
を
照
ら
し
出
し
て
は
、

い
ま
だ
輪
廻
解
脱
し
て

い
な
い
者
を
解
脱
さ
せ
、
輪
廻
生
死
の
迷
い
の
世
界
か
ら
覚
り
の

世
界
へ
と
至
る
道
を
正
し
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

弥
勅
よ
、
〔
そ
な
た
に
は
〕
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
な
た
自
身
、

数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
遥
か
遠
い
昔
か
ら
菩
薩
の
行
を
修
め
、
多
く



の
人
々
を
〔
生
死
の
迷
い
の
世
界
か
ら
〕
救
い
出
し
た
い
と
願
い
、

す
で
に
も
う
多
く
の
時
間
が
流
れ
て
い
っ
た
。
〔
そ
の
問
、
〕
そ
な

た
の
導
き
に
よ
っ
て
仏
道
を
歩
み
、
覚
り
の
境
地
に
至
っ
た
者
は

〔
確
か
に
〕
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
い
。
弥
勅
よ
、

そ
し
て
ま
た

〔
弥
勅
と
共
に
い
る
〕
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
天
人
や
人
々
よ
。

出
家
で
あ
れ
在
家
で
あ
れ
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
仏
道
を
歩
む
者
た

ち
は
、
遥
か
昔
か
ら
〔
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

・
人

・
天
の
〕
五
つ

の
世
界
を
輪
廻
し
、
あ
る
時
に
は
哀
し
み
に
沈
み
、
あ
る
時
は
恐

怖
に
お
の
の
き
、
常
に
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
き
た
。
〔
そ
れ
に
つ

い
て
は
〕

一
つ
一
つ
言
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
〔
し
か
も
〕

今
生
に
至
っ
て
も
輪
廻
生
死
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

〔
し
か
し
弥
勅
そ
な
た
は
、
〕
私
(
釈
尊
)
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
、

〔
人
々
が
〕
覚
り
に
至
る
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
上

「
無
量
寿
仏
」
(
名
号
)
幻
の
こ
と
も
ま
た
聞
く
こ
と
が
で
き
た
で

は
な
い
か
。
そ
れ
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
と

て
も
善
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
私
(
釈
尊
)

は
〔
そ
な
た
に
無
量

寿
仏
の
救
い
を
教
え
る
こ
と
で
、
人
々
を
救
い
た
い
と
い
う
〕
そ

な
た
の
手
助
け
が
で
き
て
〔
こ
と
の
他
〕
嬉
し
い
の
で
あ
る
o
m

〔
弥
勅
よ
。
〕
ぬ
そ
な
た
は
今
こ
そ
自
ら
の
手
で
〔
人
々
か
ら
〕

生

・
死

・
老

・
病
の
苦
し
み
を
押
し
の
け
る
が
よ
い
。

〔
弥
勅
よ
。
人
間
と
い
う
生
き
物
も
の
は
、
や
が
て
そ
の
肉
体
を
〕

朽
ち
果
て
腐
ら
せ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
〔
い
つ
ま
で
も
生
き

長
ら
え
よ
う
と
〕
願
い
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
〔
だ
か
ら
こ
そ

人
聞
は
〕
よ
く
よ
く
こ
の
こ
と
を
思
い
定
め
て
、
身
を
謹
ん
で
行

い
を
正
し
、
少
し
で
も
多
く
善
根
を
積
む
べ
き
な
の
で
あ
る
。
自

ら
を
律
し
て
身
を
潔
め
、
心
の
中
の
邪
な
思
い
を
洗
い
流
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
言
う
こ
と
と
な
す
こ
と
に
隔
た
り
な
く
、
心
の
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内
を
包
み
隠
さ
ず
、
裏
切
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
な
の
だ
。

人
聞
は
〔
そ
う
す
る
こ
と
で
〕
自
ら
迷
い
の
世
界
か
ら
解
脱
し
て
、

〔
ひ
い
て
は
〕
他
人
を
も
救
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
少
し
も

時
踏
す
る
こ
と
な
く
〔
解
脱
を
〕
願
い
求
め
て
、

善
根
を
積
み
重

ね
て
い
れ
ば
、
今
生
に
い
か
に
苦
労
し
よ
う
と
も
〔
輪
廻
し
て
き

た
永
い
時
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
〕
瞬
き
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
時
間

で
あ
っ
て
、
後
の
世
に
は
無
量
寿
仏
の

〔極
楽
〕
世
界
に
生
ま
れ

て
幸
福
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
極
ま
り
な
い
の
で
あ
る
。
〔
し
か
も

そ
の
人
は
〕
覚
り
の
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
日
々
を
い
つ
ま
で
も
送



る
こ
と
が
で
き
、
再
び
輪
廻
し
な
い
よ
う
生
死
の
原
因
を
抜
き
取

っ
て
貧
り

・
怒
り

・
愚
痴
な
ど
に
悩
み
苦
し
ん
だ
り
病
ん
だ
り
は

し
な
い
の
だ
。
〔
そ
の
上
、
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
者
は
〕

劫

で
も
百
劫
で
も
千
億
万
(
千
兆
)
劫
で
も
望
め
ば
望
む
だ
け
、
国
ゆ

い
の
ま
ま
に
寿
命
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
何
を
し
て
い
て
も
一
切

の
煩
悩
か
ら
離
れ
て
、
〔
そ
の
振
る
舞
い
は
〕
自
然
と
覚
り
へ
の

道
に
通
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

〔
さ
て
〕
弥
勅
よ
。
そ
し
て
〔
弥
勅
と
共
に
い
る
〕
者
た
ち
ょ
。

〔
今
の
教
え
を
聞
い
た
以
上
、
〕
各
々
、
精
進
を
重
ね
て
諦
め
ず
、

心
に
願
っ
て
い
る
こ
と

(
生
死
解
脱
H

極
楽
往
生
)
を
求
め
る
が

よ
い
。
〔
私
の
教
え
を
〕
疑
い
中
傷
し
、
自
ら
罪
科
を
犯
す
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
〔
そ
う
い
う
者
は
た
と
え
極
楽
〕

世
界
に
生
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
の
辺
境
に
〔
寂
し

く
〕
建
っ
て
い
る
七
種
の
宝
か
ら
成
る
宮
殿
の
中
に
生
ま
れ
、

の
中
で
五
百
年
も
の
問
、
〔
な
か
な
か
無
量
寿
仏
に
ま
み
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
な
ど
の
〕
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
を
受
け
る
こ
と
と
な

ろ》つ
。

」

〔
そ
れ
を
聞
い
て
〕
弥
勅
が
釈
尊
に
申
し
上
げ
た
。

「釈
尊
の
尊
い
御
諭
し
を
重
ね
て
賜
っ
た
か
ら
に
は
、
〔
わ
れ
ら

一
同〕

一
生
懸
命
教
え
を
身
に
つ
け
、

そ
の
教
え
の
通
り
に
仏
道

を
歩
み
、
間
違
っ
て
も
疑
い
を
懐
く
よ
う
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ

ん
。

」

O
以
上
、
『
無
量
寿
経
』
巻
下
四
分
二

〔
す
る
と
〕
釈
尊
が
〔
再
び
〕
弥
勅
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

そ
し
て
〔
弥
勅
と
共
に
い
る
〕
者
た
ち
ょ
。
こ
の

た
も

世
に
お
い
て
心
を
鎮
め
て
正
し
く
持
ち
、
〔
微
塵
も
〕
悪
行
を
犯

「
弥
勅
よ
。
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さ
ず
に
い
る
な
ら
ば
、

そ
の
功
徳
は
最
も
尊
い
も
の
と
な
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
世
界
を
見
渡
し
て
も
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
〔
功
徳
は
〕

な
い
。
と
い
う
の
も
、
ど
の
よ
う
な
仏
の
世
界
で
あ
れ
、
天
人
た

ち
は
自
然
と
善
行
ば
か
り
を
積
み
、
ま
っ
た
く
悪
行
を
犯
さ
な
い

そ

が
た
め
に
覚
り
を
聞
き
や
す
い
。
〔
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
世
は

悪
に
染
ま
っ
て
苦
し
み
に
満
ち
、
覚
り
を
聞
き
難
い
か
ら
な
の
で

あ
る
。
〕初

今
、
私
(
釈
尊
)
は
こ
の
世
で
仏
と
な
っ
た
が
、
五
悪
・
五
痛

五
焼
に
満
ち
た
〔
こ
の
世
界
の
中
で
人
々
を
導
く
こ
と
は
〕
、
大



変
な
苦
難
を
伴
っ
て
い
る
。
〔
し
か
し
、

そ
れ
で
も
私
は
〕
人
々

を
導
き
、
五
悪
を
犯
さ
ぬ
よ
う
に
さ
せ
、
五
痛
を
取
り
除
き
、
五

焼
を
受
け
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
人
々
の
心
の
乱
れ
を
正
し
、
五
善

を
修
め
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
功
徳
を
積
ま
せ
、
生
死
の
世
界
か
ら

解
脱
さ
せ
て
、
計
り
知
れ
な
い
長
寿
と
覚
り
へ
の
道
を
獲
得
さ
せ

る
の
だ
」
と
。

釈
尊
は
〔
続
け
て
〕
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
五
悪
と
は
何
か
。
五
痛
と
は
何
か
。
五
焼
と
は
何
か
。
そ
し

て
ど
う
す
れ
ば
〔
人
々
か
ら
〕
五
悪
を
消
し
去
り
、
〔
人
々
に
〕

五
善
を
修
め
さ
せ
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
生
死
の
世
界
か
ら
解
脱

さ
せ
、
計
り
知
れ
な
い
長
寿
と
覚
り
へ
の
道
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。
〔
そ
の
こ
と
を
こ
れ
か
ら
汝
ら
に
語
り
告
げ
よ

ぅ
。
〕」

O
第

一
悪

釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「第

一
番
目
の
悪
に
つ
い
て
〔
説
き
明
か
そ
う
〕
。
天
人
た
ち
ゃ

人
々
あ
る
い
は
小
さ
な
虫
に
い
た
る
ま
で
悪
行
を
犯
そ
う
と
い
う

思
い
が
わ
く
の
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
も
み
な
避
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
強
い
者
が
弱
い
者
を
ね
じ
伏
せ
、
あ
る
い
は
お
互
い
激
し

く
争
い
、
傷
つ
け
命
を
奪
い
、
そ
の
身
を
貧
り
喰
ら
う
の
で
あ
る
。

善
行
を
積
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
〔
露
も
〕
知
ら
ず
、
極
悪
卑
劣

で
相
手
を
思
い
遣
る
気
持
ち
な
ど
欠
片
も
な
い
。
〔
そ
う
い
っ
た

場
合
〕
や
が
て
、
罰
を
受
け
て
〔
苦
し
む
こ
と
は
〕
当
然
の
成
り

行
き
な
の
で
あ
る
。
天
地
の
神
々
は
彼
ら
の
犯
し
た
罪
状
を
記
録

に
取
っ
て
容
赦
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
〔
次
の
世
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
時
に
は
〕
財
産
や
身
分
や
家
族
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
り
、

身
体
に
障
害
引
を
か
か
え
る
こ
と
と
な
る
。
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一
方
〔
こ
の
世
に
は
〕
財
産
や
身
分
、
才
能
に
恵
ま
れ
た
人
も

い
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
み
な
前
世
に
親
孝
行
に
い
そ
し
む
な

ど
善
行
を
修
め
て
、
功
徳
を
積
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

〔
さ
て
〕
世
間
で
は

一
般
的
に
言
っ
て
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
罪
人
を
牢
獄
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
を

〔
恐
れ
る
こ
と
な
く
〕
、
あ
え
て
悪
行
を
犯
し
て
罪
を
重
ね
た
と
し

て
も
、
〔
結
局
は
捕
ま
っ
て
、
〕
罰
を
受
け
牢
獄
に
囚
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
〔
そ
の
時
に
な
っ
て
牢
か
ら
〕
出
せ
と
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

放
免
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
世
間
で
は
こ
う
し
た
こ
と
を
よ



く
目
に
す
る
が
、
〔
ま
た
こ
の
程
度
の
罪
の
報
い
で
す
む
け
れ
ど

も
、
〕
命
尽
き
た
後
の
世
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
も
っ
と
厳
し

い
報
い
を
受
け
る
の
だ
。
死
を
迎
え
肉
体
を
失
っ
た
後
、
次
の
世

に
生
じ
て
〔
新
た
な
〕
肉
体
を
得
る
が
、

そ
れ
は
た
と
え
ば
法
の

定
め
る
罰
の
中
で
も
最
も
苦
痛
を
と
も
な
う
極
刑
と
同
じ
〔
ょ
う

な
苦
し
み
を
味
わ
う
の
〕
で
あ
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
〔
地
獄

餓
鬼
・
畜
生
の
〕
三
つ
の
世
界
に
自
ず
と
堕
ち
、
計
り
知
れ
な
い

苦
悩
を
受
け
る
の
だ
。
〔
肉
体
は
〕
次
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て

姿
を
替
え
て
い
き
、
住
む
世
界
を
替
え
、
授
か
っ
た
寿
命
は
あ
る

い
は
長
く
、
あ
る
い
は
短
い
が
、

そ
〔
の
生
ま
れ
変
わ
る
肉
体
〕

に
〔
前
世
の
〕
魂
が
宿
る
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ

一
人

一
人
が
〔
仇
敵

に
〕
遇
う
べ
く
〔
次
の
世
に
〕
向
か
い
、

そ
れ
ぞ
れ
引
き
寄
せ
あ

い
な
が
ら
時
を
同
じ
く
し
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
互
い
に

復
讐
し
合
っ
て
、

い
つ
ま
で
も
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
現
世
に
な

っ
て
も
罪
深
い
悪
行
が
尽
き
果
て
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
〔
仇
敵
か

ら
〕
離
れ
去
る
こ
と
な
ど
で
き
ゃ
し
な
い
。〔
そ
う
し
て
い
る
う

ち
に
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生
の
世
界
に
〕
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
り
、

解
脱
を
得
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
の
だ
。〔
そ
の
聞
に
受
け
る
〕
苦

痛
た
る
や
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
の
で
あ
る
。

」
の
世
界
に
は
自
ず
と
〔
善
因
善
果

・
悪
因
悪
果
の
〕
道
理
が

は
た
ら
い
て
い
て
、

す
ぐ
さ
ま
結
果
が
出
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
善
行
も
悪
行
も
み
な
そ
の
道
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
「

一
大
悪
」

・
二
痛
」

・
二

焼
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
〔
悪
行
の
報
い
に
〕
苦
し
む
こ
と
は
、
ま
る
で
大
火
で

そ
の
身
を
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
痛
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

〔し
か
し
な
が
ら
〕
こ
う
し
た

〔
迷
い
の
世
界
の
〕
中
で
も
、

人
が
心
を
集
中
さ
せ
て
〔
雑
念
を
払
い
、
〕
身
を
正
し
て
行
い
を

149 

慎
み
、
専
ら
善
行
に
励
み
、
悪
行
を
犯
さ
ず
に
い
れ
ば
、
そ
の
人

だ
け
は
独
り
輪
廻
を
解
脱
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ま
ず
こ
の
世

で
の
幸
福
に
恵
ま
れ
、

さ
ら
に
次
の
世
に
は
天
界
に
も
、
覚
り
の

世
界
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
を

二

大
善
」

と
一言
う
の
で
あ
る
。

」

O
第
二
悪

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「第
二
番
目
の
悪
に
つ
い
て
〔
説
き
明
か
そ
う
〕
。
世
間
の
人
々

は
親
子

・
兄
弟
・
家
族
・
夫
婦
で
あ
っ
て
も
そ
の
間
柄
を
わ
き
ま



え
ず
、
〔
そ
れ
ば
か
り
か
〕
法
に
触
れ
る
こ
と
さ
え
す
る
。
己
の

欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
快
楽
を
貧
ろ
う
と
た
く
ら
み
、

そ
う
し
た

腹
づ
も
り
で
人
々
を
互
い
に
欺
か
せ
惑
わ
せ
る
の
だ
。
〔
だ
ま
そ

う
と
す
る
相
手
に
は
〕
心
に
も
な
い
こ
と
を
口
に
し
、
し
か
も
〔
そ

の
言
葉
に
は
〕
根
も
葉
も
な
い
。

へ
つ
ら
い
な
が
ら
も
見
下
し
、

言
葉
巧
み
に
娼
び
を
売
る
。
賢
い
人
に
は
嫉
妬
を
抱
き
、
善
人
に

は
〔
そ
の
人
の
あ
り
も
し
な
い
〕
悪
い
噂
を
た
れ
流
す
。
そ
う
し

て
人
を
陥
れ
る
の
で
あ
る
。

〔v
」
う
し
た
悪
が
は
び
こ
る
の
も
、
も
と
は
と
言
え
ば
〕
君
主

が
〔
国
を
治
め
る
責
任
の
重
さ
を
〕
わ
き
ま
え
て
い
な
い
〔
か
ら

で
あ
る
。

そ
う
し
た
君
主
は
〕
臣
下
に
〔
国
務
を
〕
任
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
〔
そ
う
し
た
時
、
〕
臣
下
は
自
身
の
判
断
で
国

を
治
め
る
が
、
〔
そ
の
聞
に
も
君
主
に
対
し
て
〕
数
々
の
裏
切
り

を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
各
地
を
視
察
し
〔
君
主
に
は
報
告
せ
ぬ
ま

ま
独
り
内
外
の
〕
情
勢
を
掌
握
す
る
。
〔
君
主
は
〕
王
位
に
あ
り

な
が
ら
も
的
確
に
〔
国
を
治
め
る
こ
と
が
〕
で
き
ず
に
い
て
、
〔
結

局
は
〕
こ
う
し
た
臣
下
に
欺
か
れ
、
〔
君
主
に
〕
忠
実
で
善
良
な

臣
下
を
い
た
ず
ら
に
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
〔
そ
う
な
っ
て
は
も

は
や
〕
天
の
御
心
に
適
う
〔
君
主
〕
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

〔
そ
う
し
た
君
主
の
も
と
で
は
〕
臣
下
が
君
主
を
欺
き
、
〔
そ
の
よ

う
な
治
世
の
も
と
で
は
〕
子
が
親
を
欺
き
、
兄
弟
や
夫
婦
、
親
類

縁
者
が
互
い
に
欺
き
あ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
欲
望
と

怒
り
と
愚
か
さ
を
心
に
抱
き
、
自
分
だ
け
は
得
を
し
よ
う
と
た
く

ら
み
、
〔
さ
ら
に
は
〕
少
し
で
も
多
く
手
に
し
よ
う
と
貧
る
。
身

分
の
上
下
に
関
わ
り
な
く
、
人
の
心
と
は
押
し
並
べ
て
そ
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
あ
る
。
〔
そ
れ
故
、
人
々
は
〕

一
家
を
潰
し
、
身

代
を
失
い
、
先
祖
や
子
孫
の
こ
と
な
ど
顧
み
ず
、
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一
族
郎
党
を
巻

き
添
え
に
し
な
が
ら
皆
滅
び
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
〔
誰
か

あ
る
者
の
財
産
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
〕
親
類
縁
者
が
そ
の
土
地
の

ご
ろ
つ
き
と
共
謀
し
て
実
行
に
移
す
。
〔
し
か
し
〕
そ
の
よ
う
な

者
た
ち
も
互
い
の
取
り
分
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
怒
り
を
あ
ら
わ
に

し
、
つ
い
に
は
怨
み
あ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

ま
た
〔
こ
の
よ
う
な
治
世
で
は
〕
財
産
が
十
分
に
あ
る
人
で
も

物
惜
し
み
を
し
、
進
ん
で
他
人
に
施
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
〔蓄

え
た
〕
宝
物
に
執
着
し
て
手
放
さ
ず
、
貧
る
心
の
激
し
さ
か
ら
身

も
心
も
く
た
く
た
に
な
っ
て
苦
し
む
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
は



〔
人
生
の
〕
終
震
を
迎
え
て
も
、
〔
本
心
か
ら
〕
頼
れ
る
も
の
が
何

も
な
い
の
で
あ
る
。

〔
人
は
過
去
世
か
ら
現
世
へ
と
〕
た
っ
た
独
り
で
や
っ
て
来
て
、

〔
現
世
か
ら
来
世
へ
と
〕
た
っ
た
独
り
で
去
り
行
き
、
誰

一
人
と

し
て
付
き
従
う
者
は
な
い
。
た
だ
善
行
の
功
徳
と
し
て
の
幸
福
、

悪
行
の
報
い
と
し
て
の
災
障
が
、
〔
そ
の
人
の
来
世
の
〕
人
生
に

付
き
従
う
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

あ
る
人
は
幸
福
に
満
ち
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
、
あ
る
人
は
苦
し

み
に
満
ち
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
そ
の
後
、
〔
苦
し
い
か

ら
と
〕
悔
や
ん
で
み
て
も
、
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
〔ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
〕
世
間
の
人
々
と
は
心
愚
か
に
し
て
、

智
慧
が
浅
い
も
の
で
あ
る
。
善
行
を
見
て
は

〔か
え
っ
て
〕
憎
し

み
を
憶
え
て
け
な
し
て
し
ま
い
、

そ
れ
に
憧
れ
て
自
分
も
善
行
を

修
め
よ
う
と
は

〔決
し
て
〕
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
た
だ
悪

事
を
は
た
ら
こ
う
と
思
い
、
や
る
こ
と
な
す
こ
と
法
に
触
れ
、

つ
も
〔
人
の
物
を
〕
盗
ろ
う
と
他
人
の
資
産
に
目
を
つ
け
る
。〔
そ

う
し
て
盗
ん
だ
り
奪
い
取
っ
た
り
し
た
財
産
も
結
局
は
〕
使
い
果

た
し
て
、
再
び
〔
他
人
の
財
産
に
〕
狙
い
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。

〔
こ
う
し
て
〕
邪
な
心
で
不
正
を
続
け
て
い
る
と
、
〔
次
第
に
〕

他
人
の
目
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
る
。
は
じ
め
は
〔
た
い
し
た
こ
と

な
ど
と
は
〕
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
が
、

い
ざ
捕
ま
っ
て
み
る
と

〔
事
の
重
大
さ
に
〕
後
悔
の
念
が
湧
い
て
く
る
の
だ
。

今
生
に
お
い
て
す
ら
法
の
定
め
に
よ
り
牢
に
投
獄
さ
れ
、
罪
〔
の

軽
重
に
〕
し
た
が
っ
て
そ
の
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔ま

し
て
〕
前
の
世
に
お
い
て
、
仏
道
を
歩
む
こ
と
の
功
徳
を
信
ぜ
ず
、

善
行
を
修
め
て
来
な
か
っ
た
者
は
今
生
で
も
ふ
た
た
び
悪
事
を
な

す
〔
者
で
あ
っ
て
〕
、
天
地
の
神
々
が
〔
彼
ら
の
罪
を
〕
記
録
に
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取
っ
て
〔
悪
人
専
用
の
〕
名
簿
に
載
せ
、
〔
そ
の
人
の
〕
寿
命
が

尽
き
て
魂
が
死
後
の
世
界
に
入
っ
た
な
ら
ば
、
〔
そ
の
者
は
地
獄

餓
鬼
・
畜
生
の
〕
悪
し
き
世
界
に
堕
ち
て
行
く
の
だ
。
こ
う
し
た

わ
け
で

〔地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
〕

三
つ
の
世
界
〔
に
自
ず
と
堕

ち
て
〕
計
り
知
れ
な
い
苦
痛
を
受
け
る
の
で
あ
る
。〔
そ
し
て
、
〕

し当

そ
の
中
で
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
り
、

ど
れ
ほ
ど
永
い
時
間
を
か
け

ょ
う
と
も
、
解
脱
を
得
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
の
だ
。〔
そ
の
聞
に

受
け
る
〕
苦
痛
た
る
や
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
「
二
大
悪
」
・
「
二
痛
」
・
「
二
焼
」
と
言
う
の



で
あ
る
。
〔
悪
行
の
報
い
に
〕
苦
し
む
こ
と
は
、
ま
る
で
大
火
で

そ
の
身
を
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
痛
み
と
言
え
よ
う
。

〔
し
か
し
な
が
ら
〕
こ
う
し
た
〔
迷
い
の
〕
世
界
の
中
で
も
、

人
が
心
を
集
中
さ
せ
て
〔
雑
念
を
払
い
〕
、
身
を
正
し
て
行
い
を

慎
み
、
専
ら
善
行
に
励
み
、
悪
行
を
犯
さ
ず
に
い
れ
ば
、

そ
の
人

だ
け
は
独
り
輪
廻
を
解
脱
す
る
の
で
あ
る
。
〔即
ち
、
ま
ず
こ
の

世
で
の
〕
幸
福
に
恵
ま
れ
、
〔
さ
ら
に
次
の
世
に
は
〕
天
界
に
も
、

覚
り
の
世
界
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
を
「
二
大
善
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

」

O
第
三
悪

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「第
三
番
目
の
悪
に
つ
い
て
〔
説
き
明
か
そ
う
〕
。

世
間
の
人
々
は
共
に
肩
を
寄
せ
合
い
支
え
あ
い
な
が
ら
n
、

」
の
地
上
で
暮
し
て
い
る
。

一
年

一
年
、
歳
を
重
ね
る
も
の
の
〔
実

際
の
と
こ
ろ
〕
あ
と
ど
れ
ほ
ど
の
寿
命
が
残
っ
て
い
る
の
か
分
か

る
も
の
で
は
な
い
。
〔
人
々
の
中
に
は
〕
賢
明
な
者
や
長
老
が
お
り
、

身
分
の
高
い
者
や
大
富
豪
も
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
貧
困
に
あ
え

ぐ
者
も
い
れ
ば
、
身
分
の
低
い
者
、
病
弱
な
者
、
愚
か
し
い
者
も

い
る
。
〔さ
ま
ざ
ま
な
人
が
い
る
が
、
〕
そ
の
中
に
は
好
ま
し
く
な

い
人
も
い
て
、
常
に
邪
な
思
い
を
懐
い
て
い
る
の
だ
。
頭
の
中
で

は
狼
ら
な
こ
と
ば
か
り
を
考
え
、
心
は
悶
々
と
し
た
思
い
で
張
り

裂
け
そ
う
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
情
欲
が
湧
き
起
り
、
少
し
も

落
ち
着
か
ず
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
情
欲
を
ぶ
つ

け
で
は
相
手
を
束
縛
し
、
〔
そ
れ
で
も
飽
き
足
ら
ず
〕
手
当
た
り

次
第
我
が
物
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
異
性
の
容
姿
を
な
め

る
よ
う
に
見
つ
め
、
下
心
を
持
っ
て
近
づ
き
、
〔

一
方
で
は
〕
自

分
の
妻
を
邪
険
に
し
て
、
密
か
に
〔
愛
人
の
も
と
に
〕
出
入
り
す
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る
よ
う
に
な
る
。
〔
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
〕
家
財
を
売
り
飛
ば
し
、

〔
金
の
工
面
し
よ
う
と
〕
悪
事
に
手
を
染
め
て
い
く
の
だ
。

〔
そ
の
聞
に
は
〕
類
は
友
を
呼
ん
で
徒
党
を
組
み
、
首
領
を
た

て
て
〔
他
の
集
団
と
〕
抗
争
を
繰
り
替
え
し
、
攻
め
入
つ
て
は
相

手
を
殺
裁
し
、
す
べ
て
を
奪
い
去
る
な
ど
し
て
、
人
の
道
か
ら
外

れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
悪
企
み
す
る
目
で
世
間
を
う
か
が
い
、
自

ら
は
働
こ
う
と
せ
ず
、
〔
は
じ
め
の
う
ち
は
〕
密
か
に
人
の
物
を

盗
ん
で
い
た
も
の
が
、
〔
次
第
に
〕
強
盗
犯
を
は
た
ら
き
、
〔
さ

ら
に
は
人
々
に
〕
恐
怖
を
与
え
〔
金
品
を
〕
脅
し
取
る
こ
と
で
、



妻
子
を
養
う
の
で
あ
る
。
や
り
た
い
放
題
に
好
き
勝
手
な
こ
と
を

し
て
快
感
を
覚
え
、
〔
そ
の
矛
先
は
や
が
て
〕
親
類
に
も
及
ん
で

見
逃
さ
な
く
な
っ
て
い
く
。
〔
そ
れ
故
〕
身
分
の
上
下
に
か
か
わ

り
な
く
〔
誰
も
が
み
な
〕
M

さ
ら
に
は
親
類
縁
者
ま
で
も
が
そ

の
者
を
憎
々
し
く
思
い
、
苦
痛
に
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
。
ま
た
そ

の
よ
う
な
者
は
国
の
定
め
る
法
律
な
ど
意
に
介
し
も
し
な
い
が
、

」
の
よ
う
な
悪
行
は
人
々
の
間
で
も
、
あ
る
い
は
鬼
た
ち
の
間
で

も
知
れ
渡
る
の
で
あ
る
。
太
陽
や
月
の
光
が
こ
の
世
を
照
ら
し
て

い
る
以
上
、
〔
人
や
鬼
が
見
逃
し
た
と
し
て
も
〕
天
地
の
神
々
は

そ
の
罪
を
記
録
に
と
っ
て
い
る
の
だ
。

」
う
し
た
わ
け
で
〔
死
後
に
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
〕

三
つ

の
世
界
〔
に
自
ず
と
堕
ち
て
〕
計
り
知
れ
な
い
苦
痛
を
受
け
る
の

で
あ
る
。〔
そ
し
て
、
〕
そ
の
中
で
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
り
、
ど
れ

ほ
ど
永
い
時
間
を
か
け
よ
う
と
も
、
輪
廻
解
脱
を
得
る
こ
と
が
叶

わ
な
い
の
だ
。
〔
そ
の
聞
に
受
け
る
〕
苦
痛
た
る
や
筆
舌
に
尽
く

し
難
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
「
三
大
悪
」

・
「三
痛」

・
「三
焼
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
〔
悪
行
の
報
い
に
〕
苦
し
む
こ
と
は
、
ま
る
で
大
火
で

そ
の
身
を
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
痛
み
と
言
え
よ
う
。

〔
し
か
し
な
が
ら
〕
こ
う
し
た
〔
迷
い
の
世
界
の
〕
中
で
も
、

人
が
心
を
集
中
さ
せ
て
〔
雑
念
を
払
い
〕
、
身
を
正
し
て
行
い
を

慎
み
、
専
ら
善
行
に
励
み
、
悪
行
を
犯
さ
ず
に
い
れ
ば
、
そ
の
人

だ
け
は
独
り
輪
廻
を
解
脱
す
る
の
で
あ
る
。〔
即
ち
、
ま
ず
こ
の

世
で
の
〕
幸
福
に
恵
ま
れ
、
〔
さ
ら
に
次
の
世
に
は
〕
天
界
に
も
、

覚
り
の
世
界
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
を
「
三
大
善
」
と
言
う
の
で
あ
る
。」

O
第
四
悪
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〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
第
四
番
目
の
悪
に
つ
い
て
〔
説
き
明
か
そ
う
〕
。

世
間
の
人
々
の
中
に
は
善
行
を
修
め
よ
う
と
い
う
気
の
な
い
者

も
い
る
。
〔
そ
う
い
う
者
た
ち
は
〕
お
互
い
に
示
し
合
わ
せ
て
、

共
に
悪
行
を
犯
す
の
で
あ
る
。
二
枚
舌
を
使
い
悪
口
を
言
い
嘘
を

っ
き
、
そ
の
気
も
な
い
の
に
お
世
辞
を
並
べ
立
て
、
言
葉
巧
み
に

人
を
陥
れ
た
り
仲
た
が
い
さ
せ
て
闘
わ
せ
た
り
す
る
。
善
人
を
見

て
は
憎
し
み
と
嫉
妬
を
覚
え
、
賢
者
か
ら
は
何
も
か
も
を
失
わ
せ
、

そ
れ
を
影
か
ら
ほ
く
そ
え
ん
で
い
る
の
だ
。
父
母
に
孝
行
せ
ず
師



匠
や
年
長
者
を
軽
ん
じ
、
友
達
を
信
用
せ
ず
〔
誰
に
対
し
て
も
〕

本
心
を
明
か
さ
な
い
。
〔
心
の
う
ち
で
は
〕
自
分
こ
そ
最
も
尊
く

偉
大
な
人
物
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
自
分
に
は
〔
自
分
の
歩
む
ベ

き
〕
道
が
あ
る
と
勝
手
な
理
屈
つ
け
、
身
勝
手
に
振
る
舞
っ
て
は

威
張
り
ち
ら
し
、
他
人
を
見
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
し
か
も
、
〕

そ
う
い
う
自
分
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
ず
、
悪
行
を
犯
し
て
も
恥

じ
入
る
こ
と
が
な
い
。
〔
さ
ら
に
〕
握
り
拳
を
振
り
上
げ
、

他
人

が
恐
れ
を
な
し
て
ひ
れ
伏
す
よ
う
に
望
む
の
で
あ
る
。

〔
こ
う
し
た
者
は
〕
天
地
の
神
々
、
太
陽
や
月
さ
え
も
畏
れ
ず
、

間
違
っ
て
も
自
ら
善
行
を
修
め
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
〔
人
の

意
見
に
〕
従
お
う
と
も
し
な
い
。
自
分
の
考
え
の
み
を
押
し
通
し

し
か
も
尊
大
に
振
る
舞
っ
て
、

い
つ
も
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し

て
し
ま
う
の
だ
。
〔
他
人
の
こ
と
を
〕
心
配
し
た
り
、
〔
他
人
を
〕

畏
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
く
、
常
に
高
慢
な
心
を
懐
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
〔
し
か
し
、
〕
そ
う
し
た
悪
行
は
天
地
の
神
々
に
よ
っ
て

記
録
さ
れ
て
い
る
。

〔
た
と
え
〕
前
世
で
善
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
重
ね
て
き
た
と
し

て
も
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
け
で
、

よ
p

つ

ゃ
く
〔
そ
の
人
が
〕
護
ら
れ
て
い
る
〔
に
過
ぎ
な
い
〕
。
〔
そ
う
し

た
〕
今
生
に
お
い
て
悪
行
を
犯
せ
ば
、
〔
前
世
で
得
ら
れ
た
〕
利

益
は
た
ち
ま
ち
尽
き
果
て
、
〔
本
来
寄
り
添
う
は
ず
の
〕
善
神
た

ち
も
そ
の
人
の
元
か
ら
離
れ
去
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
〔
そ
う
し
て〕

独
り
空
し
く
立
ち
尽
く
し
、
〔
誰
に
も
〕
す
が
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
。
命
尽
き
果
て
る
と
、
〔
そ
れ
ま
で
の
〕
悪
行
〔
の
報
い
〕

が
〔
そ
の
人
の
身
に
〕
寄
り
集
ま
り
、

そ
の
ま
ま
〔
そ
の
人
を
〕

押
し
流
す
よ
う
に
〔
次
の
世
へ
と
〕

一
緒
に
赴
い
て
苦
し
み
を
与

え
て
い
く
の
で
あ
る
。
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ま
た
そ
の
人
の
名
前
が
〔
悪
人
専
用
の
〕
名
簿
に
記
さ
れ
、
天

地
の
神
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
刑
罰
が
〔
そ
の
人
の
身
を
〕

引
き
寄
せ
、
〔
そ
の
人
は
引
き
寄
せ
ら
れ
た
方
へ
と
〕
行
く
し
か

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
罪
の
報
い
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

り
、
〔
そ
れ
を
〕
切
り
捨
て
る
こ
と
な
ど
で
き
ゃ
し
な
い
。
前
の

世
の
行
い
に
よ
っ
て
火
炎
渦
巻
く
釜
の
中
に
放
り
込
ま
れ
、
身
も

心
も
粉
々
に
砕
け
散
り
、
〔
悪
行
を
犯
し
た
者
の
〕
魂
は
〔
た
だ

た
だ
〕
激
し
い
苦
痛
を
味
わ
う
〔
ば
か
り
な
〕
の
だ
。
そ
の
時
に

な
っ
て
後
悔
し
て
み
て
も
、
〔
も
は
や
〕
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。
〔こ



の
よ
う
な
〕
天
地
の
道
理
は
決
し
て
違
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
わ
け
で
〔
死
後
に
は
、
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生
の
〕

つ
の
世
界
に
自
ず
と
堕
ち
て
、

は
か
り
知
れ
な
い
苦
痛
を
受
け
る

」
と
に
な
る
。
〔
そ
し
て
〕

そ
の
中
で
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
り
、

ど
れ
ほ
ど
永
い
時
間
を
か
け
よ
う
と
も
、
輪
廻
解
脱
を
得
る
こ
と

が
叶
わ
な
い
の
だ
。
〔
そ
の
聞
に
受
け
る
〕
苦
痛
た
る
や
筆
舌
に

尽
く
し
難
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
「
四
大
悪
」
・
「
四
痛
」
・
「
四
焼
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
〔
悪
行
の
報
い
に
〕
苦
し
む
こ
と
は
、
ま
る
で
大
火
で

そ
の
身
を
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
痛
み
と
言
え
よ
う
。

〔し
か
し
な
が
ら
〕
こ
う
し
た
〔
迷
い
の
世
界
〕
の
中
で
も
、

人
が
心
を
集
中
さ
せ
て
〔
雑
念
を
払
い
〕
、
身
を
正
し
て
行
い
を

慎
み
、
専
ら
善
行
に
励
み
、
悪
行
を
犯
さ
ず
に
い
れ
ば
、

そ
の
人

だ
け
は
独
り
輪
廻
を
解
脱
す
る
の
で
あ
る
。
〔
即
ち
、
ま
ず
こ
の

世
で
の
〕

幸
福
に
恵
ま
れ
、

〔さ
ら
に
次
の
世
に
は
〕
天
界
に
も
、

覚
り
の
世
界
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
「
四
大
善
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

」

O
第
五
悪

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
第
五
番
目
の
悪
に
つ
い
て
〔
説
き
明
か
そ
う
〕
。

世
間
の
人
々
の
中
に
は
何
事
も
他
人
ま
か
せ
お
に
し
て
怠
け

た
生
活
を
送
る
者
が
い
る
。
〔
彼
ら
は
〕
進
ん
で
善
行
を
積
も
う

と
は
せ
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
生
計
さ
え
立
て
よ
う
と
も
せ
ず
に
一

族
郎
党
を
飢
え
と
寒
さ
に
苦
し
ま
せ
、
父
母
が
そ
れ
に
意
見
す
る

と
目
を
吊
り
上
げ
怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
〔
父
母
の
〕

言
い
つ

け
に
も
聞
く
耳
を
持
た
ず
、

〔む
し
ろ
親
と
も
思
わ
ず
〕
反
逆
す

か
た
き

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
目
の
仇
に
す
る
よ
う
で
あ
り
、
〔
親
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か
ら
見
て
も
い
っ
そ
の
こ
と
〕
い
な
い
ほ
う
が
良
い

〔と
さ
え
思

わ
せ
る
人
な
の
で
あ
る
〕
。
無
法
に
も
〔
他
人
か
ら
金
品
を
〕
奪

い
取
り
、

〔他
人
も
の
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
を
別
の
人
に
〕
分
け

与
え
る
こ
と
か
ら
、
誰
か
ら
も
疎
ま
れ
嫌
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
恩

あ
だ

を
仇
で
返
し
、
仁
義
を
守
ら
ず
、
感
謝
す
る
心
も
な
い
。
〔
実
際

の
と
こ
ろ
〕

貧
し
さ
に
苦
し
み
、
自
分
で
収
入
を
得
る
手
立
て
も

な
しミ

〔
こ
と
か
ら
〕
、
他
人
の
利
益
を
横
取
り
し
て
は
独
占
し
お
、

湯
水
の
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
使
い
果
し
て
し
ま
う
の
だ
。度
々
、
方
々

か
ら
横
取
り
し
て
き
て
、

そ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、

〔そ
の
う



ち
奪
っ
た
金
品
を
〕
用
い
て
自
身
〔
の
生
活
〕
を
ま
か
な
う
よ
う

に
な
り
、
〔
つ
い
に
は
〕
酒
に
浸
り
美
食
を
貧
る
な
ど
飲
食
に
執

着
し
て
際
限
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
〕
や
り
た
い
放

題
気
の
向
く
ま
ま
に
過
ご
し
、
ど
こ
ま
で
で
も
出
向
い
て
押
し
入

っ
て
し
ま
う
の
だ
。
他
人
の
気
持
ち
な
ど
見
向
き
も
せ
ず
、
ど
う

で
も
〔
人
を
〕
支
配
し
て
自
分
の
言
い
な
り
に
し
よ
う
と
思
い
、

他
人
の
善
行
を
眼
に
す
れ
ば
憎
々
し
く
思
い
嫉
妬
し
、
そ
れ
を
そ

し
る
の
で
あ
る
。
仁
義
も
守
ら
な
け
れ
ば
礼
節
に
も
欠
け
、
自
ら

〔
の
行
い
を
〕
反
省
し
よ
う
な
ど
と
い
う
気
は
き
ら
き
ら
な
い
。

自
分
で
〔
す
べ
て
を
〕
取
り
仕
切
っ
て
い
る
の
で
、
〔
誰
の
忠
告

も
〕
受
け
容
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔
ま
た
こ
う
し
た
者
は
〕

一
族
郎
党
を
援
助
す
る
か
・し
ま
い
か
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
に
介
す
る
気
な
ど
ま
っ
た
く
な
く
、
父
母

の
恩
に
思
い
を
い
た
す
こ
と
も
、
師
を
敬
っ
た
り
友
を
大
切
に
し

た
り
す
る
気
持
ち
も
な
い
。
心
に
は
い
つ
も
悪
事
を
企
て
、

口
に

は
い
つ
も
悪
意
に
満
ち
た
言
葉
を
発
し
、
身
に
は
い
つ
も
悪
意
に

満
ち
た
振
る
舞
い
を
な
し
、
何

一
つ
善
い
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ

た
。
古
の
聖
者
や
諸
仏
の
教
え
を
信
ず
る
こ
と
も
な
く
、
〔
も
ち

ろ
ん
〕
仏
道
を
歩
め
ば
覚
り
の
世
界
へ
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
も
信
じ
て
い
な
い
。
死
後
に
は
魂
が
ま
た
〔
ど
こ
か

の
世
界
に
〕
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
こ
と
も
信
ぜ
ず
、
善
因
善
果

悪
因
悪
果
〔
と
い
う
因
果
の
道
理
〕
も
信
じ
る
こ
と
が
な
い
。
〔そ

れ
ば
か
り
か
〕
覚
り
を
得
た
聖
者
を
殺
め
よ
う
と
し
、
修
行
者
た

ち
を
仲
た
が
い
さ
せ
よ
う
と
し
、
父
母

・
兄
弟

・
家
臣
に
危
害
を

加
え
よ
う
と
さ
え
す
る
。
〔
そ
れ
故
〕

一
族
の
者
た
ち
は
、

そ
の

者
を
忌
み
嫌
い

「
死
ん
で
し
ま
え
」
と
さ
え
願
っ
て
い
る
の
で
あ

る
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こ
の
よ
う
な
者
は
も
は
や
心
根
も
志
も
ど
う
に
も
変
わ
り
ょ
う

が
な
く
、
愚
か
に
も
〔
真
理
の
教
え
〕
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
自
身
の

知
恵
を
め
ぐ
ら
し
た
と
こ
ろ
で
、
〔
自
ら
が
〕
ど
こ
か
ら
こ
の
世

に
や
っ
て
き
て
、
死
後
ど
こ
に
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
知

る
由
も
な
い
の
だ
。
人
情
が
な
く
、
善
悪
も
わ
き
ま
え
ず
、
〔
因

果
応
報
と
い
う
〕
天
地
の
道
理
に
背
く

一
方
で
、
〔
こ
の
世
の
道

理
か
ら
す
れ
ば
〕
あ
り
得
な
い
よ
う
な
幸
運
を
期
待
し
、
長
生
き

を
望
む
け
れ
ど
も
、
〔
ど
う
あ
が
こ
う
と
も
誰
で
あ
れ
〕
死
に
至

る
の
で
あ
る
。
〔
誰
か
が
〕
情
け
心
か
ら
〔
こ
れ
ま
で
の
行
い
を
〕



悔
い
改
め
る
よ
う
に
諭
し
、
〔
加
え
て
〕
何
か
善
い
こ
と
を
す
る

よ
う
に
勧
め
て
、
〔
し
か
も
〕
輪
廻
生
死
の
中
に
は
善
い
世
界
と

悪
し
き
世
界
が
あ
る
べ
く
し
て
あ
る
と
説
き
示
し
て
み
て
も
、
〔
そ

の
者
は
〕
そ
れ
券
二
向
に
信
じ
よ
う
と
は
し
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
苦

心
し
て
説
得
し
よ
う
と
し
て
も
、

そ
の
人
に
は
ま
っ
た
く
通
じ
な

い
の
で
あ
る
。〔
し
か
し
な
が
ら
〕

一
切
考
え
を
改
め
ず
、
ま
た

人
の
意
見
も
受
け
容
れ
な
い
者
で
も
、
自
身
の
命
が
尽
き
よ
う
と

し
て
は
じ
め
て
〔
死
後
へ
の
〕
恐
怖
と
〔
生
前
へ
の
〕
慨
悔
が
次
々

と
湧
き
起
こ
る
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
ま
で
善
行
を
修
め
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
が
、
最
期
の
最
期
に
な
っ
て
悔
や
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
し
か
し
〕
そ
の
時
に
な
っ
て
悔
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
も
は
や

ど
う
に
か
な
る
も
の
で
は
な
い
。

天
上
か
ら
地
中
に
い
た
る
聞
に
は

〔天

・
人
・

畜
生

・
餓
鬼

・

地
獄
の
〕
五
つ
の
世
界
が
厳
然
と
存
在
し
、
〔
こ
う
し
た
輪
廻
の

世
界
は
〕
際
限
な
く
広
が
っ
て
い
る
。
善
因
に
は
善
果
が
あ
り
悪

因
に
は
悪
果
が
あ
り
、
わ
ざ
わ
い
と
幸
い
と
が
相
次
い
で
自
分
自

身
に
還
っ
て
き
て
、
〔
そ
れ
を
引
き
受
け
る
に
〕
代
わ
っ
て
く
れ

る
人
は
誰
も
い
な
い
の
で
あ
る
。

〔
そ
も
そ
も
〕
因
果
の
道
理
は
変
え
よ
う
も
な
く
、
〔
そ
の
人
の
〕

行
い
に
し
た
が
っ
て
報
い
が
あ
る
。
〔
た
と
え
命
が
尽
き
て
も
、

生
前
に
犯
し
た
〕
罪
科
の
報
い
は
〔
次
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

後
も
、
〕
そ
の
人
を
追
い
か
け
て
き
て
、
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
。

善
人
は
〔
前
の
世
で
も
〕
善
行
を
修
め
て
き
た
の
で
、幸
福
〔
な

世
界
〕
か
ら
幸
福
〔
な
世
界
〕

へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
、
光
〔
に
満

ち
溢
れ
た
世
界
〕
か
ら
光
〔
に
満
ち
溢
れ
た
世
界
〕

へ
と
生
ま
れ

変
わ
る
。
〔

一
方
、
〕
悪
人
は
〔
前
の
世
で
も
〕
悪
行
を
犯
し
て
き
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た
の
で
、
苦
し
み
〔
の
世
界
〕
か
ら
苦
し
み
〔
の
世
界
〕

へ
と
生

ま
れ
変
わ
り
、
暗
闇
〔
の
世
界
〕
か
ら
暗
闇
〔
の
世
界
〕

へ
と
生

ま
れ
変
わ
る
の
だ
。

〔
た
だ
し
、

体

」
の
こ
と
を
〕
誰
が
知
っ
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
覚
っ
た
者
の
み
が
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
そ
れ
故
こ
の
こ
と
を
〕
説
き
明
か
そ
う
と
し
て
も
、
信
じ
よ
う

と
す
る
者
は
数
少
な
い
。〔
し
た
が

っ
て
〕
輪
廻
生
死
は
止
む
こ

と
な
く
、
〔
悪
し
き
世
界
へ
と
陥
る
〕
道
は
な
く
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
間
の
人
々
に
つ
い
て
〔

一
人

一
人
〕
詳
し



く
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

」
う
し
た
わ
け
で
〔
死
後
に
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
〕

つ
の
世
界
に
自
ず
と
堕
ち
て
、

は
か
り
知
れ
な
い
苦
痛
を
受
け
る

の
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
、
〕
そ
の
中
で
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
り
、
ど

れ
ほ
ど
永
い
時
間
を
か
け
よ
う
と
も
、
輪
廻
解
脱
を
得
る
こ
と
が

叶
わ
な
い
の
だ
。
〔
そ
の
聞
に
受
け
る
〕
苦
痛
た
る
や
筆
舌
に
尽

く
し
難
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
「
五
大
悪
」

・
「
五
痛
」
・
「
五
焼
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
〔
悪
行
の
報
い
に
〕
苦
し
む
こ
と
は
、
ま
る
で
大
火
で

そ
の
身
を
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
痛
み
と
言
え
よ
う
。

〔
し
か
し
な
が
ら
〕
こ
う
し
た
〔
迷
い
の
世
界
〕

の
中
で
も
、

人
が
心
を
集
中
さ
せ
て
〔
雑
念
を
払
い
〕
、
身
を
正
し
て
、
因
果

の
道
理
を
正
し
く
理
解
し、

言
葉
と
行
動
と
を

一
致
さ
せ
、
し
か

も
そ
の
振
る
舞
い
に
嘘
偽
り
を
な
く
し
、

口
に
出
し
た
こ
と
は
そ

の
通
り
で
あ
っ
て
、
心
に
も
な
い
よ
う
な
こ
と
は
口
に
せ
ず
、
専

ら
善
行
に
励
み
、
悪
行
を
犯
さ
ず
に
い
れ
ば
、

そ
の
人
だ
け
は
独

り
輪
廻
を
解
脱
す
る
の
で
あ
る
。〔
即
ち
、
ま
ず
こ
の
世
で
の
〕

幸
福
に
恵
ま
れ
、
〔
さ
ら
に
次
の
世
に
は
〕
天
界
に
も
、
覚
り
の

世
界
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
「
五
大
善
」
と
言
う
の
で
あ
る
。」

O
以
上
、
『
無
量
寿
経
』
巻
下
四
分
三

〔
こ
の
よ
う
に
解
き
終
え
る
と
〕
釈
尊
は
〔
再
び
〕
弥
勅
菩
薩

に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
弥
勅
よ
、

そ
し
て
弥
勅
と
共
に
い
る
者
た
ち
ょ
。
〕
汝
ら
に

言
っ
て
お
く
〔
こ
と
が
あ
る
〕
。
こ
の
世
に
お
け
る
五
悪
と
は
こ

の
よ
う
に
苦
し
い
も
の
で
あ
る
。
〔
ま
た
五
悪
に
は
そ
れ
ぞ
れ
〕
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五
通
り
の
苦
痛
を
伴
い
、
〔
し
か
も
そ
れ
は
〕
身
を
焼
き
尽
く
す

よ
う
な
苦
痛
で
あ
っ
て
、

生
死
を
繰
り
返
す
た
び
に
〔
こ
う
し
た

苦
痛
を
〕
受
け
る
の
で
あ
る
。
悪
行
を
犯
し、

善
行
を
修
め
ず
に

い
れ
ば
、

み
な
こ
と
ご
と
く
自
ず
か
ら

〔地
獄
・
餓
鬼

・
畜
生
の
〕

悪
し
き
世
界
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
る
い
は
今
生
に
あ
っ
て

は
重
い
病
を
得
て
、
自
ら
の
生
き
死
に
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
。
〔自

ら
犯
し
た
〕
罪
悪
の
招
く
と
こ
ろ
は

〔ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
〕

人
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
息
が
絶
え
れ
ば
〔
今
生
の
悪
〕
行

に
応
じ
て
〔
地
獄

・餓
鬼
・畜
生
の
〕

三
悪
道
に
陥
る
の
で
あ
る
。



〔
そ
の
問
、
〕
苦
痛
と
毒
気
が
絶
え
間
な
く
渦
巻
き
、

そ
れ
ら
が

相
倹
っ
て
炎
を
あ
げ
、

〔
そ
れ
が
〕
や
が
て
怨
恨
と
な
る
。
〔
前
世

で
の
〕
他
愛
も
な
い
出
来
事
が
〔
次
生
で
は
〕
巨
大
な
悪
と
な
る

の
で
あ
る
。
〔
そ
こ
の
者
た
ち
は
〕

み
な
〔
前
世
で
〕
財
産
や
異

性
に
対
し
て
貧
る
よ
う
に
執
着
し
て
、
恵
み
施
す
こ
と
が
で
き
ず
、

愚
か
し
い
欲
望
が
押
し
寄
せ
、
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
〔
妄
想
を

ふ
く
ら
ま
せ
て
い
た
の
だ
。
そ
う
し
て
〕
煩
悩
に
が
ん
じ
が
ら

め
に
縛
ら
れ
て
、
解
き
放
た
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
自
分
の
た

め
ば
か
り
を
考
え
、
金
の
た
め
な
ら
人
を
蹴
落
し
、
〔
そ
れ
で
も
〕

ま
っ
た
く
気
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
富
を
築
き
、
周
囲
か
ら
ち
ゃ

ほ
や
さ
れ
、
そ
の
上
派
手
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
時
は
図
に
乗
っ

て
い
い
気
に
な
っ
て
い
た
が
、
我
慢
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
善
行

を
修
め
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
〔
と
は
言
え
、

そ
う
し
た
〕
勢

い
が
い
つ
ま
で
も
続
く
訳
が
な
く
、
〔
そ
の
勢
い
も
〕
次
第
と
磨

り
減
り
消
え
て
し
ま
う
と
、
そ
の
身
に
苦
労
が
降
り
か
か
り
、
し

ば
ら
く
の
後
に
は
悲
惨
な
状
況
に
お
ち
い
り
、
〔
し
か
も
〕
因
果

の
道
理
が
す
べ
て
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
〔
そ
こ
か
ら

は
逃
れ
ら
れ
ず
、
犯
し
た
罪
に
〕
責
め
立
て
き
た
の
だ
。
〔
因
果

の
道
理
と
い
う
〕
定
め
は
〔
悪
行
を
犯
し
た
者
の
〕
上
に
〔
い
つ

ま
で
も
〕
、
ま
る
で
網
の
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
と
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て

、s
'
2
0
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〔
そ
し
て
〕
独
り
心
細
く
お
の
の
き
な
が
ら
も
、

そ
の

網
〔
の
中
〕
に
絡
め
捕
ら
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

」
と
は
今
も
昔
も
変
わ
り
な
い
。
な
ん
と
も
痛
ま
し
い
こ
と
で
あ

り
、
憐
れ
む
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

」

釈
尊
が
〔
続
け
て
〕
弥
勅
菩
薩
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
世
間
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仏
〔
た

る
者
〕
は
皆
、
〔
人
々
が
悪
し
き
世
界
へ
と
堕
ち
て
い
く
の
を
〕
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悲
し
く
思
い
〔
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
仏
は
自
ら
携
え
て
い
る
〕
強
大
な
眼
に
見
え
な
い
力
を
用

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
〔
世
間
の
〕
悪
を
打
ち
砕
き
、
や
る
こ
と
な

す
こ
と
全
て
善
行
と
な
る
よ
う
〔
人
々
〕
に
し
む
け
、
〔
身
勝
手
な
〕

思
い
を
棄
て
さ
せ
、
仏
の
教
え
や
戒
め
を
護
ら
せ
て
仏
道
を
歩
ま

せ
、
仏
道
を
踏
み
外
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

つ
い
に
は
覚
り
の
境
地

へ
と
登
り
詰
め
る
道
を
獲
得
さ
せ
る
の
だ
。

」

釈
尊
が
〔
改
め
て
〕
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
弥
勅
よ
。
〕
汝
と
、
今
〔
こ
こ
に
い
る
〕
天
人
や
人
々
が
仏
〔
た



る
私
の
〕
教
え
を
聞
い
た
以
上
、
あ
る
い
は
後
の
世
の
人
々
が
、
〔
仏

た
る
私
の
教
え
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会
っ
た
限
り
は
〕
、

こ
の
教
え
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
〔
こ
の
迷
い
の
世

界
の
〕
中
に
い
よ
う
と
も
、
よ
く
心
を
静
め
て
行
い
を
正
し
て
い

く
に
違
い
な
い
。
〔
た
と
え
ば
〕
君
主
が
善
行
に
励
め
ば
、
〔
彼
は

悪
世
に
〕
苦
し
む
者
た
ち
を
も
よ
く
導
く
こ
と
に
な
る
。
〔
だ
か

ら
汝
ら
は
〕
互
い
に
戒
め
合
い
、
各
々
〔
我
が
教
え
に
し
た
が
っ
て
〕

自
分
自
身
を
正
し
く
守
り
な
さ
い
。
〔
汝
ら
は
〕
聖
者
を
尊
敬
し
、

善
行
を
慶
び
、
お
互
い
を
慈
し
み
、
分
け
隔
て
な
い
愛
情
を
持
ち
、

仏
の
お
諭
し
を
破
ら
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
〔
そ
う
し
て
迷
い
の
世

界
か
ら
〕
解
脱
を
求
め
、
生
死
を
繰
り
返
す
悪
行
の
根
源
を
断
ち

切
る
が
よ
い
。
〔
そ
う
す
れ
ば
汝
ら
は
地
獄

・
餓
鬼
・
畜
生
の
悪

し
き
〕

三
つ
の
世
界
に
渦
巻
く

い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な
い
心

細
さ
と
恐
れ
と
苦
痛
か
ら
必
ず
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

汝
ら
、
〔
弥
勅
と
共
に
い
る
者
た
ち
〕
よ
、
こ
う
し
た
〔
苦
し

み
の
〕
世
界
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

で
き
得
る
限
り
善
行
を
修
め

て
功
徳
を
積
み
な
さ
い
。
親
愛
の
情
を
以
っ
て
施
し
を
な
し
、
仏

の
戒
め
る
こ
と
は
そ
れ
を
犯
さ
ず
、
何
が
あ
っ
て
も
堪
え
忍
び
、

何
事
に
も
く
じ
け
ず
、
心
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
、
覚
り
を
開
け
。
そ

し
て
互
い
に
導
き
合
い
な
が
ら
、
よ
り

一
層
の
功
徳
を
積
み
、

善

行
に
励
む
が
よ
い
。

一
昼
夜
に
わ
た
り
、
心
を
正
し
く
し
て
邪
な

思
い
を
捨
て
去
り
、
出
家
者
の
よ
う
に
心
身
と
も
に
清
ら
か
で
い

れ
ば
初
、

そ
の
功
徳
は
無
量
寿
仏
の
世
界
で
百
年
に
わ
た
っ
て

善
行
に
励
む
功
徳
よ
り
も
優
れ
て
い
る
の
だ
。
な
、
ぜ
か
と
い
え
ば
、

そ
の
仏
の
世
界
で
は
取
り
立
て
て
努
力
を
し
な
く
て
も
誰
も
が
み

な
善
行
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
、
悪
〔
行
を
犯
す
可
能
性
〕
な
ど

毛
の
先
ほ
ど
も
な
い
。
〔
だ
か
ら
こ
の
世
界
で
積
む
功
徳
は
尊
い
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の
で
あ
る
。
も
し
〕
こ
の
〔
苦
し
み
の
〕
世
界
で
十
昼
夜
に
わ
た

っ
て
善
行
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
〔
そ
の
功
徳
は
無

量
寿
仏
を
除
い
た
〕
他
の
仏
の
世
界
で
千
年
に
わ
た
っ
て
善
行
に

励
む
功
徳
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
他
の
仏
の

世
界
で
は
善
行
を
修
め
る
者
が
数
多
い
て
、
悪
行
を
犯
す
者
な
ど

は
数
少
な
い
。
〔
し
か
も
そ
こ
は
、
〕
幸
福
と
幸
運
が
何
の
苦
労
も

せ
ぬ
ま
ま
訪
れ
て
、
〔
敢
え
て
〕
悪
行
〔
を
犯
す
必
要
〕

の
な
い

世
界
な
の
で
あ
る
。
〔
だ
か
ら
こ
の
世
界
で
積
む
功
徳
は
尊
い
の

で
あ
る
。
〕



し
か
し
な
が
ら
、
〔
我
々
の
〕
こ
の
世
界
の
み
に
於
い
て
は
悪

行
が
蔓
延
し
、
何
の
苦
労
も
な
く
〔
幸
福
や
幸
運
が
〕
訪
れ
る
こ

と
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
。
〔
生
き
抜
く
た
め
に
〕
苦
労
を
重
ね
る

け
れ
ど
も
〔
順
調
に
行
か
ず
、
財
物
を
〕
求
め
て
、

つ
い
に
は
お

互
い
欺
き
あ
う
こ
と
に
な
る
。
心
は
す
き
み
身
も
や
つ
れ
、
〔
生

き
る
た
め
に
は
〕
毒
で
あ
ろ
う
と
飲
み
食
い
す
る
。
こ
の
よ
う
に

〔
生
き
る
た
め
に
は
〕
何
で
も
す
る
よ
う
な
日
々
を
送
り
、

日

足
り
と
も
心
休
ま
る
時
が
な
い
の
で
あ
る
。
〔
だ
か
ら
こ
そ
〕
私
〔
釈

尊
〕
は
汝
ら
天
人
や
人
々
を
憐
れ
み
、
手
を
尽
く
し
て
〔
汝
ら
を
〕

教
え
諭
し
て
善
行
を
修
め
さ
せ
よ
う
。

一
人

一
人
の
資
質
に
応
じ

て
導
き
、
各
々
に
教
え
を
授
け
る
か
ら
、
授
け
た
教
え
に
し
た
が

っ
て
み
な
修
行
せ
よ
。修
行
で
き
な
い
者
な
ど
い
る
は
ず
も
な
い
。

〔
汝
ら
が
〕
願
う
通
り
に
、
〔
私
は
〕
み
な
を
覚
り
の
境
地
へ
導
こ
う
。

仏
〔
た
る
私
、
釈
尊
〕
の
赴
く
所
、
国
で
あ
れ
街
で
あ
れ
村
で
あ

れ
里
で
あ
れ
救
い
の
届
か
ぬ
こ
と
は
な
い
。
天
候
は
穏
や
か
に
な

り
、
太
陽
も
月
も
清
ら
か
に
輝
き
、
時
節
良
く
雨
が
降
り
、
風
が

吹
き
、
災
害
や
疫
病
も
起
こ
ら
な
い
。
国
は
豊
か
に
栄
え
、
民
の

暮
ら
し
は
安
ら
か
と
な
り
、
戦
争
を
起
こ
す
こ
と
も
な
い
。
〔
人
々

は
〕
他
人
の
善
い
と
こ
ろ
を
尊
び
、
互
い
に
思
い
や
り
な
が
ら
、

つ
と
め
て
礼
儀
正
し
く
振
る
舞
い
、
ま
た
譲
り
合
う
の
で
あ
る
。

」

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
私
〔
釈
尊
〕
が
汝
ら
諸
々
の
天
人
や
人
々
を
慈
し
み
思
い
や

る
こ
と
は
、
父
母
が
我
が
子
を
愛
す
る
気
持
ち
よ
り
も
は
る
か
に

深
い
。
〔
そ
れ
故
〕
今
、
私
は
〔
こ
の
苦
し
み
の
〕
世
界
で
仏
と
な
り
、

五
悪
を
制
し
、
五
痛
を
取
り
除
き
、
五
焼
を
根
絶
や
し
に
し
、
〔
我

が
〕
善
〔
行
の
功
徳
〕
に
よ
っ
て
〔
あ
ら
ゆ
る
〕
悪
〔
行
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
に
そ
れ
〕
を
攻
め
立
て
、
〔
天
人
や
人
々
が
〕
生
死
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を
繰
り
返
す
苦
痛
を
抜
き
去
り
、
〔
さ
ら
に
は
五
善
に
も
と
づ
く
〕

五
徳
を
身
に
具
え
さ
せ
、
覚
り
の
安
ら
ぎ
の
境
地
に
導
き
続
け
て

い
る
の
だ
。

〔
し
か
し
〕
私
〔
釈
尊
〕
が
こ
の
世
を
去
っ
た
後
に
は
、
私
の

教
え
や
言
葉
は
〔
こ
の
世
か
ら
〕
徐
々
に
消
え
去
り
、
人
々
か
ら

真
心
が
失
わ
れ
て
い
っ
て
、
再
び
さ
ま
ざ
ま
な
悪
行
が
蔓
延
す
る

の
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
ま
た
再
び
〕
五
焼
や
五
痛
が
ぶ
り
返
し
て

く
る
。
〔
し
か
も
〕
そ
う
な
っ
た
後
の
〔
五
悪

・
五
痛
・
五
焼
の
〕

激
し
さ
た
る
や
、
も
は
や
説
き
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
な



の
だ
。
私
が
〔
今
、
〕
わ
ず
か
な
が
ら
も
〔
そ
の
激
し
さ
に
つ
い
て
〕

言
及
し
た
の
は
、
〔
弥
勤
よ
、
〕
汝
の
た
め
で
あ
る
。

」

釈
尊
が
〔
あ
ら
た
め
て
〕
弥
勅
菩
薩
に
向
か
っ
て
仰
せ
に
な
っ

た

「
汝
ら
よ
。
各
々
、
〔
私
が
入
滅
し
た
後
の
こ
の
世
に
つ
い
て
、
〕

よ
く
よ
く
胸
に
刻
ん
で
お
き
な
さ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
教
え

合
い
、
戒
め
合
い
な
が
ら
、
私
の
教
え
の
通
り
に
な
さ
い
。
〔決

し
て
我
が
教
え
を
〕
犯
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

」

す
る
と
弥
勅
菩
薩
は
合
掌
し
て
〔
釈
尊
に
〕
申
し
上
げ
た
。

「
仏
の
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
変
に
厳
し
い
羽

〔
教
え
〕

で
す
。
〔
仏
の
滅
後
に
は
、
〕
世
の
人
々
は
確
か
に
〔
そ
う
苦
し
む

」
と
に
〕
な
る
で
し
ょ
う
。
如
来
〔
た
る
者
、

い
つ
の
世
に
お
い

て
も
〕
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
親
愛
の
情
を
以
っ
て
慈
し
み
、

一
人
残

ら
ず
生
死
の
苦
し
み
の
世
界
か
ら
解
脱
さ
せ
る
も
の
で
す
。
今
あ

ら
た
め
て
仏
の
御
心
を
お
示
し
い
た
だ
き
ま
し
た
限
り
は
、
〔
そ

の
お
言
葉
に
〕
絶
対
背
き
ま
せ
ん
。」

〔
さ
て
、
そ
こ
で
〕
釈
尊
が

〔
私
〕
阿
難
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
と
こ
ろ
で
〕
阿
難
よ
。立
ち
上
が
っ
て
衣
を
整
え
な
さ
い
。
〔そ

う
し
た
ら
次
に
〕
合
掌
し
て
恭
し
く
無
量
寿
仏
に
対
し
て
礼
拝
し

な
さ
い
。
あ
ら
ゆ
る
所
に
何
の
支
障
も
な
く
出
現
す
る
無
量
寿
仏
刊

の
こ
と
を
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
諸
仏

・
諸
知
来
は
四
六
時
中
こ
ぞ

っ
て
褒
め
讃
え
て
い
る
の
だ
。

」

す
る
と
阿
難
は
〔
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
〕
立
ち
上
が
っ
て
衣
を

整
え
、
身
体
を
真
西
に
向
け
て
恭
し
く
合
掌
し
五
体
投
地
し
て
、

〔
遥
か
彼
方
に
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
〕
無
量
寿
仏
に
対
し
て
礼
拝

し
た
の
で
あ
る
。

〔
そ
こ
で
阿
難
は
釈
尊
に
向
か
っ
て
〕
「
彼
の
仏
と
そ
の
極
楽
世
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界
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
い
る
諸
菩
薩
や
声
聞
、

そ
し
て
ま
た
多
く

の
人
々
を
こ
の
眼
で
拝
見
し
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。

〔
阿
難
が
〕
そ
う
言
い
終
え
る
や
い
な
や
、
無
量
寿
仏
は
極
楽
世

界
〔
か
ら
〕
大
光
明
を
放
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
仏
の
世
界
を
照
ら
し

出
し
た
の
で
あ
る
。〔
す
る
と
こ
の
世
界
を
丸
く
阻
ん
で
い
る
と

い
う
〕
金
剛
囲
山
や
、
こ
の
世
界
の
中
心
に
王
の
知
く
高
く
そ
び

え
る
須
弥
山
や
、

そ
の
他
大
小
の
山
々
、
〔
そ
し
て
ま
た
こ
の
世

界
に
あ
る
〕
す
べ
て
の
も
の
が
皆
〔
そ
の
光
で
〕
同
じ
色
に
照
ら

し
出
さ
れ
た
。〔
そ
の
様
子
は
〕
ま
る
で
大
洪
水
が
こ
の
世
を
沈



め
尽
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
物
が
そ
の
水
の
中
に
沈
ん
で
現
れ
る
こ
と

な
く
、
た
だ

一
面
に
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
水
を
眺
め
る
よ
う
で
あ

っ
た
の
だ
。〔
無
量
寿
〕
仏
の
光
明
は
そ
の
よ
う
に
〔
広
が
っ
て

い
き
、
〕
声
聞
や
菩
薩
た
ち
〔
が
放
つ
〕
す
べ
て
の
光
明
を

一
切

吸
収
し
、
た
だ
そ
の
仏
の
光
明
だ
け
が
燦
然
と
光
輝
い
て
い
た
。

そ
の
瞬
間
、
阿
難
は
無
量
寿
仏
の
御
姿
を
拝
見
し
た
。〔
そ
の

姿
は
〕
威
厳
に
満
ち
て
い
て
輝
き
を
放
ち
、
ま
る
で
須
弥
山
が
こ

の
世
界
で
独
り
高
く
そ
び
え
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
御

姿
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光
明
に
照
ら
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
な
ど
な
か
っ

た
。
出
家
・
在
家
の
男
女
を
問
わ
ず
、
〔
そ
こ
で
釈
尊
の
説
法
を

聞
い
て
い
た
〕
仏
弟
子
た
ち
(
四
衆
)
も
み
な
、
同
時
に
〔
無
量

寿
仏
や
そ
の
世
界
、

そ
し
て
そ
の
住
人
た
ち
を
目
の
当
た
り
に
〕

拝
見
し
た
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
〔
彼
の
無
量
寿
仏
や
極
楽
世
界
の

住
人
た
ち
も
〕
同
様
に
、

か
の
〔
世
界
〕
か
ら
こ
の
世
界
を
見
渡

し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
、
釈
尊
が
阿
難
と
慈
氏
菩
薩
引
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
阿
難
よ
。
〕
汝
必
は
〔
今
、
無
量
寿
〕

仏
の

〔極
楽
〕
世

界
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
世
界
は
も
ち
ろ
ん
、
〔
天

人
た
ち
が
覚
り
を
開
く
と
い
う
〕
浄
居
天
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら

の
世
界
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
荘
厳
の
す
べ
て
が
そ
こ
に
見
え
る

か
、
〔
そ
れ
と
も
〕
見
え
な
い
か
。」

そ
れ
に
対
し
阿
難
が
答
え
た
。

「
は
い
、
〔
確
か
に
〕
見
え
ま
す
」
と
。

〔
再
び
釈
尊
が
尋
ね
た
。
〕

「
で
は
汝
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
向
け
て
説
法
を
し
、
多
く
の
者

た
ち
を
導
い
て
い
る
無
量
寿
仏
の
大
音
響
の
声
が
聞
こ
え
る
か
、

〔
そ
れ
と
も
〕
聞
こ
え
な
い
か
。
」
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〔
再
び
〕
阿
難
が
答
え
た
。

「
は
い
、

〔
今
〕
す
で
に
聞
こ
え
て
い
ま
す
。
」
と
。

〔
再
度
、
釈
尊
が
尋
ね
た
。〕

「
で
は
、
汝
は
〔
極
楽
〕
世
界
の
人
々
が
七
種
の
宝
石
か
ら
で

き
て
い
て
〔

一
辺
が
〕
十
万

(
百
千
)
由
旬
に
も
及
ぶ
宮
殿
の
中

で
〔
自
由
自
在
に
〕
何
の
妨
げ
も
な
く
〔
居
場
所
を
移
し
、
さ
ら

に
は
極
楽
を
〕
飛
び
出
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
仏
が
た
を
供
養

し
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
〔
そ
れ
と
も
〕

で
き

な
い
か
。

」



〔
再
度
、
〕
阿
難
が
答
え
た
。

「
は
い
、
〔
今
〕
す
で
に
見
て
い
ま
す
」
と
。

〔
さ
ら
に
釈
尊
が
尋
ね
た
。〕

「
で
は
、
汝
は
〔
極
楽
〕
世
界
の
人
々
の
中
で
、
〔
蓮
華
の
奮
を
〕

母
胎
と
し
て
往
生
ω
し
て
き
た
者
が
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
〔
そ
れ
と
も
〕

で
き
な
い
か
。

」

〔
阿
難
が
〕
答
え
た
。

「
は
い
、
〔
今
〕
す
で
に
見
て
い
ま
す
」
と
。

〔
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。
〕

「
そ
の
者
た
ち
が
住
む
こ
と
に
な
る
宮
殿
は
、
〔

一
辺
が
〕
あ
る

い
は
百
由
旬
あ
る
い
は
五
百
由
旬
で
あ
り
、
各
々
そ
の
中
で
ま
る

で
切
利
天
に
い
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
幸
福
感
に
包
ま
れ
、
何

つ
苦
労
が
な
い
判
。」

そ
の
時
、
慈
氏
菩
薩
が
釈
尊
に
尋
ね
た
。

「
世
尊
よ
。

い
か
な
る
い
わ
く
因
縁
が
あ
っ
て
、
〔
極
楽
〕
世
界

の
人
々
は
蓮
の
曹
の
中
に
往
生
(
胎
生
)
し
で
き
た
り
、
開
い
た

蓮
の
撃
の
上
に
直
接
往
生
(
化
生
)
し
て
き
た
り
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。」

〔
そ
こ
で
〕
釈
尊
が
慈
氏
菩
薩
に
お
答
え
に
な
っ
た
。

「
も
し
人
々
が
〔
無
量
寿
仏
が
実
在
す
る
こ
と
を
〕
信
じ
切
れ

な
い
ま
ま
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
を
積
み
、

そ
の
〔
極
楽
〕
世
界
へ

の
往
生
を
願
っ
た
と
し
よ
う
。
〔
そ
う
い
う
彼
ら
は
無
量
寿
仏
の
〕

覚
り
の
境
地
か
ら
溢
れ
出
る
智
慧
(
仏
智
)
・
我
々
の
思
慮
を
超

え
た
智
慧
(
不
思
議
智
)
・
称
讃
の
し
ょ
う
も
な
い
智
慧
(
不
可

称
智
)
・あ
ら
ゆ
る
人
々
を
救
い
摂
る
た
め
の
智
慧
(
大
乗
広
智
)

他
に
比
べ
よ
う
も
な
い
優
れ
た
智
慧
(
無
等
無
倫
最
上
勝
智
必
)

を
〔
に
わ
か
に
は
〕
納
得
で
き
ず
に
、
こ
れ
ら
の
智
慧
に
疑
い
を
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抱
き
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
〔
者
た
ち
な
の
で
あ
る
〕
。

し
か
し
な
が
ら
、
幸
と
不
幸
〔
が
因
果
の
道
理
に
よ
っ
て
い
る
こ

と
〕
は
信
じ
て
い
て
、
繰
り
返
し
善
行
を
修
め
な
が
ら
〔
極
楽
〕

世
界
へ
の
往
生
を
願
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
は

〔蓮
の
蓄
に
入
つ

た
ま
ま
極
楽
世
界
に
あ
る
小
さ
な
〕
宮
殿
の
中
に
生
ま
れ
、

手、こ

で
五
百
年
を
過
ご
し
、
〔
そ
の
間
〕

一
時
た
り
と
も
〔
無
量
寿
〕

仏
の
姿
を
拝
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
教
え
を
聴
く
こ
と
も
な
く
、

菩
薩
や
声
聞
な
ど
〔
仏
弟
子
た
ち
〕

の
姿
を
見
る
こ
と
が
な
い
。

」
う
し
た
訳
で
〔
極
楽
〕
世
界
に
お
い
て
は
、
彼
ら
の
こ
と
を
胎



生
(
胎
内
に
生
を
授
か
る
よ
う
な
者
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

〔
逆
に
〕
人
々
が
〔
無
量
寿
〕
仏
の
具
え
る
〔
五
種
の
〕
智
慧

を
疑
い
な
く
信
じ
切
り
、
〔
そ
の
上
で
〕
さ
ま
ざ
ま
な
善
行
を
修
め
、

〔無
量
寿
仏
の
救
い
を
〕
信
じ
て
善
行
の
功
徳
を
〔
往
生
の
た
め
に
〕

振
り
向
け
れ
ば
、

そ
の
者
た
ち
は
〔
極
楽
世
界
の
〕
七
種
の
宝
石

か
ら
で
き
た
蓮
の
華
の
上
に
自
ず
と
姿
を
現
し
(
化
生
)
、
(
し
か

も
〕
坐
禅
を
組
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
し
て
あ
っ
と
い
う
聞
に
、
〔
極

楽
世
界
の
〕
菩
薩
と
ま
る
で
同
じ
姿
と
光
明
と
智
慧
と
功
徳
を
余

す
と
こ
ろ
な
く
具
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
慈
氏
菩
薩
よ
。
他
方
の
仏
の
世
界
に
い
る
た
い
へ
ん
優
れ

た
菩
薩
た
ち
が

〔極
楽
世
界
の
〕
無
量
寿
仏
に
お
逢
い
し
、
〔
ま
た
〕

菩
薩
や
声
聞
方
に
恭
し
く
供
養
を
捧
げ
た
い
と
の
思
い
を
抱
い
て

い
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
そ
の
命
が
尽
き
た
後
、
無
量
寿

〔
仏
の
極

楽
〕
世
界
に
往
生
し
、
七
種
の
宝
石
か
ら
で
き
た
蓮
の
華
の
上
に

自
ず
と
そ
の
姿
を
現
す
(
化
生
)
の
で
あ
る
。

弥
勅
崎
よ
。
よ
く
わ
き
ま
え
て
お
く
が
よ
い
。〔
彼
ら
の
よ
う

に
〕
化
生
し
て

〔自
ず
と
極
楽
世
界
の
蓮
の
華
の
上
に
姿
を
現
す
〕

の
は
智
慧
が
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
〔

一
方
、
蓮
の
奮
の
中

に
〕
胎
生
す
る
者
た
ち
は
み
な
智
慧
を
具
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
五
百
年
の
問
、

一
時
た
り
と
も
〔
無
量

寿
〕
仏
の
姿
を
拝
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
教
え
を
聴
く
こ
と
も

な
く
、
菩
薩
や
声
聞
な
ど

〔仏
弟
子
た
ち
〕
の
姿
を
見
る
こ
と
が

な
く
、
〔
ま
し
て
や
無
量
寿
〕
仏
を
供
養
す
る
訳
も
な
く
、
も
ち

ろ
ん
菩
薩
ら
し
い
立
ち
振
る
舞
い
も
か
な
わ
ず
、
善
行
を
積
む
こ

と
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
よ
く
わ
き
ま
え
て
お
く
が
よ
い
。

〔
極
楽
世
界
に
胎
生
し
た
者
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う

の
は
、
〕
前
世
に
お
い
て
智
慧
を
具
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
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〔無
量
寿
仏
の
救
い
に
〕
疑
い
を
抱
い
て
い
た
せ
い
な
の
で
あ
る
。」

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
弥
勅
菩
薩
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
た
と
え
ば
全
世
界
を
統
治
す
る
転
輪
聖
王
が
そ
の
宮
殿
内
に

七
種
の
宝
石
で
飾
り
立
て
た
特
別
な

一
室
を
設
け
、

さ
ま
ざ
ま
な

イ
ン
テ
リ
ア
を
配
し
華
麗
な
寝
台
や
多
く
の
壁
飾
り
を
か
け
て
い

た
と
し
よ
う
。
あ
る
時
、
転
輪
聖
王
の
幼
い
王
子
た
ち
が
何
か
悪

戯
し
た
お
仕
置
き
と
し
て
、

そ
の
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ、

黄
金

の
鎖
で
繋
が
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
し
食
べ
物
や
飲
み
物
、
衣
服
、

敷
物
、
花
飾
り
、

〔目
や
耳
を
楽
し
ま
せ
る
〕
踊
り
や
音
楽
な
ど



が
転
輪
聖
王
と
同
じ
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
、
何

一
つ
足
り
な
い
物

が
な
い
場
合
、
そ
の
王
子
た
ち
は
ど
う
思
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

部
屋
を
気
に
入
る
で
あ
ろ
う
か
、
否
か
。

」

〔
弥
勅
が
〕
釈
尊
に
答
え
た
。

「
い
い
え
。
〔
気
に
入
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
〕
何
と
し
て

で
も
誰
か
に
助
け
を
求
め
て
、

そ
の
部
屋
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す

る
で
し
ょ
う
。

」

〔そ
こ
で
〕
釈
尊
が
弥
勅
菩
薩
に
お
伸
せ
に
な
っ
た
。

「
こ
の
〔
極
楽
世
界
の
小
さ
な
宮
殿
に
い
る
胎
生
の
〕
者
た
ち

も
、
そ
の
〔
王
子
た
ち
の
〕
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
〔
彼
ら
は
前

世
に
お
い
て
無
量
寿
〕
仏
の
智
慧
を
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
が

た
め
に
、
〔
小
さ
な
〕
宮
殿
の
中
に
往
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。〔
極
楽
に
生
じ
て
か
ら
は
、
特
に
〕
刑
罰
に
問
わ
れ
る
よ
う

な
こ
と
は
お
ろ
か

一
瞬
た
り
と
も
悪
行
を
犯
そ
う
な
ど
と
思
い
も

し
な
い
が
、
五
百
年
の
聞
は
仏
と
そ
の
教
え
と
仏
弟
子
た
ち
と
い

う
三
宝
に
出
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
〔
ま
た
あ
ら
ゆ
る
世
界
に

飛
び
出
し
て
仏
が
た
を
〕
供
養
す
る
な
ど
の
善
行
も
修
め
ら
れ
な

ぃ
。
そ
れ
を
心
苦
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
、

〔そ
の
宮
殿
内
で
も
〕

さ
ま
、
ざ
ま
な
幸
せ
を
感
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
ず
っ
と
そ
こ
に
い

た
い
と
は
願
わ
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
そ
の
者
た
ち
が
前
世
に
〔
仏
の
智
慧
を
疑
っ
た
〕
罪
深

さ
に
気
付
き
、
深
く
後
悔
し
な
が
ら
自
身
の
至
ら
な
さ
を
恥
じ
入

り
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
願
い
の

ま
ま
時
を
置
か
ず
に
無
量
寿
仏
の
み
も
と
に
詣
で
る
こ
と
が
で
き

ょ
う
。
そ
し
て
恭
し
く
供
養
を
捧
げ
、

さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
世
界

の
仏
が
た
の
み
も
と
に
詣
で
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
行
を
修
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
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弥
勅
よ
。
憶
え
て
お
く
が
よ
い
。
た
と
え
〔
覚
り
を
求
め
る
〕

菩
薩
で
あ
っ
て
も
〔
無
量
寿
仏
の
智
慧
を
〕
疑
う
の
で
あ
れ
ば
、
〔
仮

に
極
楽
世
界
に
往
生
し
た
と
し
て
も
、
大
き
な
宮
殿
に
生
ま
れ
る

と
い
》
つ
〕

一
番
大
切
な
利
益
を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
だ
か
ら
こ

そ
〔
無
量
寿
仏
に
限
ら
ず
い
か
な
る
仏
で
あ
ろ
う
と
も
、
〕
仏
た

る
者
の
限
り
な
い
智
慧
〔
の
は
た
ら
き
〕
を
し
か
と
信
、
ぜ
よ
。

」

〔
そ
の
よ
う
に
諭
さ
れ
た
〕
弥
勅
菩
薩
は
釈
尊
に
尋
ね
た
。

「
世
尊
よ
。
こ
の
世
に
、
仏
と
な
る
ま
で
仏
道
を
退
く
こ
と
が

な
い
不
退
の
菩
薩
が
何
人
い
る
の
か
〔
私
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
彼



ら
は
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」

釈
尊
が
弥
勅
菩
薩
に
答
え
た
。

「
こ
の
世
に
は
六
十
七
億
人
の
不
退
の
菩
薩
が
い
て
、
極
楽
世

界
に
往
生
す
る
。
彼
ら
は
す
で
に
、

み
な
無
数
の
仏
が
た
へ
の
供

養
を
捧
げ
終
わ
っ

て
い
る
。
〔
弥
勅
よ
。
彼
ら
は
み
な
汝
の
〕
後

を
承
け
て
、
汝
の
よ
う
に
〔
や
が
て
こ
の
世
を
救
う
者
た
ち
と
な

る
の
〕
だ
。
〔
ま
た
、

そ
こ
ま
で
修
行
が
進
ま
ず
〕
善
行
の
功
徳

も
少
な
い
菩
薩
に
つ
い
て
呈一守えば、

そ
の
数
は
限
り
な
い
け
れ
ど

も
、
彼
ら
も
み
な
往
生
で
き
る
の
で
あ
る
。

」

〔
さ
ら
に
〕
釈
尊
が
〔
自
ら
〕
弥
勅
菩
薩
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
私
〔
が
仏
と
な
っ
た
こ
〕

の
世
界
の
菩
薩
た
ち
の
み
が
〔
無

量
寿
仏
の
極
楽
〕
世
界
に
往
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
〔十
三

の
〕
み
仏
が
た
の
世
界
に
い
る
菩
薩
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
往
生
す

る
。
〔
そ
の

一
々
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
〕

第
一
の
仏
は
「
遠
照
」
と
い
う
名
で
、
そ
の

〔
仏
の
〕
世
界
に

は
百
八
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る

」
と
が
で
き
る
。

第
二
の
仏
は
「
宝
蔵
」
と
い
う
名
で
、
そ
の
〔
仏
の
〕
世
界
に

と
が
で
き
る
。

は
九
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
こ

第
三
の
仏
は

「
無
量
音
」
と
い
う
名
で
、
そ
の
〔
仏
の
〕
世
界

に
は
二
百
二
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
の
仏
は

「
甘
露
味
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世
界

に
は
二
百
五
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
の
仏
は

「
龍
勝
」
と
い
う
名
で
、
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そ
の
〔
仏
の
〕
世
界
に

は
十
四
億
の
菩
薩
が
い
て

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
六
の
仏
は

「
勝
力
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世
界
に

は
一
万
四
千
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る

」
と
が
で
き
る
。

第
七
の
仏
は

「
師
子
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世
界
に

は
五
百
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
八
の
仏
は

「
離
垢
光
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世
界



に
は
八
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る

」
と
が
で
き
る
。

第
九
の
仏
は
「
徳
首
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世
界
に

は
六
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
の
仏
は
「
妙
徳
山
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世
界

に
は
六
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る

」
と
が
で
き
る
。

第
十

一
の
仏
は

「
人
王
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世
界

に
は
十
億
の
菩
薩
が
い
て
、

み
な
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
二
の
仏
は

「
無
上
筆
」
と
い
う
名
で
、

そ
の
〔
仏
の
〕
世

界
に
は
数
え
上
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
多
く
の
菩
薩
が
い

て
、
み
な
覚
り
を
得
る
ま
で
仏
道
を
退
く
こ
と
な
く
、
深
い
智
慧

と
何
事
に
も
怯
ま
な
い
勇
気
を
具
え
て
い
る
。
彼
ら
は
〔
前
世
に

お
い
て
〕
す
で
に
も
う
無
数
の
仏
が
た
に
供
養
を
俸
叩
け
て
い
た
こ

と
に
よ
り
、
優
秀
な
菩
薩
た
ち
が
十
万
億
劫
と
い
う
と
て
つ
も
な

く
永
い
時
間
修
行
し
て
は
じ
め
て
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

ぅ
、
何
が
あ
っ
て
も
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
不
動
の
境
地
を
〔
た
つ

た
〕
七
日
の
問
で
身
に
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
優
れ
た
菩
薩

た
ち
ま
で
も
が
〔
自
ら
望
ん
で
極
楽
世
界
に
〕
往
生
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

第
十
三
の
仏
は
「
無
畏
」
と
い
う
名
で
、
そ
の

〔
仏
の
〕
世
界

に
は
七
百
九
十
億
の
優
れ
た
菩
薩
が
い
る
。
〔
ま
た
そ
こ
に
は
〕

そ
う
で
は
な
い
菩
薩
や
出
家
修
行
者
た
ち
も
数
限
り
な
く
い
て
、

彼
ら
は
み
な
共
々
に
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

」
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釈
尊
が
〔
続
け
て
〕
弥
勅
菩
薩
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
こ
の
世
界
も
含
め
て
〕
こ
れ
ら
十
四
の
仏
の
世
界
に
い
る
菩

薩
た
ち
だ
け
が
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
す
る
と
思
っ
て
は
な
ら
な

ぃ
。
数
限
り
な
い
あ
ら
ゆ
る
み
仏
が
た
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕

の
世
界
か

ら
〔
極
楽
世
界
に
〕
往
生
し
て
く
る
者
た
ち
も
、
ま
た
非
常
に
大

勢
で
数
限
り
な
い
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
世
界
に
ま
し
ま
す
み
仏
が
た
の
お
名
前
や
、

そ
の
世

界
に
い
る
菩
薩
や
出
家
修
行
者
た
ち
の
中
で
〔
極
楽
〕
世
界
に
往

生
す
る
者
〔
の
数
〕
に
つ
い
て

一
々
説
き
明
か
そ
う
と
す
れ
ば
、



」
の
私
が
昼
夜
を
分
か
た
ず
に
、

一
劫
と
い
う
永
い
時
間
を
か
け

た
と
し
て
も
説
き
終
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
〔
弥
勅
よ
。
〕
こ
こ

で
今
、
〔
私
は
〕
汝
の
た
め
に
〔
さ
わ
り
の
所
だ
け
を
〕
略
し
て

説
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。」

O
第
三
流
通
分

釈
尊
が
〔
あ
ら
た
め
て
〕
弥
勅
菩
薩
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
弥
勤
よ
、
〕
よ
く
憶
え
て
お
く
が
よ
い
。〔
無
量
寿
〕
仏
の
名

を
耳
に
し
て
、
踊
り
出
す
ほ
ど
に
歓
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
の
瞬
間
に

そ
の
人
は
〔
極
楽
世
界
の
、
し
か
も
無
量
寿
仏
の
み
も
と
に
往
生

が
約
束
さ
れ
る
と
い
う
〕
大
い
な
る
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
こ
そ
、
こ
れ
以
上
な
い
功
徳
が
身
に
具
わ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
弥
勅
よ
。
た
と
え
全
世
界
が
大
火
に
包
ま
れ
よ
う
と

も
〔
そ
の
炎
に
耐
え
て
、
こ
の
無
量
寿
仏
の
救
い
に
関
す
る
す
べ

て
の
教
え
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
〕
そ
の
教
え
を

聞
い
た
な
ら
ば
感
動
と
と
も
に
信
心
が
湧
き
起
こ
る
か
ら
で
あ

る
。〔
そ
し
て
、

そ
の
者
は
そ
の
教
え
を
〕
胸
に
刻
ん
で
繰
り
返

し
口
に
唱
え
、
説
か
れ
た
通
り
に
修
行
す
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
多
く
の
菩
薩
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
こ
の
よ
う

な
教
え
を
聞
き
た
が
っ
た
と
し
て
も
、
今
ま
で
〔
誰
も
〕
耳
に
す

る
機
会
が
な
か
っ
た
。
〔
し
か
も
、
迷
え
る
〕
衆
生
で
あ
ろ
う
と
も
、

も
し
こ
の
教
え
を
聞
い
た
な
ら
ば
覚
り
を
得
る
ま
で
仏
道
を
踏
み

外
さ
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
だ

一
筋
に
こ
の

教
え
の
み
を
信
じ
、
胸
に
刻
み
、

口
に
唱
え
、
説
か
れ
た
通
り
に

修
行
せ
よ
。」

〔
さ
ら
に
〕
釈
尊
が
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
私
は
今
、
〔
あ
ら
ゆ
る
〕
衆
生
の
た
め
に
こ
の
教
え
を
説
き
、
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な
お
か
つ
み
な
に
無
量
寿
仏
と
そ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見

せ
し
め
た
。
そ
れ
を
見
た
か
ら
に
は
、
〔
み
な
の
者
よ
、
〕
極
楽
世

界
を
求
め
よ
。
私
が
死
ん
だ
後
、
〔
こ
の
教
え
に
〕
疑
い
を
懐
く

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
未
来
の
世
に
〔
私
の
〕
教

え
が
す
べ
て
消
滅
す
る
時
が
や
っ
て
く
る
に
し
て
も
、
私
は
〔
衆

生
を
〕
救
い
た
い

一
心
か
ら
慈
悲
の
心
に
よ
っ
て
、
唯

一
こ
の
教

え
を
こ
の
世
に
、
〔
さ
ら
に
〕
百
年
の
聞
は
止
め
置
く
こ
と
と
す
る
。

〔
や
が
て
こ
の
世
か
ら
私
が
い
な
く
な
る
に
し
て
も
、
〕
こ
の
教
え

に
衆
生
が
め
ぐ
り
逢
っ
て
願
い
さ
え
す
れ
ば
、

そ
の
通
り
に
み
な



〔
輪
廻
生
死
か
ら
〕
解
脱
で
き
る
の
で
あ
る
。

」

〔
続
け
て
〕
釈
尊
が
弥
勅
菩
薩
に
仰
せ
に
な
っ
た
。

「
〔
仏
と
な
る
べ
く
〕
こ
の
世
に
現
れ
出
で
た
如
来
と
出
逢
え
る

可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
〔
ま
た
〕
諸
仏
の
教
え
を
耳
に
す
る

可
能
性
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
菩
薩
た
ち
が
修
め
る
優
れ
た
教
え
や

六
波
羅
蜜
の
教
え
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
優
れ
た
師
匠
に
め

ぐ
り
逢
い
仏
の
教
え
を
聞
き
、
そ
れ
を
修
め
る
こ
と
も
滅
多
に
な

ぃ
。
ま
し
て
こ
の
〔
無
量
寿
仏
の
救
い
に
関
す
る
〕
教
え
を
耳
に

し
、
感
動
を
憶
え
る
と
と
も
に
信
奉
し
、
胸
に
刻
み
込
む
こ
と
は

皆
無
に
等
し
い
。
こ
れ
以
上
の
困
難
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
〔
弥
勅
よ
〕
。
私
の
教
え
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ

う
に
〔
私
が
仏
と
〕
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
〔
私
が
〕
説
き
明
か
し
、

〔そ
し
て
〕
こ
の
よ
う
に
〔
私
が
〕
教
え
弘
め
た
そ
の
通
り
に
、
〔
や

が
て
汝
も
そ
の
通
り
に
実
行
す
る
の
だ
。
よ
い
か
。
私
の
教
え
を
〕

信
じ
、
〔
私
の
教
え
〕
通
り
に
修
行
せ
よ
。

」

釈
尊
が
こ
の
〔
無
量
寿
仏
の
救
い
に
関
す
る
〕
教
え
を
説
い

た
時
、
〔
そ
の
場
に
い
た
〕
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
衆
生

が
み
な
こ
の
上
な
い
覚
り
の
境
地
を
目
指
し
、

一
万
二
千
那
由

他

府
人
の
人
々
が
真
理
を
見
究
め
る
汚
れ
な
き
眼
を
獲
得
し
、

二
十
二
億
も
の
天
人
や
人
々
が
み
な
欲
望
の
な
い
天
の
世
界
に
生

ま
れ
変
わ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
覚
り
を
得
る
こ
と
と
な
る
「
阿
那
合
」

の
境
地
に
到
達
し
、
〔
ま
た
〕
八
十
万
の
出
家
修
行
者
た
ち
が
煩

悩
を
断
ち
切
っ
た
〔
阿
緩
漢
〕
と
な
っ
た
。
〔そ
し
て
〕
四
十
億

の
菩
薩
が
覚
り
に
至
る
ま
で
決
し
て
仏
道
を
踏
み
外
す
こ
と
の
な

い
「
不
退
転
」
と
い
う
境
地
に
到
達
し
、
〔
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救

い
と
い
う
〕
広
大
な
誓
い
を
建
て
て
、

そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
自
ら

を
壮
麗
に
飾
り
立
て
た
。
ま
さ
に
〔
そ
の
菩
薩
た
ち
は
〕
来
世
に
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お
い
て
完
全
な
る
覚
り
の
境
地
を
得
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

時
を
同
じ
く
し
て
、
全
世
界
が
東
西
南
北
上
下
に
激
し
く
振
動

し
て

〔釈
尊
の
説
法
を
讃
え
〕
、
大
い
な
る
光
明
が
あ
ら
ゆ
る
世

界
を
照
ら
し
出
し
、
十
万
種
に
及
ぶ
楽
器
が
自
ず
と
鳴
り
響
き
、

無
数
の
花
び
ら
が
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
い
降
る
な
か
、
釈
尊
は
こ
の
教

え
を
説
き
終
え
た
の
で
あ
る
。

弥
勅
菩
薩
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
世
界
か
ら
釈
尊
の
も
と
に
集
ま

っ
て
来
て
い
た
多
く
の
菩
薩
た
ち
、
〔
そ
し
て
〕
長
老
で
あ
る
〔
私

」
と
〕
阿
難
や
優
れ
た
仏
弟
子
た
ち
、

さ
ら
に
は
〔
そ
の
場
に
集



ま
っ
た
〕
多
く
の
者
た
ち
が
、
釈
尊
の
教
え
を
聞
き
終
え
た
中
、
〔
誰

一
人
と
し
て
〕
歓
喜
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

仏
説
無
量
寿
経
巻
下

今
回
、
注
記
は
省
略
と
す
る
。

(
特
別
業
務

大
遠
忌
関
連

浄
土
三
部
経
)
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四
十
八
巻
伝

五
巻

第

段
法
然
上
人
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
た
。
「
学
問
は
、
自
分
が
は

じ
め
て
見
定
め
る
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
師
匠

の
説
を
受
け
継
い
で
習
得
す
る
の
は
や
さ
し
い
。
と
こ
ろ
が
私
は
、

諸
宗
す
べ
て
を
自
分
ひ
と
り
で
注
釈
書
を
読
ん
で
理
解
し
た
。
戒

じ

っ

ぽ

ん

ち

ゅ
う
ら
ん
じ
ゃ

律
に
つ
い
て
は
、
中
の
川
少
将
実
範
上
人
か
ら
、
像
蘭
叉
と
い
う

専
門
用
語
の
読
み
方
だ
け
を
聞
き
習
っ
た
。
そ
う
で
な
い
も
の
は

自
分
で
す
べ
て
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
相
宗
に
つ
い
て
も
、

蔵
俊
と
会
い
は
し
た
が
、
法
相
の
教
え
を
学
ば
な
か
っ
た
。
彼
は

遠
慮
し
て
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
専
門
用
語
ひ
と
つ
だ

け
を
聞
い
て
理
解
し
た
。
亡
く
な
っ
た
慈
眼
房
叡
空
も
は
っ
き
り

理
解
し
て
お
ら
ず
、
小
乗
戒
に
つ
い
て
は
学
ん
で
い
な
か
っ
た
。

か
ろ
う
じ
て
、

真
理
そ
の
も
の
を
観
想
す
る
理
観
を
学
ん
で
い
る

く
ら
い
で
あ
る
。
通
常
、
す
ぐ
れ
た
学
僧
と
い
わ
れ
て
も
、
大
乗

の
戒
律
に
つ
い
て
、
私
の
よ
う
に
正
し
く
説
明
で
き
る
も
の
は
少

な
い
。
今
の
時
代
に
、

書
物
に
広
く
目
を
通
し
た
人
を
、
私
は
誰

も
知
ら
な
い
。
書
物
を
読
む
際
に
、
こ
れ
は
そ
の
こ
と
を
結
論
と
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し
て
言
っ
て
い
る
の
だ
な
、
と
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で

は
あ
る
が
、
私
は
書
物
を
手
に
と
っ
て

一
見
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と

を
解
説
し
た
書
物
だ
な
、
と
わ
か
つ
て
し
ま
う
能
力
を
も
っ
て
い

る
。
要
す
る
に
、
ま
ず
章
題
を
見
て
大
方
の
内
容
を
理
解
す
る
も
の

だ
。」
と
。

ま
た
次
の
よ
う
に
も
説
か
れ
た
。
「自
宗
や
他
宗
の
学
僧
た
ち

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
で
立
て
て
い
る
宗
義
を
別
個
の
も
の
と
理

解
せ
ず
に
、
自
宗
の
教
え
に
そ
む
く
こ
と
を
、
す
べ
て
間
違
っ
た

」
と
と
見
な
す
の
は
、
根
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の



宗
派
で
立
て
る
法
門
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
宗
の
法
門

は
同
じ
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
他
宗
の
教
え
が
自
宗
の
教
え
と
異

な
る
の
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

第

段
建
仁
二
年

(
一
二

O
二
)
九
月
十
九
日
の
説
教
の

『時
秘守 、
密手法
蔓E然
茶だ上

人
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
た
。
「
弘
法
大
師
空
海
の

ら

じ

ゅ

う

じ

ゅ

う

し

ん

ろ

ん

だ

い

に

ち

き

ょ

う

ぎ

し

ゃ

〈

羅
十
住
心
論
』
は
、
『
大
日
経
義
釈
』
に
基
づ
い
て
著
さ
れ
て

い
る
が
、

『
義
釈
』

と
食
い
違
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
『
義
釈
』
は
、

ぜ
ん
む
い
さ
ん
ぞ
う

善
無
畏
三
蔵
の
講
説
や
二
行
阿
闇
梨
が
筆
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

る

一
行
は
多
忙
な
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
筆
記
し
た
文
章
を
整
理

し
な
い
ま
ま
没
し
た
と
こ
ろ
、
後
に
学
僧
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た

本
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

そ
の
中

弘
志ご法

議;大
白"師

雇iz
会:重
工し
工た
へ本
『も
華あ

る
。
も
と
も
と
の

『
義
釈
』

ザ」+品、

』

l

厳
経
』
『
般
若
経
』
に
説
か
れ
る
思
慮
を
超
え
た
境
地
の
立
場
を

含
め
る
〉
と
あ
る
の
を
、
弘
法
大
師
が
整
理
し
た
本
で
は
『
般
若

経
』
を
捨
て
て
、

た
だ
〈
『
華
厳
経
』

の
立
場
を
含
め
る
〉
と
だ

け
書

い
て
あ
る
。
ま
た
同
様
に
『
十
住
心
論
』
に
は
、

〈華
厳
宗

の
立
場
で
あ
る
〉
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

い
し
よ
う
て
い
よ
う
し
ん
ぐ
ど
う
じ
さ
い
し
ん

と
こ
ろ
で
十
住
心
と
い
う
の
は
、
異
生
抵
羊
心

・
愚
童
持
斎
心
・

ょ
う
ど
う
む
い
し
ん
ゆ
い
う
ん
む
が
し
ん
ぽ
つ
ご
う
い
ん
し
ゅ
し
ん
た
え
ん
だ
い
じ
よ
う
し
ん
か
く

嬰
童
無
畏
心

・
唯
誼
無
我
心
・
抜
業
因
種
心

・
他
縁
大
乗
心

・
覚

し
ん
ふ
し
よ
う
し
ん
い
ち
ど
う
む
い
し
ん
ど
く
む
じ
し
よ
う
し
ん
ひ
み
っ
し
よ
う
ご
ん
し
ん

心
不
生
心

・
一
道
無
為
心
・
極
無
自
性
心
・
秘
密
荘
厳
心
の
十
種

の
心
の
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
の
異
生
抵
羊
心
は
、

三
悪
道
(
地

獄

・
餓
鬼
・
畜
生
)
に
落
ち
た
人
の
心
で
あ
り
、
こ
の
中
に
修
羅

道
を
も
含
め
る
。
第
二
の
愚
童
持
斎
心
は
、
人
間
世
界
の
教
え
を

実
践
す
る
心
で
あ
る
。
こ
こ
に
儒
教
で
説
く
仁

・
義
・
礼
・
智

信
を
含
め
る
。
第
三
の
嬰
童
無
畏
心
は
、
天
上
に
生
ま
れ
る
教
え
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を
実
践
す
る
心
で
あ
る
。
こ
こ
に
老
子
・荘
子
の
教
え
を
含
め
る
。

第
六
の
他
縁
大
乗
心
は
、
法
相
宗
の
修
行
を
し
た
人
の
心
で
あ
る
。

第
七
の
覚
心
不
生
心
は
三
論
宗
、
第
八
の

一
道
無
為
心
は
天
台
宗
、

第
九
の
極
無
自
性
心
は
華
厳
宗
、
第
十
の
秘
密
荘
厳
心
は
真
言
宗

で
あ
る
。
は
じ
め
の
異
生
抵
羊
心
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
か
の
九
種

げ
て
ん

の
住
心
に
、
仏
教
以
外
の
書
物
で
あ
る
外
典
や
、
仏
教
内
の
書
物

な
い
て
ん

で
あ
る
内
典
に
説
か
れ
る
種
々
の
教
え
が
、
す
べ
て
そ
の
中
に
包

摂
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
弘
法
大
師
の
意
図
に
よ
れ
ば
、
内

典

・
外
典
の
書
物
は
す
べ
て
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の



よ
う
な
わ
け
で
、
御
室
仁
和
寺
門
跡
も
博
学
で
あ
る
こ
と
を
好
ま

れ
、
私
に
出
向
い
て
講
義
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
の
か
と
思
わ

れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
『
十
住
心
論
』

の
考
え
方
に
は
大
き
な
難
点
が

あ
る
。『
義
釈
』
に
は
、
た
だ

〈何
経
の
趣
旨
を
含
め
る
〉
と
か
、

ま
た
は
た
だ
〈
何
論
の
趣
旨
を
含
め
る
〉
と
か
言
っ
て
い
る
の
を
、

一
宗
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
、
〈
華
厳
宗
の
立
場
に
含
め
る
〉
と

か、
〈法
華
宗
(
天
台
宗
)
の
立
場
に
含
め
る
〉
と
し
て
い
る
の
は
、

誤
ま
り
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
し
十
住
心
そ
れ
ぞ
れ
を
宗
に
含
め
て

勝
劣
を
判
定
す
れ
ば
、
諸
宗
が
お
互
い
に
善
し
悪
し
の
論
争
を
す

る
。
こ
の
よ
う
な
宗
論
は
、
昔
か
ら
あ
っ
て
今
な
お
終
息
し
て
い

る
も
の
で
は
な
い
。
法
華
宗
は
華
厳
宗
よ
り
浅
は
か
な
教
え
だ
と

言
え
ば
、
ま
っ
た
く
法
華
宗
の
趣
旨
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
ど
う

し
て
尊
敬
の
意
を
込
め
て

H

天
台
宗
H

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
た
だ
そ
れ
は
華
厳
宗
の
意
図
に
す
ぎ
な
い
と
見
た
ほ
う

が
よ
い
だ
ろ
う
。
諸
宗
が
お
互
い
に
浅
い
深
い
を
論
争
す
る
こ
と

に
対
し
て
、
第
三
者
の
誰
が
判
定
で
き
よ
う
か
。

お
よ
そ

一
宗
の
し
き
た
り
と
し
て
、
釈
迦
が
生
涯
に
説
か
れ
た

聖
教
に
つ
い
て
浅
い
深
い
を
判
定
す
る
の
は
、

一
般
的
な
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て

一
切
経
は
ど
れ
も
釈
迦

一
人
が
説
か
れ
た
も

の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
各
宗
で
学
ぶ
内
容
に
し
た
が
っ
て
浅
い
深

い
や
勝
劣
の
判
定
が
同
じ
で
な
い
か
ら
、
何
宗
か
ら
見
た

一
切
経

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
台
宗
か
ら
見
た

一
切
経
も
あ
り
、

華
厳
宗
か
ら
見
た

一
切
経
も
あ
る
。
そ
し
て
法
相
宗
や
三
論
宗
に

も
そ
れ
ぞ
れ
の

一
切
経
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
天
台
宗
の

一
切
経

で
は
、
『
法
華
経
』
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
、
釈
尊

が
『
法
華
経
』
以
前
に
説
か
れ
た
諸
経
と
対
比
し
て
、
十
箇
の
す
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ぐ
れ
た
点
を
あ
げ
て
い
る
。
華
厳
宗
の

一
切
経
で
は
、
『
華
厳
経
』

が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
三
論
宗
で
は
、
様
々
な
大

乗
経
典
は
倍
り
へ
の
道
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
は
異
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
が
、
『
般
若
経
』
を
究
極
の
教
え
と
し
て
い
る
。

げ

じ

ん

み
つ
き
ょ
う

法
相
宗
で
は
、
『
解
深
密
経
』
を
真
実
の
教
え
と
し
て
い
る
。
、，
、ー

の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
で
は
理
解
が
異
な
っ
て
い
る
の
に
、

無
理
や
り
各
宗
を
十
住
心
に
当
て
は
め
て
、
浅
い
深
い
を
判
定
さ

れ
る
こ
と
に
は
、
し
か
る
べ
き
理
由
が
な
い
。
諸
宗
の
し
き
た
り

で
は
、

た
だ
経
典
に
つ
い
て
の
み
浅
い
深
い
や
勝
劣
の
判
定
を
下



す
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
善
無
畏
の
『
義
釈
』
で
は
、
ま
っ
た
く

経
典
に
つ
い
て
言
う
の
み
で
あ
る
。
ま
た
『
義
釈
』
に
は
、
〈
(
第

九
の
極
無
自
性
心
に
)
『
華
厳
経
』
や
『
般
若
経
』
に
説
か
れ
る

思
考
を
超
え
た
境
地
を
含
め
る
〉
と
あ
る
の
を
、
『
十
住
心
論
』

に
は
、
(
『
般
若
経
』
に
は
触
れ
ず
)
た
だ
『
華
厳
経
』
の
み
取
り
、

さ
ら
に
誤
っ
て
華
厳
宗
ま
で
を
含
め
て
し
ま
い
、

そ
し
て
『
般
若

経
』
を
第
七
の
覚
心
不
生
心
に
含
め
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
『
義
釈
』

に
背
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、

ひ
そ
か
に
非
難
を
加
え
て
い
た
と
こ

ろ
、
今
か
ら
二
十
余
年
ほ
ど
前
に
な
ろ
う
か
、
源
平
合
戦
が
起
こ

る
前
、
私
が
嵯
峨
に
住
ん
で
い
た
頃
、
次
の
よ
う
な
夢
を
見
た
。

人
に
招
か
れ
て
外
出
し
た
そ
の
あ
と
に
、

〈弘
法
大
師
か
ら
、
必

ず
参
上
い
た
だ
き
た
い
と
使
い
の
者
が
来
ま
し
た
〉
と
言
う
の
を

聞
い
て
、
心
の
中
で

〈内
々
に
非
難
し
た
こ
と
が
、
漏
れ
聞
こ
え

た
の
だ
な
〉
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
お
招
き
だ

と
思
っ
て
、
た
だ
ち
に
大
師
の
住
房
へ
参
上
し
た
。
そ
れ
は
五
間

ほ
ど
の
家
で
、
板
の
間
も
仕
切
り
戸
も
な
く
、
た
だ
内
部
の
四
方

に
壁
を
塗
り
め
ぐ
ら
し
て
入
口
さ
え
な
い
部
屋
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
大
師
は
こ
の
中
に
お
ら
れ
る
と
思
わ
れ
た
。
ま
ず
外
で
せ
き

ば
ら
い
を
す
る
と
、
壁
の
内
か
ら

〈
こ
ち
ら
へ
〉
と
お
っ
し
ゃ
る

声
が
し
た
。
そ
の
声
に
従
っ
て
、
家
に
入
っ
て
壁
の
内
を
見
る
と
、

ど
こ
に
も
入
口
が
な
い
。
壁
一
の
く
ず
れ
た
所
だ
け
が
あ
る
。
そ
の

く
ず
れ
た
所
か
ら
く
ぐ
っ
て
入
る
と
、
大
師
は
壁
際
に
お
ら
れ
、

す
ぐ
に
お
互
い
の
胸
を
合
わ
せ
て
抱
き
合
っ
た
。
大
師
は
お
顔
を

私
の
左
肩
に
置
か
れ
た
。
こ
う
し
て
以
前
非
難
し
た
こ
と
に
つ
い

て、

一
つ
一
つ、

お
互
い
の
意
見
に
矛
盾
が
な
い
よ
う
解
釈
さ
れ

た
。
そ
の
解
釈
を
聞
い
て
も
、
や
は
り
驚
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。〈
そ
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れ
に
つ
い
て
は
・:
〉
と
言
っ
て
、
再
度
大
師
の
考
え
を
非
難
し
ょ

う
と
思
っ
た
と
こ
ろ
、
夢
か
ら
さ
め
た
。
後
に
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
思
案
す
る
と
、
非
難
し
た
内
容
が
す
べ
て
大
師
の
お
考
え
に
叶

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
で
し
っ
か
り
抱
き
合
っ
た
の
は
、

ご
意
向
に
叶
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
本
当
に
よ

く
非
難
し
て
く
れ
た
、
と
思
わ
れ
か
ら
こ
そ
、
夢
の
中
で
も
様
々

に
矛
盾
な
く
解
釈
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

一
般
に
、
後
学
者
に
対
し
て
は
(
こ
れ
か
ら
学
問
し
て
偉
く
な

る
で
あ
ろ
う
か
ら
)
畏
怖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
慣
わ
し



て
お
り
、
学
者
は
必
ず
し
も
先
学
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
り
っ
ぱ
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
て
五
百
年
後
に
、
五
百

だ
い
び
ぽ
し

や
ろ
ん

人
の
阿
羅
漢
が
集
ま
っ
て
『
大
毘
婆
婆
論
』
を
著
し
た
と
こ
ろ
、

く
し
ゃ
ろ
ん

釈
尊
が
入
滅
さ
れ
て
九
百
年
後
に
世
親
が
生
ま
れ
て
、
『
倶
合
論
』

を
著
し
て
先
行
の
学
説
を
論
破
さ
れ
た
。
学
説
が
正
し
い
か
誤
つ

て
い
る
か
を
議
論
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
決
し
て
大
昔
の
説
に
対

し
て
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。

第

段

た
い
み
つ

法
然
上
人
は
、
は
じ
め
は
天
台
密
教
(
台
密
)
を
学
ば
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
中
の
川
実
範
阿
闇
梨
は
、
上
人
の
仏
教
を
受
容
す
る
器

か
ん
じ
よ
う

量
に
深
く
感
心
し
て
、
自
分
の
弟
子
と
認
め
て
濯
頂
を
授
け
、
真

言
宗
の
要
点
を
残
す
と
こ
ろ
な
く
伝
受
し
た
。
実
範
は
、
東
寺
の

と

う

み

っ

ち

ゅ

う

い

ん

り

ゅ

う

(
東
密
)
の
流
れ
を
く
む
中
院
流
の
教
真
阿
闇
梨
か
ら
濯
頂

か
ん
じ
ゅ
じ
は
ん
し
ゅ
ん

以
前
か
ら
勧
修
寺
の
範
俊
僧
正
を
師
と
し
て

密
教

を
受
け
た
弟
子
で、

い
た
。
密
教
の
修
法
と
教
学
に
通
達
し
て
い
た
の
み
で
な
く
、

他

宗
の
教
え
に
も
詳
し
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
実
範
は
上
人
に
帰
依

す
る
あ
ま
り
、
後
に
は
実
名
の
二
字
を
書
い
て
献
じ
そ
の
弟
子
と

が
ん
じ
ん
わ
じ
よ
う

な
り
、
鑑
真
和
尚
か
ら
伝
わ
る
小
乗
戒
を
受
け
た
。
上
人
は
、
円

頓
戒
を
中
心
と
し
て
守
っ
て
お
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
円
頓
戒
を
差

し
置
い
て
、
実
範
は
鑑
真
か
ら
伝
わ
る
小
乗
戒
を
受
け
ら
れ
た
が
、

」
れ
に
は
き
っ
と
深
い
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
四
段

法
然
上
人
は
、

当
世
第

一
の
知
恵
者
だ
と
い
う
名
声
が
ち
ま

た
に
あ
ふ
れ
、
多
く
を
聞
い
て
広
く
学
ん
で
い
る
と
い
う
世
評
は

隅
々
ま
で
及
ん
だ
。
お
よ
そ
日
本
に
伝
来
し
た
経
論
や
高
僧
伝
な
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ど
で
読
ま
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
郷
里
の
師
匠
観
覚

も
実
名
の
二
字
を
書
い
て
献
じ
て
弟
子
と
な
り
、
比
叡
山
黒
谷
の

師
匠
叡
空
も
上
人
を
模
範
と
さ
れ
た
。
経
典
の
言
語
文
字
に
よ
っ

て
真
理
を
追
求
す
る
諸
宗
の
教
え
に
精
通
し
た
の
み
で
な
く
、
文

字
を
離
れ
て
心
か
ら
心
へ

真
理
を
伝
え
る
仏
心
宗
を
も
、
奥
深

く
ま
で
探
求
さ
れ
た
。
「禅
宗
は
伝
来
し
て
日
が
浅
く
先
学
者
が

い
な
い
た
め
、
疑
問
を
呈
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
判
定
が
で
き
な

ぃ
。
」
と
、
常
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
い
う
。

じ
よ
う
か
〈
ぼ
う
こ
う
さ
い

円
頓
戒
に
つ
い
て
説
教
さ
れ
た
時
、
成
覚
房
幸
西
が
質
問
し
た



」
と
に
は
、
「
こ
の
円
頓
戒
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
や
現
象
の
真
実

の
あ
り
様
を
戒
の
本
体
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
山
王
院
の
大
師
と
呼

ば
れ
た
円
珍
は
、
〈
あ
ら
ゆ
る
存
在
や
現
象
の
真
実
の
あ
り
様
は
、

禅
で
あ
る
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
禅
の
教
え

と
こ
の
戒
の
本
体
と
は
合
致
す
る
の
か
、
し
な
い
の
か
。
」
と
。

上
人
が
判
定
し
て
い
わ
れ
る
に
は
、
「
こ
の
円
頓
戒
は
、
文
字

に
よ
っ
て
真
理
を
示
そ
う
と
す
る
教
え
で
あ
る
。
し
か
し
禅
宗
は

文
字
を
離
れ
て
心
の
鍛
練
に
よ
っ
て
真
理
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

ど
う
し
て
両
者
が
合
致
す
る
と
い
え
よ
う
か
。
た
だ
し
禅
に
よ
っ

て
悟
っ
た
人
が
、
こ
の
円
頓
戒
に
つ
い
て
説
教
し
た
な
ら
、
間
違

い
な
く
正
し
い
筋
道
に
叶
っ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
禅
の
修
行

者
が
文
字
に
よ
る
教
え
を
説
い
た
な
ら
、
文
字
に
よ
る
教
え
が
従

と
な
り
禅
が
主
と
な
る
。
文
字
に
よ
る
教
え
の
立
場
の
人
が
禅
の

」
と
を
説
い
た
な
ら
、
禅
が
従
と
な
り
文
字
に
よ
る
教
え
が
主
と

な
る
。
お
よ
そ
、
真
言
宗
や
天
台
宗
の
立
場
か
ら
禅
に
つ
い
て
推

測
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
し
て
法
相
宗
や
三
論
宗
の
立
場
か
ら

は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

そ
れ
以
外
の
小
乗
の
宗
派
の

立
場
か
ら
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

」
と
。

こ
れ
は
ま
っ
た
く
文
字
よ
る
教
え
に
立
つ
よ
う
な
人
の
言
葉
で

は
な
い
。
実
に
、

つ
る
べ
縄
が
短
く
て
は
深
い
地
下
水
は
汲
み
上

げ
ら
れ
ず
、
鳥
の
翼
が
弱
く
て
は
大
空
に
羽
ば
た
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
知
恵
が
浅
く
心
が
愚
か
で
あ
っ
て
は
、

ど
う
し
て
禅
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
だ
か
ら
、

上
人
が
神
宗
の
教
え
を
論
じ
ら
れ
た
自
筆
の
書
物
が
今
に
伝
わ
っ

て
い
る
の
だ
。
未
熟
者
は
そ
の
こ
と
を
疑
つ
て
は
い
け
な
い
。

第
五
段
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つ
き
の
わ
ど
の

あ
る
時
、
法
然
上
人
が
九
条
兼
実
邸
の
月
輪
殿
で
比
叡
山
の
僧

侶
と
会
っ
て
会
談
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
僧
侶
が
、
「
浄

土
宗
を
立
て
ら
れ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
経
論
の
文
章
を
拠
り
所

と
し
て
立
て
ら
れ
た
の
か
。
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
上
人
は
、
「
善

か
ん
ぎ
ょ
う
の
し
ょ
ふ
ぞ
く
の
も
ん

導
の
『
観
経
疏
』
の
付
属
文
で
あ
る
。
」
と
答
え
ら
れ
た
。
さ
ら

に
重
ね
て
僧
侶
は
、
「

一
宗
と
し
て
の
教
義
を
立
て
る
ほ
ど
の
場

合
に
、

ど
う
し
て
た
っ
た

一
つ
の
文
章
だ
け
を
拠
り
所
に
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
」
と
質
問
し
た
。
上
人
は
ほ
ほ
笑
む
だ
け
で
、
何
も

い
わ
れ
な
か
っ
た
。



そ
の
僧
侶
が
比
叡
山
に
帰
つ
て
の
ち
、

ほ
う
ち
ぼ
う
し
よ
う
し
ん

宝
地
房
の
証
真
法
印
に

」
の
事
の
顛
末
を
話
し
て
、
「
法
然
房
は
ま
っ
た
く
返
答
で
き
な

か
っ
た
。
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
証
真
法
印
は
、
「
法
然
房
が
何
も

言
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
言
う
に
足
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

か
の
上
人
は
天
台
宗
に
熟
達
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ば
か
り
か
諸
宗

に
わ
た
っ
て
広
く
教
え
を
学
習
さ
れ
て
い
て
、
知
恵
の
深
さ
は
通

常
の
人
を
超
え
て
い
る
。
返
答
で
き
な
く
て
何
も
言
わ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
間
違
っ
た
考
え
は
、
決
し
て
起
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
証
真
法
印
は
、

い
つ
も
法
然
上
人
と
親
し
く

し
て
仏
教
の
教
え
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
た
か
ら
、
上
人
の
知

恵
が
ど
れ
程
で
あ
る
か
わ
か
っ
て
い
た
の
で
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
と
く
に
戒
律
の
教
え
に
つ
い
て
は
、
上
人
か
ら
受

け
た
人
で
あ
る
。

証
真
法
印
が
か
つ
て
昇
進
の
た
め
の
試
験
を
受
け
ら
れ
た
時
、

ょ
う
ぺ
ん

恵
光
房
の
永
弁
法
印
を
師
匠
と
し
て
い
た
の
で
、
最
も
根
源
的
な

煩
悩
は

(
菩
薩
五
十
二
位
の
最
高
位
の
)
妙
覚
位
の
知
恵
に
よ
っ

け

ん

じ

わ

〈

じ

ん

じ

ゃ

わ

〈

む

み

よ

う

わ

〈

(
見
思
惑
・
塵
沙
惑
・
無
明
惑
の
)
三
惑
は
同
時
に
断

て
断
ち
、

つ
と
い
う
教
え
を
試
験
の
際
に
立
て
な
さ
い
と
教
授
し
た
。
と
こ

ろ
が
証
真
は
、
釈
尊
が
生
涯
に
説
か
れ
た
経
典
を
見
た
と
こ
ろ
、

二
惑
は
異
な
る
時
に
断
ち
、
根
源
的
な
煩
悩
を
断
つ
の
は

(
妙
覚

位
の
ひ
と
つ
下
の
)
等
覚
位
の
知
恵
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

」
の
教

え
を
立
て
た
い
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
「
き
っ
と
そ
の
意
味
で
あ
ろ

ぅ
。
」
と
永
弁
法
印
も
認
め
ら
れ
た
の
で
、
根
源
的
な
煩
悩
は
等

覚
位
の
知
恵
で
断
つ
と
い
う
教
え
を
立
て
た
。

ち
ょ
う
け
ん

澄
憲
法
印
が
問
題
を
選
定
し
判
定
を
下
す
題
者
で
あ
り
、

し当

ろ

い
ろ
調
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
試
問
を
受
け
る
竪
者
の
証
真
が、

「
五
千
余
巻
の

一
切
経
の
経
文
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
妙
覚
位
の
知
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恵
で
断
ち
切
る
と
い
う
経
文
は
見
つ
か
ら
な
い
。
」
と
い
う
意
見

を
立
て
た
と
こ
ろ
、

そ
れ
を
見
聞
し
て
い
た
大
衆
は
、

声
を
そ
ろ

え
て
博
学
ぶ
り
に
感
心
す
る
こ
と
し
き
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き

澄
憲
法
印
は
、
「
試
問
を
受
け
る
竪
者
が
、
煩
悩
の
紳
を
断
ち
切

る
剣
の
ご
と
き
見
事
な
知
恵
で
問
題
に
解
答
し
た
。
題
者
で
あ
る

L
f
、

イ
布
カ

さ
び
た
万
を
抜
く
よ
う
に
、
ど
う
し
て
に
ぶ
い
頭
で
な
お

一
層
勉
強
に
い
そ
し
ま
な
い
で
お
れ
ょ
う
か
。
」
と
い
う
名
句
を

述
べ
ら
れ
た
。
証
真
が
年
若
い
頃
で
さ
え
こ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、

ま
し
て
や
学
問
を
積
ん
で
か
ら
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
切
経
を



五
回
も
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、

え
し
ん
い
ん
げ
ん
し
ん

恵
心
院
源
信
僧
都
が
同
じ
く
五
回
読

ん
だ
こ
と
に
遠
慮
し
て
、
自
分
は
三
回
読
ん
だ
と
世
間
に
は
触
れ

知
ら
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昼
に
も
夜
に
も
地
蔵
菩
薩

と
話
を
し
、

ま
た
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
根
本

ひ

え

し

や

じ

ゅ

う

ぜ

ん

じ

日
吉
社
の
十
禅
師

中
堂
に
参
っ
て
薬
師
仏
に
問
い
た
だ
し
た
り
、

に
詣
で
て
問
い
た
だ
す
と
、
必
ず
返
事
を
授
け
ら
れ
た
。

い
つ
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
「
わ
た
く
し
証
真
の
師
匠
は
、

ち

ぎ

は
る
か
昔
の
人
で
は
釈
尊
、
最
近
の
人
で
は
天
台
大
師
智
額
と
妙

た
ん
ね
ん

楽
大
師
湛
然
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
、
末
流
の
師
家
た
ち
を
取
り
あ

げ
な
か
っ
た
。
往
生
伝
を
作
成
し
て
、
自
分
を
往
生
人
と
し
て
書

き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。
当
時
の
人
び
と
は
、

地
蔵
菩
薩
が
姿
を

変
え
て
現
れ
た
人
だ
、

と
言
い
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
証

真
法
印
が
法
然
上
人
の
こ
と
を
知
恵
が
深
い
人
だ
と
言
わ
れ
た
の

ほ
ん
じ

は
、
本
来
の
身
体
た
る
本
地
が
勢
至
菩
薩
や
地
蔵
菩
薩
と
い
わ
れ

す
い
じ
ゃ
〈

る
二
人
の
知
恵
と
い
い
、
姿
を
変
え
て
現
れ
た
垂
迩
の
法
然
上
人

や
証
真
法
印
の
博
学
ぶ
り
と
い
い
、

お
互
い
に
理
解
し
あ
っ
て
お

ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
(
だ
か
ら
証
真
法
印
が
法
然
上
人
を
ほ
め

た
の
は
、
)

ほ
か
の
人
が
ほ
め
る
よ
り
も
味
わ
い
深
く
思
わ
れ
る
。

第
六
段

じ
よ
う
ご
ん

法
然
上
人
が
老
齢
と
な
っ
て
か
ら
、
竹
林
房
静
厳
法
印
の
弟
子
が

訪
ね
て
来
て
、
昇
進
試
験
の
勉
強
の
た
め
に
、
天
台
宗
の
教
え
に
つ
い

て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
奥
深
い
所
を
詳
し
く
教
え
ら
れ
た
。
そ
の

人
が
後
に
語
る
に
は
、
「
法
然
上
人
は
、
年
岩
い
た
上
、
念
仏

一
筋
で
時

聞
が
な
く
、
聖
教
を
読
ん
で
は
い
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
が
、
経

典
の
文
言
や
道
理
を
よ
く
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
現
在
の
勤
勉
家

を
越
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
っ
た
く
並
み
の
人
で
は
な
い
。」
と
い
う
。

そ
の
頃
、
山
門
延
暦
寺
に
は
、
学
問
を
積
ん
だ
碩
学
た
ち
が
林
の
よ
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う
に
た
く
さ
ん
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
-多
く
の
す
ぐ
れ
た
学
匠
た

ち
を
差
し
置
い
て
、
隠
遁
身
分
の
法
然
上
人
に
天
ム
忌
京
の
要
点
を
質
問

し
た
の
は
、
上
人
が
い
か
に
天
台
宗
に
通
達
し
て
お
ら
れ
た
か
を
よ
く

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
上
人
は
、
「
私
は
聖
教
を
読
ま
な
い
日
は
な

か
じ

ゃ

か
っ
た
。
木
曽
の
冠
者
と
い
わ
れ
た
源
義
仲
が
、
京
へ
攻
め
入
っ
た
時
、

そ
の
日

一
日
だ
け
聖
教
を
読
ま
な
か
っ
た
。」
と
語
ら
れ
た
。
後
に
は
、

念
仏
の
聞
の
休
み
を
も
惜
し
ん
で
、
称
名
以
外
の
こ
と
は
何
も
し
な
か

っ
た
。
後
堂
J

者
は
、
こ
の
足
跡
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ

担っか
。

(
特
別
業
務

四
十
八
巻
伝
)

大
遠
思
関
連



現代布教班資料別表 1 結縁五重勧誠資料一覧(敬称略)

勧誠師/著者 書名 発行年月 発行π

隆円 『浄業信法訣』 文政 6年

(r浄土僧燈輯要』所収) 大正 9年(昭 50再版)山書房仏書林

(r浄土宗教学大系 8J所収) 昭和 7年(昭 50再版)大東出版社

法洲 『信法要決』 文政 6~7 年頃

『信法要決講説J(※) 明治 45年 ニ師講説発刊所

(r浄土宗選集第 10巻法話篇』所収) 昭和 59年 12月 同朋舎出版

的門 『信法要決鱗釈』 明治初期

(r的門上人全集』所収) 大正 9年 的門上人全集刊行会

(r浄土宗教学大系白所収) 昭和 7年(昭 50再版)大東出版社

吉岡阿成 『鮎晴録』 明治 39年

(r;布雨遺書』所収) 大正 3年 ー師情説発刊所

(r浄土宗教学大系 8J所収) 昭和 7年(昭 50再版)大東出版社

加納隆俊 『侮燈講話』 昭和 3年 12月 宗梓社

岩井智海 『五重講説』上 ・下 昭和 6年 6月 浄土教報社

(r浄土宗布教金書第 13・14巻』所収) 昭和 6年(昭 51改編)浄土教報社

(r浄土宗選集第 8・9巻法話篇』所収) 昭和 59年 12月 同朋舎出版

知恵院教務部(編) 『化他五重観誠撮要』 昭和 13年 8月 総本山知恩院布教師会

高山麓善 『五重相伝講話』 昭和 24年 西方院

(華頂文庫シリーズ 25r白道を歩む』所収) 昭和 54年 4月 総本山知思院布教師会

(r浄土宗選集第 10巻法話篇』所収) 昭和 59年 12月 同朋舎出版

椎尾弁匡 『傭燈官事光』 発行年不明(昭 25実 不明(増上寺にて実施)

施)

林隆碩 『浄土への道』 昭和 28年 知恩院教務部

(華頂文庫シリーズ 25r白道を歩む』所収) 昭和 54年 4月 総本山知恩院布教師会

(r浄土宗選集第 10巻法話篇』所収) 昭和 59年 12月 同朋舎出版

野島宣道 『帰依の大道J(昭和仏教全集第 4部 3) 昭和 43年 教育新潮社

『五重法話』 昭和 55年 3月 東光寺(安藤)

『信仰の道J(r浄土宗選集第 10巻法話篇』 昭和 59年 12月 同朋舎出版

所収)

伊藤宏天 '口述(はなしことば)五重勧誘』 昭和 45年 11月 無置寿寺

井川定慶 『浄土宗の五重説法J(昭和仏教全集第4部 昭和 47年 1月 教育新潮社

6) 

林霊法 『五重論説』 昭和 55年 11月 心寺

上回見宥 『結縁五重勧誠J(r結縁五重相伝』の内) 昭和 58年 10月 浄土宗(布教研究所)

藤吉慈海 『五重傭法講話』 昭和 59年 2月 山書房仏書林

金子真補 『遺愚の法悦』 昭和 59年 3月 東洋文化出版

水谷大成 『浄土宗五重講録』 昭和 60年 9月 法雲寺(講録刊行会)

藤堂俊章 『五重勧誠』 昭和 61年 1月 増上寺布教師会

寺田定信 『弥陀の掌(ほとけのて)J 昭和 62年 5月 量り教出版

岩井信道 『五重法話』 昭和 62年 7月 安厳

服部法丸 『南無ー建(なむいちじよう)J 平成 6年 5月 IIJ教出版

松島定盲 『五重相伝勧誠講録』 平成 7年 1月 宣流会

『願願の聾』 平成 11年 4月 蓮香寺

知恩院・ー記会 『痩取の風光』 平成 7年 6月 知恩院・ー記会

上回見宥(編) 『浄土宗現代法語大系第 10巻結縁五重 平成 B年 10月 同朋舎出版

会』

羽田恵 『ひとすじの道』 平成 9年 1月 安藤

山脇秀侯 『故郷(ふるさと)への峠道』 平成 10年 5月 来迎寺

有本亮啓 『今現在説法a 平成 11年 4月 書IJ教出版

民谷隆誠 『歓喜の音(こえ)J 平成 11年 5月 大本山善導寺

八木季生 『勧誠録』 平成 14年 9月 江東組教化図

『真の仏弟子を育てる』 平成 16年 6月 増上寺布教師会

(※)内容は的門のものと同一である。

注意 表中の書物は、大半が現在絶版となっている。
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現代布教班資料 別表 2現代布教班収集資料

分類 資料名 著者 著者2 発行冗

ピデオ わたくしたちの法然さま 総本山知恩院 総本山知思院

ピデオ 自道の聖者善導大師さま 総本山知思院 総本山知思院

ピデオ 念仏のふる里 総本山知恩院 総本山知恩院

ピデオ 若き日の勢観房源智 光よ、永遠に消えず 総本山知思院/ 寺本哲集/ 総本山知恩院
企画 監修

ピデオ 法然上人のご生涯 (全4巻) 総本山知思院/ 四季社
制作監修

ピデオ 国宝 r法然上人行状給図J で綴る 法然上人のご生涯と 総本山知恩院、 四季社
その教え(全7巻) 知恩院文化財保

存局/監修

ピデオ 浄土宗の伝道ビデオ(地強一発心への道) 水谷幸正/監 四季社
修

ピデオ 浄土宗の伝道ビデオ(お念仏ーわたしたちの浄土宗とそ 水谷幸正/監 四季社
の教え) 修

ピデオ 浄土宗の伝道ビデオ(彼岸一年中行事) 水谷幸正/監 四季社
修

ピデオ 浄土宗の伝道ビデオ(布施一発心への道) 水谷幸正/監 四季社
修

ピァオ 浄土宗五重相僧(全4巻) 森田孝隆、回 四季社
原照純/監修

ピデオ 仏陀との出会い 主舎城の物語 真宗大谷派視 真宗大谷派
聴覚伝道委員会

ピデオ 仏典童話第一巻 真宗大谷派視 真宗大谷派
聴覚伝道委員会

ピデオ 仏典宣話第一巻 真宗大谷派視 真宗大谷派
聴覚伝道委員会

ピデオ 仏典童話第二巻 真宗大谷派視 真宗大谷派
聴覚伝道委員会

ピデオ 仏典物語 1 ウパ リの出家 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
派 派

ピデオ 仏典物語2 マハカッサパお経のはじまり 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
;吊 ;吊

ピデオ 仏典物語3 大きな願いー仏説無量寿経一 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
派 ;濡

ピデオ 仏典物話4 ルリ王子の怒りーシャカ族の量後ー 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
J隅 派

ピデオ 仏典物語5 子どもたちよ お釈迦さまとー チおじさ 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
ん一 派 派

ピデオ 仏典物語6 王舎械の悲劇ー仏説観無量寿経ー 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
派 派

ピデオ 仏典物語7 アジャセとダイパダッヲー続 王舎械の悲 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺

'J- 派 派

ピデオ 仏典物窟B パンヲカ兄弟ーホウキの教え 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
派 派

ピデオ 仏典物語9 極楽浄土ー仏脱阿弥陀経 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
派 ;)吊

ビデオ 仏典物語 10 お釈迦さま 誕生から浬集まで 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
派 ;)眠

ピデオ 仏典物語 11 お釈迦さまの道前編ー誕生から成道ま 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
でー 派 派

ピデオ 仏典物語 12 お釈迦さまの道・後編ー伝道、そして浬 浄土真宗本願寺 浄土真宗本願寺
鍵一 派 派

ピデオ 歎異妙親鷲さまと唯円一(念仏物語第5巻) 浄土真宗本願寺 本願寺出版社
派本願寺

ピデオ 朗天狗ブックドクヲーあきひろの絵本を読もう 朗天狗 朗天狗

アメ DVD 世界の光親鷺上人第一部 親鷲上人映画製 チューリップ企
作委員会 画

アメDVD 世界の光親鴛上人第ー部 親鴛よ人映画製 チューリップ企

日空杢里全 画
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分類 資料名 著者 著者2 出版社

素材集 法話と寺報の素材集 青山社編集部 青山社

素材集 法箆と寺報の素材集 第一集 青山社編集部 青山社

素材集 今昔さし給素材集 CD-ROM付吉 青山社編集部 青山社

素材集 仏教イフストカット集寺由寺在 寿企画 寿企画

素材集CD 文麗苔薩 ヲリエイト 工 斎々坊

ムアンドアイ

lI:材集CD 素材天 クリ工イト 工 斎々坊

ムアンドアイ

素材集 自在に使える仏教イフスト歳時記 北辰堂/緬 北辰堂

素材集 普及版仏教イフスト大図奥 園・刊行会/編 国・刊行会

素材集 縮刷新装版仏像さしえ集 国・刊行会/緬 国・刊行会

繁材集 ほとけの子ども 力ット集 浄土真宗本願寺 本願寺出版社

派少年連盟/編

パネルシアヲ だれにでもできるパネルシアヲ-(本誌 キットーカセ 浄土宗

ット}

紙芝居 おはなしだいすき仏教説話紙芝居第 1:集全3巻 日本仏教保育協 すずき出版

会/編

紙芝居 かみしばい法然さま 平山郁夫/絵 高橋良和、山 浄土宗

田巌雄/文

紙芝居 紙芝居『ー河白道J (善導大師 1300年連忌) 高津ときを/飯田順雅/ 浄土宗宗務庁社

作 画 会局

絵伝記 法然上人絵伝上・中・下 (続日 小松茂英/編 中央公諭社

本の絵巻 1・2. 3) 

絵伝記 美術賓鑑法然上人絵詞略{全+巻) 田中宥美

絵伝記 新定法然上人絵傭 小川砲彦/編 芹沢錘介/ 理想社

絵

絵伝記 説き語り法然上人 西山浄土宗東部 白馬社

青年会

絵伝記 通俗絵伝法然上人 大屋徳械 大八木輿文堂

絵伝配 平山郁夫のお釈迦さまの生涯 西村和子/賓 博雅堂出版

任編集

総伝記 お釈迦さま物語 若林隆光 若林隆膏/ 中山・房仏・林

‘ 絵伝配 弘法大師空海絵伝 浦ノ紀 松岡弥一郎 ウフノシュウホ

ード

絵伝記 絵と文と御遺文でつづる 自彊上人のご生涯 一木随法/鋸 妹尾天然/ 日蓮宗新聞社

集 伝配絵

仏画 仏像図像緊成上・下(全一巻) 京都市立芸術大 法蔵館

学芸術資料館/

編

仏画 浄土教絵画 京都国立博物館 京都国立樽物館

/編集

仏画 傍両事図 真保享/監 金子桂ニ/ 毎日新聞社

修・文 写真

仏画 釈尊纏侮 野生司香雪、 財団法人

志村武/画 仏教伝道

教会

待絵 芹沢鮭介全集第2巻 芹沢鮭介 中央公檎祉

挿絵 芹沢鮭介全集第3巻 芹沢釜介 中央公論社

漫画 マンガ法然上人伝 阿川文正/監 佐川哲郎/ 浄土宗

脚本

漫画 選択の人法然上人 阿川文正/監 憤山 まさみ 浄土宗

ち/漫画

漫画 阿弥陀仏の願い ひろさちゃ/荘司としお すずき出版

原作 /漫画

漫画 お浄土のはなし ひろさちゃ/望月あきら すずき出版

原作 /漫画
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分類 資料名 著者 著者2 発行元
漫画 法然の生涯 ひろさちゃ/巴里夫/漫 すずき出版

原作 画
漫画 法然の念仏 ひろさちゃ/巴里夫/漫 すずき出版

原作 画
漫画 [マンガ1法然入門 大橋俊雄/監 登極太/作 サンマーク出版

修
漫画 [マンガ]親鴛入門 花山勝友/監 白取春彦/ サンマーヲ出版

修 作
漫画 Iマンガ]道冗入門 中野東禅/監 白取春彦/ サンマヲ出版

修 作
漫画 [マンガl日蓮入門 紀野一義/監 白取春彦/ サンマヲ出版

修 作
漫画 [マンガl密教入門 金岡秀友/監 白取春彦/ サンマーク出版

修 作
漫画 Iマンガl仏陀入門 松原泰道/監 白取春彦/ サンマーヲ出版

修 作
漫画 lマンガ]仏教入門 紀野 綾/監 白取春彦/ サンマ ヲ出版

修 作
漫画 Iマンガl正法眼蔵入門 秋月施混/監 白取春彦/ サンマーヲ出版

修 作
漫画 lマンガl法華経入門 紀野一義/監 白取春彦/ サンマーヲ出版

修 作
漫画 Iマンガl般若心経入門 公方俊良/監 白取春彦/ サンマーヲ出版

修 作
漫画 [マンガl歎異抄入門 ひろ さちゃ/白取春彦/ サンマ ク出版

監修 作
漫画 伝教大師 延暦寺教化部 後岡秀明 比叡山延麿寺
漫画 漫画歎異抄 岡橋徹栄 広中建次 本願寺出版社
漫画 伝記まんが家庭読本 しんらん聖人 上 藤本てるみ 探求社
漫画 伝記まんが家庭読本 しんらん聖人 下 藤木てるみ 探求社
漫画 阿弥陀さまと共に ー妙好人物語一 早島鏡正 中村ひろし 青山書院
漫画 親鴬さま 早島鏡正 中村ひろし 青山書院
漫画 蓮如さま 早島鏡正 中村ひろし 青山・院
漫画 正信備のおはなし 上巻仏さまの教え 和田真雄 森村たつお 法蔵館
漫画 正信備のおはなし 下巻七人の高僧の教え 和田真雄 森村たつお 法蔵館
漫画 まんが道冗さまものがたり 上巻 久松文雄/画 粟谷良道/ 曹洞宗宗務庁

作
漫画 まんが道冗さまものがたり 下巻 久松文雄/画 粟谷良道/ 曹洞宗宗務庁

作
漫画 マンガで悟れる般若心経 1 桑田一郎 ロングセフーズ
漫画 マンガで悟れる般若心経2 桑田一郎 ロングセフーズ
漫画 マンガで悟れる般若心経3 桑田一郎 ロングセフズ
漫画 絵で読む般若心経色即是空篇 桑田 郎 プッヲマン社
漫画 絵で読む般若心経盤若波羅密多篇 桑田一郎 ブックマン社
漫画 マンガ般若心経入門 事喜志 忠/作画 講談社
漫画 マンガ禅の思想 業志忠/作画 講談社

絵本 わたくしたちの法然さま 総本山知恩院/鳥海尽ー/ 総本山知恩院
監修 文

絵本 白道の聖者善導大師さま 総本山知恩院執 鳥海尽ェ/ 総本山知思院
事長鴻飼隆玄文

絵本 善導さま 竹中惜常/文 松溝達文/ 浄土宗宗務庁・
薗 善導大師遠忌局

絵本 わたしたちのほうねんさま 浄土宗/監修 五雨みな子 大道社
/文

絵本 法然さま 高橋良和/文 飯田原雅/ 浄土宗
絵

絵本 絵で読む阿弥陀経 首美恵/構成 佐川 美代太 西山浄土宗
郎/絵

-183-



分類 資料名 著者 著者2 発行π

絵本 絵で読む観無量寿経 智美恵/構成 佐川美代太 西山浄土宗

郎/絵

絵本 蜘妹の糸 芥川穂之介 智美恵/え 西山浄土宗

絵本 親鴛さま (本願寺絵本シリーズ①} 千葉乗隆 ー栗章夫 本願寺出版社

絵本 お釈迦さま(本願寺絵本シリーズ②) 瓜生津撞真 中川愚 本願寺出版社

絵本 蓮如さま (本願寺総本シリーズ③) 千葉乗隆 緒方倫子 本願寺出版社

絵本 お釈迦さまのものがたり 1(本願寺鈴本シリーズ④) 瓜生津隆真 中川愚 本願寺出版社

絵本 お釈迦さまのものがたり 11 (本願寺絵本シリ ズ⑤) 瓜生津隆真 中川愚 本願寺出版社

絵本 ご和讃 大関尚之 本願寺出版社

絵本 ごおん (CD付) 中川正文/文 かまたのぷ 本願寺出版社

こ/え

絵本 おしゃかさま 森下等 加藤義明 東本願寺出版

絵本 しんらんさま ゃまだみどり ゃまだみど 東本願寺出版

り

絵本 れんによさま 佐賀枝弘子 水野 一郎 東本願寺出版

絵本 心のともしび 田辺和子 黒川文子 世界聖典刊行也

会

絵本 おしゃかさま 1おたんじょうからたびだちまで 豊原大成 小西恒光 自照社出版

絵本 おしゃかさま 2さとりとはじめてのおしえをとく 豊原大成 小西恒光 自照社出版

絵本 おしゃかさま 3おしえのたび 豊原大成 小西恒光 自照社出版

絵本 おしゃかさま4いろんなおでしたち 豊原大成 小西恒光 自照社出版

絵本 おしゃかさま 5さまざまなじけん .原大成 小西恒光 自照社出版

絵本 雲水日記 ー絵で見る禅の生活ー 佐藤義英/ 禅文化研究所

画文

絵本 寒山さん拾得さん 松永輝子/作 腕井啓子 禅文化研究所

絵本 「地裁」のはなし 高橋良和/文 那須恵斉/ 探求社

絵

絵本 親鷲さま 羽生涯 伊藤典子 永田文昌堂

絵本 しんらんさま 五雨みな子 加藤直 大道社

絵本 ゅうちゃんとパパ たいら 吉く江 文芸社

絵本 鬼子母神のはなし 中村真男/文 貝原浩/絵 嵐清社

絵本 絵本地獄(縮制版) 宮次男/監修 風濡社

絵物語 仏典重器 渡辺愛子/文 畠中光事 東本願寺出版

絵物語 仏典童話 11 渡辺愛子/文 畠中光享 東本願寺出版

絵物語 七高僧ものがたり ー仏陀から親鷺へー 大内文雄 畠中光事 東本願寺出版

絵物語 民話風法華経童話その2 序品第一場所はインドの 松本光肇 大和'房

霊鷲山

絵物語 民話風法撃経童話その 11 法師品第十 傍さまの使者 松本光筆 大和書房

絵物語 民話風法華経童話その 17 如来寿量品第十六悌の寿 松本光華 荘司としお 大和書房

命は永遠に /カッ ト

絵物語 民話風法華経宣話その 25 妙音菩薩品第一十四 みん 松本光華 荘司としお ダイワアート

なの地球を救うには /カッ ト

絵物語 民監風法華経童話その 26 観世音菩穣普門品第一十五 松本光華 荘司としお 大和・房

全ての衆生を救うため /カット

絵物語 民E苦風法華経童話その 30 勅使上行白蓮大菩麗(完) 松本光華 荘司としお 大和・房

日遁さまは心の平和の大導師 /カッ ト

童謡 うたのおくりもの 仏教重信名曲 100選 l春・夏 飛鳥寛栗/編 法蔵館

童話 うたのおくりもの仏教童話名曲 101illlI秋・冬 飛鳥寛栗/編 法蔵館

一般 絵本の力 河合隼峰、 岩波書庖

松井直、

柳田邦男

般 声の力 河合隼雄、 岩波.庖

阪田寛夫、

谷川俊太郎、

池田直樹

般 言葉の力、生きる力 柳田邦男 新潮社
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分類 資料名 著者 著者2 発行元
般 砂漠で見つけた冊の絵本 柳田邦男 岩波書庖

般 「人生の答J の出し方 柳田邦男 新潮社
般 いのちの授業 金森俊朗 角川書庖
般 性の授業死の慢業 金森俊朗、村 教育史料出版会

井淳志

般 ほとけさまといっしょ 仏教児童文学目録 法楽寺くすの吉 朱鷲書房
文庫/編

般 ほんとうはこんな本が続みたかった! 神宮輝夫/監 原書房
修

般 「死』を学ぷ子どもたち 種村エイ子 教育史料出版会
般 シリーズ いのちの授業 1巻 いのちがはじまるとき 種村エイ子/ ポプフ社

監修

一般 シリーズいのちの授業2巻いのちがおわるとき 種村エイ子/ ポプフ社
監修

般 シリ ズいのちの授業3巻いのちのおもみ 種村エイ子/ ポプフ社
監修

一般 シリーズいのちの綬業4巻いのちをささえる 種村エイ子/ ポプフ社
監修

一般 シリーズいのちの授業5巻いのちの図書館 種村エイ子/ ポプフ社
監修

絵本 いきてる 中山千夏/ぷ ささめやゆ 自由国民社
ん き/え

絵本 いのちのまつり 草場 碍/作 平安座資尚 サンマク出版
/絵

絵本 おおきな木 シェル・シルヴ ほんだきん 篠崎.林
アンスタイン/いちろう/や
さく・え く

絵本 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいち 畏谷川義史 BL出版
ゃん

絵本 かたあしだちょうの工ルフ おのがきく/ ポプフ社
文ー絵

絵本 岸辺のふたり Father and Daughter マイケルデュ うちだやや くもん出版
ドクデュ ヴィ こ/訳
ツト

絵本 さよならエルマおばあさん 大原敦子/写 小学館
真・文

絵本 「さよならJ を大切な人にいうんだ マージィ ヒー 清水恵美子 法蔵館
ガード/作 /訳

絵本 スーホの白い馬 大嫁勇ニ/再 赤羽末吉/ 福音館書后
話 画

絵本 だいじようぷ だいじようぷ いとう ひろし 講Z型社
/作・絵

絵本 どんなに恐ろしかったかいいたいんだ マジィ・ヒ 清水恵美子 法蔵館
ガド/作 /訳

絵本 永い夜 ミシェ J~ レミ 森絵都/訳 講談社
ユー/作

絵本 にじいろのさかな マーカスフィ 谷川俊太郎 講談社
スヲ /作 /訳

絵本 のにつき 一野日記ー 近藤薫英子 アリス館
絵本 葉っぱのフレディ ーいのちの旅ー レオパス力一 みらいなな 童話屋

リア/作 /訳

絵本 100万回生きたねこ 佐野洋子/ 講駁社
作絵

絵本 藤械清治影絵聖書画集 藤娘清治 フォレストプッ
クス

絵本 ぼくのおばあちゃん なかむらみつ ぴあ
る

絵本 ポケットのなかのプレゼント 柳沢恵美/文 柳沢徹/絵 ヲ・アール出版
局

絵本 ミッフィ のおばあちゃん ディック・プル かどのえい 講談社
ーナ こ/訳
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分類 資料名 著者 著者2 発行π

絵本 別れたパパとママに会いたいんだ マジィ・ヒ 清水恵美子 法蔵館

ガード/作 /訳

絵本 わすれられないおくりもの スーザン・パー 小川仁央/ 評論社

レイ/さく ・え ゃく

詩集 電池が切れるまで 子ども病院からのメッセージ すずらんの会/ 角川書底

事

詩集 干の風になって 原詩/作者不明 新井満/日本 理論社

語詩

歌 標教歌隊全集(全6巻) 常磐大定、福 東方出版

井久蔵、尾上
八郎/編

歌 道歌大観仏教和歌の集大成 松尾茂/編 宝出版会

歌 道歌教訓和敬辞典 大村山治郎/ 東京堂出版

竃

(基礎研究布教的関連プロジ、ェクト 現代布教資料研究)
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Amitabha， so it would be inconsistent if they were the same Buddha in 

this case. Furthermore， the Sanskrit has Amitaskandha for Amitaketu， 

and the latter Mahaprabhasa does not occur in the Sanskrit at all. 

20 The Sanskrit has two more buddhas， Dundubhisvaranirghosa and 

Prabhakara， omitted from the Chinese text. 

21 The Sanskrit includes Indraketudhv句訂勾a.

22 According to the Bodhisattvabhumi sutra， the coηuption of the age 

occurs when there is a change for the worse， such as the outbreak of 

famine， epidemic， and warfare (Skt. kalpa-kasaya; Jpn. koゾoku).The 

corruption of views occurs when views become based on unskillful 

teachings and wrong thinking (Skt. drsti-kasaya; Jpn. ken-joku). The 

coπuption of public morality occurs when violence and fighting， and 

lies and fraud are accepted (Skt. klesha・kasaya;Jpn.bonnojoku). The 

corruption of human character occurs when there is loss of respect for 

seniors， no fear of punishment in the afterlife， virtues and almsgiving 

are not practiced， and the precepts and regulations are not obeyed 

(Skt. sattνα-kasaya; Jpn. shujoゾoku).The corruption of shortening 

lifespans occurs when the lifespan of human beings becomes limited 

to a hundred years (Skt. ayus-kasaya; Jpn. myo-joku). 

23 Asura demons are one type of the demi-gods who upon hearing the 

Buddha's sermon vowed to protect the Buddhist doctrine. Originally 

they were gods， and in later times were considered demons. In the 

Buddhist scriptures they often fight voraciously with other deities， but 

nevertheless consistently lose. 
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15 A kalpa， in Sanskrit， according to one explanation is 4，320，000，000 

years long. Metaphorically， it is said to be longer than it would take 

to empty an iron castle seven kilometers square full of poppy seeds 

by removing one poppy seed every hundred years， or longer than it 

would take to wear away a rock seven kilometers square by a heavenly 

maiden flying down once every hundred years to brush the rock with 

her robes. 

16 This phrase is added in the Japanese to bridge these two paragraphs 

and explain their relation. 

17 Only the names of many of these buddhas are known with little 

further information available. The conversion of their names into 

Sanskrit is based on the Sanskrit text found in Nakamura Hajime， et. 

al.， Jσdo Sanbukyσvol. 2 (Tokyo: Iwanami Shoten， 2004 ed.)， pp. 

127-131 and 155-158. 

18 A vast tongue is one of the thirty-two physical at出butesof a buddha. 

In ancient India， touching the tongue to the nose was a demonstration 

of the truth of one's words. A billion world systems in the Chinese text 

literally reads “three thousand great thousands" meaning one thousand 

to the third power . These Buddhist world systems are comprised of the 

“three realms": the realm of desire， the realm of form， and the realm 

of non-form. The Japanese version adds that the virtue of Amitabha 

is praised for establishing the nenbutsu for Birth and furthermore the 

Buddhas 0百erprotective salvation because their hearts were moved by 

the nenbutsu practitioners. 

19 There is a long standing debate on whether Arnitabha and Arnitayus 

are the same buddha or not. However， here Amitayus is praising 
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1n any case， it is imagined to be a white waterfowl with a long bill and 

is variously translated into English as egret， swan， or goose. A sharika 

is a mythological bird translated into Chinese as a“bird of a hundred 

tongues." 1t is also interpreted to be a myna bird because it is supposed 

to be able to speak human languages. A kalavinka is a mythological 

small bird that sings with a lovely voice. 1n the traditional Japanese 

court dance form gagaku， there is a specific dance called karyobin 

(Skt: kαlavin) performed by a young boy wearing a vermilion red 

costume with brightly colored feathers. A jivamjivaka is a mythical 

species of hawk or eagle with two heads. The "jiva， jiva" cry of the 

bird means “life" in Sanskrit， and so it is also referred to as “the bird 

of longevity." 

14 The five roots of goodness訂 efaith， endeavor， rnindfulness， mental 

concentration， and wisdom. These eliminate hindrances and provide 

the motivating power to attain enlightenment. The five powers are 

the next step attained after practicing the five roots of goodness， 

and prevent bad practices: the power of faith which obstructs false 

teachings， the power of endeavor which keeps the rnind and body alert， 

the power of rnindfulness which prevents false thoughts， the power 

of mental concentration which prevents distraction， and the power of 

wisdom which destroys delusion. The seven factors provide mental 

conditioning for attaining enlightenment: rnindfulness， investigation of 

phenomena， endeavor， rapture， serenity， concentration， and equanirnity. 

The Noble Eightfold Path is the method of realizing enlightenment: 

right view， right intention， right speech， right action， right livelihood， 

right effort， right mindfulness， and right concentration. 
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7 The Chinese says“in the westem direction from here." The Japanese 

translation adds an interpretation and description of where “here" is 

based on the Sanskrit teロn，Saha， which refers to the mundane world 

with the connotation of suffering. The Sanskrit teロnis also translated 

into Chinese as the “land of adversity." Ten trillion buddha-worlds is 

literally “10 x 10，000 x 100，000，000." 

8 These gauze curtains， called ramσ， are decorated with beads由atthe 

Sanskrit version describes as small bells. The Japanese version adds 

that the curtains are hanging in the sky. For more on the J apanese 

interpretation of the position of the curtains see also the Taima 

mandara kasetsu by Shodo (1642-1701) in Nihon bukkyδZenshu v. 63， 

pp.43-44. 

9 Neither the Chinese nor Japanese versions specify whether the pond 

is singular or plural， but the Sanskrit has it as plural. 

10 The eight good qualities of water: pure， cool， sweet， soft， never 

drying up， calm， healing， and energizing. 

11 The pavilions do not occur in the Sanskrit text; they have been 

pluralized here to match the ponds. 

12 These are petals of the mandarava f1.ower， the meaning of which is 

“that which gladdens the hearts of those who see them，" and the name 

of the f1.ower is also translated as“pleasing" or“agreeable." The petals 

are imagined to look like honeysuckle flowers， a common motif in 

Buddhism imagery. The six times are usually listed in the Buddhist 

scriptures as moming， noon， aftemoon， evening， midnight， and dawn. 

13 Hamsa is the name of the first bird as it occurs in the Sanskrit text， 

but the name of the bird in the Chinese text is not an exact equivalent. 
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for those who had renounced secular life. Despite having inherited 

the throne， he renounced secular life to follow Shakyamuni. Although 

having great spiritual powers， he nevertheless practiced meditation 

assiduously. Vakkula was Shakyamuni's disciple foremost in health 

and longevity (mubyδdaiichi). Despite having practiced meditation 

in solitude， he was nursed on his deathbed even by those disciples he 

had never personally guided or taught. Aniruddha was Shakyamuni' 

s disciple foremost in divine sight (tengen daiichi). After renouncing 

secular life， he was scolded by the Buddha for falling asleep during 

sermons; he then repented and vowed never to fall asleep again. 

Although he became blind as a result， he gained the spiritual power to 

see into the future and peoples' hearts， thus becoming known for his 

divine sight. When he was sewing his robe， the Buddha helped him 

thread his needle since he could not see to do so himself. 

5 Manjushri's name has also been translated as“Wonderful and 

Auspicious" and “Wonderful Virtue，" and “Prince of Dharma" 

， referring to his accomplished understanding of Shakyamuni' 

s enlightenment. He explains core teachings in many scriptures， 

especially in the body of the Prajna paramita sutras. Ajita may be 

an alternative name for Maitreya. Gandhahastin is also translated as 

“Musky Elephant，" the etymology of which refers to the virility of a 

male elephant. The etymology of Nityodyukta's name is“one who 

works with diligence to save all sentient beings." 

6 lndra was originally an lndian deity adopted as a guardian of 

Buddhism， having the characteristics of a god of thunder or a warrior 

god. 
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the Miscellany 01 the Precious Treasury Sutra (Za baozang jing， 

scroll four)， Gavampati and his three brothers realized arhathood after 
renouncing secular life to receive the teaching from Shakyamuni， 
expressed as follows: all phenomenon is impermanent， all that arises 
becomes extinguished， and with the end of arising and ceasing， comes 
the bliss of nirvana (shogyσmujo， zeshσmeppδ， shδmetsu metchi， 

jakumetsu iraku). He is said to have saved the Buddha's disciples 
from a ftood with his spiritual powers. His name literally means King 
of Bulls. Pindola Bharadv吋awas Shakyamuni 's disciple foremost 
in the “lion's ro紅 " (shishiku daiichi)， which proclaims the Buddha's 
teaching. He excelled at expounding the doctrine， but was reproved by 
Shakyamuni for showing 0旺hisspiritual powers before a lay audience. 
Due to his embarrassment， he left the fold to propagate Buddhism on 
his own. From ancient times in Japan， it became p訂tof popula:r belief 

that rubbing the appropriate p訂 tof his image would heal the injury or 

ailment. Kalodayin was a childhood friend of Shakyamuni， who was 
bom on the same day as Shakyamuni as the son of a minister in the 
Kapilavastu kingdom governed by the Shaka clan. The first portion 

of his name， kalo， is an appellation meaning black， whether because 
he was naturally dark complexioned or because his skin turned dark 
after having saved Shakyamuni from snake venom. There was another 
monk with the same name found in the Buddhist scrip加res，who was 

repeatedly reproved by the Shakyamuni. Initially， he was not able to 
fully embrace his teaching， but finally was able to become an arhat 
due to Shakyamuni's guidance. Mahakapphina was Shakyamuni's 
disciple foremost in teaching and guidance (勾δkaidaiichi)， especially 
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s death. Mahakatyayana was Shakyamuni 's disciple foremost in 

discourse (rongi daiichi)， for explaining Shakyamuni 's lectures in 

an easily understandable manner. Mahakausthila was Shakyamuni's 

disciple foremost in debating the Buddha's teachings (mond，σdaiichi)， 

often held in unison with Shariputra. According to one explanation， 

he was an uncle of Shariptura. He was born in a wealthy Brahman 

family， and was highly cultured. Revata was Shakyamuni 's disciple 

foremost in meditation (zαzen d，αiichi) and believed to be a younger 

brother of Shariputra. He was praised by Shakyamuni himself for 

his “tranquility in austerity" (shoyoku chisoku) obtained through his 

practices. Suddhipanthaka followed his brother in becoming a disciple 

of Shakyamuni， but due to his bad memory， he could not remember 

even one teaching. However， under the guidance of Shakyamuni， he 

was able to rid his heart of desires and finally achieved arhathood 

during a moment of fervent cleaning. Nanda was Shakyamuni's 

disciple foremost in disciplining the faculties (chobuku shokon). He 

was a child of Suddhodana， King of the Shaka clan， and a stepbrother 

of Shakyamuni. After Shakyamuni renounced secular life， Nanda was 

expected to become head of the Shaka clan， but following Shakyamuni' 

s lead he also renounced secular life. 1t is said that because he was a 

handsome young man， he was burdened by passion finally elirninated 

through Shakyamuni's guidance. Rahula was Shakyamuni's disciple 

foremost in esoteric practices (mitsugyδdaiiichi). He was the son of 

Shakyamuni， born while Shakyamuni was still a prince， and followed 

Shakyamuni's lead in renouncing secular life. He performed solitary 

practices in emulation of Shakyamuni. According to one explanation， 
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the ten m吋ordisciples of Shakyamuni， each of whom is “foremost" in 

something. Ananda， a paternal cousin of Shakyamuni， was in constant 

attendance of Shakyamuni and heard a great number of his lectures. 

Hence， he was known among Shakyamuni's disciples as “foremost in 

hearing the sermons" (tamon daiichi). The merchant Anathapindika 

donated to Shakyamuni a p訂 kof trees， and the monastery built there 

was called Jetavana Monastery. The merchant's name means“he who 

generously gives alms" or “he who feeds the solit訂正， for that reason 

he is called Anathapindika. According to tradition， the merchant 

Anathapindika bought the land of the park owned by Prince Jeta to 

donate it to the monks and Prince Jeta donated the trees， for that reason 

it is also called the Jeta岨 AnathapindikaGrove. Shravasti was the 

capital of the kingdom of Koshala in ancient 1ndia， and was one of the 

regions in which Shakyamuni was active. 

3 The term“arhat" derives from “worthy of respect and offerings" and 

can also be translated simply as“worthy." 1t refers to a practitioner 

who has attained the highest enlightenment. 

4 Shariputra was Shakyamuni's disciple foremost in wisdom (chie 

daiichi). He was the leader of Shakyamuni 's disciples， although he 

died before Shakyamuni. Along with Shariputra， Mahamaudgalyayana 

was one of Shakyamuni 's leading disciples and was foremost in 

supernatural power Uinzu daiichi). Like Shariputra， he died before 

Shakyamuni. Mahakashyapa was Shakyamuni 's disciple known as 

foremost in ascetic practices (zuda daiichi) for eliminating desire. 

He had a large number of followers before becoming a disciple of 

Shakyamuni， and led the monastic community after Shakyamuni' 
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(Endnotes) 

1 This was a translation project sponsored by the govemment by order 

of an imperial edict. Kumar吋iva(350-409) was a monk bom in the 

Kucha region of Western China during the period of the Northern 

and Southern Dynasties. When the Kucha kingdom was taken over 

by the former Qin， he was compelled to live as a prisoner， but when 

that kingdom was then taken over in turn by the Later Qin， he was 

brought to Xian， the capital of China. After that he became a major 

translator of Buddhist sutras-translating the Heart Sutra， Lotus Sutra， 

and Vimalakirti Sutra， among others -and trained a large number 

of disciples. His achievements are highly regarded in the history of 

Buddhism. The Yao・Qindynasty refers to the Later Qin kingdom 

(384-417)， one of the kingdoms during the Sixteen Kingdoms period 

of ancient China. It is referred to as Yao-Qin because the kingdom was 

founded by Yao Chang. The term“Tripitaka" denotes those monks 

who are fully versed in the teachings of Buddhism. The Tripitaka ( 

“three baskets") refer to 1) the Sutras (the discourses of Shakyamuni)， 

2) the Vinaya (rules of conduct for the Buddhist clergy)， and 3) the 

Abhidharma (treatises explaining the teachings of Shakyamuni) 

-hence， meaning someone who has mastered the entirety of the 

Buddhist teaching. 

2 The Japanese version， on which this English translation is based， 

is an interpretation of the Chinese sutra. Interpolations added in the 

Japanese version and not found in the Chinese will be signified in this 

translation by parentheses. Buddhist sutras often have as their basic 

format Ananda recounting a sermon by Shakyamuni. Ananda is one of 
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of public morality， the corruption of human character， and the 

corruption of shortening lifespans -you have attained supreme perfect 

enlightenment， and furthermore， you have explained this teaching 

(of Ultimate Bliss and Bi口hthere through the nenbutsu)， difficult to 

believe for being beyond the comrnon understanding of this world， for 

the sake of sentient beings. ，22 

“Shariputra， you should remember this. While being in this 

present world full of the five corruptions， 1 have accomplished this 

most difficult achievement and attained supreme perfect enlightenrnent. 

In addition， for the sake of the people of this world， I have explained 

this teaching (of Ultimate Bliss and Birth there through the nenbutsu)， 

difficult to believe for being beyond the common understanding of 

this world. For that reason， all of the Buddhas praise me for this‘most 

difficult achievement. '" 

When Shakyamuni Buddha finished explaining this sutra， 

Shariputra and all the monks， the realms of celestial beings， people， 

and the asura demons，23 having heard the words of the Buddha， 

rejoiced in these words， accepted them， and believed in them. They 

then paid homage to Shakyamuni and departed. 

10 



sαlvation.' 

“Shariputra， why do you think this discourse was given the 

appellation The Discourse thαt tells of all the buddhas who prαise 

the inconceivable virtue of Amitabha and who offer protective 

sαlvation? Shariputra， if good men and good women hear the name 

of this discourse and the name of Amitabha Buddha praised by all the 

Buddhas， these good men and good women will be protected by all the 

buddhas and all will (after Birth) attain supreme perfect enlightenment 

without veering from the Buddhist path. For that reason Shariputra， all 

of you take these words of mine and of all the Buddhas， accept them 

and believe in them. 

“Shariputra， whosoever (contemplating Amitabha's land of 

Ultimate Bliss) aspires to Birth in Amitabha's land of Ultimate Bliss 

in the past， present， or future， they will all (after Birth) attain supreme 

perfect enlightenment without veering from the Buddhist path， 

having attained Birth in the past， present， or future. That is the reason， 

Shariputra， those among good men and good women who sincerely 

believe， if they vow to attain Birth in the land of Ultimate Bliss (and 

recite the nenbutsu) they should assuredly attain that Birth. 

“Shariputra， in the same way 1 praise the inconceivable virtue 

of all the buddhas for their protective salvation (given because their 

hearts were moved by the nenbutsu practitioners)， all the buddhas 

also praise my inconceivable virtues:‘Shakyamuni Buddha， you have 

accomplished this most difficu1t and unprecedented achievement. 

While being in this present world full of the five corruptions-

the corruption of the age， the corruption of views， the corruption 
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north such as Arciskandha Buddha， Vaishvanaranirghosa Buddha， 

Duspradharsa Buddha， Adityasambhava Buddha， and Jaliniprabha 

Buddha as numerous as the sands of the Ganges River.20 Each from 

their own lands， have extended their vast tongues encompassing a 

billion world systems， pronouncing these words of truth:‘All of you 

should believe in The Discourse that tells 01 all the buddhas who 

praise the inconceivable virtue 01 Amitabha and who offer protective 

sαlvation. ' 

“Additionally， there are buddhas (with buddha-worlds) in the 

lower regions such as Sirnha Buddha， Yashas Buddha， Yashahprabhasa 

Buddha， Dharrna Buddha， Dharmadhv吋aBuddha， and Dharmadhara 

as numerous as the sands of the Ganges River. Each from their own 

lands， have extended their vast tongues encompassing a billion 

world systems， pronouncing these words of truth:‘All of you should 

believe in The Discourse that tells 01 all the buddhas who praise the 

inconceivable virtue 01 Amitabha and who offer protective sαlvation. ' 

“Also， there are buddhas with buddha-worlds in the upper 

regions such as Brahmaghosa Buddha， Naksatraraja Buddha， 

Gandhottama Buddha， Gandhaprabhasa Buddha，恥iaharciskandha

Buddha， Ratnakusuma Sampuspitagatra Buddha， Salendrar吋aBuddha， 

Ratnotpalashri Buddha， Sarvarthadarsha Buddha， and Sumerukalpa 

Buddha as numerous as the sands of the Ganges River.21 Each from 

their own lands， have extended their vast tongues encompassing a 

billion world systems， pronouncing these words of truth:‘All of you 

should believe in The Discourse that tells 01 all the buddhas who 

praise the inconceivable virtue 01 Amitabha and who C!.酔rprotective 
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buddhas (with buddha-worlds) to the east such as Akshobhya Buddha， 

Merudhv句aBuddha， Mahameru Buddha， Meruprabhasa Buddha， 

and Ma吋udhv吋aBuddha as numerous as the sands of the Ganges 

River.
17 
Each from their own lands， have extended their vast tongues 

encompassing a billion world systems， pronouncing these words of 

truth:‘All of you should believe in The Discourse that tells 0/ all the 

buddhas who praise the inconceivable virtue 0/ Amitabha and who 

oFrprotective salvation '18 

“In addition， there are buddhas (with buddha-worlds) to the 

south such as Candra Suryapradipa Buddha， Yashaprabha Buddha， 

Maharciskandha Buddha， Merupradipa Buddha， and Anantavirya 

Buddha as numerous as the sands of the Ganges River. Each from their 

own lands， have extended their vast tongues encompassing a billion 

world systems， pronouncing these words of truth:‘All of you should 

believe in The Discourse thαt tells 0/ all the buddhas who praise the 

inconceivable virtue 0/ Amitabha and who ~万台rprotective salvation. ' 

“Furthermore， there are buddhas (with buddha-worlds) to 

the west such as Amitayus Buddha， Amitaketu Buddha， Amitadhvaja 

Buddha， Mahaprabha Buddha， Mahaprabhasa Buddha， Ratnaketu 

Buddha， and Suddharasmiprabha Buddha as numerous as the sands 

of the Ganges River.19 Each from their own lands， have extended their 

vast tongues encompassing a billion world systems， pronouncing these 

words of truth:‘All of you should believe in The Discourse that tells 

0/ all the buddhas who praise the inconceivable virtue 0/ Amitabha 

andwho ~酔rprotective salvation. ' 

“Moreover， there are buddhas (with buddha-worlds) to the 
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Ultimate Bliss will never veer from the Buddhist path on their way 

to enlightenment. The vast m吋orityhave the virtue of becoming 

a buddha in their very next life. Their numbers are so vast as to be 

unknowable by calculation， and can only be explained in terms of 

counting for immeasurable incalculable aeons. 

Shariputra， those sentient beings who now hear of this Pure 

Land should aspire to achieve Birth in this land of Ultimate Bliss 

because there they can join these virtuous beings. However， Shariputra， 

those that aspire to be born in this land cannot rely merely on the 

roots of goodness acquired through spiritual practices or the effects of 

virtuous merit. (Then what should they do to attain this Birth?)16 

“Shariputra， should good men and good women hear of the 

teaching of Amitabha and assiduously recite the nenbutsu invocation， 

“Namu Amida Butsu" (Homage to Amitabha Buddha) for one day， 

two days， three， four， five， six， or seven days， or more， then at the end 

of their lives， Amitabha Buddha will appear before their very eyes 

with his entourage of bodhisattvas and saintly disciples from the land 

of Ultimate Bliss. For that reason， in their last moment they will be 

without anxiety and Amitabha will bring them forthwith to be born in 

Amitabha Buddha's land of Ultimate Bliss. 

“Shariputra， 1 clearly see the benefit of this (that Amitabha 

Buddha's salvation is without fail) and therefore explain to you that 

sentient beings hearing this teaching should aspire to be born in 

Amitabha's Pure Land (to assuredly attain Birth there). 

“Shariputra， as 1 have now praised the sublime virtue of 

Amitabha， (who established the nenbutsu for Birth)， so are there 
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not in fact exist? Amitabha Buddha manifested these birds in the hope 

that they would transmit these teachings with their songs. 

“Shariputra， in the land of Ultimate Bliss， a pleasant breeze 

wafts， swaying the rows of trees colored with various jewels and 

waving the gauze curtains with little bells， stirring an exquisite melody: 

This is just as though hundreds of thousands of musical instruments 

were being played in unison. For all who hear this melody， their 

devotion to the Buddha， the Dharma， and the Sangha is spontaneously 

deepened. Shariputra， in this way the land of Ultimate Bliss is an ideal 

environment so that whatever one hears will bring about awakening. 

“Shariputra， why do you suppose this Buddha is called 

Amitabha? Shariputra， this Buddha emits immeasurable light， 

shedding light upon all the worlds of the ten directions without 

obstruction. For that reason this Buddha is called Amitabha， the 

Buddha of Immeasurable Light. Also， Shariputra， the lifespan of 

this Buddha and those in the land of Ultimate Bliss is irnmeasurably 

long of incalculable aeons.
15 For that reason this Buddha is called 

Arnitayus， the Buddha of Irnmeasurable Life. Shariputra， from the day 

Amitabha achieved enlightenment until the present day， an etemity of 

ten aeons has already passed. In addition， Shariputra， this Buddha has 

an immeasurable number of disciples， practitioners called arhats (who 

have eliminated their passions)， whose numbers訂 eincalculable. So 

are the numbers of the bodhisattvas also incalculable. Shariputra， in 

this way the land of Ultimate Bliss is an ideal environment for sentient 

beings to achieve enlightenment. 

“Moreover， Shariputra， all sentient beings bom in the land of 
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about awakening. 

“Also， Shariputra， in Amitabha Buddha's land of Ultimate 

Bliss， there is always heavenly music playing. Moreover， the ground 

is made of gold， and fl.ower petals日oatdown from the skies six times 

every day.12 Early every moming， the people there gather the petals 

into their flower baskets and travel to ten trillion buddha-worlds to 

offer them in worship to the buddhas. Having become mealtime during 

this activity， they retum in an instant to Ultimate Bliss， take their meal 

and then practice mindfulness by walking. Shariputra， the land of 

Ultimate Bliss is an ideal environment to follow the Buddha path and 

awaken to enlightenment. 

“Furthermore， Shariputra， in the land of Ultimate Bliss there 

are various birds of brilliant coloring， such as white egrets， peacocks， 

parrots， sharikas， kalavinkas， and jivamjivakas.13 The birds sing 

six times a day in exquisite voices. Their very singing expresses 

Amitabha's teachings， such as the Five Roots of Goodness， the Five 

Powers， the Seven Factors of Enlightenment， and the Noble Eightfold 

Path.14 When the people of the land of Ultimate Bliss hear the bird's 

voices， all of their thoughts are dedicated to the Buddha， the Dharma， 

and the Sangha. 

“Shariputra， do not assume that these were bom as birds as 

a result of misdeeds in former lives. This is because in the land of 

Ultimate Bliss， the three unfortunate realms of hell， hungry ghosts， and 

animals do not exist. Shariputra， you will not even hear the names of 

these three realms in the land of Ultimate Bliss. How could it be said 

that one could fall into one of these unfortunate realms when they do 
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Then the Buddha Shakyamuni explained to the elder 

Shariputra:“To the far west of this world (of delusion)， beyond as 

many as ten trillion buddha-worlds， there's another world called 

Ultimate Bliss with a buddha whose name is Arnitabha， who is there 

even now teaching the Dharma.7 Shariputra， do you know why that 

buddha-world is called Ultimate Bliss? It is because the people who 

live there never experience su百'ering;they are mantled in multitude 

forms of happiness. For that reason it is called Ultimate Bliss. 

“Also， Shariputra， the world is adorned with seven railings， 

with seven rows of gauze curtains with little bells， and surrounded by 

seven rows of trees.
8 
All are set with four kinds of jewels， which adom 

the world throughout. For that reason this world is called Ultimate 

Bliss. 

"Again， Shariputra， in that world there are lotus ponds whose 

shores are decorated with seven kinds of jewels.9 The ponds brim with 

waters of eight good qualities and the fioor of the ponds are lined with 

sand of gold.IO The ponds are surrounded by steps on their four sides 

made of gold， silver， lapis lazuli， and crystal. Above are pavilions 

lavishly adorned with the seven jewels of gold， silver， lapis lazuli， 

crystal， coral， red pearls， and agate. 11 There are lotuses bloorning in the 

ponds， and their ftowers are as large as the wheel of a cart. The blue 

ftowers emit a blue light; the yellow ftowers ernit a yellow light; the 

red fiowers emit a red light; and the white fiowers ernit a white light. 

Each of the lotus flowers glows， weaving an harmonic scene while 

emitting a subtle fragrance. Shariputra， this land of Ultimate Bliss is 

an ideal environment so that whatever one lays eyes upon will bring 
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The Amida Sutra 
(Skt. Smaller Sukhavativyuha Sutra) 

(Ch. Amituo jing) 

(Jp. Amida kyo) 

Based on the contemporary Japanese translation ofthe Jodo Shu 

Research Institute， published in KyσkaKenわIU(Journal of J，σdoShu 
Edification Studies)， No. 14， 2003 

Translation by 1mperial Edict of the Qin 

Kumarajiva， Yao-Qin dynasty Dharma Priest of the Tripitaka1 

1 (Ananda) heard the following from the Buddha， Shakyamuni. At one 

time Shakyamuni was at the Jetavana garden in Shravasti.2 As many as 

twelve hundred and fifty people assembled， and they were especially 

eminent monks. They were all illustrious practitioners known as arhats 

who had eliminated their delusions and were of great renown.3 Among 

them， the elders Shariputra， Mahamaudgalyayana， Mahakashyapa， 

Mahakatyayana， Mahakausthila， Revata， Suddhipanthaka， Nanda， 

Ananda， Rahula， Gavampati， Pindola Bharadvaja， Kalodayin， 

Mahakapphina， Vakkula， and Aniruddha， were outstanding disciples.4 

There was also a vast number of bodhisattvas; the most excellent 

among them were the Dharma Prince Ma吋ushri，the Bodhisattva Ajita， 

the Bodhisattva Gandhahastin， and the Bodhisattva Nityodyukta.5 1n 

addition， innumerable celestial deities such as 1ndra had gathered.6 
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総合研究所運営委員会委員名簿
(平成 17年 7月 1日現在)

(宗務総長)

(教学局長 )
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平
成
十
六
年
度

活
動
報
告

四
月

一
日

・
総
合
研
究
所
研
修
生
入
所
式
(
宗
務
庁

四
月
五
日

-
第

一
回
所
内
連
絡
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
所
員
辞
令
伝
達
式
於
(
宗
務
庁
東
京
)

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

四
月
十
二
日

・
第
二
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

四
月
十
三
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

四
月
十
四
日

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

四
月
十
五
日

-
海
外
関
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

四
月
十
六
日

-
公
開
講
座
『
伝
統
聾
明
を
き
く
』

(
大
本
山
増
上
寺
)

四
月
十
九
日

・
第
三
田
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

東
京
)

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

四
月
二
十
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

四
月
二
十

一
日

-
実
践
僧
侶
学
(
大
正
大
学
)

四
月
二
十
三
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
打
合
せ
会
(
総
合
研
究
所
)

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

四
月
二
十
六
日

・
第
四
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

-
専
任
研
究
員
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
国
際
対
応
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

五
月
六
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

五
月
十
日

・
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
圏
内
閲
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
生
命
倫
理
研
究
会
(
京
都
分
室
)

-
第
五
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
海
外
開
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

五
月
十
二
日

-
実
践
僧
侶
学
(
大
正
大
学
)

五
月
十
三
日

・
二
十
五
霊
場
研
究
会

(京
都
分
室
)

五
月
十
七
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
六
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

五
月
十
九
日

浄
土
教
比
較
論
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

五
月
二
十

一
日

・
法
事
讃
研
究
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

五
月
二
十
四
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

.
第
七
回
所
内
連
絡
会

五
月
二
十
六
日

-
実
践
僧
侶
学
(
大
正
大
学
)

五
月
三
十

一
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
第
八
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
四
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
七
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
九
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)
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六
月
八
日

・
国
内
開
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
九
日

-
実
践
僧
侶
学
(
大
正
大
学
)

六
月
十
日

・
開
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
法
事
讃
研
究
(
総
本
山
知
思
院
)

六
月
十
四
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
第
十
回
所
内
逮
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

-
各
宗
機
関
交
流
会
打
合
せ
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
十
六
日

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
十
八
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
二
十

一
日

・
第
二
十
四
回
各
宗
教
化
関
係
研
究
機
関
交
流
会

(
大
本
山
増
上
寺
)

六
月
二
十
二
日

・
圏
内
閲
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
二
十
四
日

-
園
内
閲
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
生
命
倫
理
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
二
十
五
日

・
現
代
布
教
研
究
会

六
月
二
十
八
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
浄
土
三
部
経
研
究
会

(総
合
研
究
所
)

-
第
十

一
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

六
月
二
十
九
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

七
月
二
日

・浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

七
月
五
日

・
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
十
二
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

-各
研
究
会
進
行
情
況
報
告
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
仏
教
福
祉
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

七
月
九
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

七
月
十
二
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

七
月
二
十
一
日

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁

七
月
二
十
三
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

七
月
二
十
六
日

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
生
命
倫
理
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
十
三
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
研
究
会

(総
合
研
究
所
)

七
月
二
十
七
日

・
葬
祭
仏
教
研
究
会

(宗
務
庁
東
京
)

七
月
三
十
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

八
月
二
日

-
第
十
四
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

八
月
四
日

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

八
月
六
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

八
月
九
日

・
第
十
五
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

八
月
二
十
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

八
月
二
十
三
日

-
第
十
六
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)
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八
月
二
十
三
日
1
二
十
五
日

-
圏
内
閲
教
沖
縄
調
査
(
沖
縄
)

八
月
三
十
日

-
第
十
七
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
生
命
倫
理
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
二
日

・
浄
土
教
比
較
論
勉
強
会
(
宗
務
庁
東
京
)

九
月
三
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
六
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
第
十
八
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
八
日

1
九
日

・
総
合
学
術
大
会
(
仏
教
大
学
)

九
月
十
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
十
三
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
第
十
九
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

-
二
十
五
霊
場
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
仏
教
福
祉
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
十
四
日

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
十
五
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
十
七
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
二
十
四
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

九
月
二
十
七
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会

(総
合
研
究
所
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
二
十
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

九
月
二
十
八
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
公
開
講
座
(
大
本
山

僧
上
寺
)

『パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
に
よ
る
布
教
』

十
月
四
日

-
生
命
倫
理
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

.
日
常
勤
行
式
の
現
代
語
化
研
究

-
浄
土
宗
大
辞
典
東
西
会
議
(
宗
務
庁
東
京
)

・
第
二
十

一
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
六
日

・
運
営
委
員
会
(
宗
務
庁
東
京
)

十
月
八
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
十
五
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
二
十
二
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
十
八
日

・
第
二
十
二
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
二
十
二
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
二
十
五
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
海
外
開
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
第
二
十
三
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
二
十
五
日

-
専
任
研
究
員
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
二
十
七
日

-
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
二
十
八
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
月
二
十
九
日

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十

一
月

一
日

・
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
二
十
四
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
生
命
倫
理
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
仏
教
福
祉
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十

一
月
八
日

-
第
二
十
五
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)
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-
圏
内
関
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十

一
月
十
五
日

-
第
二
十
六
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

十

一
月
十
九
日

-
浄
土
教
比
較
論
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十

一
月
二
十
二
日

・
仏
教
福
祉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
大
本
山
増
上
寺
)

・
第
二
十
七
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

十

一
月
二
十
四
日

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十

一
月
二
十
九
日

-
第
二
十
八
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
圏
内
開
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
二
月
三
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
二
月
四
日

-
善
本
叢
書
研
究
会
(
知
恩
院
)

十
二
月
五
日

・
善
本
叢
書
研
究
会
(
知
恩
院
)

十
二
月
六
日

-
善
本
叢
書
研
究
会
(
知
恩
院
)

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

研
究
議
題
東
西
執
筆
者
説
明
会
打
合
せ

-
国
内
閲
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
二
十
九
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

-
仏
教
福
祉
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
作
業
(
宗
務
庁

東
京
)

-
生
命
倫
理
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

十
二
月
八
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
編
集
西
部
打
合
せ
(
宗
務
庁

京
都
)

十
二
月
十
日

浄
土
宗
大
辞
典
編
集
東
部
打
合
せ
(
宗
務
庁

京
)

十
二
月
十
三
日

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
三
十
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
二
月
十
四
日

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
二
月
十
七
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
二
月
十
九
1
二
十
二
日

-
圏
内
閲
教
沖
縄
調
査
(
沖
縄
)

十
二
月
二
十
日

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
生
命
倫
理
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
三
十

一
回
所
内
速
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
二
十
五
霊
場
研
究
会
(
分
室
)

十
二
月
二
十・
二
十

一
日

東

-
二
十
五
霊
場
調
査
(
東
部
)
(
千
葉
教
区
)

十
二
月
二
十

一
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

十
二
月
二
十
二
日

-
分
室
会
議
(
分
室
)

・
二
十
五
霊
場
研
究
会
(
分
室
)

一
月
七
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

一
月
十
日

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

一
月
十

一
日

-
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

一
月
十
二
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
作
業
(
宗
務
庁
東
京
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
法
事
讃
撮
影
作
業
(
場
上
寺
)

一
月
十
三
日

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

一
月
十
四
日

-
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

一
月
十
七
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
浄
土
宗
大
辞
典
作
業
(
宗
務
庁
東
京
)

・
第
三
十
二
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

一
月
十
八
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
浄
土
教
比
較
論
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)
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一
月
二
十
日

・
生
命
倫
理
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

一
月
二
十
四
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
三
十
三
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

一
月
二
十
五
日

・
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
二
十
五
霊
場
調
査
(
栃
木
教
区
)

一
月
二
十
八
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

一
月
三
十

一
日

-
浄
土
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
浄
土
宗
大
辞
典
作
業
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
三
十
四
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
他
教
団
交
流
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

二
月
四
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

一
一
月
七
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
作
業
(
総
合
研
究
所
)

・
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
三
十
五
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

二
月
八
日

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

二
月
十
四
日

・
浄
土
宗
大
辞
典
作
業
(
総
合
研
究
所
)

・
生
命
倫
理
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
三
十
六
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

二
月
十
七
日

-
国
内
聞
教
(
統
計
数
理
セ
ン
タ
ー
)

二
月
十
八
日

-
圏
内
閲
教
(
総
合
研
究
所
)

二
月
二
十

一
日

-
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

.
浄
土
宗
大
辞
典
作
業

(
淑
徳
大
学
サ
テ
ラ
イ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
)

・
第
三
十
七
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

一
一月
二
十
五
日

-
圏
内
閲
教
(
総
合
研
究
所
)

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

二
月
二
十
八
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
作
業

(総
合
研
究
所
)

・
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
三
十
八
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
二
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
編
集
打
合
せ
(
華
頂
短
大
)

三
月
四
日

・
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
六
日

1
九
日

-
圏
内
閲
教
沖
縄
調
査

三
月
七
日

-
浄
土
教
比
較
論
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

・
仏
教
福
祉
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
第
三
十
九
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

・
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

三
月
十
日

1
十

一
日

-
葬
祭
仏
教
研
究
会
(
宗
務
庁
京
都
)

三
月
十
日

-
海
外
開
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
十

一
日

-
現
代
布
教
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
十
四
日

・
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

・
専
任
研
究
員
(
宗
務
庁
東
京
)

・
第
四
十
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
十
五
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
十
六
日

-
運
営
委
員
会
(
宗
務
庁
東
京
)

三
月
十
七
日

-
国
際
対
応
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
二
十
八
日

-
浄
土
宗
大
辞
典
研
究
会
(
宗
務
庁
東
京
)

-
一一一
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
生
命
倫
理
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)

-
第
四
十

一
回
所
内
連
絡
会
(
総
合
研
究
所
)

三
月
二
十
九
日

・
三
部
経
研
究
会
(
総
合
研
究
所
)
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平成 16年研究課題一覧

[総合研究] 総合研究プロジェクト 開教

2 仏教福祉

3 生命倫理

4 葬祭仏教

5 国際対応

[基礎研究] 教学的関連プロジェクト 6 浄土教比較論

法式的関連プロジェクト 7 法事讃研究

布教的関連プロジェクト 8 現代布教資料研究

[経常的運営]総合広報 9 編集/HP管理運営

他研究機関連絡提携 10 他研究施設教団交流

[特別業務} 特別 1 1 浄土宗善本叢書

12 浄土宗典籍・版木の研究

大遠忌関連 13 法然上人一十五霊場研究

14 法然上人展の調査研究

15 浄土宗大辞典

16 浄土二部経

17 四十八巻伝
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研究課題別 スタッフ一覧

[総合研究] 総合研究プロジェクト 開教
主務 武田道生
研究員(助手含む) 福西賢兆・戸松義晴・名和清隆
常勤嘱託研究員(研究会担当) 島恭裕
嘱託研究員 水谷浩志・ 鷲見定信

研究スタッフ 江島尚俊・大沢広嗣・中村憲司

[総合研究] 総合研究プロジェクト 2 仏教福祉
研究代表/顧問 長谷川匡俊

主務 坂上雅翁

研究員(助手含む) 福西賢兆・上田千年・曽根宣雄
常勤嘱託研究員(研究会担当) 島恭裕
研究スタッフ 鷲見宗信・藤森雄介・関徳子

[総合研究] 総合研究プロジェクト 3 生命倫理
研究代表/顧問 石上善謄

主務 今岡達雄

研究員(助手含む) 福西賢兆・武田道生・袖山柴輝
戸松義晴・林田康)1慎・坂上雅翁

常勤嘱託研究員(研究会担当) 島恭裕
研究スタッフ 水谷浩志

[総合研究] 総合研究プロジェクト 3 葬祭仏教
研究代表/顧問 伊藤唯真

主務 西城宗隆
研究員(助手含む) 福西賢兆・大蔵健司・武田道生

名和清隆
常勤嘱託研究員(研究会担当) 島恭裕

嘱託研究員 熊井康雄・細田芳光・鷲見定信
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[総合研究] 総合研究プロジ、ェクト 5 国際対応

研究代表/顧問 田丸徳善

主務 戸松義晴

研究員(助手含む) 福西賢兆

常勤嘱託研究員(研究会担当) 島恭裕

嘱託研究員 ジョナサンワッツ

研究スタッフ 生野善応・岩田斎肇・小林正道

佐藤良純・袖山鎖長・服部正穏

松涛弘道・松涛誠達・マークブラム

マックカレン

[基礎研究} 教学的関連プロジェクト 6 浄土教比較論

研究代表/顧問 梶村昇

主務 柴田泰山

研究員(助手含む) 福西賢兆 ・林田康)1慎・和田典善

常勤嘱託研究員(研究会担当) 郡嶋昭示

[基礎研究] 法式的関連プ口ジ、ェクト 7 法事讃研究

研究代表/顧問 福西賢兆

主務 坂上典翁

研究員(助手含む) 福西賢兆・西城宗隆・柴田泰山

常勤嘱託研究員(研究会担当) 郡嶋昭示

研究スタッフ 熊井康雄・清水秀浩・田中勝道

虞本柴康・山本晴雄

[基礎研究] 布教的関連プ口ジ‘ェクト 8 現代布教資料研究

主務 佐藤晴輝

研究員(助手含む) 福西賢兆・後藤長法・宮入良光

常勤嘱託研究員(研究会担当) 郡嶋昭示

研究スタッフ 正村瑛明

[経常的運営} 総合広報 9 編集 jHP管理運営

主務 !大蔵健司

研究員(助手含む) I斉藤隆尚・石川琢道

常勤嘱託研究員(研究会担当) I島 恭裕
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[経常的運営} 他研究機関連絡提携 10 他研究施設教団交流

主務 武田道生

研究員(助手含む) 福西賢兆・後藤長法・戸松義晴
名和清隆

常勤嘱託研究員(研究会担当) 島恭裕

[特別業務] 特別 1 1 浄土宗善本叢書(分室担当)

主務 |善裕昭
常勤嘱託研究員(研究会担当) I米津実江子

研究スタッフ |伊藤真宏・松島吉和

[特別業務] 特別 12 浄土宗典籍・版木の研究(分室担当)

研究代表/顧問 田丸徳善

主務 竹内真道

研究員(助手含む) 粛藤舜健・伊藤茂樹・曽田俊弘
井野周隆

常勤嘱託研究員(研究会担当) 米j事実江子

[特別業務] 大遠思関連 13 法然上人一十五霊場研究

浄土宗総合研究所(東京)担当

主務 斉藤隆尚

研究員(助手含む) 福西賢兆・佐藤晴輝・坂上典翁

宮入良光

常勤嘱託研究員(研究会担当) 郡嶋昭示

浄土宗総合研究所分室(尽都)担当

主務 竹内真道

研究員(助手含む) 驚藤舜健・伊藤茂樹・曽田俊弘
清水秀浩・井野周隆

常勤嘱託研究員(研究会担当) 米j撃実江子

[特別業務] 大遠忌関連 14 法然上人展の調査研究

主務 |竹内真道
常勤嘱託研究員(研究会担当) I米津実江子

[特別業務] 大遠忌関連 15 浄土宗大辞典

浄土宗総合研究所担当

研究代表/顧問 |石上善慮

主務 l林田康順
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研究員(助手含む)

常勤嘱託研究員(研究会担当)

浄土宗総合研究所分室(分室)担当

主務

研究員(助手含む)

常勤嘱託研究員(研究会担当)

研究スタッフ

福西賢兆・大蔵健司・西城宗隆
袖山鎖輝・石川琢道・柴田泰山
曽根宣雄・名和清隆・宮入良光

村田洋一-吉田淳雄・和田典善

郡嶋昭示

竹内真道

安達俊英・清水秀浩・善裕昭

米津実江子

大沢亮我

{特別業務] 大遠思関連 16 浄土ニ部経

浄土宗総合研究所

研究代表/顧問 石上善膝

主務 袖山柴輝

研究員(助手含む) 福西賢兆・柴田泰山・林田康順

驚藤舜健(分室)

常勤嘱託研究員(研究会担当) 郡嶋昭示

研究スタッフ 石田一裕

[特別業務] 大遠思関連 16 四十八巻伝(分室担当)

浄土宗総合研究所

研究代表/顧問 伊藤唯真

主務 善裕昭

研究員(助手含む) 真柄和人・千古理恵子

常勤嘱託研究員(研究会担当) 米j撃実江子
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市
品
目

マ
教
化
研
究
十
六
号
を
お
届
け
す
る
。

マ
今
回
の
成
果
報
告
は
開
教
班
の

『沖
縄
本
島
都

市
部
に
お
け
る
浄
土
宗
寺
院
の
現
状
と
展
望
②
』

で
あ
る
。
通
常
で
は
研
究
年
度
終
了
時
に
成
果
報

告
が
提
出
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
今
回
は
研
究

テ
ー

マ
は
継
続
し
つ
つ
そ
の
時
点
ま
で
の
研
究
成

果
が
発
表
さ
れ
た
。
今
後
こ
の
よ
う
な
形
で
研
究

の
成
果
が
随
時
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

マ
研
究
ノ
!
ト
は
葬
祭
仏
教
班
の

『
静
岡
教
区

調
査
結
果
』
、
浄
土
三
部
経
班
の

『仏
説
無
量
寿

経

巻

下

』
、
現
代
布
教
資
料
研
究
班
の
『
現
代

布
教
班
資
料
』
、
国
際
対
応
班
の

Z
Z
〉

E
E曲

目
己
可
白
』
を
掲
載
し
た
。

マ
そ
の
他
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
研
究
継
続
中
の

も
の
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要

・
研
究
経
過
等

を
「
研
究
活
動
報
告
」
に
記
載
し
た
。

マ
な
お
今
回
よ
り
研
究
員
名
簿
の
住
所
電
話
番
号

等
の
個
人
情
報
は
記
載
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

ご
質
問
等
は
研
究
所
及
、
び
分
室
ま
で
ご
連
絡
頂
き

た
い
。
(
大
)

石上善臆

浄土宗総合研究所
〒 105-0011 東京都港区芝公園 4-7-4 明照会館内
電話 (03)5472-6571(代表 )FAX(03)3438-4033 
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