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公
開
研
究
会
①

「
現
代
仏
教
社
会
福
祉
の
実
践
課
題
」龍

谷
大
学
教
授

司
会

長曲
目

上根

深
~ 

E主

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日

東
京
宗
務
庁

第
一
会
議
室 一雪雄



司
会
(
以
下
曽
根
)

そ
れ
で
は
こ
れ
よ
り
、
浄
土
宗
総
合
研
究

所
、
仏
教
福
祉
研
究
会
主
催
、
平
成
二
十
二
年
度
第
一
回
公
開
研

究
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
初
め
に
、
石
川
到
覚
先
生

よ
り
、
ご
挨
拶
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

石
JlI 

長
上
先
生
、
本
日
は
冷
た
い
雨
の
中
、
京
都
か
ら
お
越
し

い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
開
催
致
し
ま

す
公
開
研
究
会
と
い
い
ま
す
の
は
、
年
二
回
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、

ぜ
ひ
長
上
先
生
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

お
願
い

を
し
た
次
第
で
す
。
そ
の
折
に
も
お
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

昨
年
で
し
た
か
、
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
の
学
会
奨
励
賞
を
、

先
生
が
受
賞
さ
れ
ま
し
て
、

こ
う
し
た
こ
と
も
、

メ
ン
バ
ー
の
何

人
か
が
聞
い
て
お
り
ま
し
て
、

ぜ
ひ
お
話
を
お
聞
き
し
た
い
と
い

う
こ
と
で
、
先
生
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い

ま
す
。
本
日
は
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

曽
槙

そ
れ
で
は
、
長
上
先
生
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

長
上

こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

皆
さ
ん
、

し
ま
す
。
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
聞
に
月
日
が
流
れ
て
き
ま
し
て
、

今
日
に
至
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
変
わ
り
映
え
の
な
い
お
話
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
現
代
仏
教
社
会
福
祉
に
つ
い
て
日
頃
考
え
て
お
り
ま

す
こ
と
を
お
話
し
し
て
、
皆
さ
ん
と
議
論
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

仏
教
社
会
福
祉
を
学
ん
だ
き
っ
か
け

私
が
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
申
し
ま
し
ょ
う
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か
、
分
野
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
初
め
て
意
識
し
ま
し
た

の
は
、
大
学
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
大
学
の
一
年
生
の

と
き
に
仏
教
福
祉
論
と
い
う
講
義
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
後
の
学
長

先
生
に
な
ら
れ
ま
し
た
上
山
先
生
、
仏
教
学
の
先
生
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
が
、
上
山
先
生
が
仏
教
福
祉
論
と
い
う
講
義
を
持
た
れ

た
ん
で
す
ね
。

そ
の
中
身
は
仏
教
学
が
中
心
的
な
講
義
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
私
、
社
会
福
祉
科
に
お
り
ま
し
た
が
、
社
会
福
祉
の
中

で
も
仏
教
と
い
う
も
の
を
学
ん
で
い
く
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
初

め
て
思
い
ま
し
て
、

い
さ
さ
か
び
っ
く
り
し
た
よ
う
な
次
第
で
す
。



考
え
て
み
ま
し
た
ら
、
記
憶
は
お
ぼ
ろ
げ
で
す
け
ど
も
、
私
は

西
本
願
寺
の
末
寺
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
生
家
で
あ
る
そ
の
お
寺
の

本
堂
で
保
育
園
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年
代
、
三
十
年

代
で
す
の
で
、
季
節
保
育
所
と
い
う
も
の
を
、
農
村
部
の
寺
院
が

し
て
い
た
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
後
、
法
制
度
が
整
い
ま
し

て
、
寺
院
で
し
て
い
た
季
節
保
育
所
、
あ
る
い
は
保
育
所
と
い
う

の
は
ど
ん
ど
ん
、
町
営
や
市
営
の
保
育
所
に
変
わ
っ
て
い
く
わ
け

で
す
ね
。
私
の
お
寺
で
や
っ
て
い
た
保
育
所
も
同
じ
運
命
に
あ
り

ま
し
て
、
季
節
保
育
所
は
間
も
な
く
町
営
の
保
育
所
へ
と
変
わ
っ

て
い
き
、
私
は
自
分
の
本
堂
に
は
通
わ
ず
、
町
営
の
保
育
所
に
通

う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

お
寺
で
営

ん
で
い
る
と
き
に
は
、
本
堂
で
お
参
り
を
し
た
り
、
境
内
の
お
庭

で
遊
ん
だ
り
、

い
つ
も
仏
様

が
身
近
に
あ
る
よ
う
な
保
育

所
で
し
た
け
ど
も
、
町
営
に

な
り
ま
す
と
、

そ
ん
な
こ
と

は
一
切
な
く
、
普
通
の
一
般

的
な
保
育
所
に
変
わ
り
ま
し

た
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
、

意
外
と
身
近
に
あ
っ
た
も
の
だ
な
と
思
い
至
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
大
学
時
代
は
、
隣
に
西
本
願
寺
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の

で
、
色
々
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

ち
ょ
う
ど
西
本
願
寺

で
も
、
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
と
い
う
、
社
会
福
祉
を
本
山
と
し

て
も
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
会
議
が
立
ち
上
が
っ
た
頃
で
し
て
、

そ
の
頃
、
西
本
願
寺
が
社
会
福
祉
を
ど
う
や
っ
て
進
め
る
か
と
い

う
こ
と
で
、
基
本
要
項
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

「浄
土
真

宗
福
祉
白
書
」
と
い
う
白
書
を
出
し
て
い
く
の
で
す
が
、
こ
の
白
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書
を
出
し
て
、
末
寺
、
あ
る
い
は
寺
院
関
係
者
が
ど
の
よ
う
な
社

会
福
祉
活
動
に
携
わ

っ
て
い
る
か
、

そ
う
い
う
実
態
調
査
を
致
し

ま
し
た
。

そ
こ
に
私
も
関
わ
り
、
調
査
を
し
た
の
で
す
が
、
当
時
、
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
の
住
職
の
方
が
一
定
数
、
民
生
委
員
を
さ

れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
多
分
、
浄
土

宗
の
お
方
で
も
一
緒
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
地
域
で
皆
さ
ん
の

相
談
に
な
る
よ
う
な
民
生
委
員
に
、
実
は
宗
教
家
が
一
定
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
知
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、



私
、
う
か
つ
に
も
、
私
の
祖
父
が
民
生
委
員
を
し
て
お
っ
た
こ
と

を
ま
た
そ
こ
で
気
づ
き
ま
し
て
、
私
は
や
は
り
仏
教
社
会
福
祉
を
、

自
分
と
し
て
も
し
っ
か
り
勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
な
と
い
う
こ

と
を
、
生
ま
れ
か
ら
も
必
然
的
に
そ
う
な
っ
た
の
か
な
と
思
い
至

っ
た
の
が
、
実
は
や
っ
と
大
学
院
の
頃
で
ご
ざ
い
ま
す
。

現
在
の
研
究
テ
l
マ

そ
れ
か
ら
月
日
は
三
十
年
た
ち
ま
し
て
、
な
か
な
か
研
究
も
進

み
ま
せ
ん
が
、
改
め
て
今
思
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
仏
教
社
会

福
祉
は
考
え
て
み
ま
す
と
非
常
に
歴
史
が
長
い
ん
で
す
ね
。
聖
徳

太
子
に
遡
る
ま
で
も
な
く
、
今
、
社
会
福
祉
は
法
制
度
が
整
い
ま

し
て
、

い
ろ
い
ろ
と
し
っ
か
り
と
し
た
組
織
体
制
の
中
で
や
っ
て

お
り
ま
す
け
ど
も
、

そ
れ
よ
り
以
前
、
今
回
は
江
戸
以
前
に
遡
る

の
は
や
め
ま
す
が
、
近
代
社
会
の
芽
生
え
、
明
治
以
降
を
考
え
て

も
、
宗
教
、

な
か
ん
ず
く
仏
教
が
社
会
福
祉
に
果
た
し
て
き
た
役

割
は
、
非
常
に
大
き
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
大
き
い
割
に
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
で
す
ね
。

身
近
に
い
る
者
で
さ
え
も
、

そ
の
大
き
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
、
ま

だ
ま
だ
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は

大
学
で
社
会
福
祉
原
論
と
い
う
講
義
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
が
、

短
い
時
間
で
す
が
、

一
コ
マ
か
二
コ
マ
、
歴
史
の
中
で
、
宗
教
と

社
会
福
祉
の
関
わ
り
を
お
話
し
し
た
り
、
外
部
か
ら
講
師
を
お
招

き
し
て
、
仏
教
社
会
福
祉
の
講
義
を
し
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、

ほ
と
ん
ど
の
学
生
が

「
知
ら
な
い
」
、
「
知
ら
な
か
っ
た
」

と
さョ-
Eコ
し、

ま
す
。

つ
ま
り
、
宗
教
と
社
会
福
祉
が
そ
ん
な
に
密
接
な
関
わ
り

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
。

で
も
、

改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
「
ぁ
、
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そ
う
だ
な
」

と
い
う
よ
う
に
思

い
当
た
る
、

と
い
う
よ
う
な
感
想
文
も
寄
せ
て
き
ま
す
。
社
会
福

祉
を
主
体
的
に
勉
強
し
て
い
る
学
生
で
さ
え
そ
う
で
す
か
ら
、

般
の
学
生
は
も
っ
と
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
し
、

も
し
か
し
た
ら
、

地
域
の
方
々
も
、
ご
縁
の
あ
る
方
々
は
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
ど
も
、
多
く
の
方
は
、
仏
教
が
社
会
福
祉
に
大
き
な
関
わ
り
を

持
っ
て
い
る
、
主
体
的
に
も
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ご

存
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
結
論
的
な
こ

と
を
言
え
ば
、
仏
教
社
会
福
祉
は
、
も
っ
と
も
っ
と
存
在
感
を
ア

ピ
l
ル
す
る
時
代
と
い
い
ま
す
か
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代



に
来
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
本
日
の
結
論
で
ご
ざ

い
ま
す
。

そ
れ
を
考
え
ま
す
に
は
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
、
色
々

な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
が
ご
ざ
い
ま
す
。
大
き
く
分
け
る
と
、
こ

こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仏
教
学
。

こ
れ
は
、
私
ど
も
の
い
る
大
学
で
言
い
ま
す
と
浄
土
真
宗
、
真
宗

学
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
社
会
福
祉
か
ら
の
ア

ブ
ロ
ー
チ
、
大
き
く
分
け
る
と
、
こ
の
こ
つ
で
し
ょ
う
か
。

社
会
福
祉
の
中
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
実
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
石
川
先
生
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

精
神
保
健
福
祉
だ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
、
人
と
人
と
が
直
接
的
に

援
助
を
す
る
う
え
で
の
仏
教
社
会
福
祉
の
役
割
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
、
恐
ら
く
焦
点
化
な
さ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
、
思

っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
同
じ
社
会
福
祉
で
あ
り
ま
す
が
、

ど
ち

ら
か
と
い
う
と
政
策
分
野
に
片
足
を
突
っ
込
ん
で
い
る
も
の
で
す

か
ら
、
社
会
福
祉
政
策
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
仏
教
社
会
福
祉

が
ど
う
あ
る
の
か
、
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
の
か
、

政
策
と
の
関
係
で
の
捉
え
方
が
強
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
石
川

先
生
の
捉
え
方
、
私
の
よ
う
な
捉
え
方
、
双
方
が
相
ま
っ
て
仏
教

社
会
福
祉
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

の
で
、

そ
の
あ
た
り
も
ご
理
解
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

二
O
O
O年
を
契
機
と
す
る
様
々
な
変
化

現
代
に
お
け
る
仏
教
社
会
福
祉
を
捉
え
よ
う
と
思
う
と
、

や
は

り
、
社
会
福
祉
が
ど
ん
な
状
況
な
の
か
、
社
会
福
祉
の
大
き
な
政

策
の
流
れ
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
捉
え
る

こ
と
が
、
仏
教
社
会
福
祉
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
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が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
社
会
福
祉
の
歴
史
を

つ
ら
つ
ら
述
べ
ま
す
と
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
今
起
こ
っ
て
い
る

変
化
の
、
直
近
の
大
き
な
政
策
の
変
化
と
い
う
こ
と
で
、
二

O
O

O
年
以
前
と
以
降
を
ま
ず
捉
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

二
O
O
O年
以
降
、

ち
ょ
う
ど
十
年
が
た
ち
ま
し
た
。
社
会
福

祉
は
ほ
ん
と
に
大
き
く
変
わ
っ
て
、
講
義
を
し
て
い
て
も
、
非
常

に
難
し
い
時
代
に
な
っ
た
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
が
変
わ
っ

た
か
と
い
い
ま
す
と
、

一
言
で
言
う
と
、
二

O
O
O年
以
前
の
社

会
福
祉
、
例
え
ば
原
論
な
ど
で
講
義
を
す
る
際
に
、

ス
パ
ッ
と
講



義
で
口
に
す
る
言
葉
と
い
う
の
は
、
憲
法
二
十
五
条
の
生
存
権
保

障
、
そ
れ
に
基
づ
く
公
的
責
任
が
社
会
福
祉
だ
と
い
う
一
つ
の
フ

レ
l
ズ
な
の
で
す
が
、

そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
述
べ
る
こ
と
が

で
き
た
ん
で
す
ね
。
公
的
責
任
に
よ
る
社
会
保
障
の
一
環
が
社
会

福
祉
な
ん
で
す
と
。
国
や
自
治
体
は
、
国
民
の
生
活
に
保
障
す
る

責
任
を
負
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
行
政
責
任
が
大
事
な
ん
で
す
。

保
障
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
。
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
て
い
た
ん
で
す
が
、

二

O
O
O年
以
降
は
、

そ
こ
が

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
基
本
的
な
考
え
方
は
、
憲
法
二
十
五
条

も
座
っ
て
い
ま
す
し
、
あ
な
が
ち
今
言
っ
た
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
も

間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
、
社
会
福
祉
の
業
界
で
は
、

「
公
的
責
任
」
と
い
う
言
葉
、

「生
活
保
障
」

の
「
保
障
」
と
い
う

言
葉
な
ど
は
す
で
に
消
え
去
っ
た
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
大
事
な
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
政
策
的

に
は
意
識
的
に
、

「
公
的
責
任
」
と
か

「
保
障
」
と
い
う
言
葉
を

使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

ち
な
み
に
、
学
生
た
ち
に
、

一
年
生
は
別
で
す
け
ど
、

四
年
生

ぐ
ら
い
に
な
っ
て
、

「
社
会
福
祉
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
、
あ
る
い
は
、

社
会
福
祉
っ
て
何
す
る
も
の
で
す
か
?
」
と
聞
く
と
、
必
ず
出
て

く
る
の
が
、
「
支
援
」

と
い
う
言
葉
で
す
。
私
が
大
学
時
代
習
っ

た
の
は
、

一
九
七

0
年
代
で
す
が
、
社
会
福
祉
と
い
う
と
、

セ
キ

ユ
リ
テ
ィ

l
、
「
保
障
」

「
保
障
」

な
ん
で
す
ね
。
今
は

で
は
な

く
て
、

「
支
援
」
な
ん
で
す
。
「
支
援
」
と
い
う
言
葉
が
、
本
当
に

こ
の
十
年
で
社
会
福
祉
を
覆
い
尽
く
し
た
と
言
っ
て
も
、

い
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
と
し
て
も
、
「
生
活
支
援
員
」

と

い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
し
、

そ
れ
か
ら
、
後
に
述
べ
ま
す
が
、
社

会
福
祉
の
中
で
も
「
自
立
支
援
」
「
生
活
支
援
」
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と
い
う
言
葉
が
、

「
生
活
保
障
」
に
替
わ
っ
て
、
登
場
を
し
て
き
で
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
二
つ
め
の
大
き
な
変
化
は
、

「
社
会
保
障
」

と
か

「
生
活
保
障
」
と
い
う
、
「
保
障
」
が
つ
く
と
、

や
は
り
公
的
責
任

の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
行
政
は
ど
う
す
る
の
か
、
行

政
責
任
は
ど
う
か
:
・
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
「
生
活
保

障
」
か
ら
「
生
活
支
援
」

へ
と
、
大
き
く
か
じ
を
変
え
て
い

っ
た

わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
、
行
政
は
で
き
る
だ
け
社
会
福
祉
と
い
う

立
場
か
ら
、
言
葉
は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
ん
だ
ん
と
直

接
的
な
援
助
を
す
る
こ
と
を
や
め
、

ど
ん
ど
ん
民
間
へ
、
地
域
へ
、



あ
る
い
は

N
P
O
へ
と
、
事
業
の
主
体
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
こ
の
十
年
間
で
、
社
会
福
祉
の
事
業
体
と
し
て
手
を
挙
げ
た

た
く
さ
ん
の

N
P
O
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
指
定
管
理
者
制
度
と
い

う
制
度
も
入
っ
て
き
ま
し
た
。
社
会
福
祉
と
は
、
以
前
は
行
政
責

任
に
よ
っ
て
、
直
接
自
治
体
が
、
あ
る
い
は
国
が
運
営
を
す
る
社

会
福
祉
と
い
う
形
、
も
し
く
は
、
直
接
は
運
営
し
な
い
け
ど
も
、

行
政
か
ら
社
会
福
祉
法
人
へ
委
託
を
し
て
、
社
会
福
祉
を
行
う
と

ぃ、っ、

」の

二
つ
ぐ
ら
い
の
説
明
で
済
ん
で
い
た
ん
で
す
ね
。

「
行
政
が
肩
代
わ
り
を
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
が
、

き
ち
ん
と
貴

任
持
っ
て
や
り
ま
す
よ
。

い
ず
れ
も
公
的
責
任
で
や
り
ま
す
よ
」

と
説
明
を
し
て
、

そ
れ
で
済
ん
で
い
ま
し
た
。

し
か
し
今
は
、

れ
だ
け
じ
ゃ
済
ま
な
い
ん
で
す
ね
。
「
行
政
も
や
っ
て
い
ま
す
が
、

少
な
い
で
す
。
社
会
福
祉
法
人
も
や
っ
て
い
ま
す
が
、
社
会
福
祉

法
人
と
同
じ
よ
う
に
、

N
P
O
法
人
も
や

っ
て
い
ま
す
よ
。

N 
P 

O
法
人
も
、
今
ま
で
と
違
い
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
活
動
も
し

て
い
ま
す
よ
。
そ
れ
か
ら
、

一
部
で
あ
り
ま
す
が
、
企
業
も
や
っ

て
い
ま
す
よ
」

と
、
社
会
福
祉
の
事
業
体
と
い
う
の
が
、
多
種
多

様
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
、

こ
の
十
年
の
大
き
な
変
化
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
三
点
目
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
こ
と
で
す
が
、

二
O
O
O年
と
い
い
ま
す
と
、
介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
を
し

た
、
そ
う
い
う
年
で
す
。
介
護
保
険
制
度
は
、

四
月
に
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
て
、
六
月
に
、
社
会
福
祉
法
と
い
う
、
大
き
な
法
律
の
大

改
正
が
あ
り
ま
し
た
。
社
会
福
祉
事
業
法
と
い
う
の
が
、
戦
後

十
年
た
っ
て
、
社
会
福
祉
法
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

そ
れ
が

二
O
O
O年
で
す
。
こ
の
社
会
福
祉
法
と
い
う
の
が
大
変
重
要
な

法
律
で
す
。
今
の
社
会
福
祉
を
色
々
な
と
こ
ろ
で
規
定
を
し
て
い

る
の
で
す
が
、
と
り
わ
け
大
事
な
こ
と
は
二

O
O
O年
の
社
会
福
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祉
法
で
は
、
福
祉
を
「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」

と
し
て
規
定
を
し
て
い

そ

る
こ
と
で
す
。
「
サ
ー
ビ
ス
」
だ
と
。

一
方
、
介
護
保
険
制
度
と
い
う
の
は
、
細
か
な
こ
と
は
省
略
し

ま
す
が
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
色
々
な
審
査
を
経
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
と
い
う
も
の
で
、
保
険
給
付
の
対

象
と
し
て
認
定
さ
れ
れ
ば
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
る
わ
け

で
す
。
介
護
保
険
制
度
は
、
色
々
な
こ
と
を
社
会
福
祉
に
持
ち
込

ん
だ
制
度
で
す
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
様
々
な
事
業

体
が
出
て
く
る
の
も
、
実
は
介
護
保
険
制
度
に
よ
る
風
穴
の
一
つ



だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
今
ま
で
は
、
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
が
っ
ち

り
守
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
自
治
体
、
社
会
福
祉
法
人
と
い
う

も
の
が
そ
れ
で
す
。
企
業
が
入
り
込
む
余
地
は
な
か
っ
た
ん
で
す

ね
。
規
制
緩
和
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
社
会
福
祉
と
い

う
の
は
や
は
り
生
命
に
関
わ
り
ま
す
の
で
、
企
業
に
門
戸
を
開
く

と
い
う
こ
と
は
、

と
て
も
慎
重
な
分
野
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
門

戸
を
開
い
た
の
が
、
実
は
介
護
保
険
制
度
な
ん
で
す
。

企
業
に
門
戸
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
と
い
い
ま
す
と
、

サ
ー
ビ
ス
を
商
品
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
す
る
だ
け
で
は
、
企
業
は
入
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
企
業
が
入
っ
た
か
と
い
う
と
、

一
つ
一
つ
の
サ
ー
ビ
ス
に
値

段
を
つ
け
た
ん
で
す
。
介
護
保
険
制
度
が
制
定
さ
れ
る
以
前
、
社

会
福
祉
の
分
野
で
は
、

た
と
え
ば
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
へ

の
ホ

l
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
は
無
料
で
し
た
。
そ
れ
以
外
の
人
は

若
干
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
施
設
に
入
っ
て
い
る
人

で
、
食
費
に
若
干
費
用
が
か
か
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

す
が
、
大
方
、
無
料
が
原
則
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
収
入
に
応
じ
て
、

利
用
料
負
担
と
い
う
の
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、

サ
ー
ビ
ス
そ
の
も

の
に
値
段
を
つ
け
て
、
商
品
と
し
て
購
入
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
、
介
護
保
険
制
度
が
入
っ
て
き
た

二

O
O
O年
以
降
は
、

サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
一
つ
に
値
段
を
つ
け
て

し
ま
う
と
い
う
現
象
が
起
こ
り
始
め
ま
し
た
。
例
え
ば
、
介
護
保

険
制
度
が
始
ま
っ
た
当
初
は
、
「
入
浴
サ
ー
ビ
ス
一
回
一
万
五
千

円
で
す
。
訪
問
で
、

ヘ
ル
パ
ー
が
来
ま
す
。
三
十
分
、
二
千
幾
ら

で
す
。
身
体
介
護
が
要
る
場
合
は
、

四
千
幾
ら
で
す
。
」

と
か
、

一
つ
一
つ
に
値
段
を
つ
け
た
ん
で
す
ね
。
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
売
り
場
と
い
う
ス
ー
パ
ー
が
あ
り
ま
し
て
、
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そ
の
ス

ー
パ

l
に
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
と
か
、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
と

い
う
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
提
供
す
る
事
業

所
と
い
う
も
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
も

い
ま
す
が
、
利
用
し
た
い
人
は
一
つ
一
つ
買
っ
て
、

か
ご
の
中
に

入
れ
て
い
き
ま
す
。

一
割
負
担
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
が
払
え

る
サ
ー
ビ
ス
の
限
度
額
ま
で
買
っ
て
利
用
す
る
と
い
う
、

そ
弓
ノい

う
仕
組
み
を
、
介
護
保
険
制
度
は
社
会
福
祉
の
中
に
持
ち
込
ん
だ

わ
け
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
、
社
会
福
祉
が
変
わ
り
ま
し

7こ



法
の
整
備
に
と
も
な
う
新
た
な
課
題

一
九
四
五
年
に
敗
戦
を
迎
え
、
五

O
年
前
後
か
ら
福
祉
六
法
体

制
が
整
い
、
日
本
は
福
祉
国
家
を
目
指
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
三

十
年
か
か
っ
て
色
々
な
こ
と
を
整
備
し
て
き
た
の
で
す
が
、

そ
の

整
備
し
て
き
た
も
の
が
、
こ
の
十
年
で
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
現
場
も
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
社
会
福
祉
を
専
門
に

勉
強
し
た
人
た
ち
が
頑
張
っ
て
い
る
現
場
も
も
ち
ろ
ん
多
数
あ
る

の
で
す
が
、

そ
の
反
面
、
介
護
事
業
所
で
利
益
を
第
一
に
す
る
と

」
ろ
で
は
職
員
の
入
れ
替
わ
り
が
激
し
く
、

サ
ー
ビ
ス
の
質
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
人
的
労
働
が
主
で
す
か

ら
、
人
件
費
を
ど
う
す
る
か
に
よ
る
ん
で
す
ね
。
利
益
を
上
げ
よ

う
と
思
う
と
、

サ
ー
ビ
ス
を
多
く
売
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
多
く

古
河
っ
て
、

さ
ら
に
多
く
の
利
益
を
得
ょ
う
と
思
う
と
、
人
件
費
を

下
げ
る
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
こ
十
年
間
で
社
会
福
祉
に
携
わ

る
人
は
百
五
十
万
人
を
下
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本

で
は
は
っ
き
り
と
し
た
数
字
が
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
福
祉
関
係
で

働
い
て
お
ら
れ
る
人
が
何
人
で
す
か
と
い
う
統
計
は
、
政
府
も
持

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
寄
せ
集
め
て
、
寄
せ
集
め
て
、
考
え
る
と
、

ど
う
や
ら
百
五
十
万
人
は
い
る
ら
し
い
と
い
う
大
き
な
産
業
分
野

で
す
け
ど
も
、

そ
れ
で
も
そ
の
大
半
は
低
賃
金
で
す
。

一
番
多
い

の
は
多
分
ホ

l
ム
ヘ
ル
パ

l
の
皆
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、

ほ
と

ん
ど
が
登
録
型
の
ホ

1
ム
ヘ
ル
パ

l
で
す
。
登
録
型
の
多
く
の
お

給
料
は
時
給
制
で
す
。
そ
う
い
う
条
件
を
ど
ん
ど
ん
雇
っ
て
、
入

れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
、
賃
金
を
抑
え
な
が
ら
雇
っ
て
利
益
を
生

み
出
す
事
業
所
も
一
定
数
い
る
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
サ

l
ピ

ス
は
粗
悪
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
ね
。

一
方
で
、
頑
張
っ
て
お
ら
つ
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し
ゃ
る
方
も
も
ち
ろ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

い
い
実
践
を
し
て

ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
全
体
と
し
て
は
、
社

会
福
祉
政
策
の
流
れ
に
、
現
場
は
あ
た
ふ
た
し
て
い
る
と
い
う
の

が
現
状
で
す
。

し
か
し
、

一
番
大
事
な
の
は
、
制
度
が
変
わ
っ
て
、
例
え
ば
、

介
護
を
し
て
い
る
人
、
あ
る
い
は
、
障
害
の
あ
る
人
を
一
生
懸
命

お
世
話
さ
れ
て
い
る
家
族
、

そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
「
制
度
が
変

わ
っ
て
、

よ
か
っ
た
な
」
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

働
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
も
「
制
度
が
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
た
け
れ



ど
も
、
頑
張
っ
て
、
生
き
が
い
を
持
っ
て
働
け
る
」

と
い
う
よ
う

に
な
れ
ば
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
サ
ー
ビ
ス
の
商
品
化
に
は

反
対
で
す
が
、

そ
う
と
は
言
え
、
商
品
化
に
な
っ
て
、
色
々
な
人

カ宝

「
い
ろ
い
ろ
商
品
を
選
べ
て
よ
か
っ
た
な
」
と
思
え
る
よ
う
な

世
の
中
で
あ
れ
ば
ま
だ
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
現
実
に
は
そ
こ

が
そ
う
な
っ
て
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
非
常
に
問
題
だ
と
思
つ

て
い
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
が
入
っ
て
介
護
で
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
人
が
、
「
よ
か
っ
た
」

と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ど
う

か
。
中
間
層
は
、
確
か
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん

で
す
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
、

な
か
な

か
対
象
が
広
が
ら
な
い
時
代
が
長
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
選
別
主
義

か
ら
普
遍
主
義
へ
と
、
誰
も
が
利
用
で
き
る
社
会
福
祉
へ
と
目
指

し
た
も
の
の
、
実
際
に
は
財
源
に
規
定
さ
れ
た
り
し
ま
し
て
、
社

会
福
祉
の
対
象
を
広
げ
れ
ば
広
げ
る
ほ
ど
財
源
が
要
る
わ
け
で
す

か
ら
、

そ
う
そ
う
、
国
や
自
治
体
は
お
金
を
出
せ
な
い
わ
け
で
す

ね
。
そ
う
す
る
と
、
対
象
を
限
定
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
普
遍
化
と
言
い
な
が
ら
、

な
か
な
か
普
遍
的
に
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
介
護
保
険
制
度
も
、
介
護
保
険
制
度

を
早
く
作
っ
て
ほ
し
い
と
勧
め
た
の
は
、

や
は
り
中
間
層
な
の
で

す
。
中
間
層
は
、
介
護
に
つ
ら
い
思
い
を
し
な
が
ら
も
、

な
か
な

か
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
な
い
。
私
た
ち
が
利
用
で
き

る
社
会
福
祉
、
介
護
保
険
制
度
を
早
く
作
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
が
あ
り
ま
し
て
、
介
護
保
険
制
度
が
で
き
た
ん
で
す
ね
。

で
す

か
ら
、
あ
る
程
度
生
活
の
ゆ
と
り
が
あ
る
層
は
、
介
護
保
険
制
度

が
で
き
て
、

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
こ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
で
す
。

n
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そ
の
反
面
、
介
護
保
険
制
度
に
は
、
幾
つ
か
ま
だ
、
問

題
点
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
基
本
的
に
介
護
保
険
制
度
と
は
、

家
族
が
あ
っ
て
こ
そ
利
用
で
き
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
人
暮
ら
し
で
、
施
設
に
も
入
れ
ず
、
在
宅
で
暮
ら
さ
ざ
る
を
え

な
い
、
半
分
ぐ
ら
い
寝
た
き
り
の
人
:
・
こ
の
よ
う
な
方
を
介
護
保

険
制
度
で
面
倒
を
見
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
ら
、
見
ら
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
人
は
、
家
族
が
い
る
と
い
う
の
が
モ

デ
ル
で
し
た
か
ら
、
介
護
保
険
制
度
で
は
十
分
利
用
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。



そ
れ
か
ら
、
介
護
保
険
制
度
は
、
基
本
的
に
は
家
族
が
介
護
し

な
が
ら
の
利
用
に
な
り
ま
す
。
介
護
保
険
制
度
は
、
使
え
ば
使
う

ほ
ど
、

お
金
が
か
か
る
仕
組
み
な
ん
で
す
。
介
護
と
い
う
の
は
、

頑
張
れ
ば
、
家
族
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
家

族
に
は
愛
情
も
あ
り
ま
す
。
入
浴
で
も
、
排
せ
つ
の
お
世
話
で
も
、

頑
張
っ
て
し
ま
う
の
が
、
ま
た
家
族
な
ん
で
す
。
家
族
が
頑
張
つ

て
し
ま
う
こ
と
で
、
介
護
保
険
に
払
う
お
金
は
少
な
く
な
っ
て
い

く
ん
で
す
よ
。

で
す
か
ら
、
高
齢
の
夫
婦
世
帯
で
も
、
介
護
保
険

制
度
を
目
い
っ
ぱ
い
利
用
す
る
か
と
い
っ
た
ら
そ
う
で
も
な
い
よ

う
な
の
で
す
。

今
日
は
統
計
的
な
こ
と
は
お
話
し
を
す
る
予
定
で
は
な
か
っ
た

の
で
、
資
料
を
用
意
し
て
き
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
介
護
保
険
制
度

は
元
来
、
利
用
限
度
額
の
四
割
ぐ
ら
い
を
想
定
し
た
制
度
設
計
な

ん
で
す
ね
。
四
割
ぐ
ら
い
を
利
用
す
る
と
、
現
状
の
サ
ー
ビ
ス
で

賄
え
る
と
い
う
よ
う
な
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

四
割

を
超
え
て
、

ど
ん
ど
ん
み
ん
な
が
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
介

護
保
険
制
度
は
、

サ
ー
ビ
ス
も
間
に
合
い
ま
せ
ん
し
、

そ
の
前
に
、

財
源
が
パ
ン
ク
す
る
ん
で
す
ね
。
パ
ン
ク
し
な
い
た
め
に
は
何
を

す
る
か
と
い
う
と
、
保
険
料
を
上
げ
て
い
く
わ
け
で
す
。
し
か
し

保
険
料
を
上
げ
て
い
く
に
も
、
実
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
高
齢
者

は
皆
様
年
金
暮
ら
し
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
限
度
額
い

っ
ぱ
い
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
パ
ン
ク
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
、
利
用
を
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
い
ん
で
す
。
と
い
う

よ
う
な
仕
組
み
が
あ
る
の
が
家
族
を
介
護
の
担
い
手
と
し
て
想
定

し
て
い
る
今
の
介
護
保
険
制
度
で
す
。

そ
う
な
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
結
局
、
社
会
福
祉
の
サ

ー
ピ
ス
も
う
ま
く
利
用
で
き
な
い
。
介
護
保
険
制
度
も
利
用
で
き

pl
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「
自
分
達
で
な
ん
と
か
で
き
な
か
っ
た
ら
、

政
策
的
に
は
、

最
後
は
公
的
に
保
障
し
ま
す
よ
」

っ
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ

ど
、
そ
こ
が
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
こ
も
利
用
で
き
な
い
と
い
う
新
た
な
中
間
層
、
自
分
た
ち
で
お

金
を
出
し
て
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
も
買
え
な
い
し
、
例
え
ば
社
会

福
祉
の
老
人
ホ

l
ム
も
入
れ
な
い
と
い
う
層
が
で
き
て
し
ま
っ
て

る
ん
で
す
ね
。



仏
教
社
会
福
祉
に
問
わ
れ
る
も
の

そ
の
層
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、

一
番
悲
惨
な
例
は
、
介
護

の
現
場
で
言
う
と
、
介
護
殺
人
で
す
。
子
供
の
現
場
で
言
う
と
、

虐
待
死
っ
て
言
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
後
を
絶
た
な
い
現
状
に
あ
り

ま
す
。
介
護
保
険
が
で
き
た
当
初
は
、
介
護
の
社
会
化
と
い
う
こ

と
で
、
今
ま
で
の
よ
う
な
悲
惨
な
事
件
は
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
と

い
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
息
子
が
、
面
倒
見
て
い
る
親
を
殺
し

て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
年
老
い
た
夫
が
、
妻
を
殺
し
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
痛
ま
し
い
事
件
は
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
現
実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
切

羽
詰
ま
っ
て
、
何
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
で
き
な
い
。
年
金
が

少
な
く
て
、

お
金
が
足
り
な
い
。
福
祉
事
務
所
に
行
っ
て
も
、
生

活
保
護
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
。
あ
げ
く
の
果
て
は
死
ん

で
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
事
件
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
し
、
新
聞
の

報
道
の
あ
り
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
子
供
が
殺
さ
れ
る

事
件
も
、
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
大
阪
で
、

お
母
さ
ん
が
子
供
二
人

マ
ン
シ
ョ
ン
に
置
い
た
ま
ま
仕
事
に
出
て
行
っ
た
。

ほ
っ
た
ら
か

し
に
さ
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
事
件
が
記
憶
に
新
し
い
の
で
す

が
、
そ
れ
も
、
最
近
の
論
調
は
、
母
親
を
一
方
的
に
責
め
る
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
論
調
に
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

介
護
の
面
で
も
、
関
東
の
ほ
う
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
記

憶
に
新
し
い
の
で
す
が
、
京
都
山
科
の
介
護
殺
人
事
件
で
、

ほ
ん

と
に
痛
ま
し
い
事
件
で
あ
り
ま
す
。
京
都
に
は
鴨
川
と
い
う
川
が

ご
ざ
い
ま
す
。
山
科
と
い
う
の
は
、
鴨
川
を
ち
ょ
う
ど
越
え
て
大

津
寄
り
に
な
る
の
で
す
が
、
五
十
代
の
男
性
が
、

お
母
さ
ん
一
人

を
介
護
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
な
か
な
か
男
性
の
仕
事
も
な
く

12 

て
、
収
入
も
少
な
い
と
い
う
状
況
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
生
活
保
護

も
受
け
た
い
と
福
祉
事
務
所
に
も
行
か
れ
ま
し
た
が
、

そ
う
簡
単

に
生
活
保
護
も
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
あ
る
日
、
今
日
を
最
後

に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
鴨
川
に
散
歩
に
出
た
そ
う
で
す
。
散

歩
に
出
て
、
車
い
す
の
お
母
さ
ん
の
首
を
絞
め
た
と
い
う
、

そ
う

い
う
痛
ま
し
い
事
件
な
の
で
す
が
。
忘
れ
も
し
ま
せ
ん
、

『京
都

新
聞
』
の
判
決
文
の
一
面
ト
ッ
プ
は
、
「
地
裁
が
泣
い
た
」

と
し、

ぅ
、
裁
判
官
が
泣
き
な
が
ら
に
判
決
文
を
読
ま
れ
た
と
い
う
記
事

で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
痛
ま
し
い
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。



介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ
て
十
年
た
っ
て
も
、
痛
ま
し
い
事
件
が

起
き
て
い
る
の
が
、
社
会
福
祉
の
現
状
な
の
で
す
。

そ
う
い
う
現
状
の
中
で
、
私
は
、
仏
教
社
会
福
祉
の
あ
り
方
、

私
た
ち
は
一
体
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て

い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
教
義
か
ら
仏
教
社
会

福
祉
を
説
き
起
こ
す
こ
と
も
非
常
に
大
事
で
す
し
、

そ
れ
が
な
い

と
仏
教
社
会
福
祉
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
が
、
同
時
に
、
社
会

福
祉
の
現
場
が
今
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
、

仏
教
社
会
福
祉
の
役
割
は
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
時
間

を
い
た
だ
い
て
、
社
会
福
祉
の
現
状
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

こ
う
い
う
社
会
福
祉
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
仏
教
社
会
福
祉
の

あ
り
方
、
中
身
、

そ
う
い
う
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
の
か
な
と

常
々
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
実
は
今
に
始
ま

っ
た
こ
と
で
は

な
く
て
、
戦
前
も
、
公
的
な
社
会
福
祉
の
在
り
方
に
大
き
く
規
定

さ
れ
、
仏
教
社
会
福
祉
は
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
仏
教
社
会
福
祉
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に

視
点
を
移
し
ま
す
と
、
偶
然
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
ん
で
す

ね
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
。
誰
か
が

「
こ
ん
な
こ
と
や
り

ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
旗
を
振
っ
た
わ
け
で
も
な
く
て
、

や
は

り
世
の
中
の
仕
組
み
か
ら
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
、
必
然

性
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
仏
教
社
会
福
祉
の
一
側
面
と

し
て
、
私
は
現
実
に
は
や
は
り
伝
道
教
化
の
側
面
は
否
定
で
き
な

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
も
の
を
考
え
る

う
え
で
。
そ
れ
を
表
に
色
濃
く
出
す
か
ど
う
か
は
あ
り
ま
す
が
、

伝
道
教
化
の
側
面
と
い
う
の
は
消
せ
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
同
時
に
、
伝
道
教
化
の
側
面
だ
け
で
仏
教
社
会
福
祉
は
成
り

q
d
 

立
つ
か
と
い
っ
た
ら
、
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
伝
道
教
化
の
側
面
と
、

し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
ご
門
徒
、
ご
信
徒
を
目
の
前
に
し
て
、

や
は
り
宗
教
家
と
し
て
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
、

つ
ま

Amnノ、

し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
人
の
困
難
を
、
少
し
で
も

改
善
す
る
と
い
う
積
極
的
に
救
済
を
す
る
側
面
で
す
。
先
ほ
ど
使

っ
た
言
葉
で
言
う
と
、
生
活
保
障
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
生
活
保
障
を
し
た
り
、
生
活
を
安
定
さ

せ
た
り
す
る
側
面
で
す
。
伝
道
教
化
の
側
面
と
生
活
を
安
定
す
る

側
面
の
二
つ
を
兼
ね
合
わ
せ
た
も
の
が
仏
教
社
会
福
祉
で
あ
り
、



そ
の
二
つ
の
側
面
が
、

や
は
り
社
会
的
に
も
、
あ
る
い
は
教
団
と

し
て
も
要
請
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
教
団
側
は
ど
っ

ち
か
い
う
と
教
化
の
面
で
し
ょ
う
か
、

そ
し
て
社
会
の
面
か
ら
は
、

生
活
の
安
定
の
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
教
団

や
宗
教
家
と
し
て
も
、

や
は
り
困
難
に
あ
え
ぐ
人
た
ち
を
放
っ
て

お
け
ま
せ
ん
の
で
、

そ
れ
な
く
し
て
宗
教
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
か

ら
、
そ
こ
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
も
の

を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
浄
土
宗
の
場
合
は
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
浄

土
真
宗
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
、
略
し
て
社
推
協
、

と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
が
、
社
会
福
祉
を
考
え
る
協
議
会
が
ど
の
部
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
伝
道
部
な
ん
で
す
。

一
番
先
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
伝
道
部
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
伝
道
部
の
中

に
、
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
と
い
う
の
を
設
置
し
た
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
私
は
、
伝
道
教
化
の
面
と
い
う
の
は
、

や
は
り
消
せ
な

い
と
思
い
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
は
、
伝
道
部
が
社
会
部
に
変
わ
り
、

組
織
的
に
は
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
が
、

や
は
り
ま

た
伝
道
部
に
落
ち
着
い
た
り
し
て
る
ん
で
す
ね
。
教
化
の
面
は
、

や
は
り
消
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
社
会
福
祉
が
目
指
す
べ
き
も
の
と
は

」
の
問
、
仏
教
社
会
福
祉
を
研
究
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
て
、

あ
ち
こ
ち
を
回
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
調
査
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
の
が
壷
坂
寺
と
い
う
お
寺
で
す
。
査
阪
寺
と
い
う

の
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
眼
病
封
じ
祈
願
と
い
う
、
目
が
よ
く

な
る
よ
う
に
と
い
う
祈
願
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
、

14 -

日
本
で
初
め
て
、
視
覚
に
障
害
を
持
つ
、

い
わ
ゆ
る
盲
老
人
ホ

l
ム
を
造
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
い
う
老
人
ホ
l
ム
を
造
ら
れ
た
の
で
す
か
と
お
伺
い

し
た
時
の
話
で
、
査
阪
寺
と
い
う
の
は
、
本
山
の
末
寺
だ
っ
た
ら

し
い
の
で
す
が
、
査
阪
寺
は
人
々
の
生
活
の
安
定
を
願
う
た
め
に
、

査
阪
寺
と
し
て
社
会
福
祉
事
業
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
方
針
を

持
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
本
山
が
社
会
福
祉
に
は
あ
ま

り
積
極
的
で
な
い
、
社
会
福
祉
に
は
取
り
組
ま
な
く
て
い
い
よ
っ

て
言
っ
た
ら
、
末
寺
に
も
影
響
が
当
然
出
て
き
ま
す
よ
ね
。
本
山

の
意
向
に
よ
っ
て
、
社
会
福
祉
事
業
を
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
、



力
を
入
れ
た
り
、
力
を
弱
め
た
り
す
る
の
は
か
な
わ
ん
と
。
社
会

福
祉
を
や
る
た
め
に
、
査
阪
寺
と
し
て
独
立
し
た
と
い
う
話
を
間

い
た
ん
で
す
ね
。
私
は
、

そ
れ
は
す
ご
い
こ
と
だ
な
と
思
い
ま
し

た
。
実
は
、
老
人
福
祉
法
が
昭
和
三
十
八
年
に
ス
タ
ー
ト
す
る
の

で
す
が
、

そ
の
二
年
前
で
し
た
で
し
ょ
う
か
、
常
盤
勝
憲
さ
ん
と

い
う
、
す
ご
く
社
会
福
祉
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
当
時
の

代
表
の
方
が
、
日
本
で
初
め
て
の
盲
老
人
ホ

l
ム
を
造
っ
て
い
く

わ
け
で
す
。
私
は
、

そ
れ
は
一
つ
の
宗
教
社
会
福
祉
の
あ
り
方
だ

と
思
い
ま
し
た
。
人
々
あ
っ
て
の
査
阪
寺
。
そ
の
人
々
の
た
め
に

何
が
で
き
る
か
と
い
う
と
き
に
、
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
。
壷
阪

寺
が
行
う
老
人
ホ

l
ム
だ
か
ら
こ
そ
、
安
心
し
て
、
人
々
は
利
用

さ
れ
る
。
そ
う
い
う
経
緯
で
境
内
の
中
に
、
老
人
ホ

l
ム
を
建
て

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
の
運
営
が
ま
た
す
ば
ら
し
く
、

こ
の
詩
山

は
ま
た
ぜ
ひ
、
査
阪
寺
の
慈
母
国
と
い
う
の
で
す
が
、
慈
母
圏
の

施
設
長
を
お
呼
び
に
な
っ
て
お
聞
き
い
た
だ
く
と
い
い
か
な
と
思

う
の
で
す
が
、
す
ば
ら
し
い
運
営
を
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

今
の
例
は
、
公
的
な
社
会
福
祉
が
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
を
先

駆
的
に
切
り
開
い
て
き
た
、
仏
教
社
会
福
祉
、
あ
る
い
は
宗
教
福

祉
の
一
つ
の
実
践
例
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
は
戦
後
の
話
で
す
け

ど
も
、

ひ
も
解
け
ば
、
戦
前
、
あ
ち
こ
ち
で
、
信
仰
に
目
覚
め
た

と
い
い
ま
す
か
、
宗
教
心
を
持
つ
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
、
あ
る
い

は
浄
土
真
宗
の
僧
侶
や
、
信
仰
を
持
っ
た
人
た
ち
が
、
非
常
に
大

き
な
活
動
を
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
保
育
所
を
造
っ
て
も

品
C
宇
品
、
し
れ
九
百
し
、

そ
れ
か
ら
高
齢
者
の
施
設
も
造
っ
て
き
ま
し
た
。

施
設
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
自
然
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
に

は
、
す
ぐ
さ
ま
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
は
せ
参
じ
ま
し
た
。
東
京

大
空
襲
の
時
に
は
、
私
は
真
宗
で
す
の
で
、
築
地
本
願
寺
の
活
動

p
h
d
 

な
ど
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、
被
災
者
救
護
に
い
ち
早
く
乗
り
出

し
た
宗
教
者
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
や
は
り
、
戦
前
を
ひ
も
解
き

ま
す
と
、
あ
ち
こ
ち
で
、
公
的
社
会
福
祉
が
手
の
届
か
な
い
、

ほ

ん
と
に
未
整
備
な
時
代
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
宗
教
家
た
ち
が
、

例
え
ば
仏
教
連
合
と
か
真
宗
連
合
と
か
い
う
形
で
、
宗
派
を
超
え

て
、
社
会
福
祉
活
動
に
従
事
を
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
、
戦
後
、
社
会
福
祉
の
法
体
制
が
整
備
さ
れ
る
中
で
、
忘
れ

ら
れ
た
り
、
立
ち
消
え
た
り
し
た
例
が
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
を
ひ

も
解
く
と
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
ん
だ
な
と
い
う
こ
と



が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
歴
史
を
顧
み
ま
し
で
も
、
改
め
て
、
今

の
よ
う
な
時
代
に
、
仏
教
社
会
福
祉
が
存
在
感
を
示
す
こ
と
が
大

事
で
す
。
浄
土
宗
と
か
浄
土
真
宗
の
た
め
に
存
在
感
を
示
す
の
で

は
な
く
て
、
困
っ
て
い
る
人
た
ち
の
た
め
に
、
改
め
て
宗
教
者
が

何
を
す
べ
き
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
代
に
来
た

の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
社
会
福

祉
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
、
期
待
を
さ
れ
る
時
代
で
は
な
い
か
な

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

仏
教
社
会
福
祉
の
独
自
性
と
は

な
か
な
か
難
し
い
な
と
思

っ
て
お
り
ま
す
が
、
仏
教
社
会
福
祉

の
独
自
性
と
い
う
の
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
そ
の

も
の
が
、
大
事
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
仏
教
社
会
福

祉
は
、
教
化
の
側
面
と
、
人
々
の
生
活
を
安
定
さ
せ
た
り
、
保
障

し
た
り
す
る
側
面
と
、

二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、

教
化
す
る
側
面
を
強
調
す
れ
ば
独
自
性
が
出
る
か
と
い
う
と
、

う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
社
会
福
祉
で
あ
る
限
り
は
、
教
化
の
側

面
は
極
め
て
禁
欲
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ゼ
ロ
に
は
な
ら
な
い
で
す
が
、
禁
欲
的
に
は
や
は
り
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
ん
で
す
ね
。

じ
ゃ
あ
、
独
自
性
を
何
に
よ
っ
て
表
現
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
社
会
福
祉
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、

一
般
の
社
会
福

祉
、
例
え
ば
、
先
ほ
ど
か
ら
何
回
も
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
保
育
所

と
か
、
高
齢
者
の
社
会
福
祉
施
設
、
最
近
で
す
と
、
寺
院
を
開
放

し
て
、

い
わ
ゆ
る
宅
老
所
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
言
う
ん
で
す
か
ね
、

」
れ
を
さ
れ
て
い
る
寺
院
も
あ
り
ま
す
し
、

そ
れ
か
ら
、
障
害
を

持
つ
人
た
ち
に
関
わ
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
取
り
組
み
を
し
て
ら

っ
し
ゃ
る
寺
院
や
宗
教
家
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
社
会
福
祉
と

し
て
展
開
す
る
限
り
、

一
般
の
社
会
福
祉
と
変
わ
ら
な
い
ん
で
す

ね
。
私
は
、
変
わ
ら
な
く
て
い
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、

変
わ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
富
山
の
寺
院
が

な
さ
っ
て
い
る
高
齢
者
施
設
に
お
伺
い
し
た
時
に
は
、

一
階
の
大

広
場
に
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
阿
弥
陀
像
が
あ
り
ま
し
て
、
入
る

そ

と
す
ぐ
そ
れ
に
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
習
慣
が
根
付
い
て
い
て
、

「
あ
あ
、
見
る
か
ら
に
こ
こ
は
仏
教
系
の
社
会
福
祉
施
設
だ
な
」

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
施
設
も
、
確
か
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

ハ

b



処
遇
面
に
目
を
や
る
と
、
少
な
く
と
も
、
目
に
見
え
る
形
で
違
い

が
分
か
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
そ
う
分
か
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は

保
育
所
で
、
仏
教
系
の
保
育
所
の
場
合
は
、
例
え
ば
、

「
ま
こ
と

の
保
育
」

と
い
う
も
の
を
基
調
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
朝
晩
に
手

を
合
わ
せ
る
と
か
、

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
で
仏
教

系
か
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

保
育
自
体
は
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
紹
介
し
た
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ
た
後
の
大
き
な
変

化
と
し
て
は
取
り
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
実
は
宗
教
色
が
強
く

出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
一
つ
の
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
は
、
例
え
ば
宗
教
系
の
社
会
福
祉
事
業
を
営
ん
で

い
る
こ
と
が
、
定
款
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
あ
そ
こ
に
宗
教
色

を
出
す
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
れ
ば
、
「
こ
れ
は
や
は
り
、

う
か
」

と
い
う
指
導
が
入
っ
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
行
事
を
や
る

と
、
そ
れ
に
対
し
て
監
査
が
入
っ
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
あ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
が
今
は
、
多
分
、

ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
だ
自
治
体
に
よ
っ
て

は
そ
ん
な
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
と
こ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

ほ
ぽ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
介
護
保
険
制
度
以
降

は
、
割
と
む
し
ろ
こ
ち
ら
か
ら
、

ア
ピ
ー
ル
す
る
材
料
と
し
て
宗

教
色
を
出
す
施
設
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。真

宗
の
例
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
花
祭
り
を
や
っ
た
り
、
降

誕
会
を
や
っ
た
り
と
か
、

い
ろ
い
ろ
宗
教
行
事
を
取
り
入
れ
た
り

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
独
自
性
か
と
い

で
も
、

っ
た
ら
、
独
自
性
の
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、
本
質
的
に

は
、
そ
う
い
う
行
事
と
か
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
実
践
の
基
盤
に
、

仏
教
の
教
え
、
仏
教
思
想
が
ド
ン
と
座
っ
て
い
る
こ
と
が
、
仏
教

社
会
福
祉
の
独
自
性
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
思
想
と
い
う

の
は
見
え
に
く
い
で
す
し
、
表
現
し
に
く
い
で
す
。
信
仰
と
い
う

ど

の
は
、
表
現
が
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

に
じ
み
出
る
も
の
で

あ
っ
て
、

な
か
な
か
、
態
度
で
表
す
の
は
難
し
い
面
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
阿
弥
陀
様
に
手
を
合
わ
せ
れ
ば
、

そ
の
人
の

そ
れ
が
信
仰
心
か
と
い
う
と
、

そ
う
い
う
形
に
は
表
せ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、

イ
ク
オ
l
ル
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
非
常

に
主
観
的
な
表
現
に
な
り
ま
す
が
、
仏
教
の
教
え
と
し
て
大
事
な
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も
の
、
例
え
ば
、
人
は
、

ほ
ん
と
に
何
ら
差
別
な
く
、
平
等
だ
と

か
平
和
が
大
事
で
、
社
会
が
安
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
か

い
う
よ
う
な
、

そ
う
い
う
仏
教
の
思
想
に
裏
づ
け
ら
れ
た
考
え
方

と
い
う
の
は
な
か
な
か
表
に
出
し
に
く
い
も
の
な
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
考
え
方
を
根
底
に
も
っ
た
実
践
で
あ
る
こ
と
を
仏
教
社
会

福
祉
の
独
自
性
と
し
て
据
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
な
ぜ
そ
れ
を
独
自
性
に
据
え
る
か
と
い
う
と
、
返
答
に
は

困
り
ま
す
が
、
私
は
、
仏
教
社
会
福
祉
実
践
の
基
盤
に
は
、
仏
教

の
教
え
が
あ
っ
て
こ
そ
、
仏
教
社
会
福
祉
と
し
て
名
乗
り
出
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
も
っ
と
、
宗
教
系
の
社
会
福
祉
事
業
に
携
わ
る
人
た
ち
が
、

社
会
福
祉
の
分
野
で
も
っ
と
も
っ
と
、
仏
教
の
教
え
と
か
、
宗
教

的
な
考
え
方
を
研
鎖
し
合
い
、
高
め
合
う
こ
と
こ
そ
が
、
仏
教
社

会
福
祉
実
践
で
は
最
も
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

こ
と
が
あ
っ
て
こ
そ
、
対
人
援
助
に
も
姿
勢
が
出
る
と
い
い
ま
す

か
、
そ
の
人
を
本
当
に
対
等

・
平
等
な
も
の
と
し
て
敬
っ
て
初
め

て
、
排
せ
つ
の
介
助
が
成
り
立
つ
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
仏
教
社
会

福
祉
の
実
践
的
な
課
題
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

具
体
的
に
言
う
と
、
仏
教
の
教
義
を
学
ぶ
こ
と
を
も
う
少
し
切
瑳

琢
磨
す
る
と
い
い
ま
す
か
、
実
践
家
が
高
め
合
っ
て
、
分
か
り
ゃ

す
く
、

お
互
い
に
理
解
し
合
う
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な

も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
自
立
」
と
い
う
こ
と
の
多
面
性

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
制
度
の
狭
間
で
一
生
懸
命
頑
張

っ
て
、
困
難
を
背
負
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
わ

け
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
自
ら
命
を
絶
っ
た
り
、
相

手
の
命
を
奪
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
な
ん
と
か
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
も
ち
ろ
ん
大
事
な
の
で
す
が
、

そ
れ
と
と
も
に
、
今
の
そ
う
い
う
介
護
殺
人
と
か
虐
待
死
に
至
ら

し
め
る
、
今
の
政
策
に
あ
る

「
自
立
」

の
考
え
方
を
、
宗
教
者
、

仏
教
社
会
福
祉
実
践
者
が
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
、

手
ご
つ
い
・
フ

政
策
の
「
自
立
」

の
考
え
方
は
お
か
し
い
と
言
う
こ
と
が
必
要
な

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
を
考
え
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
今
、
学

。。



生
を
見
て
い
て
非
常
に
強
く
思
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
学
生
達
の

間
で
は

「
強
い
人
間
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
最
近
は
あ

ま
り
言
わ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

一
時
期
、
「
勝
ち
組
」

「
負
け

組
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
り
ま
し
た
。
「
勝
ち
組
」

は
、
成
功
し

た
人
間
で
、
「
負
け
組
」

は
人
間
と
し
て
劣
っ
て
る
よ
う
な
、

う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、

み
ん
な
が
、
「
勝
ち
組
」

守

』

、

ー

「
勝
ち

組
」
に
と
い
う
、

そ
こ
で
競
争
す
る
よ
う
な
、
追
い
立
て
ら
れ
る

よ
う
な
、

そ
う
い
う
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
今
も
、
そ
う
い
う
傾

向
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
強
い
人
問
、
勝
っ
て
い
く
人
聞
を
、
時

代
が
要
求
し
、
社
会
福
祉
ま
で
も
が
そ
れ
を
要
求
し
て
い
る
と
い

う
の
が
、
こ
の
十
年
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

社
会
福
祉
は
、

「
自
立
支
援
」

と
い
う
テ

二

O
O
O年
以
降
、

ー
マ
を
、

一
つ
の
社
会
福
祉
の
理
念
に
置
き
ま
し
た
。
そ
の
言
葉

自
体
は
大
事
で
す
。
基
本
的
に
人
聞
は
自
立
す
る
こ
と
が
大
事
で

す
し
、
自
立
の
難
し
い
人
た
ち
を
支
え
る
と
い
う
こ
と
も
大
事
で

す
。
大
事
な
の
で
す
が
、
社
会
福
祉
政
策
の
中
で
、
政
策
的
に

「
自
立
支
援
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
い

ま
す
と
、

そ
こ
で
競
争
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
誰
に
も

頼
ら
な
い
人
聞
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、

つ
く
っ
て
し
ま

ぅ
。
私
た
ち
は
そ
う
い
う
政
策
に
対
し
て

「ノ
l
」
と
言
え
れ
ば

い
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か

「ノ

l
」
と
言
え
な
い
、

そ
-
つ
い
う

状
況
に
あ
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
皆
さ
ん
が
日
頃
関
わ
っ
て
い
ら

そ

っ
し
ゃ
る
、
二
十
代
で
も
、
三
十
代
で
も
、

四
十
代
、
五
十
代
、

あ
る
い
は
高
齢
者
の
方
で
も
結
構
で
す
が
、
他
人
に
「
助
け
て
」

っ
て
言
え
る
人
た
ち
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。

リ山
H

斗
」
匹
、

1
1
 た
ま
た
ま
、

」
こ
二
年
間
弱
で
す
が
、
学
生
生
活
に
関

わ
る
仕
事
を
学
内
で
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
し
て
、
学
生
相
談
に

Q
d
 

も
よ
く
応
じ
て
お
り
ま
す
。
私
の
目
の
前
に
現
れ
る
学
生
と
い
う

の
は
、

と
ん
で
も
な
い
、

も
う
切
羽
詰
ま
っ
た
学
生
な
ん
で
す
よ
。

「
ょ
う
、
私
の
と
こ
に
来
た
ね
」

っ
て
、
頭
を
な
で
て
や
り
た
い

内、rり
い
、

し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
き
て
る
学
生
な
ん
で
す
ね
。

「
私
の
と
こ
に
来
ん
か
っ
た
ら
、
も
う
死
ん
ど
っ
た
ん
?
」

と
し、

h

フ
ん
¥
ら
い

し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
な
ん
で
そ

こ
ま
で
思
い
詰
め
て
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
る
の
か
と
考
え
ま
し
た

ら
、
思
い
至
る
の
は
、
誰
に
も
相
談
で
き
な
い
と
い
う
現
状
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
「
お
友
達
に
な
ん
で
相
談
し
な
い



の
?
」

と
聞
く
と
、
「
お
友
達
に
相
談
し
た
ら
、

そ
ん
な
人
聞
か

っ
て
思
わ
れ
る
」
と
・
:
。

誰
に
も
相
談
せ
ず
に
こ
こ
ま
で
来
た
け
ど
、

こ
の
ま
ま
だ
っ
た

ら
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
な
ん
と
か
し
た
い
と
い

ぅ
、
本
当
に
難
し
い
ケ

l
ス
で
す
が
、
友
達
で
さ
え
相
談
で
き
な

く
て
、
切
羽
詰
ま
っ
て
や
っ
て
来
る
学
生
が
目
立
ち
ま
す
。

そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
「助
け
て
と
言
え
な
い
|
い
ま
叩

代
に
何
が
」
と
い
う
本
が
出
ま
し
た
よ
ね
。

N
H
K
の
『
無
縁
社

会
』
と
前
後
し
て
出
た
本
で
す
が
、
本
当
に
「
助
け
て
」
と
言
え

な
い
人
が
増
え
て
い
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
特
に
三
十
代
を
集
中
的

に
取
材
さ
れ
て
い
ま
し
て
、

ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
り
か
け
の
三
十
代

で
す
と
か
、
派
遣
切
り
に
遭
っ
て
、

ど
う
し
ょ
う
も
な
く
な
っ
て

き
た
三
十
代
と
い
う
人
た
ち
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
と
、
共
通

項
は
、

ど
こ
に
も
「
助
け
て
」
と
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

と
。
社
会
に
対
し
て
も
も
ち
ろ
ん
言
え
な
い
け
ど
も
、
親
に
も
言

え
な
い
。
普
通
は
ま
ず
親
に
言
い
ま
す
よ
ね
、

「
助
け
て
」

と
し、

ぅ
。
で
も
、
親
に
も
言
え
な
い
と
い
う
。
そ
う
い
う
「
助
け
て
」

と
言
え
な
い
人
が
広
が
る
と
ど
う
な
る
か
。
だ
ん
だ
ん
深
刻
に
な

り
ま
す
よ
ね
。
深
刻
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
救
済
っ
て
難
し
い
ん

で
す
よ
。
制
度
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
。
施
設
も
限
ら
れ
て
い

て
施
設
も
い
っ
ぱ
い
で
す
。
入
れ
な
い
ん
で
す
、
な
か
な
か
。
そ

う
な
る
と
、
も
う
野
た
れ
死
に
し
か
な
い
と
思
い
至
る
ん
で
す
。

行
旅
病
人
死
亡
取
扱
規
則
と
い
う
、
明
治
以
来
の
規
則
が
生
き
永

ら
え
て
お
り
ま
す
が
、

そ
こ
で
の
救
済
し
か
な
い
わ
け
で
す
し

死
に
よ
っ
て
、
改
め
て
社
会
的
に
は
顕
在
化
す
る
よ
う
な
こ
と
で

す
。
そ
う
な
る
と
、
事
は
深
刻
に
な
る
一
方
で
す
ね
。

「
助
け
て
」

20 

と
言
え
な
い
多
く
の
人
は
、
独
身
で
す
。
今
、
皆

さ
ん
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
独
ム
身
の
方
が
増
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

ょ
う
で
す
。
家
族
を
形
成
せ
ず
に
、

」
の
ま
ま
い
く
と
一
人
所
帯

が
た
く
さ
ん
出
る
わ
け
で
す
が
、
家
族
の
あ
り
方
が
ど
ん
ど
ん
変

化
し
て
い
ま
す
。
結
婚
観
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
の
も
も
ち
ろ

ん
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
「
助
け
て
」

と
言
え
な
い
人
が
増
え
て
き

た
背
景
に
、

一
つ
思
い
当
た
る
の
は
、
「
み
ん
な
、
頑
張
れ
」

と

自
助
を
強
制
し
て
い
る
社
会
福
祉
の
あ
り
方
、
社
会
の
あ
り
方
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
社
会
福
祉
が
自
立
支
援
を
言

え
ば
言
う
ほ
ど
、
自
立
を
遠
ざ
け
る
と
い
い
ま
す
か
、

「
頑
張
つ



て
、
頑
張
っ
て
、

で
き
る
だ
け
自
分
で
、
自
分
で
」

と
思
う
の
だ

け
ど
も
、

「
助
け
て
」

と
言
え
な
い
た
め
に
、
自
立
か
ら
遠
ざ
か

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
自
助
が

強
制
さ
れ
て
い
る
世
の
中
で
、

そ
う
い
う
自
助
に
裏
打
ち
さ
れ
た

自
立
観
を
打
ち
破
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
縁
起
」
思
想
の
応
用

こ
れ
に
対
抗
し
て
い
く
実
践
の
一
つ
に
、
私
は
仏
教
社
会
福
祉

実
践
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
実
は
思
っ
て
お
り
ま
し

て
、
今
述
べ
た
よ
う
な
自
立
の
考
え
方
を
覆
す
よ
う
な
、
新
し
い

自
立
観
、
新
し
い
と
い
う
よ
り
も
、
本
当
に
私
た
ち
が
求
め
て
い

る
自
立
観
は
、
人
々
が
競
争
し
て
、
自
分
が
勝
ち
上
が
っ
て
い
く

よ
う
な
自
立
観
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
仏
教
が
教
え
る
縁
起
の

考
え
方
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
事
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
縁
起
観
と
い
う
も
の
も
難
し
く
て
、
私
の
理
解
は
少
し
平

面
的
で
、
も
う
少
し
深
め
た
う
え
で
お
話
し
た
い
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
も
あ
る
の
で
す
が
、

そ
こ
は
お
許
し
い
た
だ
い
て
、
浅
い
と
こ

ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
も
う
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
縁
起
観
と
い
う
の
は
、
世
の
中
の
も
の
は
回
り
回
っ
て
、
全

て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
、

つ
な
が
り
を
非
常
に
重
視
し
た
考

え
方
で
す
。

N
H
K
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
考
え
ら
れ
た
造
語
で
、

「
無
縁
社
会
」

と
い
う
言
葉
が
有
名
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
来
は

目
に
見
え
な
い
つ
な
が
り
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
わ
け
で
、

生
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
の
存
在
は
、
私
だ
け
が
存
在
し

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
な
た
が
あ
っ
て
、
私
が
い
る
と
い
い

ま
す
か
、
他
者
が
つ
な
が
る
中
で
、
私
の
生
命
が
あ
る
と
い
う
こ

フ-

と
を
、
も
っ
と
意
識
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
縁
起
観
と
い
う
の
は
、
私
の
生
命
が
他
の
人
と
つ
な
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
前
提
に
対
等
・
平
等
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
非

常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
対
等

・
平
等
な
生
命
に

優
劣
は
な
く
て
、
あ
な
た
の
生
命
も
、
私
の
生
命
も
大
事
で
、

つ

な
が
り
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
、

そ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
生

命
な
ん
だ
と
。
私
の
生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
は
、
同
時
に
他
者

の
、
第
三
者
の
あ
な
た
の
生
命
も
ま
た
、

か
け
が
え
の
な
い
生
命



な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
を
、
縁
起
観
は
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
し
よ
う
か
。

私
は
、
仏
教
の
教
え
か
ら
即
、
仏
教
社
会
福
祉
実
践
が
出
て
く

る
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
教
義
の
中
に
は
、

ど
こ
に

も
、
困
難
者
を
救
済
せ
よ
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
は
説
か
れ
て
は

い
な
い
は
ず
な
ん
で
す
。
浄
土
宗
の
皆
さ
ん
は
、

そ
こ
は
ま
た
違

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、

そ
う
い
う
教
え
か
ら
、
即
、
困
難

を
救
済
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
く
て
、

ひ
し
ろ
、
救
済

を
す
る
上
で
の
基
本
的
な
考
え
方
、

そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
縁
起
観
で
あ

っ
た
り
、

よ
く
い
わ
れ
る
慈
悲
だ
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し

よ
-
っ
か
。

人
々
は
必
ず
死
ぬ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
平
等
で
あ
り
ま
す

し
、
時
間
と
い
う
の
は
人
に
と
っ
て
も
平
等
に
あ
る
も
の
で
、
私

た
ち
は
、
生
か
ら
死
へ
、

ま
た
死
か
ら
生
へ
と
、
ず
っ
と
生
命
が

ぐ
る
ぐ
る
回
る
中
に
、
私
た
ち
の
生
命
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
う
考
え
方
と
い
う
の
は
、
当
然
、
他
者
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な

い
で
す
ね
。
自
分
の
生
命
を
、
自
分
の
存
在
を
、
他
者
を
意
識
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
考
え
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
「
助
け
て
」
と
言
え
な
い
方
々
の
話
し
を
し

ま
し
た
が
、
他
者
の
存
在
を
ど
う
考
え
る
か
が
、
私
は
す
ご
く
大

事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
社
会
福
祉
で
は

「
共
感
」
と

か
い
う
言
葉
を
よ
く
使
い
ま
す
け
ど
も
、
「
共
感
」
と
い
う
言
葉

一
つ
取
っ
て
み
て
も
、
他
者
を
意
識
し
て
、
他
者
の
苦
し
み
が
自

分
の
苦
し
み
に
な
ら
な
い
と
共
感
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
け
ど
も
、

そ
の
場
合
も
、
対
等

・
平
等
な
私
と
あ
な
た
と
い
う
関
係
が
な
い

と
、
共
感
と
い
う
の
は
生
ま
れ
な
い
わ
け
で
す
。
「
あ
な
た
の
生
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命
の
苦
し
さ
は
、
私
の
生
命
の
苦
し
さ
で
も
あ
り
ま
す
よ
」

と
し、

う
こ
と
が
な
い
と
共
感
は
生
ま
れ
な
い
わ
け
で
し
て
、

そ
う
い
う

こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
私
は
、

「
関
係
」

と
い
う
の
が
と
て
も
大

事
な
言
葉
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

自
分
と
他
者
と
の
関
係
を
仏
教
の
教
え
で
示
し
た
も
の
が
縁
起

観
で
す
。
そ
う
い
う
関
係
性
に
目
覚
め
た
と
き
に
、
自
立
と
い
う

の
は
一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え
た
ら
、
自
分
が
人
を
押
し
の
け

て
、
自
分
だ
け
が
生
き
て
い
く
、
誰
に
も
助
け
ら
れ
ず
に
生
き
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

お
互
い
を
支
え
合
う
、
自
分
も



支
え
ら
れ
て
る
ん
だ
け
ど
も
、
相
手
も
支
え
る
と
い
う
、

お
互
い

に
支
え
合
う
こ
と
の
中
で
自
立
を
す
る
と
い
う
、

そ
"
つ
い
』
フ
こ
と

が
大
事
な
の
で
す
。

「
助
け
て
」
と
言
え
る
こ
と
が

で
す
か
ら
、

自
立
に
つ
な
が
る
ん
だ
と
、
「
助
け
て
」

と
言
え
る
人
を
つ
く
り

出
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

手
、
，
も
嘉
子
も
、

こ
の
こ
と
は
、
本
来
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
が
そ

う
い
う
も
の
で
、
本
質
的
に
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
し
、

私
た
ち
は
、
歩
き
始
め
て
初
め
て
他
者
を
意
識
す
る
と
き
に
手
を

つ
な
ぐ
わ
け
で
す
ね
。
他
者
を
意
識
し
て
初
め
て
他
人
と
手
を
つ

な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
手
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
な
が
ら
、
ま
た
生
き
て
歩
い
て
い
く
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ

う
い
う
こ
と
と
か
、
あ
る
い
は
人
聞
の
歴
史
を
ず
っ
と
ひ
も
解
く

と
、
私
た
ち
は
、
色
々
な
人
と
手
を
つ
な
ぎ
合
い
な
が
ら
、
困
難

に
立
ち
向
か
っ
て
き
た
、
人
間
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
う

し
て
、
自
立
を
目
指
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

一
方
、
仏
教
の
教
え

も
、
支
え
合
い
な
が
ら
、
人
間
は
生
き
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
教
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
私
は
、
仏
教

に
は
も
っ
と
仏
教
教
義
に
根
ざ
し
た
自
立
観
を
、
世
の
中
に
問
う

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
い
う
縁
起
観
に
支
え
ら
れ
た
自
立
観
を
自
分
の
中
に
置
い

て
、
仏
教
社
会
福
祉
実
践
を
し
て
い
く
こ
と
、
仏
教
社
会
福
祉
実

践
に
取
り
組
む
こ
と
と
い
う
こ
と
が
今
、
具
体
的
に
は
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
色
々
な
活
動
が
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

「
無
縁
」

「
有
縁
」

か
ら
、
本
来
の
在
り
方
の

へ
と
い
う
よ
う
な

」
と
も
大
事
で
す
し
、

や
は
り
人
々
の
中
に
、
新
し
い
関
係
を
作

り
出
し
、
支
え
合
い
な
が
ら
自
立
を
し
て
い
く
の
が
、
人
間
の
本

来
の
姿
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
よ
う
な
、
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そ
う
い
う
実

践
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
考
え
て
い
く
と
、
私
は
、
宗
教
者
が
相
談
活
動
に
応
じ
た

り
、
あ
る
い
は
地
域
の
中
で
活
躍
を
す
る
、
例
え
ば
社
会
福
祉
で

言
う
と
、
人
々
の
つ
な
が
り
を
作
り
出
す
よ
う
な
取
り
組
み
を
す

る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
重
要
で
す
。
あ
る
お
寺
の
デ
イ
サ

l
ビ

ス
に
伺
っ
た
時
も
、
自
然
と
出
て
く
る
言
葉
は
、

や
は
り
つ
な
が

り
を
作
る
こ
と
の
大
事
さ
で
し
た
。
仏
縁
で
寄
っ
て
こ
ら
れ
た

方
々
に
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
や
っ
て
い
く
わ
け
で

す
け
ど
も
、

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
、
人
々
の
新
し

し
か
し
、



い
環
境
を
意
識
的
に
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
自
分
自
身
が
、
縁
起
を
、
実
践
の
基
盤
に
お
い
て
、

取
り
組
み
を
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を

お
話
し
さ
れ
た
ご
住
職
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
人
々
の

中
に
つ
な
が
り
を
作
り
出
す
と
い
う
の
は
、
実
は
難
し
い
こ
と
で

す
。
人
間
と
は
、

つ
な
が
り
が
大
事
な
の
で
す
が
、

ほ
と
ん
ど
の

人
は
、

す
で
に
人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て

い
ま
す
し
、

つ
な
が
り
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る

ん
で
す
よ
。
し
か
し
一
方
で
、
無
縁
な
人
た
ち
が
増
え
て
い
る
ん

で
す
。
「
助
け
て
」
と
言
え
な
い
人
が
増
え
て
い
る
ん
で
す
。
そ

う
い
う
状
況
を
考
え
る
と
、
意
識
的
な
取
り
組
み
が
大
事
な
ん
で

す
ね
。
意
識
し
て
、

つ
な
が
り
を
作
ろ
う
と
し
な
い
と
、

つ
な
が

り
が
作
れ
な
い
時
代
な
ん
で
す
。
放
っ
て
お
け
ば
人
々
は
つ
な
が

る
と
い
っ
て
も
、

つ
な
が
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
な
ぜ
か
い
う
と
、

あ
ま
り
に
も
「
自
助
」
と
い
う
考
え
方
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
、
私
は
大
き
な
原
因
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
学
生
を
見
て
い
て
も
思
う
の
で
す
が
、
あ
ま

り
に
も
共
同
的
な
取
り
組
み
を
し
た
経
験
が
少
な
す
ぎ
ま
す
よ
ね
、

若
い
人
た
ち
に
。
共
同
し
て
何
か
を
や
っ
た
と
か
、

み
ん
な
と
相

談
し
て
何
か
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
経
験
が
少
な
い
ま
ま
、
社
会

に
出
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。
社
会
に
出
て
い
っ
て
、
会
社
に
入
つ

た
ら
、

や
は
り
一
人
ひ
と
り
頑
張
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
で
す

よ
ね
。
そ
こ
で
つ
な
が
り
を
作
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
力
を
持
つ

た
人
は
一
握
り
し
か
い
な
い
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
を
考
え
る
と
、

つ
な
が
り
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
意
識
的
に
し
な
い
と
難
し
い
で

す
し
、

そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
的
に
で
き
る
の
が
、
宗
教
者
が
取
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り
組
む
仏
教
社
会
福
祉
実
践
だ
と
思
い
ま
す
。
三
万
二
千
人
の
自

殺
者
、
年
間
四
万
五
千
人
の
虐
待
通
報
。
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
、
数
字
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
最
小
で
す
の
で
、

'
も
つ
'
と

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
相
談
に
も
表
れ
な
い
虐
待
の
状
況
、

そ
れ
か
ら
、
自
殺
と
し
て
認
定
さ
れ
な
い
人
た
ち
の
家
族
も
も
っ

と
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
最
低
限
の
数
字
で
す
。

N
H

K
の
取
材
班
は
、
三
万
人
の
無
縁
死
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
つ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
多
く
の
人
が

つ
な
が
り
が
乏
し
い
中

で
、
生
命
を
な
く
し
た
り
、
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ



ね
。
そ
う
な
る
と
、
私
は
、
今
こ
そ
、
仏
教
社
会
福
祉
が
存
在
を

発
揮
す
る
こ
と
が
必
要
だ
な
と
本
当
に
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に
|
仏
教
社
会
福
祉
の
社
会
的
位
置
|

そ
れ
か
ら
、
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
、
仏
教
社
会
福

祉
で
は
あ
ま
り
意
識
が
さ
れ
て
な
い
ん
で
す
が
、
仏
教
社
会
福
祉

は
、
民
間
社
会
福
祉
の
領
域
の
一
つ
な
ん
で
す
ね
。
民
間
社
会
福

祉
と
い
う
大
き
な
領
域
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
ま
た
別
個
に
宗
教
社

会
福
祉
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
間
の
人
た

ち
が
行
う
社
会
福
祉
実
践
の
中
に
、

そ
の
民
間
と
い
う
部
分
が
宗

教
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
宗
教
社
会
福
祉
と
い
う
も
の
が
成
立

し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
宗
教
社
会
福
祉
の
中
が
ま
た
い
ろ
い
ろ
あ

り
ま
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
社
会
福
祉
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
し
、

仏
教
社
会
福
祉
。
仏
教
社
会
福
祉
の
中
に
ま
た
、
浄
土
宗
の
社
会

福
祉
と
か
、
浄
土
真
宗
の
社
会
福
祉
と
か
、

い
ろ
い
ろ
ま
た
細
か

い
ん
で
す
ね
。
宗
派
別
の
宗
派
社
会
福
祉
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

わ
け
で
す
が
、
民
間
社
会
福
祉
と
い
う
も
の
を
意
識
す
る
こ
と
が

と
て
も
重
要
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
と
言
っ
て
も
、
社

会
福
祉
施
設
の
中
で
、
数
は
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

定
数

を
占
め
る
ほ
ど
仏
教
系
の
社
会
福
祉
施
設
も
あ
り
ま
す
し
、
冒
頭

に
一
例
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
地
域
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

活
動
な
さ
っ
て
い
る
人
た
ち
、
例
え
ば
民
生
委
員
、
児
童
委
員
、

人
権
擁
護
委
員
、

そ
れ
か
ら
、
里
親
の
方
々
、
あ
る
い
は
補
導
の

分
野
で
活
躍
さ
れ
て
る
方
、
保
護
司
と
い
う
の
も
そ
う
な
の
で
す

が
、
宗
教
者
が
多
く
、

や
は
り
一
定
数
を
占
め
て
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
に
関
連
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
宗
教
家
が
そ
の
役
割
を
一
定
果
た
し
て
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る
現
実
か
ら
し
て
も
、

も
っ
と
民
間
社
会
福
祉
の
中
で
、
宗
教
者

と
し
て
の
発
言
を
し
て
い
く
こ
と
と
い
う
の
が
、

と
て
も
大
事
だ

な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
現
実
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
人
が
担
っ
て
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
ほ
ど
も
申

し
上
げ
ま
し
た
が
、

な
か
な
か
仏
教
社
会
福
祉
実
践
と
し
て
、

般
の
人
が
認
識
し
て
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
認
知

さ
れ
な
く
て
も
い
い
と
考
え
る
こ
と
も
ま
た
あ
り
か
な
と
思
い
ま

す
が
、
私
は
、
今
の
よ
う
に
世
の
中
は
、
非
常
に
閉
塞
感
が
あ
っ

て
、
不
安
感
が
い
っ
ぱ
い
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
不
安
感
が
い



っ
ぱ
い
の
中
で
、
宗
教
と
し
て
の
役
割
、

こ
う
い
う
世
の
中
で
宗

教
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
役
割
も
一
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
仏

教
社
会
福
祉
と
し
て
も
、
存
在
感
を
実
は
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
を
し

て
も
い
い
と
、

そ
う
い
う
存
在
感
を
示
す
よ
う
な
実
践
の
あ
り
方

を
追
求
し
、
積
極
的
に
も
っ
と
活
動
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
で
き
れ
ば
、
仏
教
社
会
福
祉
が
社
会
福
祉
活
動
を
色
々
な
場

面
で
リ
ー
ド
す
る
、
先
駆
的
に
時
代
の
先
頭
を
走
っ
て
い
く
あ
り

方
を
追
求
し
て
は
い
か
が
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
追
求

で
き
る
だ
け
の
思
想
的
な
基
盤
が
、
仏
教
社
会
福
祉
に
は
あ
る
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

質
疑
応
答

曽
栂

先
生
、
貴
重
な
お
話
を
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
は
、
長
上
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
皆
さ

ん
、
ご
質
問
や
ご
意
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
順
次
、
ご
質

間
等
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

長
上

今
日
は
あ
ま
り
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
具
体
的

に
ど
ん
な
実
践
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
非
常

に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
私
が
今
思
っ
て
お
り
ま
す

の
は
、
様
々
な
問
題
に
関
わ
る
の
も
一
つ
な
ん
で
す
が
、
仏
教
社

会
福
祉
実
践
の
一
つ
で
、

と
て
も
大
事
だ
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す

の
は
、

し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
人
の
そ
ば
に
寄
り
添
う
よ
う

な
実
践
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
期
待
し
た
い
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と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
施
設
を
建
設
し
た
り
、
何
か
具
体
的
な
活

動
に
手
を
挙
げ
て
、
先
駆
的
に
社
会
福
祉
の
ど
ん
ど
ん
中
に
入
つ

て
く
と
い
う
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
は
お
り
ま
す
が
、
同
時
に
、

し

ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
人
の
そ
ば
に
寄
り
添
う
よ
う
な
、
足
元

と
い
う
か
、
身
近
な
実
践
と
い
い
ま
す
か
、

そ
れ
が
、
仏
教
社
会

福
祉
と
し
て
、
も
っ
と
広
が
ら
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
グ
リ
1
フ
ケ
ア
の
実
践
に
、

と
て
も
関
心
を
持
っ
て

見
て
い
ま
す
。
グ
リ

l
フ
ケ
ア
を
仏
教
者
が
実
践
と
し
て
捉
え
た

ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
の
を
、
今
日
は
そ
の
展
開
は
で
き
な
い
ん



で
す
け
ど
も
、
例
え
ば
の
話
、
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
人
た
ち
と

い
う
の
は
、

ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
も
、
納
得
で
き

な
い
死
と
い
う
の
が
、

ど
ん
ど
ん
今
、
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
自

殺
も
そ
う
で
す
よ
ね
、
虐
待
な
ん
か
で
亡
く
な
る
場
合
も
そ
う
な

ん
で
す
け
ど
も
、
納
得
で
き
な
い
死
に
直
面
し
た
と
き
に
、

体

誰
が
寄
り
添
う
の
か
、
私
は
、

そ
れ
は
、
例
え
ば
施
設
で
働
く
人

た
ち
も
、

そ
う
い
う
寄
り
添
う
現
場
に
も
っ
と
登
場
し
て
ほ
し
い

な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

い
う
な
れ
ば
仏
教
社
会
福
祉
実
践
の

具
体
的
な
あ
り
方
と
し
て
、

そ
れ
は
大
事
な
こ
と
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
す
い
ま
せ
ん
。
余
計
な
こ
と
で
す
が
、
具
体
的
な

実
践
で
何
か
一
つ
を
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
が
浮
か
ぶ
と
こ
ろ
で
す
。

曽
栂

す
い
ま
せ
ん
。

口
火
を
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
曽
根

と
申
し
ま
す
。
先
生
今
日
は
貴
重
な
お
話
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
私
、
専
門
は
浄
土
宗
学
な
の
で
す
が
、

か
つ
て
タ

ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
医
療
関
係
者
の

方
と
話
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
話
の
中

で
非
常
に
違
和
感
が
あ
っ
た
の
が
、
「
亡
く
な
り
行
く
方
の
自

立
」
と
い
う
こ
と
を
常
に
強
調
す
る
姿
勢
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

次
に
出
て
く
る
の
が
、
「
死
の
受
容
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
浄

土
宗
の
場
合
で
す
と
、
「
死
の
受
容
」
な
ん
で
で
き
る
わ
け
な
い

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
立
場
が
基
本
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま

し
て
、

や
は
り
凡
夫
だ
か
ら
、
生
き
た
く
て
当
た
り
前
だ
と
い
う

思
い
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
凡
夫
観
の
よ
う
な
も
の
を
提
示
す
る

と
、
人
聞
を
日
目
と
く
し
た
見
方
だ
と
い
う
よ
う
な
意
見
を
頂
戴
し

た
り
致
し
ま
し
た
。
今
日
の
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
て
、

り
「
自
立
」

と
い
う
言
葉
の
持
つ
力
と
そ
の
危
険
性
と
申
し
ま
し

ょ
う
か
、
私
が
感
じ
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
御
提
示
下
さ
り
、

そ
の
点
を
前
提
で
議
論
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
も
の
す
ご

く
感
じ
た
の
で
、
大
変
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

ま
た
、
先
生
の
お
話
で
、
関
係
性
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

ち
ょ
っ
と
前
に
、
加
地
伸
行
と
い
う
儒
教
の
先
生
が
、
欧
米
の
個

人
主
義
の
場
合
に
は
自
立
し
た
社
会
と
い
う
の
は
成
立
し
う
る
け

ど
も
、
日
本
人
の
場
合
は
、
加
地
先
生
の
言
い
方
だ
と
「
家
族
主

義
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、

や
は
り
相

や
は
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互
依
存
型
の
社
会
と
い
う
の
は
違
う
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
先
生
の
縁
起
観
の
お
話
と
も
そ
こ
が
重
な

っ
て
、
非
常
に
興
味
深
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
自

立
」
と
い
う
言
葉
は
、
看
護
の
ほ
う
も
そ
う
ら
し
い
ん
で
す
が
、

そ
れ
を
金
科
玉
条
の
ご
と
く
掲
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
こ

を
、
何
か
も
う
少
し
、
指
摘
と
い
う
か
、

一
体
ど
れ
だ
け
の
人
が

ほ
ん
と
に
そ
う
い
う
形
で
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
み

た
い
な
も
の
を
し
て
い
か
な
い
と
、
変
わ
っ
て
い
か
な
い
の
で
は

な
い
か
な
と
感
じ
ま
し
た
。
仏
教
系
で
も
、
特
に
い
わ
ゆ
る
浄
土

宗
と
か
浄
土
真
宗
の
場
合
、

そ
う
い
う
こ
と
を
強
調
す
べ
き
だ
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
お
考
え
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
は
、

浄
土
宗
と
し
て
は
連
携
し
て
発
言
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
し
て
、
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
い
ま
せ
ん
。
ま
と

ま
り
ま
せ
ん
が
。

長
上

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
自
立
観
と
い
う
の
が
、
中
で

も
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
意
外
と
若
い
人
た
ち
に
す
ん
な
り
と
入

っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。
人
に
頼
っ
た
ら
い
け
な
い
と
か
、
自
分
で

な
ん
と
も
で
き
な
い
の
に
、

し
な
い
と
い
け
な
い
み
た
い
な
、
脅

迫
概
念
み
た
い
な
こ
と
で
。
な
ぜ
す
ん
な
り
入
り
込
ん
で
い
る
の

か
な
と
思
う
の
で
す
が
、
人
に
頼
ら
な
い
、
制
度
に
も
頼
ら
な
い
、

誰
に
も
相
談
し
な
い
こ
と
が
い
い
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
現
状
で
す
。

社
会
福
祉
と
い
う
の
は
、
「
も
っ
と
も
っ
と
相
談
し
な
さ
い
。

相
談
窓
口
を
増
や
し
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
っ
と
相
談
に
来
て
く

だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、
間
口
を
広
げ
て
き
た
分
野
で
す
。
そ
う
す

る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
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一
方
で
、
人
々
の

ほ
う
は

「
相
談
し
て
は
い
け
な
い
」

み
た
い
な
こ
と
を
思
っ
て
い

る
と
い
う
の
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
日
本
の
文
化
な
の
で
し
ょ
う

か
、
家
族
主
義
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

と
り
わ
け
社
会

福
祉
と
い
う
の
は
生
活
に
関
わ
り
ま
す
の
で
、
生
活
の
中
身
を
さ

ら
け
出
す
こ
と
の
拒
否
感
、
例
え
ば
、

D
V
を
例
に
と
り
ま
す
と
、

こ
れ
も
非
常
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
な
こ
と
を
公
に
す
る
の
は
恥
で
、

そ
こ
で
人
に
助
け
を
求
め

た
ら
い
か
ん
み
た
い
な
、

と
い
う
こ
と
が
、
す
ご
く
強
い
で
す
ね
。

も
っ
と
そ
う
い
う
家
族
至
上
主
義
的
な
考
え
を
打
ち
破
っ
て
、



も
う
ち
ょ
っ
と
大
っ
ぴ
ら
に
、
人
々
が
い
い
意
味
で
助
け
合
う
よ

う
な
こ
と
が
必
要
な
ん
で
は
と
、
考
え
方
自
体
も
変
わ
ら
な
い
と

い
け
な
い
な
と
思
い
ま
す
。

曽
根

先
生
が
縁
起
観
と
い
う
こ
と
を
提
言
下
さ
い
ま
し
た
が
、

さ
ら
に
「
み
ん
な
完
全
な
る
存
在
じ
ゃ
な
い
」

と
い
う
、
私
た
ち

の
凡
夫
観
み
た
い
な
も
の
、
人
間
観
と
し
て
そ
う
い
う
も
の
を
提

示
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
有
益
な
の
で
し
ょ
う
か
。

か
が
で
し
ょ
う
か
。

み
ん
な
凡
夫
で
、
悩
み
を
し
よ
っ
て
る
ん
だ

と
い
う
よ
う
な
、
完
全
な
る
存
在
じ
ゃ
な
い
ん
だ
、

み
た
い
な
こ

と
で
す
よ
ね
。

長
上

そ
う
で
す
よ
ね
。
縁
起
観
も
、
基
本
的
に
は
人
間
観
だ
と

思
い
ま
す
。
自
立
も
や
は
り
人
間
の
あ
り
方
を
問
う
て
る
わ
け
で
、

ど
う
生
き
る
か
と
い
う
、

そ
も
そ
も
人
間
の
存
在
っ
て
一
体
何
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
私
は
も
っ
と
人
間
観
を
打
ち

出
す
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

話
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
る
ん
で
す
が
、
例
え
ば
九
十
歳
と
か
八
十

代
後
半
で
亡
く
な
ら
れ
た
ら
、

「
大
往
生
で
す
ね
。
よ
か
っ
た
で

す
ね
。
お
め
で
た
い
こ
と
で
す
ね
」

っ
て
声
を
か
け
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
よ
ね
。
私
、
最
近
は
た
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。
実
は
、
う

ち
の
、
私
的
な
こ
と
で
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
八
十
六
に
な
る
父

が
、
末
期
の
が
ん
で
、
あ
と
い
く
ば
く
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

が
、
父
が
し
み
じ
み
と
言
う
ん
で
す
ね
。
「
人
生
に
悔
い
は
な
い

け
ど
、
未
練
が
あ
る
」

そ
の
時
、
び
っ
く
り
し
て
、
「
あ

と
。
私
、

し、

ぁ
、
生
き
た
い
ん
や
。
人
は
大
往
生
っ
て
言
う
や
ろ
け
ど
、
今
亡

く
な
っ
た
ら
、
『
好
き
な
こ
と
し
て
き
で
、
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よ
か
っ
た
な
。
大
往

生
や
」

っ
て
言
う
け
ど
、
あ
あ
、
父
は
生
き
た
い
ん
や
な
」

と
思

っ
た
時
に
、

「
も
っ
と
も
っ
と
生
き
て
、

ほ
ん
ま
に
長
生
き
し
て

ほ
し
い
な
」

っ
て
思
っ
た
ん
で
す
よ
、

そ
の
時
に
。
こ
れ
も
人
間

観
の
一
つ
で
、
私
た
ち
、
「
九
十
ま
で
生
き
た
ら
本
望
や
。

よ
か

っ
た
ね
」
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
ん
で
す
け
ど
も
、

ど
こ
ま
で

も
人
間
と
し
て
は
、

や
は
り
生
き
続
け
る
こ
と
の
大
事
さ
と
い
う

ん
で
す
か
ね
。

そ
れ
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
頼
っ
て
し
か
生
き
ら

れ
な
い
わ
け
で
す
よ
。
父
も
今
、

そ
う
な
ん
で
す
ね
。
人
に
頼
つ

て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
家
族
の
世
話
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
い



ん
で
す
け
ど
も
、

そ
れ
で
も
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
、
私

は
人
間
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、

ほ
ん
と
に
生
死
を
い
つ
飛
び

そ
う
い
う
身
近
な
、

越
え
る
か
分
か
ら
な
い
父
を
見
て
ま
し
て
も
、
人
間
観
と
い
う
の

は
、
も
っ
と
、
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
く
て
、
「
こ
う
い
う
の
が
人

聞
や
」

み
た
い
な
、
「
こ
れ
で
い
い
ん
だ
よ
。

い
つ
ま
で
も
生
き

た
い
。
そ
れ
が
人
間
な
ん
や
。
悩
み
が
多
く
て
、

し
ん
ど
い
思
い

を
し
て
い
る
。
弱
音
を
吐
く
。
そ
れ
が
人
間
な
ん
や
」
と
い
う
の

を
も
っ
と
訴
え
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
が
楽
に
な
る
の
で
は
な
い

か
な
と
思
い
ま
す
。

曽
根

他
に
、

周
り
の
方
い
か
が
で
す
か
。

菊
池

よ
ろ
し
い
で
す
か
。
菊
池
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
少
し
感
想
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
が
、

福
祉
の
現
場
を
離
れ
て
、
実
践
的
な
部
分
で
、
も
う
少
し
感
じ
た

部
分
等
を
質
問
し
た
か
っ
た
ん
で
す
が
。
私
、
今
、
介
護
に
つ
い

て
勉
強
中
な
ん
で
す
が
、
勉
強
し
て
み
る
と
、
授
業
の
中
で
は
、

先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
別
の
意
味
の
自
立
と
し
て
、
本
人
が
本
人

ら
し
く
生
き
る
た
め
の
自
立
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、

や

は
り
今
ま
で
ど
お
り
の
生
活
を
す
る
に
は
、
高
齢
者
な
り
、
障
害

者
な
り
、
援
助
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
結
局
、
勉

強
し
て
み
る
と
、

ど
う
も
介
護
保
険
の
限
度
額
と
い
う
も
の
で
は
、

と
て
も
と
て
も
、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
を
入
れ
る
に
し
て
も
、

お
金

が
全
然
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
介
護
保
険
の

限
度
内
で
だ
と
一
割
負
担
で
す
が
、

そ
れ
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、

全
額
負
担
に
な
っ
て
し
ま
う
と
。
な
る
べ
く
出
費
を
抑
え
よ
う
と
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し
た
中
で
、

や
は
り
家
族
が
自
ら
、
入
浴
介
助
な
り
、
食
事
介
助
、

ま
た
病
院
付
き
添
い
な
ど
、
全
部
家
族
負
担
で
や
れ
ば
、

お
金
を

抑
え
ら
れ
る
と
い
う
の
が
現
実
な
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
ま
し
て
。
今
日
、

お
話
を
聞
い
て
、
欧
米
に
比
べ
て
、
日
本

が
一
番
人
件
費
の
高
い
国
で
あ
っ
て
、

一
時
間
当
た
り
、

ヘ
ル
パ

ー
を
つ
け
る
に
し
て
も
、
日
本
だ
と
や
は
り
、
自
給
に
し
て
千
円

以
上
の
お
金
を
払
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ

う
い
っ
た
中
で
、
皆
さ
ん
に
も
お
聞
き
し
た
い
こ
と
な
ん
で
す
が
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
宗
教
者
が
、
ま
ず
社
会
福
祉
の
分
野
に



お
い
て
、
活
動
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
は
、
可
能
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
、
介
護
の
現
場
で
も
、
財
源
が
な
い
わ

け
で
す
よ
ね
。
人
件
費
、

そ
の
他
の
財
源
が
な
い
。
な
い
も
の
は

出
せ
な
い
中
で
、
宗
教
者
が
そ
れ
を
カ
バ
ー
し
て
い
く
と
い
う
よ

う
な
動
き
と
い
う
の
は
、
現
実
的
に
考
え
て
、
高
齢
化
社
会
を
支

え
て
い
け
る
の
で
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
と
も
、

そ
う
い

っ
た
流
れ
が
あ
っ
て
も
や
っ
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
の
で
し
ょ
う

か長
上

な
る
ほ
ど
。
そ
う
で
す
ね
。
宗
教
者
が
社
会
福
祉
分
野
で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
い
ろ
い
ろ
活
動
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ

は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
、

も
っ
と
積
極
的
に
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
介
護
現
場
で
、
介
護
の
ボ
ラ
ン
テ
イ

ア
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
難
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

ち
ょ
っ
と
飛
躍
し
す
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
医
師
不
足
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
医
師
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
で
き
る
か
と
い
う
と
で

き
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
だ
け
確
立
し
て
い
ま
す
よ
ね
、
職
業
と

し
て
。
同
じ
よ
う
に
、
私
は
介
護
も
介
護
分
野
と
し
て
確
立
す
べ

き
で
、

そ
れ
が
家
事
の
延
長
線
上
で
で
き
る
も
の
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
、
私
は
、

は
そ
う
思

っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
何
か
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
介
護
を
す
る
人
や
、

さ
れ
る
人
の
そ
ば
に
寄
り
添

っ
た
り
、
ま
た
別
の
意
味
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
可
能
だ
と
思
い

L炉
A
R

ト

s'
o

-F』
A

亨
』
、

斗

3
4
3

ナ
J
ナ
J

や
っ
て
は
い
け
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
も
の

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
は
厳
然
と
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
だ

な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
施
設
を
造
る
も
よ
し
で
す
し
、

も
っ
と
地
域
で
、
宗
教
者
が
社
会
福
祉
に
、
色
々
な
意
味
で
携
わ

る
こ
と
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

曽
根

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

t
、、

ト
れ
、

v

ど
う
ぞ
。

曲
目
、

，A-1-

工
藤

研
究
員
の
工
藤
と
申
し
ま
す
。
専
門
が
浄
土
学
な
の
で
、

あ
ま
り
仏
教
福
祉
の
ほ
う
は
詳
し
く
な
い
の
で
す
が
、
今
回
、
先

生
に
お
話
し
て
い
た
だ
い
た
基
本
的
な
社
会
福
祉
を
め
ぐ
る
状
況

と
い
う
の
は
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
私
自
身
も
、
自
立
を

当
然
と
す
る
と
い
う
在
り
方
に
関
し
て
す
ご
く
興
味
を
持
っ
て
お

手
、
，
」

q
u
 



り
ま
す
。
こ
の
間
、
大
正
大
学
で
無
縁
社
会
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
て
、

そ
の
時
に
無
縁
社
会
が
形
成
さ
れ
た

一
つ
の
要
因
と
し
て
、
自
己
決
定
権
と
い
っ
た
も
の
の
肥
大
化
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
提
言
が
あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、

つ
一
つ
の
自
分
の
選
択
は
す
べ
て
自
己
決
定
で
あ
り
、
自
分
が
決

め
た
こ
と
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
自
己
責
任
と
な
る
。
そ
の
よ
う

な
積
み
重
ね
が
、
無
縁
社
会
と
い
う
社
会
の
構
造
を
作
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
で
し
た
。

長
上

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

東
海
林

研
究
員
の
東
海
林
と
申
し
ま
す
。
最
初
の
話
で
出
ま
し

た
、
例
え
ば
自
己
決
定
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
感
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
し
て
、
「
も
っ
と
他
人
の
こ
と
を
考
え
て
活
動
を
す
べ
き
で

あ
る
」

と
い
う
こ
と
は
行
き
す
ぎ
る
と
結
局
、
「
助
け
て
」

と
ち吉・

え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
き
て
、
両
方
の

側
面
が
出
て
き
て
し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
ど
の
く
ら
い

自
己
決
定
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
重
き
を
置
い
て
い
く
べ
き
な
の

か
御
教
授
頂
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

長
上

今
日
お
話
し
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
実
は
、
社
会
福
祉
政

策
の
中
で
は
、
自
助
を
前
提
に
し
た
自
立
観
を
支
え
る
一
つ
の
考

え
方
が
、
自
己
決
定
論
な
ん
で
す
。
二

O
O
O年
以
降
、
自
己
決

定
論
と
い
う
の
は
、
非
常
に
強
く
、
社
会
福
祉
に
打
ち
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
私
な
ど
の
考
え
方
、

と
ら
え
方
か
ら
す

るん」、

じ
ゃ
あ
、
障
害
が
重
く
て
、
自
己
決
定
を
で
き
な
い
人
、

痴
ほ
う
症
状
、
認
知
症
に
あ
る
お
年
寄
り
の
自
己
決
定
と
は
何
か
。

自
己
決
定
は
不
可
能
で
す
よ
ね
。
自
己
決
定
で
き
な
い
人
た
ち
が

存
在
し
て
い
る
世
の
中
で
の
自
己
決
定
の
強
調
は
危
う
い
で
す
、

自
己
責
任
と
裏
腹
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
。
私
は
、
自
己
決
定
、

自
己
選
択
と
い
う
の
は
、
大
事
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
一
つ
間

違
え
ば
危
険
な
考
え
方
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

東
海
林

そ
の
仕
分
け
と
い
う
か
、

そ
の
境
界
線
と
い
う
の
は
、

ど
う
考
え
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
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長
上

東
海
林

い
ん
で
す
。

市長
上市

境
界
線
・
:
難
し
い
で
す
ね
。

ど
う
や
っ
て
引
い
た
ら
い
い
か
、
全
然
め
ど
が
つ
か
な

難
し
い
で
す
ね
。

難
し
い
。

私
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
先
ほ
ど
先
生
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
示

さ
れ
た
自
立
と
い
う
の
は
、
自
己
決
定
が
で
き
る
人
を
求
め
て
る

で
す
か
ら
、
望
ま
し
く
は
、
自
己
決
定
し
て
自

わ
け
で
す
よ
ね
。

立
す
る
と
い
う
の
が
直
線
状
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

も
、
で
き
な
い
人
は
、
直
線
状
に
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き

す
ね
。

な
い
人
に
、
色
分
け
さ
れ
ち
ゃ
う
、
峻
別
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で

そ
う
考
え
て
い
っ
た
と
き
に
、

じ
ゃ
あ
、
望
ま
し
い
自
律
と
は

何
な
の
か
理
想
像
が
、

そ
も
そ
も
違
う
の
で
は
な
い
か
と
。
仏
教

で
捉
え
て
い
る
理
想
像
と
、
欧
米
文
化
圏
で
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の

理
想
像
が
違
う
の
で
は
な
い
か
な
と
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
違
い
を
、

色
々
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
人
た
ち
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

な
か
な
か
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
い
ま
す
か
ね
、
仏
教
の
描

く
理
想
像
が
。
そ
れ
は
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
の
難
し
さ

が
、
実
は
背
後
に
、
対
極
軸
に
あ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。
， 
」

れ
を
ど
う
う
ま
く
説
明
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
の
が
、
こ
の
研

究
会
で
や
る
べ
き
課
題
か
と
も
思
い
ま
す
ね
。

吉
水
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研
究
員
の
吉
水
と
申
し
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
お
話
を
伺
っ
て
、

ど
れ
も
興
味
深
い
内
容
で
、
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
私
が

お
う
か
が
い
し
た
い
の
は
二
点
で
す
。

で

一
点
は
、
先
生
が
、
伝
道
教
化
の
側
面
と
い
う
の
は
、
仏
教
社

会
福
祉
で
は
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
お
話
は
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の

中
で
、
仏
教
社
会
福
祉
の
特
徴
に
、
仏
教
思
想
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の

内
容
を
、
仏
教
的
な
脚
色
を
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
な



も
の
で
は
な
く
て
、

ど
ん
と
構
え
て
い
て
、
担
い
手
が
、

む
し
ろ
、

そ
れ
を
よ
く
、
自
分
た
ち
で
研
さ
ん
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
大
切

さ
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

宗
教
的
な
感
化
と
い
う
も
の
が
に
じ
み
出
る
も
の
だ
と
お
っ
し
ゃ

ら
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
具
体
的
に
先
生
が
感
じ
ら

れ
る
、

に
じ
み
出
る
も
の
と
は
何
か
、
も
し
く
は
、
先
生
が
ご
存

知
の
そ
う
い
っ
た
事
例
が
あ
り
ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。
も

う
一
点
は
、
具
体
的
実
践
の
と
こ
ろ
で
、

し
ん
ど
い
思
い
を
し
て

る
人
の
そ
ば
に
寄
り
添
う
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ

て
、
と
て
も
分
か
り
ゃ
す
く
て
、
あ
り
が
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

先
日
、
駒
海
大
学
の
奈
良
康
明
先
生
と
立
正
大
学
の
渡
辺
宝
陽
先

生
の
お
二
人
も
同
じ
こ
と
を
お

っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
、
も
う
少
し
、

仏
教
者
と
宗
教
者
は
お
節
介
を
焼
い
た
ほ
う
が
い
い
と
述
べ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
「
お
節
介
運
動
」
な
ん
て
い
う
こ
と
を
二
人
が
楽

し
そ
う
に
話
を
し
て
い
た
の
を
、
長
上
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て
い

て
思
い
出
し
ま
し
た
、

こ
の
お
二
人
の
先
生
が
語
ら
れ
る
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
人
の
そ
ば
に
寄
り
添
う
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

お
節
介
と
い
う
か
、
本
当
に
草
の
根
的

な
活
動
も
、
民
間
福
祉
と
捉
え
て
よ
ろ
し
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
二
点
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

長
上

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
で
す
ね
。
に
じ
み
出
る

と
い
う
の
は
、
調
査
な
ど
に
歩
い
た
と
き
に
、

一
つ
の
例
で
は
ご

ざ
い
ま
し
た
が
、

そ
の
人
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
さ
れ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
で
、
宗
教
者
の
方
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

い
ろ
い
ろ
お
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
。
病
室
に
行
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
ピ
ハ

l
ラ
み

た
い
な
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
方
で
、

も
ち
ろ
ん
、

お
坊
さ
ん
の
格

好
を
せ
ず
に
訪
問
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
が
。
そ
の
人
が
帰
ら
れ

た
あ
と
で
、
「
あ
あ
、
今
日
来
ら
れ
た
方
は
、

ど
う
い
う
方
か

な
」
と
い
う
ふ
う
な
話
を
さ
れ
た
時
に
、
あ
る
方
が

「
あ
の
人
は
、

実
は
お
坊
さ
ん
な
ん
だ
よ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し

て
、
訪
問
を
受
け
た
人
が

「
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
ん
で
す
っ
て
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
し
ゃ
べ
り
ま
し
た
、
実

斗
品
。
リ
山
A

斗
品
、

;

1

;

 そ
の
こ
と
を
と
て
も
大
事
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
お

袈
裟
を
身
に
ま
と
わ
な
く
て
も
、
信
仰
心
と
い
う
の
は
や
は
り
に

じ
み
出
る
も
の
で
、
自
分
の
活
動
の
ど
こ
に
出
た
か
分
か
り
ま
せ
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ん
け
ど
も
、
例
え
ば
行
動
だ
っ
た
り
、
言
葉
だ
っ
た
り
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
信
仰
心
と
い
う
も
の
は
に
じ
み
出
る
も
の
だ
な

と
思
っ
た
次
第
で
す
。

吉
水

そ
れ
は
、
僧
侶
で
は
な
く
て
も
、
例
え
ば
保
育
所
、
保
育

園
の
先
生
方
が
、
仏
教
園
で
い
ろ
い
ろ
学
ば
れ
る
機
会
が
あ
り
ま

す
ね
、
講
演
会
や
勉
強
会
な
ど
。
そ
う
い
う
中
で
だ
ん
だ
ん
育
ま

れ
て
い
く
も
の
で
も
、

や
は
り
だ
ん
だ
ん
に
じ
み
出
て
く
る
も
の

だと・・・。

長
上

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
う
い
う
研
修
の
機
会
、

少
な
い
で
す
よ
ね
、
実
際
に
は
。
も
っ
と
研
修
し
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
宗
教
系
の
何
か
活
動
し
て
い
る
と
か
、

施
設
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
も
っ
と
、
仏
教
社
会
福
祉
と
は
何

な
ん
だ
と
い
う
こ
と
の
研
慣
と
い
う
か
、
研
修
会
を
持
た
れ
る
と

い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

一
般
の
講
習
会
は
た
く
さ

ん
受
け
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
ど
、
仏
教
社
会
福
祉
そ
の
も
の
の

講
習
と
い
う
の
は
、
多
分
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
し
て
も
い

い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
れ
と
、
あ
と
の
お
節
介
運
動
で
す
か
、

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い

な
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
色
々
な
活
動
の
あ
り
方
が
あ
り
ま
す
。

活
動
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
固
定
し
て
捉
え
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
、
働
き
か
け
る
も
の
、

つ
ま
り
対
象
と
主
体
の
側
の
思
想
的
基
盤
が
あ
れ
ば
、
成
立
す
る

も
の
で
す
。
だ
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
対
象
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
に

働
き
か
け
る
と
き
に
、

お
節
介
が
必
要
な
ら
ば
、
す
れ
ば
い
い
と

思
い
ま
す
。
手
段
で
す
よ
ね
、

お
節
介
と
い
う
の
は
。
方
法
と
い

う
か
、
手
段
と
い
う
か
。
だ
か
ら
、
方
法
、
手
段
は
幾
つ
で
も
あ

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
要
は
、
対
象
と
主
体
的
な
動
機
が

あ
れ
ば
、
仏
教
社
会
福
祉
は
成
立
す
る
と
い
う
の
が
、
理
論
的
に

は
そ
う
だ
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

吉
水

そ
れ
が
、

お
節
介
は
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
見
え
な
い
の

で
す
が
、
民
間
福
祉
と
い
わ
れ
た
場
合
に
は
、

ど
こ
ま
で
を
福
祉

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
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長
上

学
問
的
に
は
民
間
福
祉
と
民
間
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
違

う
ん
で
す
け
ど
、
私
は
狭
義
の
民
間
社
会
福
祉
と
い
う
社
会
福
祉

い
わ
ゆ
る
公
で
な
い
事
業
主
体
が
営
ん
で
る
分
野
と
捉

事
業
を
、

え
て
い
ま
す
。
社
会
福
祉
で
す
か
ら
、

や
は
り
対
象
は
生
活
上
の

色
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
が
現
れ
て
き
ま
す
。
実
際
に
は
そ

の
問
題
が
対
象
で
す
よ
ね
、
何
か
金
銭
的
に
困
っ
て
る
と
か
、
人

間
関
係
に
困
っ
て
る
と
か
。
何
か
に
困
っ
て
る
状
態
を
改
善
し
ょ

う
と
す
る
、
社
会
的
な
取
り
組
み
で
す
ね
、
社
会
福
祉
と
い
う
の

は
。
と
い
う
こ
と
で
、
答
え
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

吉
水

曽
根

藤
森

は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

t

、、
h
ι
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ど
う
ぞ
。

す
い
ま
せ
ん
。
多
分
、
私
だ
け
で
は
な
く
て
、
大
半
の
浄

土
宗
教
師
の
方
々
、

こ
こ
の
研
究
班
も
、
縁
起
や
何
か
の
部
分
、

す
が
、

あ
る
種
、
通
仏
教
的
に
す
ご
く
共
有
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で

い
わ
ゆ
る
法
然
上

よ
っ
て
立
つ
教
義
と
い
う
と
こ
で
は
、

人
の
、
例
え
ば
教
学
の
部
分
で
の
、
仏
教
福
祉
の
よ
っ
て
立
つ
と

こ
ろ
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、
皆
さ
ん
議
論
さ
れ
て
い
て
。

で

す
の
で
、
問
題
提
起
と
い
う
か
、
何
か
考
え
る
ま
た
き
っ
か
け
と

し
て
、
最
後
教
え
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
。

い
わ
ゆ
る

真
宗
教
学
と
い
う
か
、
先
生
の
基
盤
も
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、

真
宗
、
あ
る
い
は
親
驚
聖
人
の
書
か
れ
た
も
の
や
何
か
に
足
場
が

あ
る
と
思
う
の
で
す
け
ど
も
、

そ
れ
は
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
真
宗
で
の
仏
教
福
祉
と

は
?

ロ
u

q
J
 

長
上

結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、
私
、
ま
だ
ち
ょ
っ
と
そ
こ
自
信

な
い
ん
で
す
け
ど
、
今
の
と
こ
ろ
の
結
論
は
、
親
鷺
聖
人
の
教
え

か
ら
、
直
接
的
な
社
会
活
動
は
出
て
こ
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、

」
れ
は
大
乗
仏
教
の
縁
起
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

に
遡
る
し
か
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
一
応
の
結
論
で
す
。
た
だ
、

こ
の
点
は
、
ま
だ
考
え
て
い
る
中
途
な
ん
で
す
。

実
は
、
親
鷲
聖
人
の
教
え
で
、
専
門
家
の
人
た
ち
と
幾
つ
か
議

論
を
重
ね
て
き
た
の
で
す
が
、

そ
の
中
で
の
や
は
り
研
究
者
た
ち



の
お
話
も
、
親
鷺
聖
人
の
教
え
の
中
か
ら
、
直
接
的
に
社
会
救
済

と
か
、
社
会
活
動
と
か
い
う
の
は
出
て
こ
な
い
ん
だ
と
い
う
お
話

が
あ
り
ま
し
た
。

い
う
な
れ
ば
、
非
常
に
厳
し
い
教
え
、
あ
る
意

味
、
自
分
を
信
仰
的
に
高
め
て
、

一
般
の
民
衆
は

「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
を
唱
え
れ
ば
、

そ
れ
で
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
、

私
が
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
。

そ
こ
か
ら
は
、
救
済
と
い
う

概
念
は
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
ん
だ
と
い
う
話
で
し
た
。
私
は
今
、

そ
こ
で
止
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
私
は
、
仏
教
社
会
福

祉
と
い
う
と
き
に
は
、
親
鷺
聖
人
の
教
え
を
基
盤
に
置
く
の
で
は

な
く
て
、
大
乗
仏
教
的
な
仏
教
の
教
え
に
基
づ
く
の
が
、
最
も
分

か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

鷲
見

鷲
見
と
申
し
ま
す
。
先
生
が
今
言
わ
れ
た
よ
う
な
こ
と
で
、

宗
派
の
教
え
、
宗
祖
の
教
え
か
ら
基
底
と
な
る
理
念
を
導
く
の
は

難
し
い
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
反
面
、
教
化

・
伝
道
の

面
で
は
宗
祖
の
教
え
に
重
き
を
置
い
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、

も
し
宗
派
全
体
で
取
り
組
む
よ
う
な
活
動
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い

と
い
う
場
合
に
、
大
乗
仏
教
的
な
理
解
を
根
底
と
し
て
そ
の
宗
派

と
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
指
針
が
出
た
場
合
、

一
大
ム

l
プ
メ
ン
ト
に
な
り
づ
ら
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

な
と
感
じ
た
の
で
す
が
。

長
上

お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
多
分
、
教
化

・
伝
道
の
面
で
宗
祖
を

離
れ
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
西
本
願
寺
に
し

て
も
、

や
は
り
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
派
を
銘
打
っ
て
、
社
会
福
祉

を
進
め
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
伝
道
教
化
と

い
う
側
面
を
考
え
る
な
ら
ば
、

門
/qu 

や
は
り
宗
派
の
色
合
い
を
持
つ
し

か
な
い
で
す
よ
ね
。
宗
派
に
根
差
し
た
社
会
福
祉
は
、

い
ろ
い
ろ

提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
密
教
福
祉
、
浄
土
真
宗
福
祉
で
す
と
か
。

神
道
福
祉
な
ど
も
、
も
し
か
し
た
ら
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

た
だ
、

O
O福
祉
、

と
銘
打
っ
て
も
、
実
は
そ
の
内
容
が
分
か
り

に
く
い
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
人
々
に
と
っ
て
、
分
か
り
に
く

い
ん
で
す
よ
ね
。
密
教
福
祉
と
浄
土
真
宗
の
真
宗
福
祉
と
は
何
が

違
う
ん
だ
ろ
う
:
・
と
い
う
。

浄
土
宗
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
真
宗
は
、
例
え
ば
大
日
本
仏
教

慈
善
会
財
団
と
い
う
団
体
を
一
九
二

0
年
代
に
作
っ
て
お
り
ま
す
。



財
団
は
今
、
残
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
百
年
の
歴
史
が
あ
り

な
が
ら
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
、
仏
教

社
会
福
祉
に
つ
い
て
の
人
々
の
理
解
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
比
べ
る

と
少
な
い
の
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う

一
か
た
ま
り
を
イ
メ
ー
ジ
的
に
打
ち
出
す
こ
と
は
、
戦
略
的
に
は

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
宗
派
別
の
社
会
福
祉
は
や
ら
な

く
て
い
い
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
く
て
、

や
は
り
宗
派
別

に
社
会
福
祉
に
ど
う
取
り
組
む
か
は
、
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

ァ
。

:
z
-、

」

3

ナ
ー
ド
ナ
'
レ

互
い
に
協
力
で
き
る
と
こ
は
、
も
っ
と
協
力
し
た
ら

い
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

曽
根

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
後
半
だ
い
ぶ
盛
り
上
が
り

ま
し
て
、
終
わ
る
の
が
惜
し
い
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
時

聞
が
参
り
ま
し
た
の
で
、

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
長
上
先

生
の
公
開
講
義
、
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
、
長
上

先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
上

い
与
ん
い

P

え、

お
声
が
け
下
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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公
開
研
究
会
②

「
近
代
仏
教
史
に
お
け
る
仏
教
社
会
事
業
の
位
置
づ
け
」

悌

教

大

学

准

教

授

大

谷
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司
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目

平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日

東
京
宗
務
庁

第

一
会
議
室 主住
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司
会
(
以
下
曽
根
)

そ
れ
で
は
初
め
に
、
当
研
究
会
代
表
の
石

川
到
覚
よ
り
ご
挨
拶
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

石
JlI 

大
谷
先
生
、

こ
の
度
は
遠
い
と
こ
ろ
お
越
し
い
た
だ
き
ま

し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
先
生
の
今
ま
で
の

ご
業
績
を
通
じ
て
、
近
代
仏
教
思
想
の
中
で
仏
教
社
会
事
業
は
ど

の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
と
い
う
あ
た
り
を
ご
教
授
い
た
だ
い

て
、
そ
の
中
で
浄
土
宗
の
仏
教
社
会
福
祉
を
考
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
大
谷
先
生
の
お
話
を
抜
き
に

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、

ぜ
ひ
ご
講
義
を
頂
戴

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
開
催
さ
せ
て
い
た
や
た
い
た
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
年
度
末
の
大
変
ご
多
忙
な
中
、
京
都
か
ら
お
越
し

い
た
だ
き
ま
し
て
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で

は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
谷

例
教
大
学
の
大
谷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
た
し
ま
す
。

こ
ち
ら
の
研
究
所
に
は
実
は
十
二
月
に

も
伺
い
、
近
現
代
の
研
究
会
の
で
も
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
時
に
は
、
大
変
色
々
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
、
私
の
研

究
の
上
で
も
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
も
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
、
私
は
、
鷲

見
定
信
先
生
に
誠
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
、
改
め
て
鷲
見
先
生

に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
に
自
己
紹
介
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
の
専
門
は

宗
教
社
会
学
に
な
り
ま
す
。
特
に
近
現
代
日
本
の
宗
教
運
動
を
対

象
に
い
た
し
ま
し
て
、
宗
教
と
政
治
の
関
係
で
す
と
か
、
宗
教
と

社
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
ず
っ
と
研
究
を
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

-40-

最
近
で
は
、
特
に
近
代
仏
教
研
究
で
す
と
か
、
宗
教
の
社
会
貢
献

と
い
う
視
点
か
ら
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。
宗
教
の
社
会
貢
献
に

関
し
ま
し
て
は
、

二
O
O六
年
か
ら
、
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
と

い
う
学
会
で
、
宗
教
の
社
会
貢
献
活
動
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い

う
も
の
が
立
ち
上
が
り
ま
し
て
、

そ
こ
で
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

そ
の
成
果
と
し
て
、
稲
場
圭
信

・
棲
井
義
秀
編

「社
会
貢
献
す
る
宗
教
』
(
世
界
思
想
社
、
二

O
O九
年
)
と
い
う

本
が
出
ま
し
て
、

」
ち
ら
に
今
日
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

仏
教
だ
け
で
は
な
く
て
キ
リ
ス
ト
教
や
神
道
も
含
め
て
、
あ
ら
ゆ



る
宗
教
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
海
外
の
宗
教
も
含
め
、

さ
ま
ざ
ま

な
宗
教
が
社
会
に
対
し
て
ど
う
い
う
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
か
と

ま
す
。

い
う
こ
と
を
、
色
々
な
研
究
者
と
一
緒
に
考
察
し
た
も
の
に
な
り

特
に
今
日
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
は
、
近
代
仏
教

史
研
究
も
そ
う
で
す
が
、
宗
教
の
社
会
貢
献
活
動
研
究
の
中
で
問

題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
ま
だ
結
論
が
出
て
い
な
い

部
分
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
関
し
て
、
先
生
方
か
ら
様
々
な
ず

て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

意
見
を
頂
戴
で
き
れ
ば
と
思
い
、
問
題
提
起
の
意
味
を
込
め
ま
し

の
研
究
が
、

特
に
私
の
場
合
、
明
治
中
期
か
ら
昭
和
初
期
の
日
蓮
主
義
運
動

元
々
大
学
院
生
時
代
か
ら
行
っ
て
い
た
研
究
な
の
で

す
け
れ
ど
も
、
最
近
は
渡
辺

海
旭
が
参
加
を
し
た
明
治
時

代
の
新
仏
教
運
動
で
あ
り
ま

す
と
か
、
林
霊
法
先
生
の
参

加
し
た
昭
和
初
期
の
新
興
仏

教
青
年
同
盟
の
運
動
で
す
と

か
、
戦
後
の
宗
教
者
平
和
運
動
な
ど
、
通
仏
教
的
な
宗
教
運
動
に

注
目
を
し
て
研
究
を
続
け
て
お
り
ま
す
。

問
題
の
設
定

今
回
は
、
近
代
仏
教
研
究
、
よ
り
正
確
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、

日
本
近
代
仏
教
史
研
究
の
視
点
か
ら
、
戦
前
の
仏
教
社
会
事
業
の

特
徴
と
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
現

代
の
仏
教
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
問
題
提
起
を
行
っ
て
み
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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特
に
ポ
イ
ン
ト
は
三
点
で
す
。
ま
ず
一
点
目
が
、
そ
の
教
義
と

仏
教
社
会
事
業
、
あ
る
い
は
、
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
関
係
を
ど

う
考
え
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
点
で
す
。
二
点
目
が
、
救
済
と
救

援

こ
れ
は
後
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
的
な
立
場

か
ら
す
る
救
済
、
救
い
の
活
動
と
、
社
会
が
期
待
し
て
い
る
社
会

福
祉
的
な
救
援
、
助
け
と
い
う
も
の
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
点
で
す
。
そ
し
て
、
三
点
目
が
、
仏
教
社
会
事
業
、

あ
る
い
は
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
持
つ
公
共
的
役
割
で
す
。
今
、

仏
教
団
体
の
公
共
性
の
問
題
が
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い



る
か
と
思
い
ま
す
が
、
仏
教
社
会
事
業
の
持
つ
公
共
的
役
割
と
い

う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
、
ま
と
め
て
申
し
上
げ
る
と
、
基
本
的
な
問
題
関
心

は
仏
教
と
社
会
事
業
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
広
げ
る
と
、
仏
教
と

社
会
活
動
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
参

り
ま
す
。
社
会
活
動
の
中
に
は
、
仏
教
社
会
事
業
で
す
と
か
、
仏

教
社
会
福
祉
活
動
が
含
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
、
仏
教
者
の
行
う
社

会
事
業
や
社
会
福
祉
事
業
と
い
い
ま
す
の
は
一
体
ど
う
い
う
意
味

を
持
つ
の
か
、
あ
る
い
は
持
た
な
い
の
か
と
い
う
観
点
が
、
私
の

一
貫
し
て
持
っ
て
い
る
問
題
関
心
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
後
ほ
ど
申

し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
者
が
行
っ
て
い
る
平
和
運
動
を
考

え
る
場
合
に
も
、
平
和
運
動
全
体
の
中
で
、

そ
の
仏
教
者
や
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
が
行
っ
て
い
る
平
和
運
動
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う

意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
自
身
は
在
家
の
立
場
で

あ
り
ま
す
が
、
現
地
調
査
な
ど
の
様
々
な
調
査
を
行
っ
た
結
果
、

や
は
り
宗
教
者
独
自
の
社
会
活
動
の
ニ

l
ズ
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
社
会
貢
献
活

動
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
の
中
で
は
、

そ
の
辺
り
が
非
常
に

暖
妹
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
、
今
日
こ

の
場
で
も
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ご
意
見
を
頂
戴
で
き

れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

近
現
代
日
本
社
会
の
公
共
的
領
域

ま
ず
公
共
的
役
割
、
公
共
性

・
公
益
性
に
関
す
る
問
題
で
あ
り

ま
す
が
、
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
に
社
会
学
で
は
、
「
個

人
と
社
会
」

と
の
関
係
が
原
点
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
言
い

換
え
る
と
、

「
公
と
私
」
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の
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
公
私
二
元
論
が
こ
れ
ま
で
の

「
個
人
と
社

会
」
に
関
す
る
関
係
性
と
し
て
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、

公
共
哲
学
の
立
場
に
立
つ
山
崎
直
司
先
生
は
、
『
公
共
哲
学
』
(
ち

く
ま
新
書
、

二
O
O四
年
)
に
お
い
て
宗
教
の
問
題
や
経
済
の
問

題
、
家
庭
の
問
題
を
、
私
的
な
問
題
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
の
は

問
題
が
あ
り
、
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、

「
公
と
私
」

に
対
し
て
政
府
の
公

Fan-白
一)
、
民
(
人
々
)
の
公

共
(
カ
与
一一
円
)
、
私
的
領
域
(
宝
〈
包
巾
)

と
い
う
相
関
的
三
元
論

を
提
示
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
宗
教
の
果
た
す
役
割
、
特



に
戦
後
の
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
は
、
こ
の
民
(
人
々
)
の

公
共
(
℃
5
2
n
)

の
領
域
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
宗
教
は
個
人
的
な
も
の
、
私
的
領

域
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
今
現
在
に
至
る
ま
で
、
宗
教

に
関
す
る

「
常
識
」
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
感
が
あ
り
ま
す
が
、

れ
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
宗
教
と
い
う

も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
℃
ユ

g
zな
領
域
で
の
活
動
が
中
心
に
な
り
ま

す
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
戦
後
は
公
共
的
領
域
で
活
動

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
戦
前
か
ら
で
あ
っ
て
も
そ
う
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
現
代
に
ま
で
至
つ

て
考
え
て
み
ま
し
て
も
、
公
共
的
役
割
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し

て
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
仏
教
社
会
事
業
も
公
共
的
な
領
域
で
の
活
動
の

環
に
な
り
ま
す
。

で
は
、

そ
う
い
っ
た
公
共
的
領
域
に
お
い
て
、

仏
教
団
体
や
仏
教
者
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
、

い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
「
公
共
性
」

と
い
う
言
葉
が
さ
ま
ざ
ま
に
定
義
を
さ
れ

て
お
り
ま
す
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
の
見
解
を
参
考
に
し
て
、

そ
れ
か
ら
抽
出
し
た
定
義
と
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
、

「
公
共

性
」
を
定
義
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
多

元
的
な
価
値
観
を
認
め
、
他
者
を
排
除
せ
ず
、
協
働
し
て
い
く
社

そ

会
関
係
」

と
規
定
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
う
し
た
公
共
性
に
根

ざ
し
た
社
会
秩
序
の
形
成
と
い
う
も
の
が
、
仏
教
社
会
事
業
の
目

的
に
な
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
団
体
や
仏
教
者

は
、
そ
う
し
た
公
共
性
の
実
現
を
阻
害
し
て
い
る
多
く
の
社
会
問
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題
に
対
応
す
る
た
め
、
公
共
的
領
域
の
社
会
事
業
を
行
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
仏
教
社
会
事
業
、

あ
る
い
は
仏
教
社
会
福
祉
事
業
に
お
い
て
は
、
社
会
問
題
に
対
応

す
る
と
い
う
こ
と
と
、

さ
ら
に
よ
り
よ
い
社
会
秩
序
を
い
か
に
形

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
し
ょ

ぅ
。
こ
の
こ
と
を
、
今
日
は
仏
教
社
会
事
業
、
あ
る
い
は
仏
教
社

会
福
祉
事
業
の
公
共
的
役
割
と
定
義
づ
け
を
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
社
会
学
は
ど
う
し
て
も
、
枠
組
み
と
言
い
ま
す
か
、
研

究
の
視
点
に
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
面
倒
く
さ
い
話
が
続
き



ま
す
け
れ
ど
も
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

「
宗
教
の
社
会
活
動
」
の
類
型

次
に
、
仏
教
の
社
会
活
動
、
も
う
少
し
限
定
的
に
申
し
上
げ
ま

す
と
、
仏
教
の
社
会
事
業
も
し
く
は
社
会
福
祉
事
業
と
は
い
か
な

る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ま
ず
は
、
宗

教
の
社
会
活
動
全
体
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
を
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
も
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
、
仏
教
社
会
事
業
は
、
宗
教
社
会
学
で
す
と
か
宗
教
学
の

研
究
の
中
で
は
、
「
宗
教
の
社
会
活
動
」

の
研
究
、

「
宗
教
の
社
会

活
動
」
と
い
う
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
仏
教
の
動
向
に
注
目
を
す
る
な
ら
ば
、

九
/¥. 

O
年
も
し
く
は
九

0
年
代
以
降
、

ア
ジ
ア
や
欧
米
の
仏
教
団
体
や

仏
教
者
の
社
会
活
動
は
、
「
ω
o
n
E
一
可
関
口
問
白
岡
市
己
∞
豆
島
一
回
ヨ
」

と

い
う
概
念
で
研
究
が
行
わ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
は
、

浄
総
研
の
ジ
ヨ
ナ
サ
ン

・
ワ
ッ
ツ
さ
ん
が
、
詳
し
い
研
究
を
さ
れ

た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
参
照
す
る
と
、
現
代
世
界
の

仏
教
者
の
活
動
は
こ
れ
は
大
乗
仏
教
の
伝
統
だ
け
で
は
な
く
て
、

上
座
仏
教
の
伝
統
も
含
め
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど

も
|
開
D
m
血
肉
内
乱
回
亘
門
5
5
5
研
究
で
は
、
「
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
」
と

「
政
治
的
行
動
主
義
」
に
大
き
く
分
け
ら
れ
て
、

こ
の
二
つ
の
種

類
の
動
き
が
世
界
各
国
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
研
究
成
果
が
発

表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、

こ
れ
は
日
本
に
当
て
は
め
る
と
、

も
う
一
つ
の
種
類
の
活
動
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私

の
見
解
で
、

さ
ら
に
そ
れ
を
細
か
く
分
類
す
る
と
、

-
サ
ー
ビ
ス
系
(
社
会
事
業
(
社
会
福
祉
)
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

Z
H
U
0

・
z
。。、
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イ
ベ
ン
ト
等
)

-
ア
ク
テ
イ
ピ
ズ
ム
系
(
政
治
活
動
、
社
会
運
動
、
平
和
運
動

等
)

-
ダ
イ
ア
ロ

ー
グ
系
(
宗
教
間
対
話
、
国
際

・
圏
内
会
議
、
国

際
交
流
等
)

の
三
類
型
で
あ
り
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
系
と
ア
ク
テ
イ
ピ
ズ
ム
系
は

開
口
官
官
己
∞
己
門
E
Y
2
5
研
究
に
沿
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

も
う
一
つ
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
系
、

つ
ま
り
宗
教
間
対
話
で
す
と
か

国
際
会
議

・
圏
内
会
議
、
国
際
交
流
等
の
活
動
と
い
う
の
は
、
日

本
で
は
一
定
度
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す



か
ら
、
仏
教
社
会
事
業
(
仏
教
社
会
福
祉
事
業
)
は
こ
の
サ
l
ピ

ス
系
に
含
ま
れ
て
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
、
私
が
取
り
組
ん
で
い
る

宗
教
者
の
平
和
運
動
な
ど
は
ア
ク
テ
イ
ピ
ズ
ム
系
に
含
ま
れ
る
と

考
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
ダ
イ
ア
ロ

ー
グ
系
と
し
て
は
、
比

叡
山
で
一
九
八
七
年
か
ら
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
比
叡
山
宗
教
サ
ミ

ッ
ト
の
よ
う
な
活
動
は
、
こ
の
ダ
イ
ア
ロ

ー
グ
系
に
含
ま
れ
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
位
置
づ
け
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
仏
教
社
会
事
業
は
サ
ー
ビ
ス
系
に
含
ま
れ
、
明
治
後
期
以
降
、

浄
土
宗
は
こ
の
サ
ー
ビ

ス
系
の
社
会
活
動
に
大
き
な
力
を
発
簿
し

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
近
代
仏
教
史
研
究
で
は
指
摘
を
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
皆
さ

ん
か
ら
ご
意
見
頂
戴
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

近
代
仏
教
研
究
に
お
け
る
「
仏
教
社
会
事
業
」
の
位
置
づ
け

で
は
、
近
代
仏
教
研
究
の
中
で
、
「
仏
教
社
会
事
業
」

は
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
こ
れ
は
先
行
研
究
を
紹
介

す
る
形
で
す
が
、
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〈戦
前
の
研
究
〉

こ
れ
は
、
仏
教
社
会
福
祉
研
究
の
中
で
は
も
う
有
名
な
話
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
戦
前
か
ら
戦
後
間
も
な
い
時
代
で
は
橋
川
正
先

生
、
辻
善
之
助
先
生
、
谷
山
恵
林
先
生
、
浅
野
研
真
先
生
等
の
研

究
が
あ
り
ま
し
て
、
浅
野
研
真

『
日
本
仏
教
社
会
事
業
史
』
は

九
三
四
年
の
刊
行
で
す
。
で
す
か
ら
、

一
九
二

0
年
代
か
ら
三

O

年
代
に
か
け
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の

研
究
を
見
る
と
、
基
本
は
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
研
究
が
中
心
で

あ
る
が
故
に
、
近
代
以
降
、
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つ
ま
り
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
、
昭

和
初
期
に
か
け
て
、
だ
ん
だ
ん
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
仏
教
社
会
事

業
の
流
れ
と
い
う
の
は
、

一
部
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

ほ

と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、

近
代
の
仏
教
社
会
事
業
の
研
究
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
の
は
、
戦

後
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

ち
な
み
に
、

こ
の
浅
野
研
真
先
生
の

『
日
本
仏
教
社
会
事
業

史
」
(
凡
人
社

・
一
九
三
四
年
)
の
一
節
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
は
当
時
、
研
究
者
が
社
会
事
業
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
が
う
か
が
え
る
例
で
あ
り
ま
す
。



所
謂
社
会
事
業
は
、
社
会
改
革
を
企
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
社
会
救
治
に
着
手
し
、
個
々
の
疾
病
的
社
会
現
象
の

個
別
的
治
療
を
事
と
す
る
も
の
と
云
へ
ょ
う
。
即
ち
葱
に
こ

そ
、
社
会
事
業
、
社
会
政
策
、
社
会
運
動
な
ど
の
手
段
的
区

別
が
存
し
、
社
会
救
治
、
社
会
改
革
、
社
会
革
命
な
ど
の
目

的
的
区
別
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
(
五
頁
)

社
会
事
業
が
、
社
会
政
策
や
社
会
運
動
と
区
別
を
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
浅
野
先
生
に

よ
る
と
、
社
会
事
業
は
原
始
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
続
い
て

い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

「
自
利
自
他」

の
精
神
に
よ
っ
て
貰
か

れ
て
お
り
、
「
愛
他
主
義
」
「
慈
悲
心
」

の
現
れ
に
よ
っ
て
行
う
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

そ
の
社
会
事
業
の

中
に
は
宗
教
精
神
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
お
り
ま
す
。

次
も
引
用
で
す
け
れ
ど
も
、

仏
教
社
会
事
業
こ
そ
は
、
か
か
る
意
味
に
於
い
て
、
仏
教
そ

れ
自
体
の
消
長
の
指
標
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
効
果
の
総
決
算

の
基
礎
的
な
尺
度
で
さ
へ
あ
り
得
る
。
(
中
略
)
仏
教
が
真

に
「
上
求
菩
提

・
下
化
衆
生
」
を
実
践
す
る
時
、

そ
こ
に
必

業
が
発
現
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
(
一

O
頁
)

「
社
会
的
実
践
」

の
部
分
に
私
が
傍
線
を
引
き
ま
し
た
が
、

し、

わ

ゆ
る
仏
教
社
会
事
業
で
は
、

そ
の
実
践
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
が

指
摘
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
ど

の
よ
う
に
研
究
を
さ
れ
て
き
た
か
。
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た

け
れ
ど
、
私
は
仏
教
社
会
福
祉
の
専
門
で
は
な
く
て
近
代
仏
教
史

の
ほ
う
が
専
門
で
す
の
で
、

ど
う
し
て
も
研
究
が
近
代
仏
教
史
の

範
囲
に
偏
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
強
い
て
言
え
ば
、
近
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代
仏
教
史
の
中
で
仏
教
社
会
事
業
、
あ
る
い
は
仏
教
社
会
福
祉
は

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
吉
田
久
一
先

生
の
研
究
を
ご
紹
介
し
な
が
ら
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈先
後
の
研
究
〉

近
代
仏
教
研
究
自
体
は
一
九
五

0
年
代
末
、

こ
れ
は
は
っ
き
り

申
し
ま
す
と
、
吉
田
久
一
先
生
が
一
九
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
、

「日
本
近
代
仏
教
史
研
究
」
(
吉
川
弘
文
館
)
か
ら
本
格
的
に
始
ま

り
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
、
『
講
座
近
代
仏
教
』
全
六
巻
(
法
蔵

館

・
一
九
六
一

1
六
三
年
)

で
す
と
か
、
吉
田
先
生
の

「日
本
近



代
仏
教
社
会
史
研
究
」
(
吉
川
弘
文
館

・
一
九
六
四
年
)
、
柏
原
祐

泉
先
生
の
「
日
本
近
世
近
代
仏
教
史
の
研
究
」
(
平
楽
寺
書
庖

・

一
九
六
九
年
)
、
池
田
英
俊
先
生
の

『明
治
の
新
仏
教
研
究
』
(
吉

川
弘
文
館

・
一
九
七
六
年
)
な
ど
の
成
果
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
し

て
、
特
に
社
会
事
業
史
研
究
で
も
大
き
な
成
果
を
残
さ
れ
て
い
る

吉
田
先
生
の
研
究
が
、
近
代
仏
教
史
の
研
究
の
中
で
も
や
は
り
非

常
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
、

そ
の
中
で
仏
教
社
会
事
業
を
取
り
上

げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

特
に
吉
田
先
生
の
本
の
中
で
も
、

『日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研

究
』
(
吉
川
弘
文
館

・
一
九
六
四
年
)

の
中
で
、
仏
教
者
の
「
社

会
事
業

・
社
会
運
動

・
社
会
思
想
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
本
書
の
第
三
章
で
、
明
治
後
期
、
明
治
四
十
一
年
の
感
化
救

済
事
業
講
習
会
を
き
っ
か
け
と
す
る
仏
教
感
化
救
済
事
業
の
組
織

化
か
ら
、
仏
教
社
会
事
業
が
体
系
化

・
組
織
化
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
始
ま
っ
て
い
く
と
い
う
歴
史
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
吉
田
先
生
の

『日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
」
を
参
考
に
、
少

し
仏
教
社
会
事
業
の
流
れ
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
清
戦

争
前
後
か
ら
の
産
業
資
本
の
確
立
期
に
仏
教
慈
善
事
業
思
想
が
展

聞
を
し
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。

社
会
問
題
認
識
が
お
く
れ
た
仏
教
も
、
す
で
に
個
人
解
脱
で

安
住
で
き
る
時
代
で
は
な
く
、
社
会
解
脱
す
な
わ
ち
社
会
救

済
へ
の
進
出
が
要
求
さ
れ
、
教
理
よ
り
社
会
的
実
践
に
重
き

が
置
か
れ
た
。
(
四
四
=
貝
)

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
抗
が
あ
る
た
め
に
提

唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
仏
教
慈
善
事
業
思
想
と
は

何
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
吉
田
先
生
は
次
の
よ
う
に
指
摘
を
し

- 47-

て
お
り
ま
す
。

仏
教
慈
善
事
業
思
想
に
は
多
く
の
限
界
を
持
ち
つ
つ
も
、
次

の
よ
う
な
新
気
運
が
生
ま
れ
て
き
た
。
即
ち
[
明
治
]
二
十

年
代
ま
で
に
圧
倒
的
で
あ
っ
た
儒
教
的
人
倫
観
に
牽
引
さ
れ

て
き
た
仏
教
慈
善
思
想
が
、
「
悉
有
仏
性
」
を
基
本
と
す
る

本
来
的
慈
悲
感
に
立
脚
す
る
慈
善
思
想
を
展
開
し
は
じ
め
た

こ
と
で
、
「
平
等
大
意
」
や
「
利
他
」

の
再
確
認
で
あ
る
。

自
由
放
任
の
過
程
の
中
で
個
人
的
な
自
己
完
結
の
形
で
存
在

し
て
い
た
仏
教
的
慈
善
が
、
社
会
問
題
の
形
成
と
い
う
新
情



勢
に
応
じ
て
、
「
利
他
観
」
や
「
同
朋
観
」
を
強
調
し
は
じ

め
た
。
(
四
四
四
頁
)

」
の
よ
う
に
、
背
景
に
当
時
の
社
会
問
題
の
発
生
で
あ
り
ま
す
と

か
、
社
会
事
業
自
体
の
形
成
の
中
で
、
仏
教
者
が
社
会
問
題
や
社

会
事
業
に
ど
う
い
う
対
応
を
す
る
か
と
い
う
中
で
、
こ
う
い
っ
た

利
他
観
や
同
朋
観
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
事
業
に
取
り

組
み
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
二
十
世
紀
初
頭
の
日
露
戦
争
を
経
て
、
先
ほ
ど
申
し
上

げ
ま
し
た
、
明
治
四
十
一
年
の
感
化
救
済
事
業
講
習
会
を
き
っ
か

け
と
し
て
仏
教
教
団
の
社
会
活
動
、

仏
教
社
会
事
業
が
本
格
化
し

ま
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
吉
田
先
生
が
指
摘
を
し
て
い
る
の
は
、
仏

教
感
化
救
済
事
業
の
果
た
し
た
役
割
で
す
。回
目
頭
で
私
が
申
し
上

げ
た
言
葉
を
使
う
と
、

も
ち
ろ
ん
吉
σ
-K
な
要
素
は
あ
り
つ
つ
も

O
B
n
Eな
、
行
政
と
の
関
係
に
お
い
て
仏
教
社
会
事
業
、
仏
教
感

化
救
済
事
業
が
組
織
化
さ
れ
た
と
い
う
点
を
吉
田
先
生
が
指
摘
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
感
化
救
済
事
業

が
国
家
の
代
替
的
役
割
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
も
考
え
方
が
様
々

あ
り
ま
し
て
、

そ
う
い
っ
た
役
割
を
肯
定
的
に
考
え
る
場
合
も
あ

れ
ば
否
定
的
に
考
え
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
論
者
に
よ

っ
て
立
場
が
違
う
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、

こ
の
明
治
末
年
以
降
、
大
正
期
に
入
っ
て
仏
教
社
会

事
業
が
本
格
的
に
組
織
化
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
け
ど
も
、

手、，」

で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
藤
士
口
慈
海
先
生
の
お
っ
し
ゃ

る
、
「
浄
土
宗
社
会
派
」

の
先
生
方
の
活
動
で
す
。
渡
辺
海
旭
先

生
や
矢
吹
慶
輝
先
生
、
長
谷
川
良
信
先
生
、
秦
隆
信
先
生
等
々
の

活
動
。
椎
尾
弁
匡
先
生
の
活
動
も
社
会
派
、
浄
土
宗
社
会
派
に
含
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ま
れ
て
、

カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

浄
土
社
会
派
と
呼
ば
れ
る
先
生
方
の
活
動
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
戦
前
に
お
い
て
は
、

公
的
、

。
ョ
ロ広
一な
役
割
も
期
待
さ
れ
な
が
ら
、

そ
れ
に
応
え
つ
つ
、

吉
σ
一片
な
公
共
的
役
割
も
発
揮
を
し
て
き
た
の
が
仏
教
社
会
事
業

の
歴
史
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

〈現
代
の
研
究
〉

で
は
戦
後
か
ら
現
代
の
研
究
も
、
少
し
だ
け
確
認
を
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
社
会
福
祉
研
究
の
進
展
で
す
け
ど
も
、



こ
れ
も
特
に
近
代
仏
教
史
研
究
の
吉
田
先
生
、
池
田
先
生
、
芹
川

博
通
先
生
、
長
谷
川
先
生
の
研
究
も
含
め
て
な
の
で
す
け
ど
も
、

近
代
仏
教
史
研
究
と
仏
教
社
会
福
祉
研
究
の
両
方
で
活
躍
さ
れ
て

い
る
先
生
方
の
研
究
を
中
心
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。
田
宮
仁
先

生
・
長
谷
川
匡
俊
先
生

・
宮
城
洋
一
郎
先
生
の
『
仏
教
と
福
祉
』

(
渓
水
社
・
一
九
九
四
年
)
、
中
垣
昌
美
先
生
の

『仏
教
社
会
福
祉

論
考
」
(
法
裁
館
・
一
九
九
八
年
)
、
池
田
・
芹
川

・
長
谷
川
編

『
日
本
仏
教
福
祉
概
論
」
(
雄
山
閣
出
版
・
一
九
九
九
年
)
、
池
田

英
俊
先
生
が
編
集
を
さ
れ
た
『
現
代
日
本
と
仏
教
』

の
4
巻
の

『福
祉
と
仏
教
|
救
い
と
共
生
の
た
め
に
』
(
平
凡
社

・
二
0
0
0

年
)
、
吉
田
・
長
谷
川
両
先
生
の
『
日
本
仏
教
福
祉
思
想
史
」
(法

蔵
館

・
二
O
O
一
年
)
、
清
水
海
隆
先
生
の

「仏
教
福
祉
の
思
想

と
展
開
に
関
す
る
研
究
』
(
大
東
出
版
社
・
二

O
O
二
)
、
高
石
史

人
先
生
の
「
仏
教
福
祉
へ
の
視
座
」
(
永
田
文
昌
堂

・
二
O
O五

年
)
等
の
研
究
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

も
し
か

し
た
ら
い
く
つ
か
抜
け
て
い
る
文
献
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
点
ご
指
摘
く
だ
さ
い
。
特
に
、
長
谷
川
先
生
が
編
集
を
さ
れ

た
「
戦
後
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
歴
史
』
(
法
臓
館

・
二
O
O七

年
)
と
『
戦
後
仏
教
社
会
福
祉
事
業
史
年
表
』
(
法
蔵
館

・
二
O

O
七
年
)
が
、
戦
後
の
仏
教
社
会
福
祉
事
業
あ
る
い
は
仏
教
社
会

福
祉
事
業
に
関
す
る
現
時
点
で
の
体
系
的
な
研
究
成
果
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
注
目
を
し
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
も
官
頭
で

申
し
上
げ
ま
し
た
、
仏
教
と
社
会
福
祉
の
関
係
を
、
編
者
で
あ
る

長
谷
川
先
生
が
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
す
。
序

文
の
中
か
ら
紹
介
い
た
し
ま
す
。

仏
教
は
社
会
福
祉
に
と
っ
て
い
か
な
る
役
割
を
担
い
得
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
私
は
、
以
下
の
三
つ
の
面
が
あ
る
こ
と

49 

を
指
摘
し
た
い
(
実
際
に
は
こ
の
三
者
は
切
り
離
し
が
た
く
、

相
互
に
関
連
し
て
い
る
の
だ
が
)
。

第
一
は
、
仏
教
に
基
づ
く
社
会
福
祉
理
念
と
い
う
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
仏
教
福
祉
の
理
念
を
仏
教
に
求
め

る
捉
え
方
だ
か
ら
、
例
え
ば
、
「
2
1
世
紀
の
社
会
福
祉
を

下
支
え
す
る
仏
教
理
念
」
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
。
具
体
的

に
は
、
仏
教
の
ご
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
「
因
縁
生
起
(
縁

起
)
」
「
自
他
不
二
」
「
浄
仏
国
土
・
成
就
衆
生
」
「
各
各
安

立
」
「
不
殺
生
戒
」
「
衆
生
恩
」
等
の
根
本
理
念
に
照
ら
し
て
、



今
日
に
お
け
る
福
祉
価
値
と
し
て
の
、
人
間
の
尊
厳
性
、
個

の
尊
厳
、
人
権
、
平
等
性
、
社
会
連
帯
、
共
生
、
自
律
、
自

己
実
現
、
平
和
共
存
、
生
命
尊
重
な
ど
の
本
質
に
迫
り
、
こ

れ
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
仏
教
に
基
づ
く
社
会
福
祉
実
践
思
想
と
い
う
意

味
に
お
い
て
で
あ
り
、
社
会
福
祉
実
践
の
思
想
を
仏
教
に
求

め
、
実
践
の
動
機
づ
け
と
し
て
の
仏
教
思
想

・
仏
教
信
仰

(
そ
の
過
去

・
現
在
・
未
来
)
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
(

中
略
・
・
・
)

第
三
は
、
仏
教
に
基
づ
く
社
会
福
祉
実
践
と
い
う
意
味
に

お
い
て
で
あ
り
、
実
践
主
体
と
し
て
の
教
団

・
寺
院

・
僧
俗

仏
教
者
等
に
着
目
す
る
。
(
・
:
中
略
:
・
)

本
研
究
は
、
第
一
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
第
二
の
意
味

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
主
と
し
て
第
三
の
意
味
に
お
け
る

仏
教
社
会
福
祉
の
歴
史
研
究
を
意
図
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ

ぅ
。
(
一
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
社
会

福
祉
あ
る
い
は
社
会
事
業
、
仏
教
社
会
福
祉
あ
る
い
は
仏
教
社
会

事
業
の
実
践
を
動
機
づ
け
た
り
意
味
づ
け
る
思
想
(
教
義
)
や
理

念
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
と
社
会
福
祉
の
関
係
な
の
で
す
け
ど
も
、

話
を
さ
ら
に
別
の
角
度
か
ら
と
ら
え
る
と
、
仏
教
社
会
福
祉
と
社

会
福
祉
、
あ
る
い
は
仏
教
社
会
事
業
と
社
会
事
業
の
関
係
は
一
体

何
な
の
か
。
で
す
か
ら
、
仏
教
社
会
福
祉
あ
る
い
は
仏
教
社
会
事

業
を
位
置
付
け
る
と
き
に
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
社
会

福
祉
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
仏
教
社
会
福
祉
が
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
一
体
独
自
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
言
い
方
を
変
え
ま
す
と
、
社
会
福
祉
一
般
と
仏
教
社
会

福
祉
事
業
の
独
自
性
、
そ
の
一
般
と
独
自
、

一
般
と
特
殊
の
関
係

を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
が
問
題
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

」
の
点
を
「
仏
教
社
会
福
祉
事
典
」
(
法
蔵
館
・
二

O
O
六

年
)
の
中
垣
昌
美
先
生
の
「
仏
教
福
祉
」

「仏
教
社
会
福
祉
」

項
目
を
参
照
し
な
が
ら
確
認
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
福
祉
は
、
仏
教
と
福
祉
の
関
わ
り
、
ま
た
は
仏
教
慈
善

(
事
業
)
、

さ
ら
に
仏
教
に
よ
る
福
祉
(
理
念

・
事
業

・
歴

n
u
 

p
h
d
 

の



史
・
制
度
)
を
目
指
す
包
括
的
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

仏
教
社
会
福
祉
は
、
歴
史
と
社
会
に
規
定
さ
れ
た
社
会
福
祉

問
題
に
対
応
す
る
民
間
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
、
仏
教
は
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
と
同
時
に
、
仏
教
精

神
(
理
念

・
価
値
)
を
主
体
的
契
機
と
し
て
、
現
実
的

・
具

体
的
な
ソ

l
シ
ヤ
ル
ワ
l
ク
実
践
の
可
能
性
と
固
有
性
を
追

及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(
二
七
五

1
二
七
六
頁
)

と
定
義
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
仏
教
社
会
事
業
を
行
う
、

仏
教
福
祉
事
業
を
行
う
主
体
的
契
機
と
な
る
仏
教
精
神
と
は
何
な

の
か
?

そ
の
仏
教
的
精
神
を
考
え
る
と
き
に
、

そ
れ
が
通
仏
教

的
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
宗
派
で
あ
る
浄
土
宗
の
宗

義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
?

あ
る
い
は
、

そ
の
仏
教
精
神

が
時
代
に
規
定
を
さ
れ
る
も
の
な
の
か
?

あ
る
い
は
時
代
を
超

え
る
も
の
な
の
か
?

こ
う
い
っ
た
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
よ
う
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ど
れ
も
が
当
て
は
ま
る
と
思
い

ま
す
し
、

ど
れ
も
が
必
要
で
あ
る
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
、
具
体
的
な
現
場
、

そ
の
文
脈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
発

現
さ
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「仏
教
徒
社
会
事
業
大
観
」
に
み
る
〈
仏
教
〉
と
〈
社
会
事
業
〉

で
は
、
今
ま
で
研
究
史
を
確
認
す
る
中
で
見
て
き
た
の
で
す
け

れ
ど
も
、

こ
こ
で
当
時
の
文
献
に
即
し
て
、
今
一
度
、
近
代
仏
教

史
に
お
け
る
仏
教
社
会
事
業
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
か
ら
取
り
上
げ
る
文
献
も
、
仏
教
社
会
事
業

史
研
究
の
中
で
は
、

も
う
か
な
り
有
名
な
本
で
す
の
で
、
ご
ら
ん

に
な
ら
れ
た
先
生
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ま

ず
取
り
上
げ
た
い
の
は
、

「仏
教
徒
社
会
事
業
大
観
」
(
仏
教
徒
社

会
事
業
研
究
会

・
一
九
二

O
年
)

で
す
。
こ
れ
も
私
が
申
し
上
げ

る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
念
の
た
め
、
仏
教
社

会
福
祉
の
歴
史
を
概
観
し
て
お
き
ま
す
と
、
明
治
初
期
か
ら
日
露

戦
争
頃
ま
で
の
慈
善
事
業
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
日
露
戦
争
後
か

ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
感
化
救
済
事
業
、

そ
し
て
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
三
七
年
ご
ろ
ま
で
の
社
会
事
業
、

そ
し
て

一
九
三
七
年
ご
ろ
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
ま
で
の
厚
生
事
業
、

そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
福
祉
と
、
変
遷
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
参
照
す
る
と
確
認
す
る
こ
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と
が
で
き
ま
す
。

〈仏
教
同
志
会
の
活
動
〉

で
は
、

そ
の
仏
教
社
会
事
業
の
歴
史
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
場
合
に
、
ま
ず
各
宗
派
に
よ
っ
て
は
色
々
な
形
で
活

動
は
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
通
仏
教
的
な
組
織
と
し

て
は
、

一
九

O
九
年
(
明
治
四
二
年
)

の
「
仏
教
同
志
会
」
を
挙

げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
が
あ
ま
り
活
動
が
う
ま
く
い
か
ず
、

結
局
そ
の
仏
教
者
の
活
動
を
引
き
受
け
る
形
で
、

一
九
一
二
年

(
明
治
四
五
年
)

の
仏
教
徒
社
会
事
業
研
究
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
に
は
渡
辺
海
旭
先
生
が
中
心
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
仏
教
徒
社
会
事
業
研
究
会
は
、

4
回

に
わ
た
る
全
国
集
会
を
開
催
し
て
、
こ
の
研
究
会
の
編
集
に
よ
る

『
仏
教
徒
社
会
事
業
大
観
」
が
一
九
二

O
年
(
大
正
九
年
)
に
刊

行
さ
れ
ま
す
。
今
日
持
っ
て
こ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

例
教
大
学
の
図
書
館
の
本
で
か
な
り
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
本
な
の
で
、
今

日
は
持
っ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
か
な
り
貴
重

な
文
献
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
内
容
は
、
仏
教
各
宗
派
の
代
表

者
に
よ
る
社
会
事
業
や
救
済
思
想
に
関
す
る
論
文
が
収
め
ら
れ
て

お
り
ま
し
て
、
仏
教
関
係
機
関
が
実
施
し
て
い
る
社
会
事
業
の
実

態
調
査
の
結
果
で
あ
り
ま
す
と
か
、
社
会
事
業
関
係
の
法
制
度
の

資
料
と
い
う
内
容
か
ら
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

そ
の
編
者
が
誰
か
、
特
定
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
す
が
、

そ
の
序
文
、
「
本
書
編
纂
の
趣
旨
お
よ
び
概
観
」

で

四
つ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

四
つ
の
編
纂
趣
旨
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
ま
ず
最
初
に
「
事
業

の
総
数
」
と
し
て
、

こ
の
一
九
二

O
年
当
時
で
、
全
事
業
数
が

百
八
十
七
、
宗
派
別
の
事
業
数
を
見
る
と
天
台
七
、
真
言
十
、
浄

つ
-

Fh
J
 

土
二
十
二
、
禅
二
十
六
、

日
蓮
十
五
、

そ
の
他
の
宗
派
が
玉
、
各

宗
協
同
が
二
百
一
、
通
仏
教
は
三
十
六
と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
宗

協
同
が
一
番
多
い
で
す
ね
。
中
で
も
曹
洞
宗
と
浄
土
宗
の
割
合
も

非
常
に
高
い
と
い
う
傾
向
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
事
業
の
種
類
」

と
し
て
、

①
統
一
助
成
研
究
事
業
(
一

O
)、

②
窮
民
救
助
事
業
(
五
)
、
③
養
老
救
助
事
業
(
八
)
、
④
救
療
事

業
(
一
)
、
⑤
育
児
事
業
(
五
九
)
、
⑥
感
化
教
育
事
業
(
一
七
)
、

⑦
盲
唖
教
育
事
業
(
三
)
、
③
貧
民
教
育
事
業
(
七
)
、
⑨
子
守
教

育
事
業
(
四
)
、
⑩
幼
児
保
育
事
業
(
九
)
、
⑪
授
産
職
業
紹
介
宿



泊
保
護
事
業
(
授
産
二
、
職
業
紹
介
六
、
宿
泊
救
護
七
)
、
⑫
免

囚
保
護
事
業
(
一
二
ニ
六
)
、
(
※
(

)
内
は
事
業
数
)
等
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
特
に
⑫
の
免
囚
保
護
事
業
と
⑤
の
育
児
事

業
が
多
い
と
い
う
結
果
が
紹
介
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
「
編
纂
の
趣
旨
お
よ
び
概
観
」

の
中
で
は
、

八
つ
ほ
ど

の
論
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

四
つ
め
の
「
事
業
の
理

想
的
根
拠
」

の
中
の
一
節
を
紹
介
し
ま
す
。

我
が
仏
教
の
人
生
観
、
国
家
観
而
し
て
そ
の
社
会
観
が
果
た

し
て
よ
く
現
実
個
々
の
事
業
に
対
し
明
確
な
る
指
南
車
た
り

つ
〉
あ
り
や
、

そ
の
方
に
将
致
せ
む
と
す
る
理
想
的
社
会
に

向
っ
て
旗
鼓
堂
々
の
盈
進
を
見
つ
h

あ
り
や
、
更
に
そ
の
事

業
実
質
の
理
想
的
進
歩
の
為
め
に
、

よ
く
現
代
の
活
け
る
科

学
に
徴
し
忠
実
な
る
真
理
の
究
明
者
と
し
て
は
た
周
到
な
る

真
理
の
体
験
者
と
し
て
日
新
の
歩
武
を
進
め
つ
〉
あ
り
。
概

し
て
之
を
視
れ
ば
基
礎
観
念
の
唆
昧
な
る
あ
り
、
研
究
的
態

度
の
乏
し
き
あ
り
。
甚
だ
此
の
間
の
努
力
に
触
如
せ
る
を
思

は
ざ
る
を
能
は
ず
。
(
四
頁
)

と
、
最
後
は
批
判
的
に
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い

の
は
、
仏
教
社
会
事
業
を
進
め
る
う
え
で
、
仏
教
の
持
つ
人
生

観

・
国
家
観

・
社
会
観
、
先
ほ
ど
の
言
葉
を
使
う
と
、
仏
教
の
基

本
精
神
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
ま
り
発
揮
を
さ
れ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
官
頭
で
触
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
す
。
で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
先
行
研
究
の
中
で
も
、

浅
野
研
真
先
生
、
吉
田
久
一
先
生
の
研
究
の
中
で
も
、
教
え
よ
り

は
実
践
が
重
視
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
教
え
の
部
分
が

ど
う
な
の
か
と
い
う
点
が
、

や
は
り
こ
の
当
時
の
文
献
の
中
で
も

指
摘
を
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。
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渡
辺
海
旭
・
矢
欧
慶
輝
・
長
谷
川
良
信

で
は
次
に
、
渡
辺
海
旭
先
生
や
矢
吹
慶
輝
先
生
、
長
谷
川
良
信

先
生
の
も
の
を
見
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
、
当
初
、
少
し
詳
し
く

見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
関
し
ま
し
て

は
、
芹
川
博
通
先
生
の
研
究
や
長
谷
川
匡
俊
先
生
の
研
究
が
あ
り

ま
す
の
で
、

そ
れ
に
私
が
つ
け
加
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思

い
ま
し
て
、
吉
田
先
生
が
そ
の
お
三
方
の
先
生
方
の
仏
教
社
会
思

想
を
ま
と
め
た
研
究
だ
け
、
少
し
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い



と
思
い
ま
す
。
吉
田
先
生
の

「仏
教
福
祉
と
日
本
の
宗
教
思
想
』

(
動
車
書
房
・
二

O
O三
年
)
の
中
の
指
摘
で
す
が

渡
辺
海
旭
・
矢
吹
慶
輝

・
長
谷
川
良
信
の
三
人
を
仏
教
社
会

事
業
成
立
の
一
里
塚
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
余
り
異
論
は
な

い
と
思
う
。
(
九
八
頁
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
改
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、

一
応
年
表
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、

明
治
四
十
四
年
の
浄
土
宗
労
働
共
済
会
の
創
設
、
明
治
四
十
五
年

の
仏
教
徒
社
会
事
業
研
究
会
の
結
成
、
大
正
六
年
の
宗
教
大
学
社

会
事
業
研
究
室
の
開
設
、
大
正
八
年
の
マ
ハ
ヤ
ナ
学
園
の
設
立
と
、

浄
土
宗
の
中
で
は
か
な
り
活
発
に
仏
教
社
会
事
業
が
取
り
組
ま
れ

て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
三
人
の
仏
教
社
会
事
業
思
想
の
特
徴
を
吉

田
先
生
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
が

「
自
立
」
や
「
人
格
」
を
テ
ー
マ
に
近
代
化

し
た
が
、
仏
教
の
近
代
化
、
特
に
こ
こ
に
述
べ
る
三
人
は
、

渡
辺
海
旭
な
ら
ば
「
報
恩
行
」
、
長
谷
川
良
信
な
ら
ば
「
感

恩
奉
仕
」
、
最
も
近
代
路
線
に
近
い
矢
吹
慶
輝
の
「
連
帯
共

同
」
も
、
「
報
恩
」

か
ら
離
れ
て
い
な
い
。
(
中
略
)
「
仏
陀

(
覚
者
)
」

の
「
法
(
ダ
ル
マ
)
」
に
対
す
る
「
恩
」
を
そ
れ

ぞ
れ
世
界
的
視
野
で
解
釈
し
、
社
会
事
業
に
適
用
し
た
も
の

で
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
る
の
は

「
衆
生
恩
」

で
あ
る
。
こ
の

考
え
方
は
日
本
資
本
主
義
が
独
占
化
す
る
こ
ろ
か
ら
、
資
本

主
義
に
相
対
す
る
思
想
の
一
つ
と
な
り
、

そ
し
て
こ
の
「
衆

生
恩
」

の
近
代
的
解
釈
が
近
代
仏
教
社
会
事
業
の
成
立
に
寄

与
し
た
の
で
あ
る
。
(
九
九
頁
)

と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
吉
田
先
生
の
評
価
が
妥
当
か
ど
う

か
、
私
に
は
判
断
す
る
能
力
が
な
い
も
の
で
、
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こ
の
点
も
先
生
方

に
ご
教
授
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

い
わ
ば
吉
田
先
生
の
評
価
と
い
う
の
は
、
三
人
の
先
生
方
の
通

仏
教
的
な
思
想
の
点
に
関
し
て
は
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
回
は
も
う
少
し
限
定
的
に
、
浄
土
教
も
し
く
は
浄
土
宗
独
自
の

仏
教
社
会
事
業
思
想
と
い
う
点
に
お
い
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
も
あ
ら
か
じ
め
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、
私

は
浄
土
宗
学
に
全
く
の
素
人
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
を
解
説

す
る
能
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
も
ご
教
授
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
資
料
紹
介
の
意
味
で
ご
紹
介
を
さ
せ
て



い
た
だ
き
ま
す
。

私
の
問
題
意
識
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
仏
教
社
会

事
業
あ
る
い
は
仏
教
社
会
福
祉
と
呼
ば
れ
る
も
の
、

さ
ら
に
私
の

研
究
分
野
に
即
し
て
言
い
ま
す
と
、
仏
教
者
の
平
和
運
動
で
も
そ

う
な
の
で
す
が
、
色
々
な
宗
派
の
人
た
ち
が
協
同
し
て
活
動
す
る

と
な
る
と
、

ど
う
し
て
も
抽
象
度
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で

す
。
例
え
ば
仏
教
者
の
平
和
運
動
だ
と
、
不
殺
生
戒
と
か
、
要
す

る
に
宗
派
の
独
自
的
な
そ
の
宗
義
に
基
づ
い
て
活
動
を
行
う
と
い

う
よ
り
は
、
誰
し
も
が
共
有
で
き
る
教
義
や
理
念
に
基
づ
い
て
活

動
す
る
傾
向
が
強
い
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
そ
れ
を
し
ま
す
と
、

確
か
に
集
ま
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
一
体
各
宗
派

の
人
た
ち
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
点
が
い

つ
も
問
題
に
な
り
ま
す
。
私
が
研
究
し
て
い
て
そ
う
で
す
し
、
こ

の
宗
教
の
社
会
貢
献
活
動
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
も
問
題
に

な
る
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
抽
象
度
の
高
い
通
仏
教
的
な
理
念

に
基
づ
い
て
活
動
す
る
こ
と
の
良
さ
は
あ
り
ま
す
が
、
デ
メ
リ
ッ

ト
も
あ
る
訳
で
す
。

そ
の
あ
た
り
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
を
、
以
下
問
題
提
起

の
意
味
で
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
『
浄
土
宗
社
会
事
業
年
報
』

(
第
一
輯
)
と
い
う
雑
誌
が
、
大
正
九
年
九
月
に
浄
土
宗
の
宗
務

所
の
社
会
課
か
ら
上
梓
さ
れ
て
い
ま
す
。
回
し
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
こ
の
雑
誌
自
体
は
、
す
で
に
長
谷
川
匡
俊

先
生
が
ご
紹
介
を
し
て
い
る
本
な
の
で
、
特
に
目
新
し
い
文
献
で

は
な
い
の
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
仏
教
社
会
事
業
史
研
究
の
中
で

は
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
文
献
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
本

書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
椎
尾
先
生
と
長
谷
川
良
信
先
生
と
藤
井
貫

雁
先
生
の
論
考
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

に
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そ
の
宗
義
と

仏
教
社
会
事
業
の
関
係
に
関
す
る
問
題
提
起
を
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

『浄
土
宗
社
会
事
業
年
報
』
に
み
る
浄
土
宗
社
会
事
業

仏
教
社
会
事
業
に
対
す
る
浄
土
宗
の
取
り
組
み
を
ご
く
簡
単
に
、

ま
と
め
て
み
ま
す
と
、

明
治
四
十
五
年
一
月

救
済
事
業
施
設
調
査
の
実
施

大
正
三
年

財
団
浄
土
宗
報
恩
明
照
会
の
設
立

大
正
十
年
五
月

浄
土
宗
内
に
社
会
課
が
設
置



そ
し
て
昭
和
九
年
か
ら
一
寺
院
一
事
業
運
動
が
展
開
を
さ
れ
て
い

く
わ
け
で
す
け
ど
も
、
近
代
に
お
け
る
浄
土
宗
の
社
会
事
業
等
に

関
し
ま
し
て
は
、
長
谷
川
匡
俊
先
生
が
編
集
を
さ
れ
て
い
る
『
近

代
浄
土
宗
の
社
会
事
業
』
(
相
川
書
房
、

一
九
六
六
年
)
に
詳
し

い
わ
け
で
す
け
ど
も
、
仏
教
社
会
事
業
の
よ
り
限
定
し
た
浄
土
宗

社
会
事
業
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
意
図
か
ら
、
今
回
は

「
浄
土
宗
社
会
事
業
年
報
』
第
一
輯
に
掲
載
さ
れ
た
諸
論
考
を
通

じ
て
、
浄
土
宗
社
会
事
業
の
特
徴
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す。
ま
ず
、
椎
尾
先
生
の

「
浄
土
宗
義
と
社
会
事
業
」
と
い
う
論
考

が
巻
頭
に
掲
載
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
事
細
か
に
浄
土
宗
義
と

仏
教
社
会
事
業
の
関
係
が
論
及
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

〈
椎
尾
弁
匡
の
「
浄
土
宗
義
と
社
会
事
業
」
〉

浄
土
宗
の
宗
乗
は
三
つ
の
要
点
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
よ
い
と

玄
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、

一
、
求
む
る
所
の
浄
土
、
二
、

帰
す
る
と
こ
ろ
の
晴
陀
、
三
、
こ
の
所
求
所
帰
を
完
う
す
る

往
生
一
路
は
念
仏
に
あ
る
こ
と
、

こ
の
三
要
点
で
あ
る
。

(
一
頁
)

と
、
ま
ず
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
「
浄
土
宗
の
社
会
事

業
」
の
教
義
的
な
根
拠
を
次
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
お
り
ま
す
。

宗
義
の
き
ま
ら
ぬ
宗
門
の
社
会
事
業
は
雑
然
た
る
も
の
、
雑

業
雑
種
の
社
会
事
業
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
そ
の
雑
然
た
る

社
会
事
業
と
宗
門
と
が
単
に
雑
居
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
に
過
ぎ

な
い
。
然
し
宗
門
の
社
会
事
業
は
宗
門
意
識
の
現
は
れ
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た
ま
関
係
者
が
浄
土
宗
信
仰
者

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
む
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
悉
く
宗
門
よ

り
出
づ
る
力
が
社
会
事
業
の
根
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

円。
Fh
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で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
所
求
の
浄
土
は
報
土
た
る
極
楽
で

あ
る
。
そ
の
報
土
極
楽
は
四
十
八
願
に
よ
っ
て
成
就
す
る
。

従
っ
て
こ
の
極
楽
が
何
処
に
も
拝
ま
れ
る
こ
と
が
宗
徒
の
念

願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孤
児
の
迷
ひ
泣
く
処
、
母
の
夫

を
失
っ
て
子
を
抱
へ
悩
h
u
処
、
貧
者
の
借
金
に
せ
め
ら
る
〉

処
、
そ
れ
ら
総
て
訴
ふ
る
な
き
者
の
立
ち
直
る
条
件
は
こ
の

四
十
八
願
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土

教
徒
の
営
む
農
民
道
場
、

工
業
商
業
の
国
際
的
指
導
、
家
庭

生
活
指
導
、
防
貧
、
救
済
等
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
事
業
が
皆
四



十
八
願
の
発
露
た
る
を
考
ふ
る
時
、
始
め
て
浄
土
宗
の
社
会

事
業
た
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
(
二
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

〈
長
谷
川
良
信
の
「
浄
土
宗
社
会
事
業
概
観」〉

続
き
ま
し
て
、
長
谷
川
良
信
先
生
の
「
浄
土
宗
社
会
事
業
概

観
」
で
す
。
こ
れ
も
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

簡
潔
、
平
易
、
而
し
て
実
践
第
一
主
義
は
我
が
浄
土
宗
特
異

の
宗
風
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
既
往
二
十
年
来
、
近
代
浄
土

宗
は
そ
の
念
仏
一
行
三
昧
に
於
け
る
如
上
の
宗
風
を
時
代
と

大
衆
と
の
聞
に
引
き
降
ろ
し
て
、
済
世
度
生
の
本
願
を
徹
底

す
べ
く
「
宗
門
社
会
事
業
」

の
新
た
な
る
運
動
を
世
に
問
ふ

た
の
で
あ
る
。
(
二
三
頁
)

と
、
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た

う
え
で
、
浄
土
宗
社
会
事
業
の
教
義
根
拠
に
つ
い
て
、
浄
土
教
徒

の
理
想
は
願
生
の
一
事
に
あ
り
、
「
個
人
的
願
生
」

と
「
社
会
的

願
生
」
を
内
包
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
前
者
は

「
生
の
更
新
永
続

で
あ
り
、
目
前
の
死
滅
的
迷
蒙
生
活
を
転
じ
て
生
成
脱
落
の
真
生

を
致
す
の
故
で
あ
り
、
こ
れ
が
方
法
と
し
て
は
念
々
自
身
に
仏
名

を
調
持
す
る
を
以
て
能
事
と
す
る
」
(
二
三
頁
)
と
説
明
し
て
い

ま
す
。
後
者
の

「
社
会
的
願
生
」
に
つ
い
て
は
、
「
一
切
同
胞
有

縁
を
謡
っ
て
、
大
悲
の
願
船
に
搭
じ
、
同
生
楽
邦
の
素
懐
を
遂
げ

し
め
に
あ
る
」
(
二
四
頁
)
と
指
摘
を
さ
れ
て
お
り
、

夫』
p
り

H
K
、

「
近
代
社
会
事
業
の
指
導
精
神
と
し
て
標
置
せ
ら
る
〉
彼
の
社
会

構
成
の
観
念
と
、

や
み
難
き
人
類
相
愛
の
精
神
な
る
も
の
は
、
畢

寛
す
る
に
浄
土
徒
の
根
本
信
僚
た
る
社
会
的
願
生
心
に
基
づ
く
本

願
精
神
に
よ
っ
て
の
み
、

そ
の
真
意
義
を
見
出
し
得
る
も
の
と
い

ふ
も
過
言
で
は
な
い
と
思
ふ
」
(
二
四
頁
)
、
と
述
べ
ら
れ
て
お
り

- 57-

ま
す
。〈

藤
井
賞
醸
の

「
宗
門
社
会
事
業
と
教
化
」〉

続
き
ま
し
て
、
藤
井
賞
廃
先
生
の
「
宗
門
社
会
事
業
と
教
化
」

の
論
考
で
す
が
、

こ
れ
も
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
次
の

よ
う
に
藤
井
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

宗
門
の
社
会
事
業
は
他
の
一
般
社
会
事
業
と
何
等
異
な
る
特

色
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
宗
門
と
名
の
つ
く
以
上
、

形
の
う
え
で
は
と
も
か
く
、
其
精
神
、
若
し
く
は
目
標
は

「
念
仏
す
る
こ
と
」
が
中
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(
七
八



頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
、
社
会
事
業
一
般
と
区
別
を
さ
れ
る
浄
土
宗
社
会

事
業
の
独
自
性
を
主
張
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

で
は
、

い
わ
ゆ
る
社

会
事
業
と
宗
教
活
動
、
社
会
事
業
と
教
化
の
活
動
が
ど
う
違
う
の

か
、
そ
の
点
に
関
し
ま
し
て
藤
井
先
生
は
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

念
仏
の
精
神
に
よ
っ
て
社
会
事
業
を
す
る
こ
と
で
、
生
き
た

社
会
事
業
と
な
り
、
(
・
:
中
略
:・
)
か
く
し
て
こ
そ
宗
門
の

社
会
事
業
は
そ
の
ま
〉
教
化
事
業
で
あ
り
、
念
仏
の
聖
業
と

な
る
の
で
あ
る
。
(
七
九
頁
)

社
会
事
業
H

教
化
事
業
、
宗
教
活
動
な
ん
だ
と
い
う
点
を
藤
井
先

生
は
こ
こ
で
指
摘
を
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
社
会

事
業
は
、
言
う
な
れ
ば
宗
教
活
動
と
し
て
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て

い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し

て
は
、
ま
た
別
の
部
分
で
改
め
て
、
詳
し
く
問
題
提
起
を
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
以
上
簡
単
で
は
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
研
究
史
の
観

点
と

「仏
教
徒
社
会
事
業
大
観
」、
「浄
土
宗
社
会
事
業
年
報
』
を

通
じ
て
、
近
代
仏
教
史
の
中
で
仏
教
社
会
事
業
が
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。

で
は
、

そ
こ
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
現
代
の
仏
教
福
祉
事

業
に
問
い
か
け
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
問
題

提
起
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
社
会
事
業
が
問
い
か
け
る
も
の

〈教
義
と
仏
教
社
会
事

業

(
仏
教
社
会
福
祉
事
業
)
〉

ま
ず
一
つ
め
が
、
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、

oo 
p
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教
義
と
仏
教
社
会
事
業
、
あ
る
い
は
教
義
と
仏
教
社
会
福
祉
事
業

の
関
係
で
す
。
戦
前
か
ら
現
在
の
話
に
移
ま
す
が
、
鷲
見
宗
信
先

生
の
論
考
を
大
変
興
味
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
『
仏

教
福
祉
」
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
(
浄
土
宗
総

合
研
究
所
仏
教
福
祉
研
究
班
「
浄
土
宗
社
会
福
祉
事
業

・
活
動
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
平
成
同
年
度
)

の
結
果
も
一
通
り
拝

見
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
非
常
に
興
味
深
い
デ
ー
タ
だ
と

思
い
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
分
析
さ
れ
た
鷲
見
宗
信
先
生

の
研
究
の
中
か
ら
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
「
浄
土
宗



寺
院
と
住
職
の
社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動
と
意
識
に
つ
い
て
の

考
察
」
(
『
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
』
三
八
号

・
二
O
O七

年
)
に
お
い
て

今
回
の
調
査
で
は
、
寺
院
住
職
の
九

O
%以
上
が
社
会
福
祉

に
関
心
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
で
約
七

O
%が
未
だ
実
践
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ

Tこ

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
「
社
会
福
祉
と
仏

教
者
の
関
わ
り
方
」
、

で
す
か
ら
、
私
が
興
味

・
関
心
を
持
っ
て

い
る
仏
教
と
社
会
福
祉
、
仏
教
と
社
会
事
業
の
関
係
に
関
し
て
も

自
由
記
述
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
分
か
っ
た

こ
と
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
紹
介
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も

大
変
興
味
深
か
っ
た
も
の
で
、
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま

ず
一
点
目
、
「
仏
教
者
で
あ
る
こ
と
の
意
識
が
強
い
ほ
ど
社
会
福

祉
活
動
に
対
し
て
理
解
を
示
す
傾
向
が
あ
り
、
寺
院
住
職
と
し
て

の
立
場
の
意
識
が
強
い
ほ
ど
、
法
務
や
寺
院
が
優
先
さ
れ
る
と
考

え
る
こ
と
」
、
二
点
目
が
、
「
社
会
福
祉
活
動
に
参
加
し
た
と
い
う

意
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
れ
ば
よ
い
か

困
っ
て
い
る
こ
と
」
、
三
点
目
と
し
て
、
ご
と
関
連
を
し
て
、
教

義
と
福
祉
活
動
の
整
合
性
が
と
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
は
多
数

見
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り

ま
す
。問

題
に
し
た
い
の
は
、
三
点
目
の
、
教
義
と
福
祉
活
動
の
整
合

性

・
関
係
性
の
問
題
で
す
。
こ
れ
も
戦
前
の
仏
教
社
会
事
業
に
関

す
る
研
究
で
は
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
日
蓮
宗
系
の
新
宗
教
で
、

名
古
屋
に
本
部
の
あ
る
法
音
寺
と
、
立
正
佼
成
会
の
二
つ
の
団
体

は
特
に
仏
教
社
会
福
祉
活
動
、
仏
教
社
会
事
業
に
熱
心
な
団
体
で

nu 

F
h
l
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す
。
こ
の
両
教
団
の
調
査
を
し
た
ラ
ン
ジ
ヤ
ナ

・
ム
コ
パ
デ
イ
ヤ

ー
ヤ
先
生
と
い
う
イ

ン
ド
の
方
で
日
本
の
新
宗
教
研
究
を
し
て
い

る
先
生
が
、

「日
本
の
社
会
参
加
仏
教
|
|
法
音
寺
と
立
正
佼
成

会
の
社
会
活
動
と
社
会
倫
理
』
(
東
信
堂

・
二
O
O五
年
)
と
い

う
本
を
刊
行
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
法
音
寺
の
信
者
さ
ん

と
立
正
佼
成
会
の
信
者
さ
ん
の
福
祉
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
イ
ン

タ
ビ
ュ

l
調
査
、
質
問
紙
調
査
を
踏
ま
え
た
結
果
を
分
析
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
中
で
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。



二
つ
の
教
団
の
信
者
さ
ん
の
社
会
参
加
、
社
会
福
祉
活
動
や
ボ

ラ
ン
テ
イ
ア
活
動
は
、
単
な
る
福
祉
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

と
し
て
信
者
さ
ん
に
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
。
二
つ
の
教
団

は
新
宗
教
団
体
な
の
で
、
特
に
「
伝
統
的
な
仏
教
思
想
の
近
代
的

解
釈
」
を
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、

う
し
た
近
代
的
な
解
釈
に
基
づ
い
て
教
団
の
社
会
倫
理
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。
教
団
が
社
会
福
祉
活
動
を
行
う
際
に
、

そ
の

教
義
的
な
背
景
と
し
て
伝
統
的
な
仏
教
思
想
、
特
に
法
音
寺
で
あ

れ
ば
日
蓮
宗
の
宗
義
、
佼
成
会
で
あ
れ
ば
法
華
経
の
近
代
的
な
解

釈
、
現
代
的
な
解
釈
を
し
た
う
え
で
、

そ
の
教
団
の
社
会
活
動
、

社
会
福
祉
活
動
の
教
義
的
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、

の
教
団
の
教
え
に
基
づ
く
宗
教
的
な
意
義
を
持
つ
社
会
活
動
と
し

て
、
信
者
さ
ん
た
ち
が
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
少
し
分
か

り
に
く
い
で
す
け
ど
も
、
要
は
先
ほ
ど
の
藤
井
貫
臆
先
生
の
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
と
重
な
る
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
教
団
の
信
者

が
行
っ
て
い
る
福
祉
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
社
会
活
動

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
人
た
ち
の
意
識
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
は

宗
教
活
動
な
の
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
福
祉
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
が
、
信
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
菩
薩
行
で
あ
り
利
他
行
で

あ
り
、

つ
ま
り
修
行
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
出
た
と
い
う

こム」が】、

ム
コ
パ
デ
イ
ヤ
1
ヤ
先
生
は
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ

で
す
か
ら
、
椎
尾
先
生
や
長
谷
川
先
生
、
藤
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
よ
う
に
、
浄
土
宗
義
に
基
づ
く
社
会
事
業
が
、
は
た
し

て
戦
前
の
現
場
の
中
で
ど
の
よ
う
に
実
践
を
さ
れ
た
か
と
い
う
こ

と
を
、

い
か
ん
せ
ん
私
も
デ
ー
タ
が
な
か
っ
た
の
で
論
じ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
現
代
の
時
代
に
踏
ま
え
て
言
う
の
で
あ

れ
ば
、
浄
土
宗
の
調
査
で
あ
る
と
か
、

n
u
 

E
U
 

ム
コ
パ
デ
イ
ヤ

l
ヤ
さ
ん

の
調
査
な
ど
か
ら
、

そ
の
宗
義
と
仏
教
社
会
事
業
、
も
し
く
は
そ

そ

の
宗
義
と
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
と
い
え
ま

す
。
密
接
で
あ
り
、

そ
の
背
景
に
は
、
明
ら
か
に
そ
の
教
団
の
教

え
が
あ
る
と
い
う
点
が
分
か
る
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
わ
け
で
す
。

〈宗
教
的
「
救
済
」
と
社
会
的
「
救
援
」〉

」
の
点
は
二
点
目
に
も
か
か
る
の
で
す
が
、
天
理
大
学
の
金
子

昭
先
生
が
、

「
救
済
」

と
「
救
援
」

と
い
う
分
け
方
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
金
子
先
生
独
自
の
分
け
方
で
す
が
、

お
そ
ら
く
仏

教
社
会
福
祉
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で



は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
要
は
、
教
義
的
な
理
念
に
基
づ
く
「
救

済
」
と
、
社
会
的
需
要
と
し
て
の
「
救
援
」
、

い
わ
ゆ
る
一
般
の

社
会
福
祉
的
な

「
救
援
」

と
分
け
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

宗
教
的
理
念
に
基
づ
く
活
動
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
、
「
救
済
」

と
「
救
援
」
を
分
け
て
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
社
会
事
業
、

社
会
福
祉
活
動
を
行
う
と
き
に
、

そ
れ
を
受
け
る
方
、
受
け
手
の

方
は
、

そ
の
活
動
が

「
救
済
」
な
の
か
と
い
う

「
救
援
」
な
の
か

の
は
、
あ
ま
り
関
係
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
受
け

手
の
ほ
う
と
し
て
は
、

「
救
援
」
を
、
助
け
を
求
め
て
い
る
ほ
う

と
し
て
は
、

そ
の
結
果
だ
け
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
宗
教
者
が
い
く
ら
自
分
た
ち
の

行
っ
て
い
る
活
動
が
、
菩
薩
行
で
あ
り
利
他
行
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
位
置
づ
け
で
行
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
を
受
け
取
る
ほ
う
は
、

そ
の
結
果
だ
け
を
、

そ
の
活
動
だ
け
を
求
め
る
傾
向
が
あ
り
、

そ

の
元
々
持
っ
て
い
た
宗
教
的
な
動
機
づ
け
や
意
味
合
い
と
い
う
も

の
が
あ
ま
り
理
解
を
さ
れ
て
な
い
ん
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
図

を
込
め
て
、
金
子
先
生
は

「
救
済
」
と
「
救
援
」
を
分
け
て
い
る

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

こ
の
「
救
済
」

と
「
救
援
」
が
持
つ
ジ

レ
ン
マ
は
そ
の
背
景
を
探
っ
て
い
く
と
、
宗
教
が
個
人
の
心
の
問

題
で
あ
る
と
、
私
的
領
域
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
常
識
と

結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
常
識
、
宗
教
が
公
共
的
領
域
で
福
祉
活
動
を
行
う
こ
と
に

関
す
る
忌
避
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
、
こ
こ
で
申

し
仕
上
げ
た
い
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
社
会
の
人
々
は
、
「
救

援
」
を
強
く
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
宗
教
者
と
し
て

は
、
そ
の
活
動
は
も
ち
ろ
ん

「
救
援
」

の
意
味
も
あ
る
と
は
思
い

ま
す
が
、

「
救
済
」
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の
意
味
も
あ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
で

き
る
の
か
、
あ
る
い
は
解
消
す
る
必
要
が
な
い
の
か
、
あ
る
の
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、

」
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
う
ち
に
は

「
宗
門
の
社
会
事
業
は
そ
の

ま
〉
教
化
事
業
で
あ
り
、
念
仏
の
聖
業
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
私
の
研
究
フ

ィ
l
ル
ド
で
言
う
と
、
宗
教
者
の
平
和
運
動
を
熱
心
に
や
っ
て
い

る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で

す
が
、
宗
教
者
が
平
和
運
動
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
も
う
関
係

な
い
と
。
そ
の
本
人
は
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
込
め
て
や
っ
て
い



る
け
れ
ど
も
、
受
け
取
る
ほ
う
は
宗
教
者
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を

理
解
し
て
い
な
く
て
も
、

と
に
か
く
結
果
だ
け
し
っ
か
り
と
出
せ

ば
い
い
ん
だ
。
平
和
運
動
と
し
て
誰
が
や
っ
て
い
よ
う
が
関
係
な

い
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
人
も
い
る
ん
で
す

ね
。
で
す
か
ら
「
救
済
」

と
「
救
援
」

と
い
う
分
類
の
中
の
「
救

援
」
と
い
う
も
の
を
重
視
を
し
た
い
と
、

そ
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の

方
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

だ
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
か
ら
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
い
る
と
お

り
、
平
和
運
動
と
仏
教
宗
教
者
の
平
和
運
動
も
そ
う
だ
し
、
社
会

福
祉
活
動
と
仏
教
社
会
福
祉
活
動
の
関
係
も
そ
う
だ
し
、

そ
の

般
性
と
独
自
性
の
関
係
を
考
え
た
場
合
、

じ
ゃ
あ
そ
こ
で
仏
教
者

が
行
う
社
会
福
祉
活
動
と
い
う
の
が
、

一
般
の
社
会
福
祉
活
動
に

解
消
さ
れ
て
い
い
も
の
な
の
か
、

よ
く
な
い
の
か
。

こ
れ
は

ひ
皆
様
の
ご
意
見
を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、

や
は
り
宗
教
が
持
つ
利
他
の
精
神
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え

ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
救
済
の
側
面
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

〈仏
教
社
会
事
業
(
仏
教
社
会
福
祉
事
業
)

の
公
共
的
役
割
〉

ニ
点
目
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
社
会
事
業
の
公
共
的
、
も
し
く

は
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
公
共
的
役
割
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
仏

教
社
会
事
業
は
、

は
た
し
て
戦
前
の
日
本
社
会
秩
序
の
形
成
に
ど

の
よ
う
な
公
共
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
で
、
実
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
事
業
が
、
各
宗
派
も
し

く
は
通
仏
教
的
な
団
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
、

そ
の
対
応
が

な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。
個
別
の
社
会
問
題
に

対
し
て
ど
う
対
応
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
に
な
り
ま

つ-FO
 

す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
プ
ラ
ス
仏
教
者
の
社
会
的
実
践
と
い
う
も
の

が
人
々
の
結
び
つ
き
を
も
た
ら
す
よ
う
な
価
値
観
や
社
会
倫
理
を

提
供
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
、

そ
の
公
共
的
役
割
を
推
し

ぜ

量
る
意
味
で
の
、

一
つ
の
大
き
な
基
準
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

そ
し
て
、
今
後
の
仏
教
社
会
福
祉
の
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
、

目
指
す
べ
き
仏
教
の

「
人
生
観
や
国
家
観
、

而
し
て
そ
の
社
会

観
」
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
一
貫
し
て
、

や
は
り
社
会

福
祉
活
動
あ
る
い
は
社
会
事
業
の
背
景
に
あ
る
、

そ
の
前
提
に
あ



る
教
え
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

こ
れ
も
少
し
唐
突
な
の
で
す
が
、
松
井
良
典
先
生
の

「持
続
可

能
な
福
祉
社
会
」
(
ち
く
ま
新
書
、

二

O
O六
年
)
と
い
う
、

れ
も
非
常
に
有
名
な
本
が
あ
り
ま
す
が
、

」
の
中
で
松
井
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
、
「
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
の
実
現
が

大
事
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
と
い

い
ま
す
の
は
、
「
個
人
の
生
活
保
障
や
分
配
の
公
正
が
十
分
実
現

さ
れ
つ
つ
、

そ
れ
が
環
境

・
資
源
制
約
と
も
両
立
し
な
が
ら
存
続

で
き
る
よ
う
な
社
会
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い

て、

二
つ
の
軸
を
立
て
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
松
井
先
生
が
言

う
に
は
、
「
独
立
し
た
個
人
」
に
基
本
的
な
価
値
を
置
き
つ
つ
、

「
公
共
性
」
、

そ
の

「
独
立
し
た
個
人
」
と
「
公
共
性
」
と
い
う

つ
の
軸
が
大
切
で
、

さ
ら
に
「
公
共
性
」

と
い
っ
た
場
合
は
、
松

井
先
生
は
社
会
保
障
や
環
境
保
護
と
い
っ
た
点
に
注
目
を
し
て
お

る
わ
け
で
す
け
ど
も
、

そ
の
二
つ
の
軸
が
あ
っ
て
、
個
人
と
個
人

を
つ
な
ぐ
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
だ
と
指

摘
を
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
た
背
景
に
は
、

浄
土
宗
基
本
構
想
な
り
基
本
計
画
の
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す

る
提
言
を
、
若
干
踏
ま
え
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も

様
々
な
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
度
経
済
成
長
期
を
通

? 

」

じ
て
、
地
縁
・
血
縁
と
い
っ
た
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

解
体
し
つ
つ
あ
り
、
個
人
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
近
年

で
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
無
縁
社
会
」

と
呼
ば
れ
る
関
係
性

が
進
ん
で
い
て
、
人
々
の
関
係
性
の
希
薄
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

そ
の

「
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

の
形
成
は
可
能
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
が
、
色
々
な
場
面
で
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

の
形
成
に
対
し
て
、
私
の
言
葉
で
言

う
と
、
仏
教
者
の
公
共
的
役
割
、
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
公
共
的

役
割
が

の
形
成
に
結
び
つ
く
の
か
ど

「
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
関
し
て
、
現
在
ど
う
い
っ
た
対
応
が
で
き
る
の
か
ど
う

か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
が
、
今
現
在
の
仏
教
社
会
福
祉
事
業
で
あ

り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
戦
前
も
戦
後
と
は
違
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

形
成
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
戦
前
・
戦
後
を

一
貫
し
て
、

や
は
り
伝
統
的
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
解
体
を
踏 の
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ま
え
た
う
え
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
以
上
で
私
か
ら
の
報
告
は
終
わ
ら
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
皆
様
方
の
ご
意
見
を
ぜ
ひ
聞
か
せ

て
い
た
だ
い
て
、
質
疑
応
答
の
時
間
を
設
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

っ
た
な
い
話
で
大
変
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

質
疑
応
答

曽
根

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
質
疑
応
答

の
時
聞
を
少
し
設
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
質
問
の
あ
る
か
た

挙
手
に
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
谷

昨
年
十
二
月
に
お
邪
魔
し
た
と
き
に
も
発
表
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、

か
な
り
い
ろ
ん
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
て
大
変
勉
強
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
今
日
も
率
直
な
ご
意
見
を
頂
戴
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

曽
根

私
は
専
門
が
浄

で
は
最
初
に
私
か
ら
失
礼
い
た
し
ま
す
。

土
学
で
す
の
で
、
今
日
の
先
生
の
お
話
は
、
非
常
に
色
々
い
い
勉

強
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
藤
井
賞
臆
先
生
の
定

義
と
い
う
の
は
、
実
は
、

い
わ
ゆ
る
浄
土
学
と
い
う
か
浄
土
宗
僧

侶
と
し
て
浄
土
宗
の
教
義
に
基
づ
く
と
い
う
よ
う
な
視
点
か
ら
考

え
て
い
き
ま
す
と
、
す
ご
く
す
っ
き
り
す
る
の
で
す
が
、
逆
に
、

先
生
の
ご
指
摘
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
、

「
受
け
手
に
と
っ
て
は
そ

の
効
用
だ
け
が
問
題
と
な
る
」
と
い
う
問
題
で
す
よ
ね
。
先
生
ご

自
身
と
し
て
、

そ
の
ジ
レ
ン
マ
に
何
ら
か
の
答
え
と
い
う
か
何
ら

か
の
提
言
か
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
、

そ
の
部
分
を
少
し
お
話
し
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
・
・
・
。

大
谷

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
部
分
は
宗
教
の
社
会
貢

献
活
動
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
も
、

い
つ
も
話
題
に
な
る
部

分
な
の
で
す
。
研
究
会
で
は
、
浄
土
宗
の
僧
籍
を
持
っ
て
お
ら
れ

る
人
、
大
正
大
学
の
ひ
と
さ
じ
の
会
の
高
瀬
顕
功
さ
ん
に
も
発
表

を
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り

J

ジ
レ
ン
マ
の
ま
ま
で
す
。
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で
す
か
ら
、
私
自
身
は
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
く
方
程
式
と
い
う
よ

う
な
も
の
を
も
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

ち
ょ
っ
と
話
が
そ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

つ
い
先
日
、
磯
村
健

太
郎
さ
ん
と
い
う

『朝
日
新
聞
』
の
記
者
の
方
が
、

「
ル
ポ
仏
教
、

貧
困

・
自
殺
に
挑
む
』
(
岩
波
書
盾
、

。
一
年
)
と
い
う
ル

ポ
ル
タ
1
ジ
ュ
を
出
さ
れ
ま
し
た
。
磯
村
さ
ん
と
い
う
方
は
宗
教

担
当
の
記
者
の
方
で
、
朝
日
新
聞
の
中
で
仏
教
者
の
活
動
を
取
り

上
げ
て
い
て
、

ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
し
、

フ
ー
ド
パ
ン
ク
の
話
な
ど
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
す

ts 

こ
う
い
う
よ
う
な
形
で
仏
教
者
の
社
会
活
動
が
一
般
紙
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
機
会
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
。
磯
村
さ
ん
は

本
当
に
ま
れ
な
例
で
、
朝
日
新
聞
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
関
西
に
い
れ
ば
関
西
の
新
聞
、
関
西
版
で
は
仏
教
者

の
活
動
は
取
り
上
げ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
全
国
版
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
機
会
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
そ
も
そ
も
仏

教
者
が
社
会
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
を
ど
れ
だ
け
の
人
が
知
っ
て

い
る
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

こ
こ
で
少
し
デ
ー
タ
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
は
庭
野
平
和
財
団

が
行
っ
て
い
る
、
宗
教
団
体
の
社
会
貢
献
活
動
に
関
す
る
調
査
結

果
で
す
。
質
問
紙
調
査
を
二

O
O八
年
に
行
っ
て
い
て
、

そ
の
中

で
、
宗
教
団
体
に
関
し
て
社
会
貢
献
活
動
を
期
待
す
る
か
ど
う
か

に
関
し
て
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
宗
教
団
体
が
行
っ
て
き
た

学
校
教
育
活
動
や
病
院
運
営
な
ど
の
社
会
貢
献
活
動
が
ど
れ
だ
け

認
知
さ
れ
て
い
る
か
に
関
し
て
、

サ
ン
プ
ル
数
は
千
二
百
三
十
三

人
で
す
が
、

そ
の
認
知
度
は
三
十
四
・
八
%
で
す
。

で
す
か
ら
、

三
割
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
の
人
し
か
認
知
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

で
す
か
ら
、

p
h
d
 

no 

や
は
り
宗
教
団
体
、
こ
れ
は
仏
教
だ
け
で

す
が
、

そ
の
宗
教
団
体
が
行
っ
て
い
る
活
動
に
関
し
て
、
例
え
ば

大
学
や
病
院
な
ど
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
、

や
は
り

あ
ま
り
に
も
認
知
度
が
低
い
と
思
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
認
知
度
が
低
い
中
で
、

実』
p
り
H
b
円、

一
九
九
五
年
の

オ
ウ
ム
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
以
降
、
宗
教
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ

ー
が
ま
だ
ま
だ
残

っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

さ
ら
に
私
が
申
し

上
げ
た
、
宗
教
は
私
的
な
も
の
、
心
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
宗
教
が
社
会
的
に
何
か
や
る
こ
と
に
関
し
て
、
知
ら
な
い
、



認
知
度
が
低
い
し
、

ア
レ
ル
ギ
ー
も
強
い
と
い
う
こ
と
が
重
な
っ

て
、
や
は
り
「
救
済
」

よ
り
は
「
救
援
」
を
求
め
る
割
合
が
強
い

の
か
な
と
思
う
次
第
で
す
。

例
え
ば
、

一
九
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
に
、

か
な

り
の
宗
教
団
体
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
ね
。
浄
土
宗
の
方
も
入
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
の
九

五
年
と
い
う
の
は
、
宗
教
者
に
と
っ
て
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
で

大
事
な
年
だ
っ
た
と
皆
さ
ん
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
は

り
宗
教
者
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
入
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
認
知
度
は

あ
ま
り
高
い
と
は
思
え
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

で
す
か
ら
最
近
は
社
会
貢
献
活
動
の
研
究
と
い
う
よ
う
な
形
で

私
た
ち
の
活
動
も
微
力
で
す
が
や
っ
て
い
て
、

や
っ
て
は
い
る
の

だ
け
ど
も
、

や
は
り
な
か
な
か
研
究
自
体
も
そ
れ
ほ
ど
認
知
が
あ

る
わ
け
で
も
な
い
で
す
し
、
認
知
を
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
現
実

問
題
難
し
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
な
か
な
か
宗
教
者
の
行
う
社
会

活
動
に
関
し
て
認
知
さ
れ
な
い
中
で
こ
の
問
題
を
考
え
た
場
合
、

や
は
り
ジ
レ
ン
マ
は
ま
だ
ま
だ
残
る
の
か
な
あ
と
い
う
気
が
し
て
、

救
済
に
関
す
る
認
知
を
強
め
る
、
何
か
特
効
薬
が
あ
る
の
か
な
い

の
か
と
い
う
と
、
今
の
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
か
な
と
い
う
の
が
率

直
な
と
こ
ろ
で
す
。

曽
根

先
生
ご
自
身
は
、
解
消
す
る
必
要
は
あ
る
と
お
考
え
で
し

ょ
う
か
。

大
谷

私
は
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
や
は
り
宗
教
者
の
果
た
す
独
自
の
役
割
と
い
う
の
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
宗
教
者
の
平
和
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運
動
を
調
査
し
た
中
で
も
、
宗
教
者
の
語
り
と
い
う
も
の
が
、
平

和
運
動
に
携
わ
る
人
に
感
動
を
も
た
ら
す
シ

l
ン
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
以
前
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
た
め
に

平
和
運
動
の
集
会
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
聖

書
の
文
句
を
引
用
し
な
が
ら
話
を
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
に
対
し
て

聴
衆
か
ら
、
「
平
和
と
い
う
も
の
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
」

と
い
う
感
想
が
あ
っ
た
と
話
さ
れ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
宗
教
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
持

つ
機
能
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ



し
て
そ
れ
が
、
何
か
人
の
心
を
動
か
し
た
り
で
す
と
か
、
実
際
に

人
々
の
結
び
つ
き
を
作
り
出
し
た
り
、

そ
う
い
う
機
能
が
あ
る
と

私
は
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
活
動
で
、

仏
教
者
の
、
宗
教
者
の
社
会
活
動
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
り
ま

し
よ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
を
実
際
に
実
現
し
て
い
く
こ
と
は
な
か

な
か
難
し
い
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ラ
ン
ジ
ヤ
ナ

・
ム
コ
パ
デ
イ
ヤ

l

ヤ
先
生
の
佼
成
会
の
活
動
に
し
て
も
そ
う
で
す
し
、
法
音
寺
の
活

動
に
し
て
も
そ
う
で
す
し
、

実
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
手
の
人

が
法
音
寺
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
は
、

や
は
り
、

や
っ
て
い
る
ほ
う
と
受
け
る
ほ
う
の
ギ

ヤ
ツ
プ
と
い
う
の
は
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ギ
ャ

ッ
プ
を
、

ど
の
よ
う
に
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
こ
と
が
、

や
は
り
大
事
な
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

で
す
か
ら
そ
の
意
味
で
、

メ
デ
ィ
ア
の
役
割
も
そ
う
で
す
し
、

お
そ
ら
く
私
な
ど
の
研
究
者
が
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
役
割
は
非

常
に
小
さ
い
と
は
思
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
現
場
と
社
会
を

つ
な
ぐ
役
割
を
少
し
で
も
で
き
た
ら
な
と
、
考
え
て
お
り
ま
す
。

鷲
見

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
同
じ
く
ジ
レ
ン
マ

の
話
に
な
り
ま
す
が
:
・。
私
の
と
こ
ろ
で
は
、
保
育
所
を
運
営
し

て
お
り
ま
す
が
、
保
育
所
は
国
際
平
和
活
動
の
よ
う
な
活
動
と
ま

た
少
し
違
い
、
実
際
に
利
用
者
が
選
択
を
し
て
利
用
す
る
施
設
な

の
で
、

そ
の
場
合
は
、

お
寺
で
や
っ
て
い
る
か
ら
少
し
安
心
だ
ろ

ぅ
、
お
寺
の
雰
囲
気
が
い
い
と
い
う
よ
う
な
、
主
体
的
に
選
択
を

さ
れ
る
方
も
、
利
用
者
と
し
て
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん

「
近
く
に
あ
る
か
ら
」

と
い
う
理
由
や
、
「
通
勤
の
間
に
あ
る
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か
ら
」
と
か
と
い
う
理
由
で
選
択
を
さ
れ
る
場
合
も
当
然
あ
る
わ

け
で
す
け
ど
も
、

そ
こ
に
は
や
は
り
何
か
し
ら
、

そ
う
い
う
も
の

を
求
め
て
い
る
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
安
心
感
み
た
い

な
も
の
と
い
う
の
を
求
め
ら
れ
て
い
る
方
は
確
か
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
私
の
所
の
保
育
所
で
や
っ
て
き

た
実
践
と
し
て
は
、
直
接
的
に
、
極
端
な
話
で
い
え
ば
、
浄
土
宗

の
教
え
に
触
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、

い
ず
れ
浄
土
宗
の
教
え
に
触

れ
た
と
き
に
、

「そ
う
い
え
ば
子
ど
も
の
と
き
に
、

こ
A

ノ
い
・
フ
お

寺
の
保
育
所
で
育
っ
て
い
い
思
い
出
が
あ
っ
た
な
」

と
い
う
よ
う



な
、
ジ
レ
ン
マ
の
そ
の
前
の
段
階
、

つ
な
が
り
に
な
る
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
い
い
な
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
あ
え
て
、

一
切
そ

の
色
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
も
し
ま
せ
ん
し
、
積
極
的
に
詰
め

て
い
く
と
い
う
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。
触
れ
る
機
会
は
用
意
を
す
る

け
れ
ど
も
、

そ
の
あ
と
は
ま
た
個
々
で
そ
の
機
会
が
あ
っ
た
と
き

に
触
れ
ら
れ
る
と
き
が
あ
れ
ば
い
い
な
と
い
う
よ
う
な
つ
も
り
で
、

施
設
の
運
営
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
生
の
言
う
よ
う
な
お

話
で
な
く
て
、
最
終
的
に
は
や
は
り
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
と
い

う
方
向
性
に
、

こ
う
い
う
の
が
や
は
り
そ
の
前
段
階
と
し
て
は
あ

り
な
の
か
ど
う
な
の
か
、

ち
ょ
っ
と
今
お
話
を
聞
き
な
が
ら
自
分

な
り
に
ま
た
、
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
谷

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
施
設
の
問
題
で
す
よ
ね
。
例

え
ば
、

ひ
と
さ
じ
の
会
な
ど
、
施
設
で
は
な
く
て
志
を
持
っ
た
僧

侶
の
方
々
が
や
っ
て
い
る
活
動
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
ど
う
い
う

位
置
づ
け
に
な
り
ま
す
か
?

鷲
見

そ
う
な
る
と
、
救
済
の
対
象
別
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
対

象
別
に
分
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
。

曽
根

当
事
者
が
同
席
し
て
お
り
ま
す
ね
。

吉
水

失
礼
し
ま
す
。

ひ
と
さ
じ
の
会
の
吉
水
と
申
し
ま
す
。
私

た
ち
は
葬
送
や
追
善
供
養
を
望
む
方
の
法
要
を
、
新
宿
や
池
袋
、

山
谷
等
で
行
っ
て
お
り
、
法
要
に
参
加
さ
れ
た
方
と
色
々
な
お
話

を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
私
も
最
初
に
法
要
を
行
っ
た
時
は
、
あ

ま
り
宗
教
的
な
話
を
し
す
ぎ
る
の
は
ど
う
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。

Q
U
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し
か
し
、

か
え
っ
て
当
事
者
の
方
達
の
ほ
う
が
、
「
話
し
て
下
さ

ら
な
い
と
困
る
」
「
話
し
て
く
れ
」

っ
て
お
っ
し
ゃ
る
も
の
で
す

か
ら
、

そ
の
求
め
に
応
じ
て
お
話
を
さ
せ
て
も
ら
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
七
月
に
は
お
盆
の
棚
経
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
こ
も
れ
ぴ
荘
と
い
う
、

元
ホ

l
ム
レ
ス
の
方
達
の
サ
ロ
ン
が

あ
り
、

そ
こ
で
の
お
勤
め
の
際
も
法
話
を
い
た
し
ま
す
。
そ
う
い

っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
法
話
が
集
ま
っ
た
み
な
さ
ん
の
楽
し
み
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
先
生
方
の
お
っ
し
ゃ
る
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
る
こ

と
な
く
活
動
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
教
化
も
私
た
ち



の
中
で
は
、

一
方
的
に
何
か
を
教
え
諭
す
と
い
う
意
味
だ
け
で
は

な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
方
が
路
上
で
生
活
す
る
お
じ

さ
ん
た
ち
に
接
す
る
な
か
で
教
わ
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
活
動
を
行
う
こ
と
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
教
化
の
一
環

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
「
教
化
」

は
双
方

向
の
教
化
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
し
て
、
今
の
と

こ
ろ
あ
ま
り
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

大
谷

今
、
お
話
を
伺
っ
て
、

ジ
レ
ン
マ
の
問
題
を
考
え
る
際
、

こ
の
教
化
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
解
決
に
関
わ
っ

て
く
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
鷲
見
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
安
心
感
の
問
題
、
言
葉
で
教
え
が
伝
わ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
も
大
事
な
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
、

そ
れ
以
上
に
、
例
え
ば
気
持

ち
の
部
分
と
か
感
情
の
部
分
、
安
心
感
と
い
う
心
理
的
な
レ
ベ
ル

で
影
響
を
持
ち
う
る
教
化
と
い
う
の
も
、
当
然
あ
る
の
だ
ろ
う
と

思
う
ん
で
す
。
た
だ
、

む
し
ろ
お
伺
い
し
た
い
の
が
、
例
教
大
学

の
現
代
宗
教
論
と
い
う
授
業
の
中
で
、
宗
教
者
の
社
会
貢
献
活
動

に
関
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
「
今
ま
で

自
分
が
生
き
て
き
た
中
で
、
宗
教
が
社
会
貢
献
活
動
に
何
か
関
係

し
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
を
思
い
浮
か
べ
て
書
い
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
設
聞
を
い
た
し
ま
し
た
。
答
え
を
見
る
と
、
大
多
数

が
学
校
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
い
う
答
え
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
保

育
園

・
幼
稚
園
か
ら
始
ま
っ
て
、
例
大
生
も
そ
う
で
す
け
ど
も
、

教
育
関
係
が
圧
倒
的
に
多
い
。
だ
け
ど
も
そ
れ
を
宗
教
団
体
が
や

っ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か

し
、
改
め
て
私
に
言
わ
れ
る
と
「
あ
、

そ
う
だ
つ
た
な
」

っ
て
こ

と
が
分
か
っ
て
気
づ
い
た
と
い
う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
触
れ
る

機
会
は
、

お
そ
ら
く
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
触

れ
て
そ
う
い
っ
た
ご
縁
が
で
き
て
、
ご
縁
が
将
来
的
に
い
っ
発
現

す
る
の
か
と
い
う
の
が
、
個
人
的
に
は
気
に
な
る
部
分
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
併
教
大
学
に
来
て
、
例
え
ば
法
然
上
人
の
教
え
に
触
れ

て
、
そ
れ
が
現
実
世
界
を
生
き
て
く
う
え
で
役
に
立
て
ば
い
い
け

れ
ど
も
、
役
立
た
な
い
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
、
可
能
性
と

し
て
は
。
そ
れ
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
て
、

そ
の
機
会
と
い
う
も

の
が
将
来
的
に
い
か
に
生
か
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
、

個
人
的

に
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
そ
れ
を
、
論
理
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的
な
教
え
だ
け
に
限
ら
ず
、
安
心
感
な
ど
の
気
持
ち
の
部
分
に
響

く
何
か
し
ら
の
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
将
来
的
に
ど
う
い
う
ふ

う
に
影
響
を
及
ぽ
す
の
か
と
い
う
部
分
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

例
え
ば
、
少
し
話
が
飛
ん
で
し
ま
い
ま
す
が
、
釜
ヶ
崎
で
活
動

し
て
い
る
、

こ
れ
も
有
名
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
さ
ん
で
本
田
哲

郎
先
生
の
『
釜
ヶ
崎
と
福
音
」
(
岩
波
書
店

・
二
O
O六
年
)
な

ど
拝
見
致
し
ま
す
と
、

や
は
り
本
田
先
生
自
身
も
、
釜
ヶ
崎
に
入

っ
て
色
々
な
相
互
交
流
、

い
わ
ゆ
る
ド
ヤ
街
の
労
働
者
の
人
た
ち

と
触
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
は
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う

発
言
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
本
田
先
生
自
身
、

安
心
感
や
、
寄
り
添
う
こ
と
の
大
切
さ
を
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
本
田
先
生
な
り
の
教
化
だ
と
思
う
の
で

す
。
で
す
か
ら
、

そ
の
感
情
的
な
部
分
を
含
め
て
影
響
関
係
、
教

化
の
影
響
と
い
う
の
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。

-，

-
e

，.、

寸
/
ナ
J

そ
れ
を
や
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
救
済
に
転
化
す
る
の

か
ど
う
か
と
い
う
と
、

や
は
り
問
題
意
識
の
残
る
、

ジ
レ
ン
マ
が

残
る
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

曽
根

そ
こ
の
大
谷
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、

い
わ
ゆ

る
活
動
を
し
て
い
て
、
受
け
手
に
と
っ
て
は
、

い
わ
ゆ
る
効
用
だ

け
が
問
題
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
じ
ゃ
な
く
っ
て
、

こ
の
ジ

レ
ン
マ
を
感
じ
る
現
実
に
つ
い
て
吉
水
さ
ん
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。

吉
水

喜
ん
で
く
だ
さ
る
と
い
う
と
変
な
表
現
で
す
け
ど
も
、
わ

れ
わ
れ
が
、

一
人
一
人
に
声
を
か
け
て
お
に
ぎ
り
を
渡
す
と
、
非

常
に
喜
ん
で
く
だ
さ
る
か
た
も
あ
り
ま
す
し
、
我
々
が
僧
侶
だ
と

分
か
っ
て
色
々
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
受
け
手
に
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と
っ
て
ど
う
な
の
か
は
、
本
当
に
さ
ま
ざ
ま
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

私
達
が
活
動
し
て
い
て
す
ご
く
感
じ
た
こ
と
の
一
つ
に
次
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
普
か
ら
全
国
の
多
く
の
寺
院
で
子
ど
も

会
活
動
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
路
上
で
生
活
す
る
お
じ
さ

ん
達
か
ら
、
幼
い
頃
に
子
ど
も
会
な
ど
で
お
寺
に
世
話
に
な
っ
た

と
い
う
話
を
し
ば
し
ば
耳
に
し
ま
す
。

お
じ
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て
、

そ
れ
が
と
て
も
幸
せ
な
時
間
の
思
い
出
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、

自
分
に
と
っ
て
誇
ら
し
い
こ
と
の
一
つ
と
し
て

「
俺
は
何
宗
の
信

徒
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
す
ご
く
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
る
か
た



も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
た
ち
が
お
に
ぎ
り
を
お
渡
し
す
る
と
、

自
分
の
覚
え
て
い
る
お
寺
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
と
か
お
坊
さ
ん
の
話

な
ど
を
、
せ
き
を
切
っ
た
よ
う
に
お
話
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
し

ま
す
。
そ
れ
は
も
う
本
当
に
、
普
か
ら
継
続
し
て
お
寺
の
子
ど
も

会
を
企
画
し
て
き
た
お
坊
さ
ん
た
ち
の
お
陰
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
安
心
感
と
は
そ
う
い
う
意
味
な
の
か
な
あ
と
思
っ
た
り
し
ま

す
。
ま
た
一
方
で
、
何
か
物
質
的
な
も
の
だ
け
を
求
め
て
来
る
か

た
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
よ
く
世
の
中
で
言
わ
れ
る

よ
う
に
、

ほ
ん
と
に
炊
き
出
し
を
巡
っ
て
生
活
し
よ
う
と
考
え
て

い
る
人
も
中
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
れ
は
少
数
だ

で
も
、

と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
な
教
化
が

で
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
答
え

に
な
っ
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
私
た
ち
の
活
動
の
な
か

で
は
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
前
者
の
よ
う
に
教
化
活
動
を
通

じ
て
安
心
感
を
得
て
い
た
だ
け
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
、

こ
れ
を
直
接
「
救
済
」

と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
り

ま
す
。
必
ず
こ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
得
ら
れ
な
い
の
が
、
教

化
だ
っ
た
り
、
金
子
昭
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
、
救
済
活
動
で
あ
っ

た
り
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
が
な
か
な
か
難
し

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
金
子
昭
先
生
が
台
湾
の
慈
済
会
の
研
究
を

さ
れ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
多
分
す
ご
く
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
の
か
な
っ
て
思
い
ま
し
た
。

大
谷

金
子
昭
先
生
は
、
台
湾
の
慈
済
会
を
は
じ
め
、
社
会
福
祉

活
動
を
一
生
懸
命
や
ら
れ
て
い
る
教
団
の
こ
と
を
例
に
し
な
が
ら
、

日
本
の
仏
教
界
あ
る
い
は
日
本
の
宗
教
界
は
ど
う
な
の
か
と
い
う

問
題
提
起
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、
慈
済
会
の
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場
合
も
、

か
な
り
独
自
の
仏
教
解
釈
が
あ
り
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
、

近
代
と
近
代
前
と
で
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
近

代
社
会
に
な
っ
て
教
団
が
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
く
と
、

そ

の
と
き
に
、
教
え
の
時
代
を
超
越
し
て
い
く
部
分
と
、
時
代
の
中

で
解
釈
を
し
直
す
こ
と
が
必
要
な
部
分
が
当
然
出
て
く
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
が
、
社
会
福
祉
活
動
が
活
発
な
団
体
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
か
な
り
現
実
適
応
性
を
図
っ
て
教
義
の
解
釈
を
し
て
い
る
部

分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が

い
い
こ
と
か
悪
い
こ
と
か
は
別
で
す
ね
。

手
、
，
も
ふ
ト
も
、

で
す
か
ら
、



福
祉
活
動
を
す
る
と
い
う
場
合
、

そ
の
背
景
に
あ
る
教
え
そ
の
も

の
は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
。
そ
れ
が
、
私
の
研
究
し
て
き
た

日
蓮
主
義
運
動
だ
と
、

か
な
り
現
実
社
会
に
対
し
て
、
寄
り
添
う

形
で
再
解
釈
を
し
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
社
会
活
動
や
政
治
活
動

を
行
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
国
家
や
社
会
の
問
題
に
つ
い

て
、
例
え
ば
日
蓮
聖
人
の
教
義
に
即
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る

の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
れ
が
伝
統
的
な
日
蓮
宗
門
か
ら
す
る

と
、
「
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
解
釈
の
し
す
ぎ
だ
ろ
う
」
と
い
う
ふ
う

な
批
判
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
前
に
は
大
き
な
影
響
力
を

持
ち
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
教
義
と
社
会
福
祉
活
動
の
関
係
を
考

え
る
の
に
、

そ
の
社
会
福
祉
活
動
の
前
提
に
な
る
そ
も
そ
も
の
教

え
と
は
何
な
の
か
。

そ
の
教
え
の
時
代
的
な
制
約
性
、

で
は
そ
の

時
代
を
超
え
る
時
代
超
越
性
、
そ
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
と
い

う
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
の

へ
ん
を
ど
う
考
え
る
か
、

お
聞
き
で
き
れ
ば
な
と
思
い
ま
す
。
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以
前
考
え
た
マ
ク
ロ
の
歴
史
的
な
と
こ
ろ
に
合
わ
せ
た
場

合
に
、
鎌
倉
仏
教
、

そ
の
あ
と
の
近
代
仏
教
・
・・
と、

こ
う
い
う
整

理
が
、
私
は
歴
史
研
究
者
で
は
な
い
の
で
ど
う
か
分
か
ら
な
い
で

す
が
、
公
家
か
ら
武
家
に
、
武
家
か
ら
平
民
と
い
う
か
市
民
に
移

ヲ
@
ム
」
、

い
わ
ゆ
る
鎌
倉
期
か
ら
明
治
期
、

そ
し
て
オ
ウ
ム
真
理
教

事
件
の
あ
た
り
の
一
九
九

0
年
代
と
い
う
の
は
、
社
会
が
グ
ロ

|

パ
ル
化
し
て
き
で
全
体
的
に
大
き
く
変
動
し
て
い
る
時
期
で
、

そ

の
時
に
新
宗
教
が
ま
た
生
ま
れ
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。

い
わ
ゆ
る
、
人
々
の
宗
教
的
な
救
い
と
い
う
か
救
済
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
ん
で

す
ね
。
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そ
う
し
た
と
き
に
新
宗
教
の
人
た
ち
は
、

そ
の
信
仰
を
持
つ
と

同
時
に
相
互
扶
助
っ
て
い
い
ま
す
か
、
天
理
教
の
場
合
な
ど
間
違

い
な
く
そ
う
で
す
ね
。
自
分
た
ち
の
信
者
た
ち
を
救
う
と
い
う
こ

と

こ
れ
が
第
一
義
と
し
て
社
会
事
業
を
や
っ
て
き
て
お
り
ま
す

ね

こ
の
よ
う
な
、
対
内
的
と
言
い
ま
す
か
、
自
分
た
ち
の
た
め

に
や
っ
て
い
る
こ
と
を
、
今
度
は
ま
た
逆
に
反
転
さ
せ
て
対
社
会

的
に
や
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、

そ
の
両
面
性
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
新
し
い
宗
教
を
作
り
出
し
て
く
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
オ
ウ
ム
の
場
合
は
も



う
完
全
に
中
に
入
っ
た
ま
ま
で
、
対
社
会
的
な
こ
と
が
な
さ
れ
な

い
の
で
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
き
に
、
今
も
救
い
を
求
め

る
場
所
が
な
い
と
い
う
か
、
も
の
が
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
こ
の

よ
う
な
現
代
で
新
宗
教
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

ょ
っ
と
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、

そ
れ
に
応
え
る
よ
う

な
新
た
な
動
き
と
い
う
の
は
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
空
白
の
時

代
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、

こ
れ
が
私
な
り
の
と

ら
え
方
で
す
。
そ
う
考
え
た
と
き
に
、

ひ
と
さ
じ
の
会
は
、
あ
る

意
味
で
は
い
わ
ゆ
る
救
済
で
は
な
く
救
援
活
動
を
や
っ
て
い
る
と

き
に
、
あ
の
人
は
ど
の
立
場
で
や
っ
て
い
る
か
、
立
場
性
が
明
確

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

不
安
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
重
要
な
の
か
な
と
、

こ
-
フ
思
う
も
の
で

す
か
ら
、

そ
う
し
た
信
仰
や
考
え
方
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
組

織
や
団
体
や
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
の
信
頼
感
と
い
う
も
の
で
し
ょ

う
か
、

そ
う
い
う
中
で
行
わ
れ
て
い
る
動
き
が
、
私
は
ひ
と
さ
じ

の
会
の
中
に
は
あ
り
、
今
後
も
求
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

」
う
い
っ
た
場
合
、

マ
ザ
1
テ
レ

サ
の
例
を
と
っ
て
も
テ
レ
サ
に
は
ジ
レ
ン
マ
な
ど
全
く
な
い
わ
け

で
す
よ
ね
。
倒
れ
て
い
る
人
に
自
分
は
近
づ
き
た
い
か
ら
や
っ
て

い
る
の
で
、
全
く
ジ
レ
ン
マ
は
な
い
わ
け
で
す
。

よ
そ
か
ら
見
て

い
る
と
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
ケ
ア
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

ち

と
い
う
あ
た
り
の
、
信
仰
の
深
さ
の
度
合
い
が
結
果
的
に
は
ジ
レ

ン
マ
に
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
よ
う
に
、
吉
水
さ
ん
を
見
て

い
て
も
そ
う
思
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
何
か
信
仰
の
唆
昧
な
人

が
社
会
活
動
を
や
っ
て
い
く
と
き
に
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
き
ち
っ
と
し
た
信
仰
に
根
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
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ば
、
藤
井
先
生
や
さ
ま
ざ
ま
な
、
ま
さ
に
き
ち
っ
と
し
た
信
仰
が

あ
る
人
に
と
っ
て
は
一
致
し
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
し
か

し
、
こ
ち
ら
が
外
か
ら
見
た
と
き
に
、

そ
れ
は
信
仰
が
イ
コ
ー
ル

と
言
わ
れ
た
と
き
に
、

そ
れ
は
信
仰
だ
け
が
す
べ
て
の
問
題
を
解

決
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
、

ど
う
し
て
も
批
判
は
し
た
く
な

る
わ
け
で
す
ね
。
と
い
う
あ
た
り
の
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
の
は
、
少

し
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
違
う
の
で
は
な
い
か
な
と
。
個
に
対
す
る
メ
カ

一
ズ
ム
と
、
対
内
的
な
ジ
レ
ン
マ
と
対
外
的
な
ジ
レ
ン
マ
は
、
何

か
一
緒
に
語
つ
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
、
思
っ
て
お



り
ま
し
て
、

ち
ょ
っ
と
そ
の
へ
ん
を
社
会
学
で
構
造
的
に
整
理
し

て
い
た
だ
け
る
と
い
い
の
か
な
と
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
何

か
お
考
え
が
あ
れ
ば
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
谷

ご
質
問
い
た
だ
い
て
い
な
が
ら
、
何
か
む
し
ろ
石
川
先
生

に
お
聞
き
し
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
ど
も
。

石
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いみん、

い
F

え、

い
p

え
。

大
谷

と
申
し
上
げ
ま
し
た

先
ほ
ど
は

「
宗
教
と
社
会
の
関
係
」

け
れ
ど
も
、
社
会
学
で
し
た
ら
、
宗
教
は
必
ず
そ
れ
を
支
え
る
社

会
的
基
盤
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

で
す
か
ら
宗
教
が
存
在

す
る
に
は
、
必
ず
そ
の
背
景
に
そ
れ
を
信
じ
、
支
え
る
人
々
が
い

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
石
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
、
天
理
教
の
相
互
扶
助
の
話
と
も
、
実
は
つ
な
が
っ
て
い
て
、

新
宗
教
は
も
と
も
と
基
本
的
に
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
社
会
的
な

基
盤
が
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
伝
統
仏
教
で
あ
れ
ば
、
近
世
以
降

で
あ
れ
ば
檀
家
制
度
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
社
会
基
盤
と
し
て
あ
る
。

し
か
し
新
宗
教
、
幕
末
以
降
に
発
生
し
た
新
宗
教
の
場
合
に
は
基

盤
が
な
い
か
ら
、
基
盤
を
つ
く
り
な
が
ら
布
教
活
動
を
し
て
教
化

を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
同
時
並
行
的
に
や
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
戦
前
の
天
理
教
も
、
戦
後
の
創
価

学
会
な
ど
も
、

ま
さ
し
く
相
互
扶
助
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て

教
団
の
形
成
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
例
え
ば
、

ひ
と
さ
じ
の
会
の
活
動
だ
と
、

そ
れ
も
や
は
り
、

あ
る
意
味
孤
立
し
て
い
る
人
々
の
聞
を
つ
な
い
で
、
あ
る
種
の
コ

ミ
ユ
ニ
テ
イ
を
つ
く
り
な
が
ら
活
動
し
て
い
る
。
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お
に
ぎ
り
を
差

し
上
げ
る
と
い
う
活
動
を
通
じ
て
、
あ
る
種
の
関
係
性
を
つ
く
り

な
が
ら
活
動
を
し
て
い
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
と
分
析
で
き
る
と

思
う
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
問
題
は
、

そ
の
活
動
の
背
景
に
あ
る

社
会
や
、

そ
の
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会
を
ど
う
い
う
ふ

う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
点
、
伝
統
教
団
の
場
合
に
は
、
基
盤
と
な

る
社
会
が
あ
る
か
ら
、

そ
の
部
分
で
は
新
宗
教
よ
り
強
い
ん
だ
け

れ
ど
も
、

そ
の
基
盤
と
な
る
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
地
域
コ
ミ

ユ
ニ
テ
イ
が
今
解
体
を
し
つ
つ
あ
る
点
が
問
題
で
あ
り
、

そ
こ
で



地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
直
す
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と

は
、
さ
ん
ざ
ん
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
大
阪
の

謄
典
院
さ
ん
の
よ
う
に
、

イ
ベ
ン
ト
型
の
活
動
を
し
て
人
を
集
め

て
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

の
も
、
都
市
型
の
寺
院
と
し
て
は
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
あ
り

う
る
。
実
際
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
の
一
方

で、

い
わ
ゆ
る
都
市
型
で
は
な
い
、
檀
家
さ
ん
を
抱
え
て
い
る
寺

院
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
活
動
を
し
て
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
私
の
知
り
合
い
の
日
蓮
宗

寺
院
の
四
十
歳
前
の
若
手
僧
侶
な
ど
は
、

や
は
り
地
域
コ
ミ
ユ
ニ

テ
イ
の
再
構
築
を
図
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
、
例
え

ば
フ
リ

l
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
っ
た
り
、

コ
ン
サ
ー
ト
を
や
っ
た
り
し

て
積
極
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
伝
統
的
な
社
会
基
盤
が
緩
ん
で

き
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
を
も
う
一
度
つ
く
り
直
す
た
め
に
そ
う
い

う
活
動
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
話
が
飛
ん
で
し
ま
い
ま
す
が
、
石
川
先
生
の

言
葉
を
も
う
少
し
お
引
き
受
け
す
る
と
、

ケ
ア
を
ど
う
考
え
る
か

と
い
う
点
に
言
及
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
問
題
を
持

っ
て
い
る
人
た
ち
に
個
人
的
に
ケ
ア
を
す
る
。
そ
の
ケ
ア
と
い
う

の
も
、
実
は
や
は
り
宗
教
的
な
行
為
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ケ
ア

を
通
じ
て
個
別
に
対
応
し
て
問
題
が
解
消
す
る
。
解
決
し
て
い
く

と
、
も
ち
ろ
ん
し
な
い
場
合
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、

ケ
ア
を

通
じ
て
ど
う
い
っ
た
効
果
が
現
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

ケ
ア

の
結
果
、

ど
う
い
っ
た
問
題
が
解
決
し
た
か
、

そ
れ
か
ら
、
問
題

が
解
消
し
て
い
っ
た
先
に
ど
う
い
っ
た
社
会
関
係
が
生
ま
れ
る
か
、

生
ま
れ
な
い
の
か
、

そ
れ
が
個
人
的
に
は
気
に
な
り
ま
す
。

で
す

か
ら
、
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ケ
ア
を
し
て
問
題
が
解
消
さ
れ
る
と
終
わ
っ
て
し
ま
う
関

係
性
も
お
そ
ら
く
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
そ

こ
か
ら
、
今
度
は
ケ
ア
を
受
け
た
ほ
う
が
、
今
度
は
ケ
ア
を
す
る

方
に
回
る
と
い
う
関
係
性
も
当
然
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

で
す
か

ら
、
個
人
へ
の
ケ
ア
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、

ど
う
い
っ
た
新
し
い
社

会
関
係
を
生
み
出
す
の
か
、
も
し
く
は
伝
統
的
な
社
会
関
係
を
活

性
化
す
る
よ
う
な
再
構
築
す
る
よ
う
な
ケ
ア
が
あ
る
の
か
、

な
し、

の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
の
か
な
と
い
う
こ
と

を
、
今
石
川
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
思
い
ま
し
た
。

や
は
り
ど
う
し
て
も
社
会
学
の
場
合
に
は
、
宗
教
活
動
は
、

そ



の
背
景
に
あ
る
社
会
基
盤
と
セ
ッ
ト
で
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

宗
教
活
動
と
社
会
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
が
一
っ
と
、

あ
と
も
う
一
つ
は
、
社
会
問
題
が
起
こ
っ
た
ら
、

そ
れ
に
対
応
す

る
に
は
個
別
的
に
対
応
し
て
く
わ
け
だ
け
ど
も
、

そ
の
問
題
が
、

や
は
り
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
の
構
造
が
も
た
ら
し
た
問

題
だ
か
ら
、
構
造
的
に
解
消
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
福
祉
事
業
一
般
の
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
。
で
は
、
構
造
的
な
問
題
に
対
し
て
、

い
か
に
仏
教

者
が
関
わ
っ
て
い
く
の
か
。
そ
こ
で
先
ほ
ど
の
長
谷
川
良
信
先
生

の
言
葉
を
借
り
る
と
、

「
個
人
的
な
願
生
と
社
会
的
な
願
生
」
と

い
う
話
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
仏

教
社
会
事
業
は
、
個
人
的
な
問
題
の
解
決
と
社
会
的
な
解
決
を
セ

ッ
ト
で
考
え
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

で
は
、
今
現
在
の
グ
ロ

1

パ
ル
化
し
た
現
代
社
会
の
中
で
社
会
の
構
造
的
な
問
題
、
構
造
的

な
苦
し
み
、
構
造
的
な
苦
悩
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、

ど
-
つ
い
つ

た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
る
の
か
、
ど
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
む
し
ろ
皆
さ
ん
に
お
聞
き
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
す
い
ま
せ
ん
、
ま
た
こ
ち
ら
の
ほ
う
か
ら
の
質

問
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

石
JlI 

ぃ，ぇ、

ぃ，ぇ、

ぃ，ぇ。

曽
根

す
い
ま
せ
ん
。
ま
た
司
会
か
ら
失
礼
し
ま
す
。
石
川
先
生

の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
例
え
ば
吉
水
君
が
活
動
し
て

い
る
と
き
に
、
彼
は
も
う
通
仏
教
的
な
菩
薩
行
の
実
践
と
か
と
い

う
こ
と
は
離
れ
て
、
浄
土
宗
の
教
師
と
し
て
や
る
ん
だ
と
い
う
意

思
が
あ
り
、
私
が
見
て
い
る
感
じ
で
は
、
藤
井
先
生
み
た
い
な
ノ
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リ
が
近
い
の
か
な
と
い
う
感
が
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
彼
自
身
と
し

て
は
、
大
谷
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
み
た
い
な
も

の
は
感
じ
ず
に
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、

い
わ
ゆ
る
受

け
取
る
側
と
し
て
、

そ
の
ま
ま
ダ
イ
レ
ク
ト
認
め
ら
れ
て
い
る
か

と
い
う
と
、

そ
う
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
や
は

り
傍
か
ら
見
て
い
る
ほ
う
が
、

そ
こ
に
か
み
合
っ
て
な
い
部
分
を

感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
本
人
は
全
く
、

そ
れ
は
も

う
信
念
を
持
っ
て
や
っ
て
い
て
、
念
仏
イ
コ
ー
ル
社
会
事
業
と
い

う
ス
タ
ン
ス
で
し
ょ
う
。



醸
森

ジ
レ
ン
マ
と
い
う
の
に
は
、

い
く
つ
か
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ

て、

一
つ
は
今
話
に
あ
が
っ
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
活
動
し
て
い

る
側
が
、
教
化
の
目
的
の
も
と
に
伝
え
た
い
意
図
が
あ
る
の
に
な

か
な
か
そ
れ
が
伝
わ
ら
な
い
と
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
も
の

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。

大
谷

そ
う
で
す
ね
、
私
も
し
っ
か
り
と
分
け
て
定
義
を
す
べ
き

と
こ
ろ
で
す
が
、

さ
ら
に
は
当
事
者
が
考
え
る
ジ
レ
ン
マ
と
、
外

部
の
人
間
、
例
え
ば
研
究
を
し
て
る
人
間
の
ジ
レ
ン
マ
と
、
こ
れ

も
ま
た
違
う
わ
け
で
す
よ
ね
。
私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
両
方

ち
ょ
っ
と
混
じ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
研
究
調
査
を
し

て
い
て
色
々
な
方
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
と
、

一
生
懸
命
活
動

し
て
い
る
人
た
ち
の
真
意
、
思
い
が
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
世
の
中
の
人
か

ら
す
る
と
、
平
和
運
動
自
体
は
必
要
だ
。
だ
け
ど
も
、

そ
れ
は
誰

が
や
る
か
は
あ
ま
り
気
に
し
な
い
。
研
究
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い

る
立
場
か
ら
す
る
と
、
当
事
者
が
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ

'
と
今
』
、

ち
ゃ
ん
と
調
査
を
し
て
調
べ
て
、

そ
れ
が
社
会
の
中
で
ど

う
い
う
ふ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
位
置
づ
け

た
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
て
い
ま
す
。
そ
の
当
事
者
の
中
で

も
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
い
な
く
て
一
貫
し
て
や
ら
れ
て
い
る
人
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
中
に
は
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
る
人
も
い

て
、
さ
ら
に
研
究
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

や
は
り
当
事
者
と
社
会

の
聞
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
よ
う
に
映
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う

ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、

そ
の
二
重
の
ジ
レ
ン

マ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
が
普
段
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感
じ
て
い
る
こ
と
で
す
。

聾
'*本

失
礼
い
た
し
ま
す
。
宗
教
そ
れ
ぞ
れ
が
救
済
観
を
多
分
持

っ
て
い
て
、
突
き
詰
め
る
と
、
浄
土
宗
に
は
浄
土
宗
の
社
会
事
業

の
理
念
と
か
考
え
方
も
つ
く
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
し
ょ

p

「ノ

1
v

、
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム
も
多
分
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
も
、
す
べ

て
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
、
救
済
と
か
他
者
救
済
と
か
、
救

い
の
な
い
宗
教
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、

そ
れ
が
あ
る
種
救
援

と
か
社
会
事
業
と
か
福
祉
と
い
う
よ
う
な
行
為
や
実
践
に
つ
な
が



る
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
こ
で
援
助
す
る
当
事
者
が
あ
ま
り
早
急

に
、
教
化
と
か
自
分
た
ち
の
理
屈
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、

ジ
レ

ン
マ
が
生
ま
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ

は
そ
う
す
る
と
、

す
ご
く
閉
鎖
的
に
な
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、

「
こ
こ
で
南
無
阿
弥
陀
仏
っ
て
言
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
、

こ
の
お

に
ぎ
り
、
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
か
、

7
」
こ
で
ア

l
メ
ン
と
言

っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
あ
な
た
に
宿
を
貸
せ
ま
せ
ん
」
と
い
う
の

だ
と
、
極
め
て
閉
鎖
的
に
な
る
。
で
も
、
新
宗
教
は
そ
れ
が
で
き

る
ん
で
す
よ
ね
。
お
互
い
の
信
念
と
い
う
か
、

つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
で
も
吉
水
さ
ん
た
ち
は
の
ひ
と
さ
じ
の
会
は
、
浄
土
宗
と
い

う
と
こ
ろ
で
の
理
念
と
い
う
か
を
強
く
持
ち
な
が
ら
、

で
も
そ
れ

を
押
し
つ
け
な
い
。

つ
ま
り
、
あ
ま
り
そ
こ
に
早
急
な
答
え
を
求

め
な
い
の
で
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

で
も
、

そ
う
す
る
と
そ
れ
は
、
傍
か
ら
見
る
と
単
な
る
救
援
な
の
で
は
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、

で
も
、
そ
こ
に
早
急
な
も
の
求
め
な
け

れ
ば
、
福
祉
の
最
近
の
考
え
方
で
は
、
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
地

域
の
中
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
受
け
手
で
も
あ
る
と
同
時
に
担

い
手
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
す
る
の
で
、

す
べ
て
が
転
化
し

な
い
に
し
て
も
、

そ
こ
で
あ
る
と
き
生
活
に
困
っ
て
一
食
恵
ん
で

も
ら
っ
た
り
、
宿
を
借
り
た
人
が
、
何
年
後
か
し
ば
ら
く
た
っ
て

か
、
今
度
は
担
い
手
に
転
化
す
る
と
き
が
あ
る
。
そ
の
担
い
手
に

転
化
す
る
と
き
に
思
い
当
た
る
の
が
、
「
あ
あ
、
あ
の
と
き
お
坊

さ
ん
た
ち
の
活
動
に
し
て
も
ら
っ
て
、
こ
う
い
う
お
世
話
に
な
っ

た
な
あ
。
あ
の
人
た
ち
は
何
で
自
分
に
そ
れ
を
し
て
く
れ
た
ん
だ

ろ-フ」

と
思
っ
た
と
き
に
、

そ
れ
は
仏
教
だ
っ
た
り
、
も
っ
と
言

っ
た
ら
彼
ら
は
も
っ
と
特
化
し
て
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
関
わ
っ

て
く
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

- 78-

す
ご
く
少
し
そ
れ
は
遠
回
り
か
も

し
れ
な
い
で
す
、
緩
や
か
に
リ
ン
ク
し
て
い
け
ば
、

そ
れ
は
ジ
レ

ン
マ
で
は
な
い
け
ど
も
、
結
果
的
に
は
そ
こ
で
さ
ら
に
深
く
宗
教

と
い
う
も
の
の
価
値
を
認
識
で
き
る
、
す
べ
て
で
は
な
い
で
す
け

ど
ね
。
元
々
福
祉
自
体
は
、
制
度
と
し
て
の
福
祉
で
す
の
で
、

そ

こ
に
宗
教
的
な
区
別
や
区
分
け
が
そ
も
そ
も
あ
っ
た
の
で
は
社
会

保
障
の
公
平
さ
が
担
保
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

い
っ
そ
そ
の
制
度
と

し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
福
祉
は
、

そ
れ
は
も
う
制
度
の
中
で
や
っ

て
も
ら
え
ば
い
い
わ
け
で
、

そ
こ
か
ら
な
か
な
か
こ
ぼ
れ
て
し
ま

っ
た
り
、
ま
だ
そ
こ
の
制
度
の
網
が
か
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
救



い
と
か
救
済
の
必
要
性
を
感
じ
て
、
あ
る
種
の
自
分
た
ち
の
救
済

観
、
救
い
の
理
念
と
い
う
も
の
を
明
確
に
持
っ
た
人
が
い
る
と
お

も
い
ま
す
。

で
も
早
急
に
、
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
と
こ
れ
一
緒
に
信

仰
持
っ
て
く
れ
と
思
わ
ず
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
こ
に

あ
ま
り
早
急
な
答
え
を
見
い
だ
す
必
要
が
な
け
れ
ば
、
信
仰
を
持

っ
て
い
な
が
ら
対
象
に
は
門
を
広
げ
ら
れ
る
し
、

そ
れ
は
ジ
レ
ン

マ
と
思
わ
ず
に
回
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
先
ほ
ど
お
っ

し
ゃ
っ
た
研
究
者
と
い
う
か
第
三
者
的
な
立
場
の
ジ
レ
ン
マ
は
よ

く
分
か
り
ま
し
て
、

一
個
人
と
し
て
は
そ
う
し
て
や
っ
て
く
れ
て

い
る
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
僕
も
関
わ
っ
て
い
ま

す
が
、

「
浄
土
宗
の
福
祉
」
、
「
仏
教
者
の
福
祉
」
と
問
わ

中
に
は

れ
て
、
「
そ
ん
な
も
の
は
必
要
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、

そ
の
自

由
回
答
を
読
む
と
「
い
や
、
あ
な
た
が
考
え
て
い
た
り
や
て
い
る

こ
と
と
い
う
の
は
、
も
う
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
に
し
た
ら
福
祉
な

の
で
す
よ
」

「
福
祉
」

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
本
人
は
、

あ
え
て
思
わ
ず
、

そ
れ
宗
教
者
と
し
て
当
然
と
し
て
や
っ
て
い
る

こ
と
だ
、

と
い
う
人
た
ち
が
少
な
か
ら
ず
い
る
。
別
の
と
こ
で
話

を
聞
い
て
も
、
要
は
、

ほ
ん
と
に
宗
教
者
と
し
て
他
者
救
済
み
た

い
な
こ
と
を
考
え
て
や
っ
て
い
る
人
と
い
う
の
は
、
割
と
陰
徳
で

は
な
い
の
で
す
が
、
逆
に
あ
ま
り
表
立
っ
て
や
ろ
う
と
か
、

そ
も

そ
も
そ
れ
で
評
価
し
て
も
ら
お
う
と
思
つ
て
は
い
な
い
の
で
、
逆

に
表
に
見
え
て
こ
な
い
ん
だ
と
い
う
、

ち
ょ
っ
と
ベ
ク
ト
ル
の
違

う
話
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
多
分
新
聞
な
ど
の
マ
ス

コ
ミ
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
こ
う
い
う
第
三
者
的
に
そ
こ
に
共
感

を
持
っ
て
見
て
い
る
研
究
者
み
た
い
な
人
は
、

そ
れ
を
広
め
る
こ

と
に
あ
ま
り
関
心
が
な
い
人
た
ち
を
、

ど
う
一
つ
フ
ィ
ル
タ
ー
を

か
け
て
社
会
に
伝
え
る
の
か
、
還
元
し
て
く
か
と
い
う
の
が
、
多
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分
僕
ら
の
担
っ
て
い
る
役
割
な
の
だ
ろ
う
し
、
ジ
レ
ン
マ
を
、
僕

た
ち
な
り
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
し
て
い
く
に
は
、

そ
れ
は
自
分
た

ち
な
り
に
う
ま
く
つ
な
げ
て
ジ
ョ
イ
ン
ト
し
て
く
立
場
な
ん
だ
と

思
う
の
で
。
少
し
救
済
と
救
援
に
、
す
ぐ
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
マ
イ

ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
な
も
の
を
持
っ
て
き
て
、

そ
こ
を
課
題
だ
と
言
つ

と

て
し
ま
う
と
、
逆
に
活
動
を
制
限
し
た
り
狭
め
て
し
ま
う
よ
う
な

提
言
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
な
あ
と
い
う
気
も
し
た
の
で
す
が
。

大
谷

藤
森
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。



何
か
全
部
言
っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、

つ
け
加
え
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
強
い
て
今
の
話
を
お
引
き
受
け
す
る
と
、

で
は
、

そ
も

そ
も
、
救
済
と
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
例
え
ば
古

代
か
ら
仏
教
者
は
利
他
行
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
確
か
に

今
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
近
代
以
前
の
そ
う
い
っ
た
行
為
と
い
う

の
は
、
社
会
福
祉
行
為
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
当
時
、

「
社
会
福
祉
」

と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
う

い
う
意
識
は
せ
ず
に
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、

申
し
上
げ
た
い
こ
と
と
い
う
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
、

さ
ま

ざ
ま
な
制
度
が
分
化
し
て
く
中
で
宗
教
は
宗
教
、
教
育
は
教
育
、

医
療
は
医
療
と
い
う
ふ
う
に
役
割
が
分
か
れ
て
い
く
。

お
そ
ら
く

宗
教
が
元
々
持
っ
て
い
た
機
能
か
ら
、
分
か
れ
て
い
っ
た
も
の
も

多
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
世
俗
化
と
い
う
か
、
宗

教
が
持
っ
て
い
た
も
の
が
、
制
度
が
分
化
を
し
て
世
俗
化
し
て
、

福
祉
は
福
祉
制
度
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
く
と
い
う
分
業
体
制
が

で
き
た
。
し
か
し
、
福
祉
は
福
祉
、
宗
教
は
宗
教
で
分
業
体
制
が

で
き
た
の
だ
け
れ
ど
も
、

で
は
仏
教
が
宗
教
活
動
だ
け
を
や
っ
て

い
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
場
合
、

近
代
社
会
に
対
応
し
た
社
会
活
動
、
社
会
福
祉
活
動
を
や
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
評
価
を

す
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
け

炉
」
'
も
、

こ
れ
も
単
万
直
入
に
申
し
上
げ
る
と
、

そ
も
そ
も
評
価
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け

で
す
。
そ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
、
元
も
子
も
な
い
の
で
す
が
、

?こ

だ
、
近
代
社
会
に
な
っ
て
か
ら
、
近
代
以
降
の
社
会
の
中
で
役
割

が
分
化
を
し
た
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
分
が
分
か
れ
、
分
か
れ

た
中
で
仏
教
者
が
福
祉
や
教
育
な
ど
分
か
れ
た
制
度
に
関
わ
っ
て
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い
く
こ
と
の
意
味
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
聞
い
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

た
だ
単
に
、
例
え
ば
ケ

l
ス
ワ
1

カ
ー
と
し
て
、
「
宗
教
者
と
し
て
で
は
な
く
て
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

と
し
て
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
よ
。
そ
れ
が
私
な
り
の
救
済
で
あ
り

救
援
で
す
よ
」

と
言
う
人
た
ち
も
当
然
い
る
だ
ろ
う
し
、
宗
教
者

と
い
う
こ
と
を
出
さ
な
い
、
あ
る
い
は
、
吉
水
先
生
の
よ
う
に
自

覚
を
持
っ
て
や
っ
て
い
る
人
も
い
る
。

し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
近

現
代
社
会
の
中
で
宗
教
者
が
社
会
活
動
を
や
る
こ
と
の
意
味
は
何

な
ん
だ
ろ
う
、
役
割
は
何
な
ん
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、

そ
の
宗
教



者
な
ら
で
は
の
役
割
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
、

や
は
り
そ
う
い
っ
た
役
割
を
ど
う
評
価
す
る
か
っ
と

い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

醸
森

私
個
人
的
に
は
、

そ
も
そ
も
の
立
場
で
言
う
と
、
福
祉
の

研
究
者
と
い
う
か
そ
ち
ら
に
関
わ
る
も
の
で
す
し
、
在
家
で
す
か

ら
、
僧
籍
を
持
っ
て
い
る
者
で
は
な
い
の
で
、
福
祉
の
立
場
か
ら

す
る
と
き
わ
め
て
、
寺
院
と
か
僧
侶
と
い
う
か
、
教
団
で
も
い
い

ん
で
す
が
、
社
会
資
源
と
し
て
は
き
わ
め
て
可
能
性
と
い
う
か
、

有
効
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
し
。
今
制
度
の
限
界
が

見
え
た
り
再
構
築
が
う
ま
く
い
か
な
い
中
、

そ
の
部
分
こ
そ
、
制

度
が
整
っ
て
い
た
ら
:
・
と
思
い
ま
す
ね
。
福
祉
の
立
場
か
ら
し
た

ら
、
社
会
資
源
と
し
て
の
有
用
性
み
た
い
な
も
の
を
、

も
っ
と
社

会
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
し
、
宗
教
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
置
く
人
た
ち

に
も
、
も
っ
と
そ
の
部
分
に
自
覚
的
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
気
は
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
意
味
で
、
福
祉
に
宗
教
は
必
要
不

可
欠
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

大
谷

今
の
藤
森
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
中
で
、
社
会
資
源
と
い

う
話
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
最
近
、
宗
教
の
社
会
活
動
貢
献
の

研
究
で
は
、
「
社
会
関
係
資
本
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
伝
統

的
な
宗
教
の
持
っ
て
い
る
潜
在
的
な
力
を
見
直
し
て
い
こ
う
と
い

う
動
き
が
あ
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
人
々
の
つ
な
が
り
と
か
地
域
の

結
束
と
か

そ
う
い
う
こ
と
で
、
仏
教
寺
院
で
関
わ
り
、
今
だ
ん

だ
ん
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
寺
院
の
立
場
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
そ
う

と
い
う
ふ
う
な
議
論
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
の
と

お
り
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
は
思
う
ん
で
す
が
、

そ
れ
を
個
々
そ
れ

Q
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ぞ
れ
の
現
場
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
活
用
し
て
い
く
か
。
そ
れ
は
や

は
り
何
か
統
一
的
な
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
現
場
の
中

で
そ
れ
ぞ
れ
が
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
は
思
う
の
で
す
が
、

そ
う
い
っ
た
社
会
資
源
と
か
社
会
関
係
資
本
の
必
要
性
と
、
宗
教

が
持
っ
て
い
る
力
を
、

ど
う
い
う
ふ
う
に
発
揮
を
し
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
が
、

や
は
り
今
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

曽
根

ま
た
、
す
い
ま
せ
ん
。
浄
土
宗
教
師
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

や
は
り
ま
ず
お
念
仏
を
称
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
第
一
義
で
、

そ



れ
に
よ
っ
て
初
め
て
極
楽
浄
土
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
で
そ
こ
は
や
は
り
外
せ
な
い
ん
で
す
よ
。
藤
森
さ
ん
の
お
っ
し

や
る
こ
と
も
よ
く
分
か
る
ん
で
す
け
ど
、
即
効
性
と
か
そ
う
い
う

何
か
を
す
ぐ
求
め
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
も
、

や
は
り
そ
こ

を
考
え
て
い
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
部
分
は
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

そ
れ
を
通
じ
て
お
念
仏
を
称
え
て
い
た
だ
く
。
ま
ず
、
浄
土
宗
の

立
場
と
す
れ
ば
、

お
に
ぎ
り
を
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
本

質
的
に
は
念
仏
を
称
え
て
お
浄
土
に
、

と
い
う
こ
と
が
第
一
義
の

と
こ
ろ
は
譲
れ
な
い
部
分
で
あ
る
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す

ts 鷲
見

「
布
教
の
段
階
論
」

と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
る
と
い
う
の

は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
み
た
い
に
、

い
ず
れ
そ
の
よ
う
な
担
い
手
に
な
っ
て
い
く
み
た
い
な
形
で
。

醸
森

吉
水
さ
ん
は
多
分
、

口
に
出
し
て
お
念
仏
を
称
え
な
が
ら
、

あ
る
い
は
称
え
る
気
持
ち
の
中
で
渡
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、

だ
か
ら
こ
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

台、曽
根

お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
分
か
る
の
で
す
が
、
た
だ
浄
土
宗
の

僧
侶
と
す
れ
ば
、

お
念
仏
と
い
う
の
は
、
専
門
的
な
話
で
申
し
訳

な
い
の
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
が
五
劫
思
惟
し
て
選
ん
だ
唯
一
の
行

で
、
そ
れ
が
し
か
も
、

み
ん
な
に
で
き
る
易
し
い
行
で
あ
り
、
ま

た
功
徳
が
一
番
で
あ
る
と
い
う
教
え
が
あ
っ
て
と
い
う
こ
と
を
考

，ぇヲ@ム」、

そ
う
い
う
教
え
を
否
定
す
る
よ
う
な

そ
こ
は
や
は
り
、

状
況
で
は
い
け
な
い
と
は
思
う
ん
で
す
。
段
階
的
で
は
な
く
、
必

ず
伝
わ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

醸
森

伝
わ
る
状
況
は
お
っ
し
ゃ
る
通
り
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま

た
伝
わ
る
と
思
う
か
ら
こ
そ
、

で
き
る
実
践
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

例
え
ば
椎
尾
弁
匡
が
共
生
(
き
ょ
う
せ
い
)
決
定
(
け
つ
じ
よ
う
)
と

い
う
会
を
聞
い
た
例
が
あ
り
ま
す
が
、

二
泊
三
日
と
か
で
集
ま
つ

て
、
説
法
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
主
な
の
で
す
が
、

そ
の
他
に

も
庭
の
草
む
し
り
も
や
っ
た
り
ご
飯
の
炊
事
も
や
っ
た
り
す
る
ん

だ
け
ど
も
、

そ
ん
と
き
に
草
む
し
り
一
つ
と
っ
て
も
、
椎
尾
先
生

つLO
O
 



は
念
仏
を
称
え
な
が
ら
や
っ
て
い
た
そ
う
で
、

ま
た
そ
れ
を
集
ま

っ
た
人
た
ち
が
見
て
椎
尾
先
生
の
信
仰
と
い
う
か
、
共
生
(
と
も

い
き
)
と
い
う
の
が
こ
う
い
う
も
ん
な
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

ま
た
感
化
と
い
う
か
、
訓
示
を
受
け
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。

で
す

か
ら
、

そ
う
い
う
連
な
り
の
中
で
考
え
れ
ば
、
す
ぐ
あ
そ
こ
で
お

念
仏
を
称
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
持
っ
て
い
て
も
、

別
に
そ
こ
を
す
ぐ
に
求
め
な
く
て
も
、
伝
わ
っ
て
い
く
べ
き
も
の

だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
思
う
こ
と
で
、
実
践
と
い
う
も
の
は
連
な

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

坂
上

宗
教
を
前
面
に
出
す
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
意
識
は
は
、

あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
大
谷
先
生
が
取
り
上
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
長
谷
川
良
信
先
生
で
す
が
、
「
感
恩
奉
仕
」

と
い
う
立
場
を
と

ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
自
分
は
浄
土
宗
の
僧

侶
で
念
仏
が
第
一
だ
け
れ
ど
も
、
社
会
活
動
の
と
き
に
は
、
仏
教

を
前
面
に
出
す
な
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
と
思

い
ま
す
。
先
ほ
ど
大
谷
先
生
の
お
話
の
中
で
、

そ
う
い
う
こ
と
を

全
面
積
極
的
に
出
し
た
の
は
、
楓
岡
本
真
尼
だ
と
思
う
ん
で
す
よ

ね
。
堀
田
本
真
尼
は
、

二
十
四
年
間
で
六
万
件
ぐ
ら
い
、
津
波
が

あ
っ
た
り
火
災
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
救
済
に
行
か
れ
る
わ
け
で
す

ね

こ
れ
ら
の
活
動
で
は
完
全
に
「
念
仏
結
縁
」
を
第
一
と
し
て

い
る
ん
で
す
よ
ね
。
行
っ
た
先
で
手
ぬ
ぐ
い
や
布
団
を
渡
し
て
で

す
ね
、
最
後
に
一
緒
に
お
念
仏
し
よ
う
ね
と
い
う
、

お
念
仏
教
化

を
す
る
ん
で
す
け
ど
も
。
そ
う
い
う
や
り
方
も
あ
る
し
、
長
谷
川

良
信
が
言
っ
た
よ
う
に
、
前
面
に
出
さ
な
い
よ
う
に
や
る
と
い
う

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
お
話
の
中
で
、
私

は
今
、
関
西
に
い
る
の
で
す
が
、
阪
神
大
震
災
の
と
き
に
色
々
な

つJQ
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宗
教
団
体
が
救
済
活
動
を
さ
れ
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
救
済
活
動

の
方
法
が
あ
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
宗
教
の
名
前

を
全
面
的
に
出
し
て
旗
を
掲
げ
て
救
済
に
入
っ
た
と
こ
も
あ
る
し
、

例
え
ば
先
ほ
ど
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
天
理
教
で
す
ね
。
天
理
教
は

給
水
車
を
出
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
天
理
教
と
は
ど
こ
に
も

書
い
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
う
い
う
色
々
な
や
り
方
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
あ
と
で
天
理
さ
ん
が
来
て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
と
い
う

こ
と
が
分
か
れ
ば
そ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
何
か
、

そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
ね



首
根

さ
き
ほ
ど
石
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
立
場
を
明
確
に

示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
安
心
感
と
い
う
の
は
、
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。

イ
コ
ー
ル
布
教
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
が
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

や
っ
て
い
る
方
の
意
識
と
し
て
は
、

ー
を
も
っ
て
活
動
す
べ
き
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
伝
わ
る
と

い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
、
布

教
も
一
緒
で
、

一
回
話
し
た
か
ら
す
べ
て
の
人
が
振
り
向
い
て
く

れ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
必
ず
通
じ
る
と
い
う
、

そ
う
い

う
強
い
思
い
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

今
の
話
か
ら
す
る
と
、

一
対
一
と
い
い
ま
す
か
ね
、
対
個

石
川

別
性
の
高
い
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
こ
そ
信
頼
の
中
で
信
仰
が
伝
わ
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
僧
侶
に
な
る
時
に
は
、
手
を
合

わ
せ
な
い
と
僧
侶
に
な
っ
た
と
い
う
証
明
が
も
ら
え
な
い
の
と
同

じ
で
、

そ
れ
を
受
け
止
め
る
と
言
う
の
は
ま
ず
大
前
提
と
し
て
あ

る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
社
会
事
業
、
社
会
福
祉
と
い
う
こ
と
を

考
え
た
時
に
、

そ
の
個
人
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
な
状
況
を
ど
う

見
る
の
か
と
い
う
視
点
を
、
あ
わ
せ
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

か
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
個
人

の
救
い
と
い
う
こ
と
だ
け
じ
ゃ
な
い
、

そ
の
個
人
の
背
後
に
あ
る
、

そ
の
生
活
全
体
を
考
え
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
ど
う
切
り
込
め

る
か
が
、
何
か
そ
の
切
り
込
み
方
の
説
明
を
ど
こ
か
で
必
要
と
す

る
と
な
れ
ば
、
旗
を
持
っ
て
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
い
う
切
り
込

み
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

や
は
り
い
く
つ
か
用
意
し
て
お
く
必

要
は
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
し
な
い
と
、
何
か
言
つ

て
い
る
こ
と
と
書
い
て
い
る
こ
と
と
や
っ
て
い
る
こ
と
が
な
ど
パ

ラ
パ
ラ
で
説
明
が
つ
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
、

こ
は
わ
れ
わ
れ
研
究
し
て
い
る
者
が
整
理
し
て
、

実
は
こ
う
い
う

状
況
な
の
で
、
こ
こ
は
き
ち
っ
と
理
解
し
て
つ
な
い
で
く
だ
さ
い

と
い
う
こ
と
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
信
仰
の
レ
ベ

ル
の
よ
り
深
い
と
こ
ろ
は
、

や
は
り
教
学
研
究
に
携
わ
る
方
に
き

ち
っ
と
説
明
し
て
い
た
だ
い
て

そ
の
教
学
を
踏
ま
え
て
、

に
考
え
て
い
く
の
は
こ
の
研
究
会
の
役
目
か
な
と
は
思
っ
て
い
る

ん
で
す
け
ど
ね
。

そ
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曽
根

私
が
先
ほ
ど
か
ら
色
々
申
し
上
げ
て
い
る
の
は
、

Y
フ
い

う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
現
実
に
吉
水
君
な
ど
も
多
く
の
方
か

ら
指
摘
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、

や
は
り
社
会

活
動
と
か
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
「
浄
土
宗
と
い
う
色
を
出
さ
ず

に
通
仏
教
的
な
立
場
で
行
く
べ
き
だ
」
と
言
う
方
が
か
な
り
い
る

わ
け
で
す
よ
。
現
実
に
そ
う
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
人
が
い

て
、
例
え
ば
、
浄
土
宗
で
は
、

お
念
仏
が
第
一
で
あ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
を
出
し
て
は
だ
め
だ
と
考
え
て
い
る
人
も
浄
土
宗
教
師
の
中

に
も
い
る
わ
け
で
す
。
私
は
最
近
、
宗
内
の
お
坊
さ
ん
で
こ
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
な
ぜ
感
じ
た
か
と
い
う
と
、
少
し
話
が
飛
ん
で
申
し
訳
な

い
の
で
す
が
、
今
、
私
の
子
ど
も
は
増
上
寺
の
幼
稚
園
に
通
っ
て

い
ま
す
。
来
る
子
ど
も
た
ち
は
、
浄
土
宗
の
檀
家
が
来
る
わ
け
で

も
何
で
も
な
い
の
で
す
が
、
入
国
式
で
は
御
前
様
か
ら
お
数
珠
を

も
ら
う
の
が
入
園
式
で
、

い
き
な
り
「
同
称
十
念
・:」

っ
て
み
ん

な
で
や
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
父
兄
に
非
常
に
人
気
が
あ
り
、

情
操
教
育
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
く
れ
る
い
い
幼
稚
園
だ
と
お
っ
し

や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
一
例
な
の
で
す
が
、
何
か
変

に
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
が
活
動
す
る
う
え
で
通
仏
教
的
立
場
に
立

た
な
い
と
だ
め
だ
と
か
、

そ
う
い
う
色
を
薄
め
て
や
っ
て
く
こ
と

が
い
い
と
い
う
よ
う
に
、
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
結
構
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

大
谷

そ
の
お
話
は
非
常
に
興
味
関
心
が
あ
り
ま
し
て
、
通
仏
教

か
特
定
宗
派
か
と
い
う
、
今
ま
で
二
項
対
立
で
考
え
ら
れ
て
き
て
、

別
の
考
え
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
最
近
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
、
ま
だ
言
葉
と
し
て
し
っ
く
り
こ
な
い
の
で
す
が
、
通
仏
教

で
も
な
く
て
特
定
宗
派
で
も
な
く
て
、
「
複
数
仏
教
」

と
い
う
こ

と
を
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
「
宗
教
間
対
話
」

と
い
う
こ

と
が
さ
か
ん
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
者
平
和
運
動
の
現
場
で

は
、
例
え
ば
平
和
巡
礼
と
い
う
活
動
や
、
デ
モ
行
進
な
ど
を
や
る

場
合
に
も
、

お
祈
り
を
す
る
場
面
で
は
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
お
祈

り
の
や
り
方
で
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
違
い

を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
実
は
こ
の
「
違
い
を
認
め
る
」

と
い
う
の
は
、
戦
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
お
互
い
そ

の
宗
派
性
を
前
面
に
出
し
て
、
通
仏
教
と
は
い
い
な
が
ら
協
力
は

p
h
d
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す
る
け
ど
も
な
か
な
か
積
極
的
な
協
力
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
戦

後
の
宗
教
者
の
平
和
運
動
な
ど
は
、

や
は
り
違
い
を
認
め
て
い
こ

う
と
、
認
め
合
っ
て
運
動
を
や
っ
て
い
か
な
い
と
、
規
模
が
元
々

小
さ
い
の
で
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
対
立
し
て
い
て
も
し
か
た
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
実
質
的
な
宗
教
間
対
話
的
な
こ
と
を
や
っ

た
ん
で
す
。
宗
教
間
教
育
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
対
話
を
し
な
が

ら
や
っ
て
い
く
と
い
う
感
じ
で
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
も

通
仏
教
と
い
う
ほ
ど
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
薄
め
ず
に
、

そ
れ

ぞ
れ
の
宗
派
の
独
自
性
を
尊
重
し
、
生
か
し
な
が
ら
や
っ
て
い
く

活
動
の
形
態
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
う
問
題
は
、

や
は
り
今

問
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、

そ
う
な
る
と
当
然
ど
こ
か
で
妥
協
は
必
要
に
な

っ
て
く
る
の
で
し

ト
4
E
A
ノ。

し
か
し
、

そ
う
い
う
妥
協
は
し
つ
つ
も

や
は
り
あ
る
程

度
勢
力
を
結
集
し
て
活
動
し
て
い
く
こ
と
の
、
有
効
性
と
い
う
の

は
、
積
極
的
な
意
味
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
集

ま
っ
て
い
る
人
た
ち
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ

れ
に
対
し
て
反
対
を
す
る
人
た
ち
は
い
る
の
で
し
ょ
う
が
。

そ
れ

ぞ
れ
の
違
い
を
認
め
て
や

っ
て
い
こ
う
と
い
う
グ
ル
ー
プ
も
あ
る

ょ
う
で
す
。
で
す
か
ら
全
く
個
人
的
な
意
見
で
す
け
れ
ど
も
、

や

は
り
通
仏
教
的
に
と
言
っ
て
、
個
性
が
薄
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
あ

ま
り
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
ね
。
戒
律

ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
不
殺
生
戒
に
基
づ
い
て
生
き
物
を
殺
さ
な
い

よ
う
に
と
い
っ
た
と
し
ま
し
て
も
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
す
が
、

で
は
そ
れ
が
鳥
も
牛
も
殺
す
な
と
い
う
の
は
当
た
り
前
だ
ろ
う
と

い
う
世
界
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
不
殺
生

戒
を
語
る
と
き
に
は
、

や
は
り
自
分
た
ち
の
宗
派
な
り
の
解
釈
を

す
る
と
か

ち
ょ
っ
と
岨
鳴
し
な
い
と
、
な
か
な
か
、

h
b
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そ
の
薄
め

ら
れ
た
抽
象
的
な
理
念
だ
け
で
い
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
、
私
が
個
人
的
に
考
え
て
い
る

こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
通
仏
教
で
は
な
く
て
特
定
宗
派
で
も
な

く
て
進
む
道
が
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
気
も
し
て
お

り
ま
す
。

曽
根

全
く
私
は
同
感
で
す
ね
。
根
本
的
人
間
観
が
違
う
か
ら
違

う
宗
派
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
が
重
要
な
部
分
で
す
よ
ね
。
例
え

ば
、
浄
土
宗
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
は
凡
夫
で
あ
る
の
で
、



す
ぐ
に
菩
薩
道
の
話
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
は
た
し
て
い

い
こ
と
な
の
か
と
い
う
点
が
や
は
り
疑
問
で
す
よ
ね
。

大
谷

今
、
人
間
観
の
話
が
出
ま
し
た
が
、

「
浄
土
宗
虜
頭
宣

百三重・
Eコ
」ーー

の
中
で
、
「
社
会
に
慈
し
み
を
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
社
会
」

と
い
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か

ね
。
今
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
が
非
常
に
ぼ
や
け
て
る
と
思

う
ん
で
す
ね
。
実
態
と
し
て
も
、

そ
の
社
会
、
地
域
コ
ミ
ユ
ニ
テ

イ
が
解
体
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
先
日
、
テ
レ
ピ
を
見
て
て
驚
い
た

の
が
、
家
中
に
カ
メ
ラ
を
置
い
て
、
二
十
四
時
間
、

そ
れ
を
ネ
ツ

ト
で
配
信
す
る
と
い
う
若
い
男
性
が
い
て
、
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
や

り
取
り
を
し
て
る
ん
で
す
ね
。

そ
の
人
が
何
か
食
事
を
作
っ
た
り

す
る
と
、
ネ
ッ
ト
上
で

「
そ
れ
お
い
し
そ
う
で
す
ね
」
な
ど
、
書

き
込
み
が
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
彼
に
と
っ
て
は
対
人
的
な
、
ダ
イ

レ
ク
ト
な
人
間
関
係
は
だ
め
で
、
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
の
人
間
関
係

に
は
非
常
に
温
か
味
を
感
じ
る
。

お
そ
ら
く
一
般
的
な
社
会
の
イ

メ
l
ジ
と
全
然
違
う
、

バ
ー
チ
ャ
ル
な
社
会
関
係
の
方
が
居
心
地

が
い
い
と
い
う
人
が
、
現
に
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
何
か

こ
う
、
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
が
本
当
に
千
差
万
別
に
な
っ

て
き
て
し
ま
っ
て
、

と
ら
え
が
た
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

「
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
出
し
た
場

で
は

合
、
ど
う
い
っ
た
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
で
き
る
の
か
と
い

う
の
が
、

や
は
り
宗
教
者
の
社
会
活
動
の
中
で
問
わ
れ
て
い
る
こ

と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

曽
根

先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
お
時
間
で

ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
悌
教
大
学
か
ら
大
谷
先
生
を
お
招
き
い
た
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し
ま
し
て
、
非
常
に
話
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
こ
で
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
が
、
ま
た
次
の
機
会
を
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
大
谷
先
生
、
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

大
谷

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



大
正
大
学
鴨
台
プ
ロ
ジ

エ
ク
ト
に
参
加
し
て

{
は
じ
め
に
】

大
正
大
学
で
は
、

四
月
一

O
日
よ
り
四
月
一
一
一
二
日
ま
で
の
問
、

四
班
に
別
れ
、
教
員

・
職
員

・
学
生
に
よ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災

被
災
地
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
た
(
参
加
総
数
二
二

O

名
)
。
私
自
身
も
第
一
班
の
活
動
に
参
加
し
た
の
で

そ
の
こ
と

に
対
す
る
報
告
等
を
記
し
て
み
た
い
。
大
正
大
学
鴨
台
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
被
災
地
支
援
の
主
な
拠
点
は
、
南
三
陸
町
の
入
谷
公
民
館

で
あ
っ
た
。

一
班
は
教
員
六
名
、
職
員
一
二
名
、
学
生
一
五
名
の

計
三
三
名
が
現
地
に
入
り
活
動
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
前
に
、
地
元
の
方
の
案
内
で
パ
ス

大
正
大
学
専
任
講
師

曲
日

ネ艮
被災状況

J:士F

日

京佐
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に
乗
り
被
災
現
場
を
見
学
し
た
。
テ
レ
ビ
等
で
被
災
状
況
は
見
て

い
た
も
の
の
、
実
際
の
被
災
現
場
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、

の
広
大
な
る
被
害
に
言
葉
が
出
な
い
思
い
が
し
た
。
こ
の
見
学
に

よ
っ
て
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対
す
る
思
い
を
改
め
た
参
加
者

も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
後
、
入
谷
地
区
に
戻
り
、

そ
れ
ぞ
れ
活
動
を
行
っ
た
。
活

動
内
容
は
、

①
支
援
物
資
の
整
理
(
旧
入
谷
中
学
校
)

②
炊
き
出
し
(
入
谷
公
民
館
)

③
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
の
提
供

(
D
V
D
上
映
と
綿
菓
子
づ

く
り
、
入
谷
小
学
校
な
ど
)

④
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
て
の
活
動

で
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
、
私
の
担
当
は
①
で
あ

っ
た
。
(
学
生
は
、

①
1
④
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
)

{支
援
物
資
の
整
理
に
つ
い
て
】

支
援
物
資
の
整
理
は
、
旧
入
谷
中
学
校
で
行
っ
た
。
支
援
物
資

は
、
中
学
校
の
校
舎
と
体
育
館
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
ま
ず
私
達 そ

段ボール箱の移動
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に
依
頼
が
あ

っ
た
の
が
校
舎

一
階
に
あ
っ
た
毛
布
の
入
っ
た
段
ボ

ー
ル
箱
を
二
階
の
教
室
に
移
動
す
る
と
い
う
仕
事
で
あ

っ
た
。
こ

れ
は
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
方
々
に
毛
布
が
行
き
渡
っ
た
の
で
、

れ
た
。
こ
の
段
ボ
ー
ル
箱
は
、

他
の
救
援
物
資
を
置
く
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
と
保
存
の
た
め
に
行
わ

一
二
0
セ
ン
チ
×
六

0
セ
ン
チ
程

度
の
大
き
さ
で
重
さ
は
一

O
数
同
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

階
か
ら
二
階
の
教
室
に
運
ぶ
の
で
あ
る
が
、
私
自
身
は
汗
が
あ
ふ



れ
出
し
学
生
達
に
つ
い
て
行
く
の
が
や
っ
と
と
い
う
の
が
実
状
で

あ
っ
た
。
正
直
、
学
生
達
と
の
年
の
差
を
感
じ
た
。
た
だ
し
、

の
作
業
を
通
じ
て
感
じ
た
の
は
、
こ
う
い
う
場
合
は
三

0
1
四
五

分
に
一
度
休
憩
を
取
ら
な
い
と
続
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ん
だ
。

こ
の
作
業
は
、
二
日
間
か
け
て
行
い
、
約
五

O
O箱
を
二
階
に
運

送られてきた靴

そ
の
他
に
行
っ
た
の
が
、
体
育
館
に
あ
る
救
援
物
資
の
整
理
で

守

、ー

あ
る
。
衣
類

・
靴

・
日
用
品
等
を
整
理
し
、
次
の
日
に
地
元
の

方
々
に
お
配
り
し
た
。
た
だ
し
、
送
ら
れ
て
き
た
支
援
物
資
の
中

に
は
、
着
古
し
の
洋
服
や
履
き
古
し
の
ス
ニ
ー
カ
ー
な
ど
が
あ
っ

た
。
善
意
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に

は
そ
れ
を
求
め
る
人
は
な
く
、
送
る
側
が
き
ち
ん
と
し
た
認
識
を

持
つ
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

{最
終
日
の
活
動
に
つ
い
て
】

私
達
は
、
第
一
班
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
①

1
④
の
活
動
は
大

枠
で
決
ま
っ
て
い
た
が
、
最
終
日
は
半
日
、
自
主
的
な
活
動
を
行

う
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
、
子
供
達
と
ふ
れ
あ
う
時
間
を
設
け
た

か
っ
た
の
で
、
学
生
達
に
協
力
し
て
も
ら
い
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
の

実
演
と
サ
ッ
カ
ー
で
遊
ん
だ
。

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
は
、
時
間
の
連

絡
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
三

O
分
後
れ
で
の
ス
タ
ー
ト

と
な
っ
た
が
、
小
学
生
四
人
と
中
学
生
四
人
が
見
に
来
て
く
れ
た
。

私
は
子
供
達
に
釈
尊
の
「
中
道
」

と
い
う
考
え
方
を
伝
え
た
か
っ

た
。
そ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
を
中
心
に
「
が
ん
ば
れ
」

の
大
合
唱
ば
か
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「
難
行

・
苦
行
の
否
定
」

り
が
続
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
快
楽

・
堕
落
の
否
定
」と

い
う

の
先
に
「
不
苦
不
楽
の
中
道
」

立
場
が
あ
る
の
で
あ
り
、
怠
け
て
い
る
の
は
ダ
メ
だ
け
れ
ど
も
自

あ
る
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

分
を
追
い
詰
め
パ
ン
ク
し
て
し
ま
う
程
が
ん
ば
る
の
も
間
違
い
で

ツ
ツ
パ
リ
の
中
学
生

が
、
途
中
か
ら
真
剣
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
た
の
で
、
微
力
で
は
あ

パネルシアター

と

っ
た
が
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
公
民
館
に
い
た
女

子
小
学
生
(
三
年
生
ぐ
ら
い
)
に
、
「
何
し
て
遊
び
た
い
?
」

と

聞
い
た
と
こ
ろ

「
駆
け
っ
こ
」
と
い
う
返
事
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で

男
子
学
生
二
人
が
一
緒
に
駆
け
っ
こ
を
し
て
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
時
の
う
れ
し
そ
う
な
笑
顔
が
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
。

【
お
わ
り
に
】

今
回
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
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と
て
も
多
か
っ
た
。

最
初
に
公
民
館
で
出
会
っ
た
被
災
さ
れ
た
方
々
は
と
て
も
疲
れ

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
私
は
、
出
会
っ
た
方
々
に
挨
拶

を
す
る
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
が
、
避
難
さ
れ
て
い
る
方
々
が
違

和
感
を
抱
く
よ
う
な
仕
方
は
避
け
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
。
要
は
む

や
み
に
元
気
に
挨
拶
を
す
る
こ
と
は
、
疲
れ
切
っ
て
い
る
方
々
に

対
し
て
は
失
礼
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
は
体
育
館
で
バ
ザ

l

(救
援
物
資
を
希
望
者
に
配

布
)
を
行
っ
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。
当
日
は
、
毛
布
の
入
っ
た
大



き
な
段
ボ
ー
ル
箱
を
一
人
で
運
ん
で
い
た
お
年
寄
り
が
多
く
、
学

生
達
は
率
先
し
て
運
ぶ
手
伝
い
を
行
っ
て
い
た
。
私
は
、
学
生
達

の
心
遣
い
に
対
し
て
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
っ
た
が
、
後
で
公
民

館
の
係
の
方
に
「
被
災
者
の
自
立
が
大
切
な
の
で
、
あ
ま
り
手
伝

い
を
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
時
は
、
正
直
考
え
込
ん
で

し
ま
っ
た
。
私
自
身
、
自
立
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
気

は
な
い
が
、
辛
い
と
き
に
他
者
の
手
助
け
に
依
る
こ
と
は
許
さ
れ

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
件
は
、
自
分
自
身
で
明
確

な
解
答
を
持
ち
得
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
を
見
に
き
て
く
れ
た
中
に
小
学

校
低
学
年
の
二
人
兄
弟
が
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
内
の
一
人
が

学
生
に
出
会
っ
た
瞬
間
に
「
お
ん
ぶ
、
だ
っ
こ
」
と
言
っ
て
抱
き

つ
い
て
き
た
。
学
生
は
、
ず
っ
と
お
ん
ぶ
や
肩
車
を
し
て
遊
ん
で

あ
げ
て
い
た
が
、
夜
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
情
報
に
よ
る
と
こ
の
子

は
、
前
日
お
母
さ
ん
が
流
さ
れ
た
と
い
う
歌
を
歌
っ
て
い
た
子
で

あ
っ
た
。
こ
の
子
は
何
日
も
お
風
呂
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
ず
っ
と
笑
い
な
が
ら
お
ん
ぶ
や
だ
っ
こ
を
し
て
対
応

し
た
学
生
に
対
し
て
は
合
掌
し
た
い
気
持
ち
し
か
な
い
。

私
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
僅
か
な
期
間
の
僅
か
な
活
動
で
あ
る
。

そ
の
際
に
実
感
し
た
の
は
、
私
達
凡
夫
に
は
被
災
さ
れ
た
方
々
の

苦
し
み
ゃ
悲
し
み
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
実
際
に
家
族
や
家
屋
が
被
害
に
会
わ
れ
た
方
々
の
悲

し
み
は
想
像
す
る
に
余
り
あ
る
。
ま
た
、
私
達
凡
夫
は
極
め
て
微

力
で
あ
る
。
そ
の
凡
夫
に
で
き
る
こ
と
は
、
何
な
の
だ
ろ
う
。
大

し
た
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
決
し
て
高
見
に
立
つ
こ
と
な
く
、
寄

り
添
い
一
緒
に
歩
ん
で
行
く
こ
と
だ
ろ
う
。
現
地
に
行
く
行
か
な

い
に
関
わ
ら
ず
、
私
達
の
中
で
被
災
を
決
し
て
風
化
さ
せ
る
こ
と

な
く
、

で
き
る
こ
と
を
で
き
る
範
囲
で
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

な
の
だ
ろ
う
。
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12) r原さんと僕がもやいなどの葬送支援に関わる ようになって、一度だけ二人

ともが葬式に出られないことがありました。そのとき二人とも葬儀の執行者

の数が必要だと痛感させられました。なんとか仲間を募らなくてはならない

と。実活動の上で会を設立する強い必要性を感じたんです。J(2010. 3.17事

務局長官水氏インタピュー)

13) r誰だってなりたくてホームレスになったわけじゃない。でも今は死んだ時

に仲間たちと一緒のとこへ行けるって思えたら、残りの人生をもっとしっか

り生きれると思うんだ、と元路上生活者の方に言われて。それが浄土宗僧侶

としてぜひやらなきゃならない、 と思ったきっかけですかね。J(2010. 3.23 

事務局長吉水氏インタピュー)

14) ソーシャノレキャピタノレともいう。社会学、政治学などの分野で用いられて

きた概念だが、近年では宗教学の分野でも積極的に取り入れようとする論者

もいる。簡単にいえば、人々の信頼関係や互酬性といったもので、 ソーシャ

ノレキャピタノレが豊かな組織 ・集団は、さまざまな問題に対する処理能力が高

く、共同体維持の効率性も高いといわれる。

15 
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渡辺芳 2010r自立の呪縛ーホームレス支援の社会学-J新泉社

1 )ここでは、僧侶だけでなく、寺族や檀信徒をも含めた、仏教を信仰する者

という意味で「仏教者Jという語を用いる。

2)このような状態にある人々を「野宿者J、「ホームレスJ、と呼ぶこともある

が、本稿では「路上生活者jとして統一する。

3) 1986年に労働者派遣法が施行されて以降、労働力需給の ミスマッチ解消な

どを目的に、 1999年 12月に派遣業種の拡大が、 2004年 3月には製造業務へ

の派遣解禁が法制化された。

4)グラフは、東京都福祉保健局の調査に基づく 『東京ホームレス白書 2 (平

成 19年 5月発表)より作成。区職員の視認調査(昼間 1日)によるもので、

国管理河川(多摩川、荒川|、江戸川等)は除く。国管理河川に関しては、

2003年 1月調査では 594人だったのに対し、 2007年 1月調査では 811人に

増加している。

5)路上生活者の自立支援および路上生活となることを防止するための支援な

どに関する施策を定めた法律。国や自治体がその自立支援、防止支援の責務

を負うこと(第 l条)を明記している一方で、公園などの公共施設の適正使

用の確保のために必要な措置をとることも可能としている(第 11条)。

6)私見ではあるが、キリスト教初諸国体が積極的な包摂を行なってきた背景

には、個人を救済の対象と設定したその信仰のあり方が少なからず影響して

いると考える。一方、仏教者は教義的にはどうであれ、長らく先祖供養を中

心とする「イエjを救済の対象としてきた。すなわち、墓祭杷を中心とする

寺檀関係の維持のためには「イエ」の存続は重要な課題であったため、「イ

エjから離れた「個人」を肯定し、救済の対象とするには種々の困難がとも

なったのではないかと推測する。この点に関しては、稿を改めて論じたいと

考えている。仏教者が「イエj から漏れた路上生活者に向き合うということ

は、ある意味で仏教の現代的適応の最前線とみることができるかもしれない。

7) これら仏教者の諸活動については磯村 (2011)に詳しい。

8)アウトリーチとは、英語で「手を伸ばすことJを意味し、被支援者の元へ

支援者が出向いて行なう支援のことである。

9)おもに新宿区で活動する路上生活者支援団体。毎週日曜日に新宿中央公園

で炊き出しを行うほか、アウトリーチ、医療相談、福祉申請相談なども行う。

10)派遣労働者、路上生活者、生活保護受給者の生活支援・入居支援を行う団

体。

11)隅回公園等で活動を行う路上生活者支援団体。リサイクルショップを経営

し、雇用面でも元路上生活者を支援する。
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状況は、今後も変化していくことであろう。その際に、揺らがない信念とし

て社会活動に対するピジョンをどのように共有するかといった課題もある。

本稿では、社会活動に対する宗義的な考察を加えなかったが、今後この点か

らも仏教者の社会活動をとらえることが必要だろう。

※本稿は拙稿「仏教者の路上生活者支援における現状と課題」併教論叢

(55) 2011、「路上生活者支援を行う仏教者一ひとさじの会の活動からj国

際宗教研究所ニュースレター (66)2010を参考に修正・加筆を加えて掲載

した。
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「実践の有無にかかわらず社会福祉に関心があるj という回答が 93.6%(n 

= 3306) もあったものの、そのうち「関心があるが実践に至っていないj

という回答が 71.3%を占めている。また、社会福祉と仏教者の関わりを問

う設問では、「より積極的に関わっていくべきであるj という回答は 59.3%

(n = 2996)であった。

社会活動に対する肯定的な意識がありながらも実践まで至らないのには、さ

まざまな制約があることが想像できるが、その一つに、意欲はあるが関わり

方がわからないといったこともあるのではないかと推測する。ひとさじの会

は、前述の通り三つの活動を行っており、コミットメントの仕方は自由であ

る。葬送支援を中心に関わる僧侶、炊き出しをメインに関わる僧侶など、そ

の参加形態の自由度は高い。直接的に炊き出し、葬送支援などの活動に参加

できなくとも、食糧支援運動推進に積極的に協力する僧侶もいる。実際、滋

賀や東北での食糧支援運動の展開は、炊き出しに参加した地方在住の僧侶が

中心となって行なわれている。このような、間口の広さは社会活動に関わり

たいという意識をもっ潜在的な仏教者を、実際の活動と結びつける働きをも

つだろう。

また、このような平生における活動は非常時においても機能しうることが

明らかになった。先般の東日本大震災をうけ、滋賀教区では緊急の米一升運

動を展開し、約 7tの米を集め、フードパンクを通じて被災地へ届けた。ま

た、ひとさじの会に参加する東京在住の僧侶は炊き出しのノウハウを活かし

現地での炊き出し支援などを行なった。これらは、日頃の活動で培われたス

キノレを転用させたものであり、路上生活者支援で構築された NPO団体との

ネットワークが活用されたケースでもあるといえよう。 NPOとのネットワ

ークは被災地の情報を共有するという点でも大いに有益であった。これによ

って、被災地へのアクセス方法の入手や現地 NPOとの協働といったことが

円滑に行なわれた。

以上ひとさじの会の活動を紹介しつつ、その意味と可能性について言及し

てきた。路上生活者支援という現代的な苦の最前線に立つ仏教者を取り巻く
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における仏教の社会参加の一つのあり方であるJ(ムコパディヤーヤ 2005)

といい、また宗教社会学者の棲井義秀は、現代宗教が社会貢献的活動をなす

際に直面するジレンマのひとつとして、「特定の社会事業をなそうと協働す

る人々が集まる場合に宗教的理念はおろか、それがあるとかないといったこ

とにたいした意味がなくなるという事態も生じる。理念や方法の差異にこだ

わる教団は協働の幅がきめて狭くなり、大きな事業展開や一般市民からの支

援を得にくくなるJ(稲場 ・樫井 2009)ことをあげている。すなわち、宗教

者/宗教団体が公的領域で社会活動をするとき、その宗教性を前面に押し出

すことは受容の障壁となる可能性があるというものである。

しかし、ひとさじの会の活動を見てみると、仏教者の団体、しかも一宗派

の僧侶が中心となった活動であることが明示されていながら、一般 NPO団

体との協働が盛んである。もちろん、「路上生活者支援j という意識を共有

して相互に活動を展開していることもあるが、積極的な協動の理由のひとつ

として、「葬送支援j という極めて宗教的なニーズがあったことが考えられ

る。すなわち「仏教者の団体j として協働を求められ、そこから直接的支援

活動を展開していったためともいえる。また、布教などの外向けの宗教行為

は行なわれないものの、檀信徒以外も多数参加する炊き出しでは法要が行な

われ、夜回りの前後には十念を唱える。法要への参加や十念の唱和は強制で

はないものの、檀信徒以外の参加者も手を合わせ読経、念仏を行なっている。

このような宗教儀礼を活動の中にもちながらも、一般市民の参加を多く得て

いるということは特記すべきことであろう。その中にはボランティア意識が

元々高い参加者もいるが、同じような活動をする非宗教系 NPO団体がある

中で、ひとさじの会を選択し、継続的に参加しているということは非常に興

味深い。これらの事実は、先の「課題jを再検討させる材料となりえるとと

もに、宗教者が宗教者のままで社会参画できる可能性を示しているといえる。

次に、仏教者の社会活動への可能性を示したい。平成 16年度に浄土宗総

合研究所で行なわれた「浄土宗社会福祉事業 ・活動に関するアンケート調

査J(代表:長谷川匡俊)では、住職の社会福祉への意識を尋ねる項目で
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ている。しかし、ひとさじの会がめざす直接的支援は、路上から家へ「戻

す」ことを最善策と考えてはいない。路上からの脱出を強く勧めるような支

援観は、路上にいることが「正常で、ない状態Jという価値判断にもとづいた

支援であるといえる。しかし、このような態度は、すでに路上にいる人々に

対する存在の否定にもつながりかねない。ひとさじの会では、社会復帰を望

む被支援者を公的福祉サービスへ繋げることはあるが、そこだけに焦点を当

てず、路上生活者の声に耳を傾けることをその基本とする。まずは、路上生

活者をありのままで包摂し、そこで必要な支援を模索するという姿勢は、路

上生活者に対する「寄り添いjがめざされているということがいえるだろう。

路上生活者に対して水平的な関わりを心がける姿勢は、行政のめざす I成

果Jに結びつきづらい一面もあるが、不可視化した路上生活者の支えとなっ

ていることも事実である。宗教的な意味づけは、このような活動を下支えす

る原資として機能している。

したがって、①の直接的具体的な関わりは、僧侶としての専門性がとりわ

け発揮できる場ではないものの、参加者は自身の宗教性を意識化し深化させ

ることとなる。そして、その意味づけが「成果Jにあらわれづらい支援を下

支えし、不可視化した路上生活者の包摂へと結びつくのである。

ひとさじの会か5みる今後の可能性

NPO団体やキリスト教系諸国体の活動と比べ、ひとさじの会の活動はま

だ日が浅く、いまだ流動的な部分もあるが、ひとさじの会から刷出しうる宗

教者の社会活動および仏教者の社会活動における可能性を示してひとまず本

稿の小括としたい。

宗教の社会貢献活動という近年の研究領域では、宗教者/宗教団体が公的

領域に進出する難しさをいかに克服/回避するかという課題がしばしば指摘

されている。仏教の社会参加について研究しているランジャナ ・ムコバディ

ヤーヤは、「宗教団体が、公的場において活動を行う際に宗教的姿勢を表に

出さないこと、または非宗教団体を通じて社会活動を実践することは、近代
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うな一般性が高い活動を行なう際、僧侶自身は僧侶としてではなく一市民と

して関わるという姿勢も考えられるが、ここでは僧侶が僧侶としての専門性

をあまり要求されない直接的な支援活動に関わる意味を考えてみたい。

筆者は以前、ひとさじの会で炊き出しに参加する僧侶、寺族の活動に対す

る意味づけから、自身の信仰を深化させるような内向きの宗教性があらわれ

ていることを明らかにした(高瀬 2010)。すなわち、他者を教え諭したり、

信仰に導いたりという外向きの教化ではなく、活動を通じた自己の学びの獲

得、内向きの教化として意味づけているということができる。ここでいう他

者とは、被支援者である路上生活者のみならず、特定の信仰をもたない活動

参加者、一般市民なども含む。また、これらの意味づけは各個人によってあ

くまでも事後的に行なわれているものであり、当初から活動の目的とされて

いるわけではない。

布教・伝道のような外向きの宗教性をともなわないにしろ、このような性

格の活動は、内向きの宗教性の充足へと繋がりやすい。すなわち、支援を通

じてより自身の信伸が深められていく可能性を有する。たとえば、ひとさじ

の会は浄土宗僧侶が活動の中心であるため、そこで得られる学びは信機信法

のような凡夫観にもとづくものが多い。自身の凡夫性を強く意識することで、

念仏信仰も深まるというような構造は活動を下支えし、[支援j と「信仰j

は相乗効果をもたらすものであるということができる。

しかしながら、結果的にせよ宗教的な意味づけによって、活動が下支えさ

れるということは、一方で実践そのものが目的となり、取り組みの対象への

社会的解決の視点を看過してしまう可能性をももつことになる。この点は宗

教者よる慈善活動でしばしば指摘される批判である CNiebeuhr1932=2010)。

包括的な路上生活者支援には、法律、福祉制度、医療など多岐にわたる専門

的な知識、あるいは資格が求められる。ひとさじの会は他団体との協働をよ

ってそれらを克服しようとしている。具体的には、山谷地域で活動する他団

体と協力し、医療相談会などのアナウンスをしたり、新宿地域で活動する

NPOと協働し、生活保護受給、自立生活支援へと繋げたりすることを行っ
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活動をアナウンスし、また関係諸国体との窓口となる。この結果、滋賀県甲

賀地区の浄土宗青年会では、同地域の寺院ーヶ寺あたり浄米一升の喜捨を目

標にし「甲賀米一升運動Jと銘打つた運動が起こった。 2010年 1月 10日か

ら同月 25日までの期間に約 400kgの米が集まり、うち 300kgはフードパン

ク関西へ、 100kgがひとさじの会へ寄付された。さらに翌 2011年には滋賀

教区へと呼びかけの対象地域を広げ「近江米一升運動j となり、約 2.5tの

お米の寄付を集めるほどであった。また、同様の運動は東北地区でも起こり

cr東北米一升運動J)、2010年 12月から 2011年 1月の間に、およそ 1tの米

を集めた。

この運動はフードパンクという NPOとの協働によって成り立っている。

フードパンクとは、品質に問題がないにもかかわらず、市場で流通できなく

なった食品を集め必要としている団体などへの配給を行う団体で、路上生活

者支援を行なうにあたって、炊き出し用の食糧の供給をここから受けている

団体も少なくない。

仏教者が貧困問題に関わるということ

前述のひとさじの会の活動は幅広いものであるが、これら活動の性格を簡

単に延べるならば、①の炊き出しは、直接的具体的な関わり、②の葬送支援

は宗教者としての関わり、③の食糧支援運動の推進は寺檀関係や寺院相互の

ネッ トワークを活用した関わりということができる。とくに②の葬送支援と

いう「死」と「死後j にかかわる活動は、僧侶の宗教者としての役割が存分

に発揮される場でもあり、路上生活者にとっては精神的な支えとなることも

ある(13)。また、③の寺院ネットワークを通じた社会活動への参加の呼びか

けは、寺院が既にもつ社会関係資本(14) にもとづいた活動であり、寺院固有

の活動形態といえる。したがってこれら 2つの活動は僧侶としての専門性、

特殊性を活かした活動ということができょう。一方、①に関していえば、専

門性、特殊性は低いものの、ひとさじの会の活動のうち、宗教者でない檀信

徒、活動に興味をもっ一般市民とともに参加できる関わり方である。このよ
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路上生活者の数、配ったおにぎりの数、その他報告事項 ・注意事項などを共

有し解散となる。

夜回り開始時、終了時には十念を称え、また夜回り前には会場の寺院本堂

で 10分程度の法要が行われる。この法要では法然上人の御法語(1随順仏

教Jr念仏往生義j)が読謂され、十念とあわせて浄土宗僧侶 ・檀信徒の活動

であることが強く意識される。最近では、僧侶 ・檀信徒以外の参加者も増え、

毎回 10人以上を越える一般の参加者を数えている。

②葬送支援

亡くなった路上生活者に対する、葬儀・追悼法要などの勤修。 2004年、

新宿連絡会(9)の新宿夏祭り前夜祭における追悼法要を依頼されて以来、毎

年新宿夏祭りの追悼法要を現在のひとさじの会会員がつとめている。亡くな

った路上生活者への葬儀は、新宿連絡会、自立生活サポートセンターもや

い(10)、企業組合あうん(11)などの諸国体を通じて依頼される。葬儀は火葬

場で行われる場合や故人のゆかりの場所で行なわれる場合などがあるが、い

ずれもメーリングリストなどで連絡を回し、出向けるひとさじの会の僧侶が

出向いて供養する。

また、 2008年には新宿で活動するもやいと元路上生活者のための葬送と

お墓の問題を話し合う葬送支援プロジェクトが発足し、同年秋、台東区浄土

宗寺院内に NP03団体の合同墓 I結の墓」が建立された。この葬送支援を

きっかけとして、ひとさじの会が組織され(12)、炊き出し ・夜回りなどの直

接的支援活動が行なわれることとなった。現在、新宿夏祭りのほかに山谷、

池袋の各地区で行なわれる夏祭り、慰霊祭での追悼法要を務めている。

③食糧支援運動の推進

寺院の災害用備蓄米、供米などを必要としている支援団体や福祉施設へ寄

付する協力の呼びかけ。寺院と地域社会とを繋ぐ方策のーっとして、 NPO

を通じた地域社会への支援活動を促進するため、宗派寺院に対し、食糧支援
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信徒をもその活動の主体に取り込み組織化された支援活動は管見の及ぶ限り、

ひとさじの会に特徴的なものであろう。そこで、本節以降では、その活動内

容を紹介し、その意味、可能性について言及したい。

ひとさじの会の活動は、①路上生活者への実際的支援活動(炊き出し及び

夜固め、②葬送支援活動、③食料支援運動の推進という三つの柱に分かれ

ている。以下にそれぞれを紹介する。

①炊き出し

ひとさじの会の活動の中心となっている、路上生活者への食料提供。毎月

2回、第 1、第 3月曜日に山谷 ・浅草周辺で行われる。一般的な炊き出しと

は違い、一合ほどのおにぎりを作り、路上生活者に手渡ししながらアウトリ

ーチ(8)を図るものである。その際、市販の医療薬、生活品なども合わせて

配る。アウトリーチの際には、自分たちが仏教者であることを被支援者に明

示するが、入信を勧める、教えを説くなどの布教活動をすることはない。ま

た、社会復帰を積極的に勧めるようなものではなく、支援者と被支援者の関

係は水平的なものであるよう心がけられている。

おにぎりを作る場所は、台東区にある浄土宗寺院で、当会の事務局長が副

住職を務める寺院でもある。炊き出し当日は午後4時ぐらいに集まり、用

具の洗浄、ガス釜の設置に始まり、炊事、医薬品の確認・分配、おにぎりの

袋詰め、コ ースの確認などを行い、おおよそ午後8時に夜回りを始める。 1

回の炊き出しで作るおにぎりの数は、 200個前後で、当日の参加者の数に応

じて分担して持ち、配食に回る。配食コースは、当初、①浅草商庖街コース

(浅草寺周辺~西参道~新仲見世通り)、②隅田川沿いコース(白髭橋~吾妻

橋~隅田公園)の 2つであったが、現在は被支援者からの希望、参加者数

の増加などもあり、①浅草商庖街コース、②隅田川沿いコースと③いろは会

商店街コースの 3つとなっている。その際、それぞれ医薬品、福祉相談窓

口が一覧になった小冊子なども持って回る。冬場には軍手、カイロなども必

要に応じて配布する。どちらのコースも浅草松屋前に午後 10時頃集合し、
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NPO団体や慈善活動を行う 宗教セクターである。そして、 宗教セク ターの

うちでもとくにキリスト教系団体が積極的な支援活動を展開している。たと

えば、 ドヤ街として有名な山谷地域では、路上生活者支援の伝統は古く、労

働組合系、キリスト教系、医療系など多くの団体が活動を行なっている。そ

のうち、労働組合系が 2団体、医療系が 3団体であるのに対し、キリスト

教系はプロテスタント系が3団体、カトリック系が6団体、両者による共同

運営が2団体ある。そして、これらのうちほとんどが炊き出し活動を行って

おり、このほか韓国系プロテスタント教会と台湾系仏教団体の慈済会も炊き

出しを行っているという(渡辺 2010)。

キリスト教系団体が積極的に活動を行う背景のひとつに「布教j という目

的がある。とくに、このような路上生活者を包摂する活動は韓国系プロテス

タント教会にみられるという。韓国系プロテスタント教会は、韓国人ニュー

カマーだけでなく、日本人信徒の獲得を目標にしていることが多い。そして、

路上生活者は、周縁的な存在であるが 「日本人jであることに変わりない重

要な布教対象として把握され、積極的な実践が行われるという(白波瀬

2007)。もちろん、すべてのキリスト系団体が「布教j を目的に活動を行っ

ているわけではない。たとえば、山谷地域で生活保護者、路上生活者のため

の食堂を経営する牧師菊池譲は、「私達の働きは匿名の愛だと理解している。

やりっぱなしの愛だj という(菊池譲 1998)。このような「信仰の実践Jと

しての支援活動もある。しかし、活動に対する動機づけの差はあれ、路上生

活者支援はキリスト教者の実践としての伝統が長らくあったということがで

きる (6)。

ひとさじの会の活動

近年では仏教者の路上生活者支援活動も見られるようになってきた。とり

わけ、僧侶自身がNPO団体の炊き出し等に参加する、生活困窮者のための

施設を運営するなどの個人レベルでの活動が目立っている。また住職が主体

となって寺院を支援の場として活用するケースもある(7)。しかし、一般檀
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路上生活者支援を行なう TENOHASIの代表で精神科医である森川すいめい

の調査によれば、路上生活者の約 6割が精神疾患を抱え、約 3割が軽度の

精神発達遅滞をともなっているという。このことは、公的な支援に乗ること

ができない路上生活者が路上に残され続けている可能性を示唆するものであ

り、自力で行政の支援政策に乗ることができない者が「支援を必要としない

者JI選択的に路上にいることを望んでいる者Jとして位置づけられる可能

性を意味する。一方、行政の路上生活者数は減少傾向にあるが、この調査は

日中の目視調査であることも注意しなければならない。路上生活者の中には、

日中は移動し夜間のみ路上で寝泊まりする者も多く、これら流動的な路上生

活者は数に入っていないばかりか、自立支援事業が各自治体の責任であるこ

とが明文化されたため、公的空聞から強制的に排除するという「不可視化J

もたびたび行なわれている。このように、行政の救済施策から漏れた路上生

活者は救済の対象としてみなされず、路上生活が長期化する傾向が強い。

[東京都23区内の路上生活者数の推移]
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そのような人々に対するセーフテイネットとなっているのが、民間の
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や生活困窮者に食事を提供している。行政の福祉政策から漏れた社会的弱者

の救済という「社会貢献J的活動でありながら、近隣の住民からは生活を脅

かす迷惑行為、反社会貢献的活動として認識され、活動中止を求める反対を

受けている。すなわち、社会貢献か否かは「社会jの設定によるところが大

きい。したがって、本章では「社会jを措定し、その活動自体を評価するこ

とは避け、その活動の社会的位置づけ、さらには可能性について提示するこ

とを目指す。そこで、次節ではまず路上生活者をとりまく近年の状況を概観

し、その後ひとさじの会の取り組みを論じていきたいと思う。また、本稿は、

当該団体の立ち上げから実際に参加し、参与観察、インタビューなどを行な

ってきた筆者の知見にもとづくものである。

不可視化する路上生活者とその包摂

パプノレの崩壊によって、 1990年代中頃から、安定した居住空聞をもたず、

公園や駅などの公的空間で寝起きする路上生活者(2)が顕在化するようにな

った。また近年では、労働者派遣法の改正(3)によって生み出されたともい

える「失業者jが路上生活に追いやれることも少なくない。東京都の調査に

よれば、都内の路上生活者の数は 1990年代後半から増加し、 2001年にはほ

ぼ5千人を数えるほどになった、しかし、 2005年には減少傾向が見られ、

2007年には 3千人台半ばへと減少している(次頁グラフ参照(4))。これは、

2002年 8月に施行された、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置

法J(通称「ホームレス自立支援法J)による「効果」とみることもでき

る(5)。

この法案によ って、緊急一時保護センター、自立支援センターなどの開設

が進み、路上生活者がそれら地域生活移行支援事業を通じて社会復帰を果た

す道が整備されてきた。しかし、その一方で行政の支援政策の流れに乗らな

い/乗れない路上生活者は、路上に残されたままとなっている。そういった

人たちに対する社会的な評価は 「路上生活を自ら選択している人jであり、

彼らに対する支援への評価は概して低い傾向にある。しかしながら、池袋で
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と願った。

その際に、私の思い描いた理想像は伝記などに登場する「苦しみに寄り添っ

ている僧侶jであった。教学の道を挫折した私ではあるが、そこで学んだ事

は自分に大きな気付きを与えてくれた。また同時に、大学時代の先輩、同期、

後輩、そして更に彼らによってつながりをもらった仲間たちが、当会のメン

ノTーには多い。自ら離れた教学の道ではあったが、自身も気づかぬ聞に、そ

こから本当に多くの大切なものを得させてもらっていた。

私自身が考えるに、活動の動機は「苦に寄り添うJという事である。設立よ

り2年を経た現在だからこそ言えるのかもしれないが、それは路上生活を余

儀なくされている方々の苦に対してだけでなく、僧侶である私自身の昔、そ

して強いては、「仏教不信jが進み続ける社会の苦に対してだったのではな

いかと思う。

ひとさじの会の活動ーその意昧と可能性一

大正大学大学院宗教学専攻博士後期課程 高 瀬 顕功

はじめに

本稿では、山谷 ・浅草地域で路上生活者支援を行う社会慈業委員会(通称

「ひとさじの会J、以下通称を用いる)の活動内容を詳しく紹介し、その活動

がもっ意味、可能性について言及したい。しかし、ここでいう「意味Jとは

ひとさじの会が行なっている路上生活者支援に対する評価ではない。本稿で

目指すのはその活動が、仏教者(1)にとってどのように位置づけられるかを

示すことにある。近年、宗教者/宗教団体の公的領域に置ける活動が脚光を

浴びつつある。その際、それら諸活動は概して「社会貢献活動」という語句

で括られることが多いが、筆者はこの語句の使用に注意を払いたい。という

のは、ここにおける「社会」はあまりにアプリオリにとらえられており、議

論の共通の基盤とするには今しばらく検討が必要でhあると思われるからであ

る。たとえば、あるキリスト教会では、毎週日曜日の礼拝の前にホームレス
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ひとさじの会の活動一設立経緯と動機一

ひとさじの会理事 原 尚午

社会慈業委員会(通称:ひとさじの会)の設立は、路上生活者支援団体と

のつながりから始まる。支援団体のスタ ッフと共に行なった路上生活者の葬

送、合同慰霊祭法要への出仕、そして合同墓の建立などの活動が、貧困の現

場での僧侶の不在と必要性を知るきっかけとなった。そして幸いにも、「一

人でも多くの方にその思いを共有してもらおう。また、個人的にではな く組

織として取り組むべき問題であろうJと、共に真剣に考えてくれる僧侶仲間

が周りにいてくれた事が、ひとさじの会の設立につながった。

設立の動機には、設立メンバー各々に各々の動機がある。当会では「法然

上人の御教えを軸とした活動j という事以外は如何なる動機で活動するかは

個々の自由である。

なので、この場にて動機を述べる場合には往々にして私個人の動機になる

可能性がある事をご容赦願いたい。

私はいわゆる在家の出である。今でも自分の社会的感覚は在家の人のそれ

に近いと思っている。又そうありたいと思っている。今の社会で「仏教不

信Jが蔓延している事も当然なのではないかと勝手ながら感じている。しか

しながら願うべくは、それに対して何か出来る事はないだろうかという思い

があった。

ある先輩僧侶から教学、法式、布教のいずれかの道に専念するようにと言

われ、その中で、自分が魅力を感じた教学の道を志すが、なんなく挫折した。

その時に遅ればせながら、自分はどの道に進んでも挫折したであろう事に気

付いた。なぜなら、進んだ先に自分が確固たる方向性を持っていなかったか

らである。

今の日本は多数の寺院伽藍が目に映る社会であるにも拘らず、僧侶という存

在は希薄であると思う。私は、人として僧侶として社会から必要とされたい
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