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第
九
回
仏
教
福
祉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
寺
院
を
拠
点
と
し
た
福
祉
活
動
の
現
状
と
課
題
」

平
成
十
八
年
十
月
二
十
三
日
(
月
)
日
時

場
所

大
本
山
僧
上
寺

三
縁
ホ
l
ル

パ
ネ
ラ
|

若
麻
績

大
河
内

入
、4

V
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ネ
イ
タ

l
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川 藤

手
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手
小
E

生

匡

:ゎ
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O
司
会

出
門
様
、
本
日
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
催
の
仏
教
福
祉

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
ま
こ
と
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
当
り
ま
し
て
、
当
浄
土
宗
総
合
研

究
所
、
石
上
善
臆
所
長
に
ご
挨
拶
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
す
。

O
石
上
所
長

ょ
う
こ
そ
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

皆
様

き
ょ
う
は
あ
い
に
く
の
雨
天
で
し
て
、
皆
さ
ま
方
の
出
足
も
少

し
悪
い
の
か
な
と
思
つ
て
は
お
り
ま
す
が
、
時
間
が
経
過
す
れ
ば

お
い
で
に
な
る
方
も
増
え
る
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
研
究
所
に
お
い
て
、
仏
教
福
祉
と
申
し
ま
す
か
、
社
会
福

祉
、
社
会
事
業
の
仏
教
系
の
研
究
が
毎
年
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て

き
』
宇
AF
1
レ
れ
九
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
毎
年
の
よ
う
に
あ
ち
こ
ち
で
展
開

し
て
き
ま
し
た
が
、

今
同
は
特
に
お
示
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、

「
寺
院
を
拠
点
と
し
た
福
祉
活
動
の
現
状
と
諜
題
」
と
い
う
題
で

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

考
え
て
み
ま
す
と
、
浄
土
宗
と
い
う
の
は
明
治
以
来
、
大
変
社

会
事
業
に
力
を
入
れ
た
宗
派
で
し
た
。
か
つ
て
は

「社
会
事
業

宗」

と
呼
ば
れ
た
時
代
も
あ
る
そ
う
で
す
。
し
か
も
、

そ
の
内
容

は
、
こ
れ
は
吉
田
久

一
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
ご
本
を
お
読
み

す
る
な
ら
ば
、
関
東
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
社
会
事
業
の
流
れ
と

い
う
の
は
、
渡
辺
海
旭
、
矢
吹
慶
輝
長
谷
川
良
信
と
い
う
三
人

の
先
生
の
名
前
を
あ
げ
れ
ば
十
分
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
す
べ
て
我
々
浄
土
宗
の
方
々
で
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
流
れ
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
戦
争
が
入
り
、

そ
し
て

ま
た
、

そ
の
聞
の
い
ろ
い
ろ
な
変
化
か
ら
、

今
日
の
よ
う
な
状
態

に
は
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
再
び
、

2 

」
れ
を
何
と
か
再
生
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
を
私
ど
も
は
課
題
と

し
て
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

き
ょ
う
は
、

そ
の
辺
も
含
め
な
が
ら
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
で
き

る
こ
と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
か
つ
て
の
先
学
が
ど
れ
ほ
ど
力
を

入
れ
て
仕
事
を
し
て
こ
ら
れ
た
か
、

そ
う
い
う
こ
と
の
思
い
を
重

ね
な
が
ら
、
今
日
の
社
会
福
祉
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

き
ょ
う
は
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
!
と
し
て
、
淑
徳
大
学
の
理
事
長

で
あ
り
、
学
長
で
あ
り
ま
す
長
谷
川
匡
俊
先
生

そ
し
て
若
手
の



方
々
に
お
集
ま
り
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
長
谷
川
先
生
を
中

心
に
活
発
な
論
議
が
な
さ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
さ

ま
、
ど
う
ぞ
最
後
ま
で
ご
清
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
た
、

ろ

い
ろ
な
質
疑
を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ

ま
す

O
司
会

石
上
先
生
、

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
長
谷
川
先
生
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
長
谷
川
(
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
)

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

足
元
の
お
悪
い
中
を
こ
の
よ
う
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
集
ま
り
い

た
だ
き
ま
し
て
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
の
テ

ー
マ
に
至
っ
た
経
過
を
含
め
て

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
つ
い

て
あ
ら
か
じ
め
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
私
ど
も
仏
教
福
祉
研
究
班
と
し
て
は
、

昨
年
、

.
昨
年
と
-
一年
連
続
で

「仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の

現
状
と
課
題
」
、
副
題
で
「
宗
団
と
し
て
の
取
り
組
み
と
そ
の
理

念
」
と
題
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
並
行
し
て
、
平
成
十
六
年
度
に
は
浄
土
宗
門
の
全
面
的

な
理
解
と
協
力
の
も
と
で
、
「
浄
土
宗
社
会
福
祉
事
業
活
動
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大

変
多
く
の
ご
寺
院
の
方
々
か
ら
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
こ
と
を
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
活
動
の
意
図
は
お
お
む
ね
以
下
の
三
点
で
あ
り
ま

す
。第

一
に
、
仏
教
系
伝
統
教
団
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
活
動
や
事

業
の
現
況
な
い
し
全
般
的
な
傾
向
と
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
。

3 

第
-一

に、

そ
の
よ
う
な
中
で
の
浄
土
宗
教
団
に
お
け
る
社
会
福

祉
活
動
の
相
対
的
な
位
置
、
あ
る
い
は
特
徴
と
は
何
か
を
見
出
そ

う
と
す
る
試
み
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
通
し
て
、
具
体
的
に
浄
土
宗
の

寺
院
や
住
職
の
社
会
福
祉
活
動
へ
の
関
与
の
実
態
把
握
、
及
び
社

会
福
祉
活
動
に
関
す
る
意
識
の
解
明
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
成
果
の
概
要
は
い
ず
れ
も
当
研
究
班
の
編
集
に
か
か
わ
り

ま
す
浄
土
宗
総
合
研
究
所
発
行
の
機
関
誌
、
受
付
の
際
に
す
で
に

お
手
元
に
聞
い
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
『
仏
教
福
祉
』
と



い
う
機
関
誌
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
第
八
号
、
九
号
に
掲
載

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。と

こ
ろ
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ

l
マ
、
「
寺
院
を
拠

点
と
し
た
福
祉
活
動
の
現
状
と
課
題
」

は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ

う
な
本
研
究
班
に
お
け
る
調
査
研
究
の
経
過
を
踏
ま
え
て
設
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
理
由
に
つ
い
て
、
若
干

付
言
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
ほ
ど
も
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
申
し
上
げ
ま
し
た
が

ア
ン
ケ
l

ト
調
査
の
結
果
を
見
て
み
ま
す
と

た
と
え
ば
、
住
職
の
社
会
福

祉
に
つ
い
て
の
関
心
を
問
う
質
問
に
対
し
て
、
「
個
人
と
し
て
社

会
福
祉
に
は
関
心
が
あ
る
が
、
社
会
福
祉
実
践
を
行
う
ま
で
に
至

っ
て
い
な
い
」

と
回
答
を
さ
れ
た
方
が
七

一
・
三
二

%、

二
、
三
五
八
件
に
も
及
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、
社
会
福
祉
と
仏

教
者
と
の
か
か
わ
り
つ
い
て
、
「
よ
り
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い

く
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
回
符
は
五
九

八
%
、
約
六
O
%

、
七
七
六
件
に
の
ぼ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
際
の
活
動
に
従
事
し
て
い
る
方
の
数
と
な
り
ま
す
と
、
有
効
回

答
数
の
二
割
強
に
止
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
考
え
合
わ
せ
て
み
て
も
、
浄
土
宗
寺
院

の
住
職
の
方
々
が
社
会
福
祉
に
強
い
関
心
を
お
も
ち
に
な
っ
て
お

ら
れ
な
が
ら
、

他
方
に
お
い
て
実
際
に
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方

は
二
割
強
、
そ
れ
以
外
の
方
々
は
ど
の
よ
う
に
福
祉
活
動
に
か
か

わ
っ
た
ら
い
い
の
か
、

」
う
い
っ
た
術
と
申
し
ま
す
か
、
方
法
等

に
関
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
浄
土
宗
か
ら
提
示
し
て
も
ら
い
た

ぃ
、
あ
る
い
は
紹
介
し
て
い
た
だ
き
た
い
、

い
ろ
い
ろ
な
情
報
を

発
信
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
向
が
お
あ
り
で
は
な
い
か

- 4-

v 
」

の
よ
う
に
受
け
止
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
今
回
、
「
寺
院
を
拠
点
と
し
た
福
祉
活
動
」
、

こ
れ
を
具
体
的
に
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
講
師
の
ご
報
告
、
あ
る
い

は
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
社
会
の
中
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等

が
よ
り
活
性
化
し
て
い
く
よ
う
望
ま
れ
て
お
り
ま
す
が

そ
の
よ

う
な
場
合
に
地
域
の
側
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
ま
す
と
、

ど
の
よ
う
に
寺
院
の
人
的
、
物
的
な
福
祉

資
源
の
活
用
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ

る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
浄
土
宗
寺
院
が
あ
る
意
味
で



は
総
決
起
し
て
、
運
動
的
な
展
開
と
し
て
、
寺
院
と
社
会
と
の
接

点
を
ど
の
よ
う
に
見
出
し
て
い
く
べ
き
か
、
ま
た
、
可
能
で
あ
る

の
か
。
そ
う
し
た
こ
と
を
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
パ
ネ
リ

ス
ト
の
方
々
か
ら
お
聞
き
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
今
回
の
テ

l

マ
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、

き
ょ
，
つ
の

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
こ
れ
か
ら
お
三
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
を
ご
紹

介
申
し
上
げ
ま
す
。

私
の
す
ぐ
お
隣
、
若
麻
績
享
則
先
生
で
あ
り
ま
す
(
拍
手
)
。

先
生
は
、
元
全
国
浄
土
宗
青
年
会
の
理
事
長
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
現
在
は
善
光
寺
さ
ま
の
淵
之
坊
の
副
住
職
、

他
に、

善

光
寺
保
育
園
の
園
長
、
地
元
長
野
県
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
N
P

O
法
人
等
の
要
臓
を
お
つ
と
め
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
若
麻
績

先
生
ご
自
身
が
青
年
会
の
理
事
長
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
た
と
き
に

提
唱
さ
れ
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
の
運
動
」
な
ど
を
中

心
に
き
ょ
う
は
お
話
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
次
に
大
河
内
秀
人
先
生
で
す
(
拍
手
)
。
大
河
内
先

生
は
、
現
在
、
浄
七
宗
の
寿
光
院
の
ご
住
職
で
あ
り
、

「江
戸
川

ノ
ナ
ど
も
お
ん
ぶ
ず
」
の
代
表
を
お
つ
と
め
に
な

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

き
ょ
う
は
特
に
こ
の

「江
戸
川
子
ど
も
お
ん
ぶ
ず
」

の
活
動
を
中

心
に
ご
発
題
い
た
だ
き
ま
す
が
、
先
生
は
、
国
内
で
の
地
域
活
動

ば
か
り
で
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
海
外
に
お
け
る
国
際
的
な
支
援
活

動
な
ど
に
も
従
事
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
で
あ
り
ま
す
。
き
ょ
う
は

浄
土
宗
の
寺
院
に
限
り
ま
せ
ん
が
、

寺
院
が
地
域
を
拠
点
に
し
て

ど
の
よ
う
な
活
動
の
可
能
性
が
聞
か
れ
て
い
る
か
、
具
体
的
な
事

例
を
中
心
に
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
す
。

二
番
目
は
、
松
藤
和
生
先
生
で
す
(
拍
手
)
。
先
生
は

K 
T 

福
祉
研
究
所
の
代
表
を
現
在
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
長
き
に
わ
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た
っ
て
、
千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

に
居
を
据
え
ら
れ
て
、
地
域
活
動
や
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
等
々

に
あ
た

っ
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。
福
祉
の
専
門
職
者
の
養

成
等
に
も
か
か
わ
り
な
が
ら
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
に
強

い
ご
関
心
を
お
も
ち
に
な
っ
て
、

こ
れ
ま
で
活
躍
を
さ
れ
た
先
生

で
あ
り
ま
す
。

地
域
の
側
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
、

そ
の
よ
う
な
中
で
寺

院
や
住
職
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
期
待
し
得
る
の
か
、

寺
院
、
住

臓
の
役
割
を
含
め
て
ご
提
言
を
い
た
だ
く
予
定
で
あ
り
ま
す
。



以
上

お
三
方
に
こ
れ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
十
分
ず
つ

お
話
を

い
た
だ
き
ま
し
て
、

一
巡
し
た
と
こ
ろ
で
、
各
五
分
ず
つ
、
補
足

を
し
て
い
た
だ
き
、

そ
の
後
、
休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

休
憩
に
入
り
ま
す
折
に

フ
ロ
ア
の
参
加
者
の
皆
さ
ま
方
か
ら
、

先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
ご
芳
名
カ

l
ド
の
裏
側
の
方
に
ご

意
見
、
ご
感
想
、
あ
る
い
は
ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ

お
書
き
く
だ
さ
い
。
そ
れ
に
お
答
え
す
る
形
で
第
二
部
の
方
は
質

疑
応
答
な
ど
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

大
体
四
時
半
を
閉
会
の
め
ど
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力

の
ほ
ど

お
願
い
中
し
L
L
げ
ま
す
。

そ
れ
で
は
若
麻
績
先
生
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
若
麻
績

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
長
谷
川
先
生
か

ら
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
若
麻
績
享
則
で
す
。
座
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
失
礼
し
ま
す
。

皆
さ
ま
、

お
手
元
の
β
に
資
料
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

れ
は
ま
た
、
後
ほ
ど
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
話
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

そ
の
前
に
い
ま
、
私
が
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
と
か
、

浄
土
宗
青
年
会
と
の
か
か
わ
り
で
始
ま
っ
た

「
コ
=
、
ユ
ニ
-
ア
ィ

・

テ
ン
プ
ル
」

の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
最
初
に
入
り
口
の
お
話
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
き
ょ
う
、
朝
、
長
野
か
ら
や
っ
て
き
ま
し
て
、
こ
う
や
っ

て
見
ま
す
と
、
浄
青
時
代
に

一
緒
に
活
動
し
た
仲
間
や
先
輩
も
お

ら
れ
る
よ
う
で
、
懐
か
し
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
「
コ
ミ

ユ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
」
と
い
っ
て
、
ま
だ
皆
さ
ん
の
お
耳
に
も
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馴
染
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ご
指

導
い
た
だ
い
た
先
生
方
が
そ
ち
ら
に
お
ら
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、

非
常
に
こ
こ
で
し
ゃ
べ
る
の
は
し
ゃ
べ
り
に
く
い
状
況
に
あ
り
ま

し
て
、

で
き
る
な
ら
ば
、

い
ま
か
ら
で
も
誰
か
に
変
わ
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
実
は
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。
そ
れ
で
も
与
え
ら
れ

た
時
間
を
全
う
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
も
今
側
、
保
育
園
に
行
き
ま
し
て
、
元
気
の
い
い

二

O
O名

そ

ほ
ど
の
子
ど
も
の
顔
を
見
て
、

き
ょ
う
も

一
日
、
預
か
っ
た
命
に

対
し
て
、
無
事
、
何
事
も
な
い
よ
う
に
ま
た
お
家
に
帰
る
の
だ
よ



と
い
う
願
い
を
こ
め
て
こ
ち
ら
に
来
て
お
り
ま
す
。

善
光
寺
に
は
保
育
園
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
園
長
を
昨
年
か
ら
拝

命
し
て
お
り
ま
し
て
、
務
め
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
た
と
お

り
、
約
二

O
O名
の
園
児
が
お
り
、
仏
教
保
育
、
「
明
る
く
・
正

し
く

・
和
よ
く
(
仲
良
く
)
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を

一
番
の

保
育
理
念
と
し
て
毎
日
、
先
ほ
ど
申
し
た
と
お
り
、
「
命
を
預
か

る
」
と
い
う
気
持
ち
で
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
い
ま
、
長
野
の
方
は
紅
葉
も
始
ま
っ
て
お
り
ま
し
て

環
境
も
い
い
の
で
、
き
ょ
う
は
東
京
は
雨
で
す
が
、

長
野
の
方
は

ま
だ
晴
れ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
秋
の
い
い
と
き
で
す
か
ら
、

「小
さ
な
秋
を
見
つ
け
に
行

っ
て
お
い
で
よ
」
と
い
う
言
葉
を
残

し
て
こ
ち
ら
に
来
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
福
祉
に
少
し
か
か

わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
私
自
身
も
そ

の
中
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
か
ら
の
学
び
と
い
う
の
で
し
ょ
う

か
、
そ
う
い
う
も
の
を
頂
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
次
第
で
あ

り
ま
す
。

地
一川、

長
野
の
β
で
は

「
ス
ペ
シ
ャ
ル

・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
」

と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
い
ま
で
も
や

っ
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
福
祉
の

一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

知
的
発
達
障
害
を
も
っ
お
子
さ
ま
や
人
た
ち
に
対
し
て
ス
ポ
ー
ツ

の
場
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
日
本
中
で
盛
ん
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

い
ま
細
川
佳
代
子
さ
ん
が
提
唱
し
て
や
っ

て
い
ま
す
が
、
実
は
長
野
で
、
昨
年
、

二

O
O五
年
の
二
月
に
世

界
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
世
界
中
か
ら
知
的
発
達
障
害
を
も
っ

方
々
が
大
勢
集
ま
り
ま
し
て

一
、
0
0
0人
規
模
の
世
界
大
会
、

冬
季
大
会
で
す
が
、
聞
か
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
知
的
発
達
障

害
を
も
た
れ
る
方
々
と
い
う
言
葉

一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
私
に
と
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つ
て
は
勉
強
に
な
り
ま
し
た
し
、
ま
た
、

言
葉
と
同
じ
よ
う
に
知

的
発
達
障
害
を
も
っ
、
「
ア
ス
リ
ー
ト
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が

ア
ス
リ
ー
ト
か
ら
も
私
達
が
学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
と

い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

長
野
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
や
っ
た
り
、

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
や

っ
た
り

そ
し
て
ス
ペ
シ
ャ
ル

・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
を
や
っ
た
り

と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
意
味
で
は
私
自
身
も
そ
の
中
で
多
く
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
意
識
と
い
う
か
、
私
達
で
い
え
ば
、
布
施
行
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま



し
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
地
元
長
野
で
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

浄
土
宗
青
年
会
で
す
が
、
私
は
す
で
に
卒
業
し
ま
し
て
、
青
年
で

は
な
い
よ
と
言
わ
れ
て

一年
ほ
ど
た
っ
わ
け
で
す
。
四
十
三
歳
ま

で
な
の
で
す
ね
。
こ
こ
に
お
ら
れ
る
方
は
ほ
と
ん
ど
浄
土
宗
の
方

で
し
ょ
う
か
ら
説
明
は
要
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
法
然
さ
ま
が

立
教
開
始
の
御
年

四
十
三
歳
を
も
っ
て
浄
青
は
終
わ
る
と
い
う

の
が
ル
ー
ル
で
あ
り
ま
し
て
、
終
わ
っ
て
二
年
ほ
ど
た
ち
ま
す
。

そ
の
浄
土
宗
青
年
会
に
在
籍
中

い
ま
か
ら
三
年
ほ
ど
前
で
す

が
、
全
国
浄
土
宗
青
年
会
、
「
全
浄
青
」

で
理
事
長
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
ご
縁
を
ち
ょ
う
だ
い
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
ち
ょ
う

ど
時
は
二
十

一
世
紀
が
始
ま
っ
て
二
1
三
年
た
っ
た
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
、
何
を
い
ま
の
青
年
層
、
我
々
の
世
代
で
考
え
る
べ
き
な
の

か
な
と
い
う
こ
と
を
|
|
大
体
こ
う
い
う
こ
と
は
み
ん
な
で
酒
を

飲
み
な
が
ら
考
え
る
の
で
す
ね
、

一
人
で
じ
っ
く
り
な
ど
と
い
う

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
地
元
長
野
の
連
中
と
、

ど
う
い
う
こ
と
を

考
え
れ
ば
い
い
の
か
な
と
い
う
こ
と
か
ら
、
や
は
り
将
来
の
お
寺

の
姿
と
か
、
私
達
の

l
l我
々
は
い
ま
青
年
で
す
が
、
あ
と
三
十

年
後
、

四
十
年
後
は
一
体
ど
う
い
う
寺
院
環
境
と
い
う
か
、
社
会

構
成
の
中
に
お
い
て
私
達
の
存
在
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
、
あ
る

意
味
の
危
機
感
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
心
配
を
超
え
た
危
機
感

を
も
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
浄
土
宗
で
も
、
「
浄
土
宗
基
本
構
想
」
と
い
う
、

い
宇
品

と
な
っ
て
は
懐
か
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
基
本
計
画
の
こ
の

冊
子
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
を
読
ん
で
、
非
常
に
心
を

打
た
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
か
、
こ
こ
の
構
想
に
つ
い
て
、

夢
を
も
ち
ま
し
て
、
や
は
り
私
達
浄
青
の
世
代
が
こ
の
基
本
構
想
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を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
た
上
で
、
普
段
の
寺
院
活
動
や
浄
育
活
動

と
い
う
の
は
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
が
入
り
口
で
し

た

い
ま
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、

や
は
り
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
、

つ
ま
り
宗
教
的
な
、
仏
教
的
な
こ

と
以
外
の
活
動
展
開
を
も
っ
と
も
っ
と
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
こ
の
基
本
構
想
の
中
に
は
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
中
で
、
や
は
り
私
達
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
ま
ず
し
っ



か
り
と
見
極
め
る
こ
と
か
ら
始
め
、

そ
し
て
そ
の
見
極
め
る
と
い

う
の
は
、
私
達
僧
侶
の
中
だ
け
で
は
な
く
て
、
第
三
者
か
ら
の
目

線
、
評
価
と
い
う
も
の
を
ま
ず
聞
い
て
、

そ
れ
に
対
し
て

「私
達

は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
い
け
な
い
ね
と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ま
ず
議

論
を
始
め
ま
し
た
。

き
ょ
う
お
配
り
し
た
レ
ジ
メ
の
順
番
で
お
話
し
す
る
と、

ち
ょ

っ
と
前
後
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ご
覧
い
た
だ
い
て
、

ぉ
2
f
同
一

の
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
土
品
、

レ
ジ
ュ
メ
の

【
は
じ
め

お
話
し
し
て
い
る
こ
と
は
、

に
】
の
部
分
に
入
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
{
は
じ
め
に
】
と

【背
景
〕
と
害
い
で
あ
る
二
つ
の
部
分
か
ら
お
話
し
し
ま
す
と

平
成
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
私
が
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
全
浄
青
の

理
事
長
の
と
き
、
テ
1
マ
が
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た

「ど
う
し
た
ら

い
い
か
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、

こ
う
致
し
ま
し
た
。

「時
は
今

と
こ
ろ
足
も
と
そ
の
こ
と
に

う
ち
こ
む
い
の
ち

永
遠
の
み
命
」
、
椎
尾
先
生
の
有
名
な
辞
世
の
句
が
あ
り
ま
す

が
、
私
は
そ
れ
が
大
好
き
な
も
の
で
す
か
ら
、

そ
こ
か
ら
ち
ょ

っ

と
お
借
り
し
ま
し
て
、
「
時
は
い
ま
、
す
べ
て
は
還
愚
か
ら
」
と

い
う
サ
ブ
テ
ー
マ
を
つ
け
ま
し
た
。
い
ま
の
こ
の
社
会
や
私
達
の

姿
、
そ
う
い
う
も
の
を
見
つ
め
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
努
頭
宣
言
に
も
あ
り
ま
し
た

「愚
者
の
自
覚
」
か

ら
、
法
然
様
か
ら
の
私
達
宗
侶
に
対
す
る

一
番
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

い
う
の
は
、
「
愚
者
の
自
覚
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「愚
に

還
る
」
「
還
愚
」
「
す
べ
て
は
還
愚
か
ら
」
と
い
う
サ
ブ
テ
ー
マ
を

つ
け
て
、
こ
の
活
動
に
入
り
ま
し
た
。

こ
の
浄
土
宗
青
年
会
と
い
う
の
は

二
、
五

O
O人
ほ
ど
会
員
が
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お
り
ま
す
の
で
、
日
本
中
話
し
て
歩
く
わ
け
で
す
が
、

た
だ
、
こ

う
い
う
難
し
い
テ
ー
マ
だ
け
だ
と
浄
育
と
い
う
の
は
な
か
な
か
動

か
な
い
も
の
で
す
か
ら
、

三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
分
け
ま
し
た
。

一
つ
目
が
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
「
社
会

・
寺
院

・
僧
侶
」
、

社
会
と
私
達
の
「
時
は
今
」

そ
れ
か
ら
浄
土
宗
と
私
達
の

時

は
今
」
、
最
後
は
浄
青
と
し
て
の

「時
は
今
」
、
こ
の
三
つ
に
分
け

て
活
動
を
展
開
し
た
わ
け
で
す
。
大
遠
忌
を
控
え
た
中
で
あ
り
ま

す
の
で
、
大
遠
忌
に
向
け
た
活
動
も
始
め
た
わ
け
で
す
。
き
ょ
う

は
そ
の
あ
た
り
は
割
愛
し
ま
す
が
、
社
会

・
寺
院

・
僧
侶
の

「時



は
今
」
、

そ
れ
が

一
番
の
テ
l
マ
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
三
つ
の
、

「三
位
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
ま
ず
そ
の
現
状
を
し
っ
か
り

と
見
つ
め
、
今
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
私
達
、

青
年
僧
侶
が
将
来
に
向
け
て
今
か
ら
何
を
求
め
て
い
く
の
か
を
考

え
る
機
会
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
達
は

よ
く
宗
教
者
で
あ
る
|
|
レ
ジ
メ
に
は
括
弧
し
て

「
仏
教
者
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が

そ
の
使
命
を
今

一
度
、
や

は
り
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

せ
っ
か
く
、
法
然
様
、

元
祖
様
の
教
え
を
私
達
は
い
た
だ
い
て
こ
う
し
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、

そ
の
伝
道
者
と
し
て
い
ま
の
社
会
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
、

そ
の
委
員
会
を
も
っ
た
わ
け
で
す
。

き
ょ
う
会
場
に
も
み
え
て
い
ま
す
が
、
山
形
の
佐
藤
(
智
史
)

さ
ん
が
委
員
長
に
な
り
ま
し
て
、

「寺
起
こ
し
委
員
会
」
と
い
う

委
員
会
を
つ
く
り
ま
し
た
。
元
祖
様
の
こ
と
は
多
く
は
語
り
ま
せ

ん
が
、
私
は
個
人
的
に
は
時
の
苦
し
む
衆
生
と
い
う
か
、
弱
者
に

対
し
て
す
ご
く
卓
魅
し
た
感
性
を
も
っ
て
洞
察
さ
れ
た
の
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
そ
の
思
い
と
い
う
も
の
は
、
「
す
べ
て
は

還
愚
か
ら
」
「
愚
者
の
自
覚
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
す
べ
て
人

っ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
を
つ
け
た
と

い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
背
景
で
す
が
、

お
寺
を
取
り
巻
く
背
景
、
そ
れ
か
ら
私
達
、

お
坊
さ
ん
の
意
識
と

一
般
の
意
識
と
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
お
寺
の
取
り
巻
く

一
般
的
な
感
覚
と
僧
侶
と
の
意

識
の
恭
離

さ
ら
に
僧
侶
に
対
す
る
期
待
と
は
伺
か
、

そ
し
て
時

折
耳
に
す
る
「
聞
か
れ
た
お
寺
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
か
な
ど

私
達
を
取
り
巻
く
環
境
を
率
直
に
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
始
め
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
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そ
し
て
そ
こ
に
は
自
分
自
身
の
自
己
反
省
を
も
と
に
、
還
愚
に

立
脚
し
た
、

宗
侶
ら
し
い
態
度
が
肝
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
、
石
上
先
生
も
中
さ
れ
た
浄
土
宗
の
輝
か
し
い
歴
史
を

私
達
は
知
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
代
の
要
請
に
応
え
、
社
会
へ

慈
し
み
の
眼
差
し
を
注
い
で
き
た
こ
と
が

そ
の
証
と
し
て

「社

会
事
業
宗
」

と
も
言
わ
れ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

こ
の

「社
会
事
業
宗」

と
い
う
言
葉
は
私
達
に
と
っ
て
も
誇
り

で
も
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
私
達
の
未
来
へ
の

可
能
性
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。



さ
て
、

い
ま
の
私
達
は
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
、

お
寺
と
は
ど

の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
全
浄
青
の
研
修
会

じ
ん

で
行
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
全
育
協
の
神
先
生
に
お
い

で
い
た
だ
き
ま
し
て

そ
の
あ
た
り
の
お
話
を
聞
い
た
わ
け
で
す

が
、
簡
単
に
お
話
し
さ
れ
た

一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は

お
寺
は
自
分

に
と
っ
て
ど
ん
な
場
所
か
と
い
う
こ
と
を

一
九
九
九
年
十

一
月
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら
れ
た
。
六

O
O名
の
サ
ン
。フ
ル
で
す
が
、

の
一
番
が

「
お
葬
式
や
法
事
を
す
る
場
所
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
あ
と
は
「
仏
事
に
絡
ん
だ
こ
と
で
あ
る
」
、

そ
し
て

番
の
核
心
部
分
で
あ
る
「
困
っ
た
と
き
に
相
談
す
る
場
所
」
と
い

う
の
が

0
・
三
%
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
数
字
が
出
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
の
お
寺
が
行
う
活
動
に
つ
い
て
ど
ん
な
期
待
を
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
地
域
の
世
代
間
交
流
の
促
進
を

し
て
ほ
し
い
と
か
、
子
ど
も
の
教
育
や
健
全
な
育
成
に
か
か
わ
っ

て
ほ
し
い
と
か
、
教
育
や
文
化
、

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
啓
蒙
、
発
信

を
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
「
生
活
上
の
カ
ウ
セ
リ
ン
グ
や
相
談
も

し
て
ほ
し
い
」
、
「
高
齢
者
ケ
ア
を
し
て
ほ
し
い
」
と
か
、
仏
事
と

直
接
か
か
わ
ら
な
い
部
分
で
す
が
、

そ
う
い
っ
た
活
動
に
期
待
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
私
達
の
お
寺

そ
し
て
お
坊
さ
ん
、
僧
侶
に
ど
ん
な
問

題
点
が
い
ま
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。

三
番
目
の
問
題
点
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
り
ま
す
が
、
私
達
の

置
か
れ
て
い
る
寺
院
環
境
は
将
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

い
い
の
か

そ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
大
き
な
切
り

そ

口
と
し
て
、

一
番
目
に
は
、
僧
侶
と
い
う
仏
教
者
は
ど
う
す
れ
ば

い
い
か
、

二
番
目
に
は
寺
院
と
い
う
施
設
の
機
能
と
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
か
。
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」
の
ソ
フ
ト
と
ハ

l
ド
と
い
う
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の

点
に
つ
い
て
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
姿
、
外
側
か
ら
求
め
ら

れ
て
い
る
姿
と
、
今
度
は
私
達
自
身
が
求
め
て
い
る
姿
、
内
側
か

ら
の
姿
で
す
が
、

そ
の
両
面
を
感
じ
み
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
し
て
そ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
私
達
、
浄
青
も
そ
う
で
す
が
、

み
ん
な
お
寺
に
い
て
、
住
職
あ
る
い
は
副
住
職
と
い
う
立
場
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
日
々
、
宗
教
的
活
動
を
し
て
お
檀
家
さ
ん
や
ご

信
者
さ
ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
ご
期
待
に
沿
う
よ
う
に
布
教
活
動
を
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
が

一
般
的
な
葬
儀
や
法
事
と
い
う
も
の
が



あ
り
ま
す
。
き
ょ
う
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
の
お
話
を
す

る
に
つ
け
て
も
、
ご
葬
儀
や
法
事
と
い
う
も
の
を
否
定
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

一
番
基
本
的
に
大
切
な

こ
と
で
す
し
、
大
切
な
布
教
の
場
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
ま
ず
前
提
に
お
い
て
お
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
な
檀
信
徒
さ
ん
で
す
ね
、
お
檀
家
さ
ん
や
信
徒
さ
ん
と

の
お
寺
の
関
係
を
含
め
て
今
必
要
と
さ
れ
る
お
寺
と
は
何
な
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
、

そ
し
て
昔
か
ら
、
例
え
ば
寺
子
屋
と
い

う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
有
す
る
お
寺

と
地
域
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
た
言
葉
が

「
コ
三
、
ユ
-
一
-
ア
ィ

・
-ア

ン
プ
ル
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
た
檀
信
徒
さ
ん
も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
あ
り

ま
す
、

と
同
時
に
地
域
の
方
々
と
の
か
か
わ
り
も
さ
ら
に
大
事
に

し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
」
と
い
う
の
を
提
唱
し
ま
し
た
。
略
し
ま
す
と

C
T
と
い
い
ま
す
。
神
宮
寺
の
高
橋
卓
志
先
生
と
こ
の
お
話
を
し

た
と
き
に
、

C
T
と
言
っ
た
ら
、
「
そ
れ
は
ね
、
私
の
と
こ
ろ
は

コ
ン
ビ
ニ
・
テ
ン
プ
ル
だ
よ
」
と
い
わ
れ
ま
し
て
、

「
コ
ン
ベ
ビ

で
す
か
ら
二
十
四
時
間
あ
い
て
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
て
、
「
参
つ

た
な
」
と
思
い
ま
し
た
が

こ
こ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
地
域
を

大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

C
T
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
意
義
で
す
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
づ
き
な
が
ら
宗
教

活
動
の
み
な
ら
ず
、
福
祉
や
文
化
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
寺
院
、

ま
た
は
拠
点
と
な
っ
て
人
々
が
集
う
寺
院
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
こ
と
に
勝
手
な
定
義
で
す
が
、
私
達
で
考
え
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。

フ】

そ
し
て

「
テ
ン
。フ
ル
」

お
寺
と
い
う
意
味
で

は
、
も
ち
ろ
ん
、

す
が
、

そ
こ
に
は
ソ
フ
ト
と
し
て
の
僧
侶
も
含
む
と
い
う
こ
と
で

す
。こ

の
C
T
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
」

の
運
動
の
提
唱

を
し

そ
れ
で
は
そ
の
あ
と
ど
ん
な
展
開
を
し
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
が
、

実
は
こ
こ
に
今
日
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

当
時、

Z

J
と
言

っ
て
、
こ
れ
を
浄
青
の
二
年
間
の
集
大
成
と
し
て
発
行

し
て
、
す
べ
て
こ
の
中
に
網
羅
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
中
に
ア
ン

ケ
1
ト
結
果
と
か
、
当
時
と
っ
た
も
の
す
べ
て
あ
る
の
で
す
が



概
略
の
み
、

お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
こ
の

C

T
に
つ
い
て
、
全
浄
青
の
会
員
と
、
日
本
中
の
各

教
区
の
役
職
者
、
・
:
六

O
O名
の
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
身
に
つ
い
て
は

お
寺

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
地
域
の
つ
な
が
り
と
か
、
宗
教
活
動
以
外
の

活
動
を
し
て
い
ま
す
か
と
い
っ
た
、
先
ほ
ど
長
谷
川
先
生
も
お
っ

し
や
ら
れ
た
内
容
に
か
な
り
似
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の

こ
と
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
結
果
、
こ
う
い
う
も
の
は
な
か
な
か
回
収
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
初
め
か
ら
何
と
な
く
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
出
す
だ
け
で
も
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う

思
い
も
あ
り
ま
し
た
。
や
は
り
回
収
率
は
非
常
に
低
く

一一

%、

二
九
二
通
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
の
中
で

C
T
、

つ
ま
り
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
」
活

動
を
現
在
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

一
二

ヵ
寺
、

過
去
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
六
八
ヵ
寺
、
合
計
カ

一
八

O
ヵ

寺
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

「
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
こ
と
の
上
位
が

子
ど
も
会
、
子
ど
も
信
行
道
場
、

そ
れ
か
ら
老
人
会
等
々
で
あ
り

土
AF
l
v
七九
。

そ
う
い
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
い
ま
の
現
状
と

い
う
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
、

い
ま
の

C
T
と
い
う
も
の
に
対

し
て
の
意
味
と
い
う
か
、
意
義
に
つ
い
て
少
し
で
も
理
解
を
深
め

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
辺
に
つ
い
て

の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
こ
の

C

T
に
対
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
「
賛
成
」
と
い
う
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方
も
い
ま
す
が
、
「
必
要
な
い
」
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
中
で

「要
ら
な
い
」
と
い
う
理
由
の

一
番
は
、
檀
信
徒
の

強
化
が

一
番
で
あ
る
、

二
番
目
に
は
、

そ
れ
は
宗
教
性
が
欠
如
し

て
い
て
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
活
動
す
る
意
義
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
認
め
て
お
ら

れ
る
方
は

一
番
は
お
寺
へ
の
親
近
感
を
も

っ
て

い
た
だ
け
る
と

い
う
こ
と
、

そ
れ
か
ら
宗
教
心
の
凶
養
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と

が
上
位
で
あ
り
ま
し
た
。



そ
う
い
っ
た
意
識
調
査
を
し
た
上
で
の
活
動
展
開
で
す
が
、
時

聞
が
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
ま
た
後
ほ
ど
、
展
開
と
課
題
に
つ
い

て
は
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
々
を

通
じ
て

C
T
に
い
て
深
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
で
最
終
的
な
結
論
と
し
て

一
言
、
申
し
上
げ
て
お
く
と
、

私
は

一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、

ハ
ー
ド
の
部
分
は
、

」
れ
は
坂
上

先
生
の
ご
提
案
で
し
た
が
、
「
場
の
提
供
」

は
し
て
い
か
な
け
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

お
寺
と
い
う
資
源
を
生
か
す
と
い
う
こ

と
は
ま
ず
第

一
で
あ
る
。
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と

の
答
え
で
あ
り
ま
し
た
。
も
う

一
つ
は
、
社
会
福
祉
の
側
面
か
ら、

仏
教
ソ
1
シ
ャ
ル
ワ

l
カ
l
を
増
や
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か

こ
れ
は
浄
青
世
代
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が

二
つ
目
の
答
え
で
す
。
そ
れ
か
ら
ソ
フ
ト
と
し
て
、

こ
れ
は
武
田

道
生
先
生
の
お
言
葉
で
し
た
が

ま
ず
は
我
々
自
身
の
意
識
改
革

か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
批
判
を
受
け
止
め
て
、
地
域
と

か
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
対
す
る
求
め
を
感
じ
取
れ
る
感
性

を
瞬
い
て
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
れ
が
や
は
り
僧
侶
と
し
て
大
事
な
部
分
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト

そ
れ
ぞ
れ
に
課

題
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

ま
た
詳
し
い
こ
と
は
後
ほ
ど
、

お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
続
い
て
大
河
内
先
生
の
方
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

O
大
河
内

あ
ら
た
め
ま
し
て
こ
ん
に
ち
は
。
ご
紹
介
い
た
だ
き

ま
し
た
大
河
内
で
す
。
私
も
座
っ
て
、

そ
し
て
話
が
あ
ま
り
う
ま

く
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
絵
で
ご
ま
か
し
な
が
ら
や
り
た
い
と
思
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い
ま
す
の
で
、

ス
ク
リ
ー
ン
の
方
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

-
ス
ラ
イ
ド

・
表
紙

(
N
G
O
支
援
と
コ
ラ
ボ
レ

l
シ
ョ
ン
)

そ
れ
で
は
寺
院
活
動
を
め
ぐ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
、
今
、
若
麻

縞
さ
ん
の
方
か
ら
理
念
的
な
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
の

万
は
、
実
際
、
仏
教
福
祉
と
い
う
枠
組
み
に
当
る
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
比
較
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・テ
ン
プ
ル
」

に
近
い
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
、
そ
う
い
う
活
動
は
必
要
な
い
と
い
う
ご
意
見
も
多
々
あ
る
と

伺
い
ま
し
た
が
、
確
か
に
私
も
そ
う
い
う
意
見
を
た
く
さ
ん
伺
つ



て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
と
思
い
ま
す
し
、

ま
た
、

そ
れ
は
そ
れ
で

一
つ
の
ご
見
識
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
、
私
自
身
の

一
つ
の
仏
教
者
と
し
て
の
活
動
の
仕
方
と
い
う
か
、

生
き
方
、
価
値
観
の
中
で
は
や
は
り
大
変
必
要
な
も
の
だ
と
思
つ

て
や
っ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
辺
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

-
ス
ラ
イ
ド

(
N
G
O
支
援
と
コ
ラ
ボ
レ

l
シ
ヨ
ン
)

レ
ジ
メ
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
私
の
寺
、

寿
光
院
と
し
て
は

「
N
G
O
の
支
援
と
コ
ラ
ボ
レ

l
シ
ヨ
ン
」
、
共
働
と
で
も
い
い
ま

し
よ
う
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
寺
の

一
つ
の
運
営
の
柱
に
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
仏
教
の

「縁
起
」
の
思
想
、
す
べ
て
の
も
の

は
つ
な
が
っ
て
い
る
、
要
す
る
に
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
関
係
の
な

い
も
の
は
な
い
、
す
べ
て
の
も
の
に
慈
悲
の
心
を
振
り
向
け
る
べ

き
で
あ
る
と
い
っ
た
仏
教
の
根
本
的
な
考
え
方
で
す
。
そ
し
て
初

転
法
輪
に
も
あ
り
ま
す
四
諦
八
正
道
の

「凹
諦
」
で
す
ね
。
こ
の

「苦

・
集

・
滅

・
道
」
の

一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
も
の

そ
れ

に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は
、
仏
教
の
目
的
で
あ
る

「党
り
」
と
い

う
も
の
と
、

い
ま
の
市
民
社
会
の
中
で
の
「
市
民
性
」
と
い
う
も

の
が
非
常
に
共
通
し
て
い
る
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
寺
院
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
る
リ
ソ
ー
ス、

場
の
提
供
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
場
だ
け
で
は
な
く
て
、
歴

史
で
あ
る
と
か
教
義
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
集
う
人
々

で
あ
る
と
か
、

さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
私
達
が
も
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、

そ
れ
を
活
用
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
非
常
に
大
き

な
可
能
性
が
あ
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

-
ス
ラ
イ
ド
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ま
ず
、
私
が
基
本
と
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
今
、

シ
ャ
ン
-
ア
ィ

!
と
い
う
名
前
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、

か
つ
て
曹
洞
宗
ボ
ラ
ン
テ

イ
ア
会
と
い
う
団
体
が
あ
り
ま
し
て

そ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た

亡
く
な
り
ま
し
た
山
口
県
の
曹
洞
宗
の
ご
住
職
の
有
馬
実
成
さ
ん

か
ら
い
ろ
い
ろ
私
も
教
え
を
い
た
だ
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た

の
で
す
が
、

四
諦
八
正
道
の

「
四
諦
」
で
す
ね
、

こ
れ
は
仏
教
の

基
本
的
な
ス
タ
ー
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

「苦
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
私
達
は
現
実
の
問
題
、
人
々
の

背
し
み
と
か
か
わ
る
と
い
う
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
共
感
す



る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
次
、
こ
れ
が
と
て
も
仏
教
的
で
大
事
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
「
集
」

の
部
分
、
原
因
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
徹
底
的
に

あ
る
い
は
合
理
的
、
理
性
的
に
解
明
し
て
い
く
と
い
う
作
業
で
す

ね
そ
れ
か
ら
「
滅
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
苦
が
取
り
除
か
れ
た

理
想
的
な
状
態
で
あ
る
と
と
も
に
、
私
達
は
何
を
目
指
す
の
か
と

い
う
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
と
い
う
こ
と
。

そ
し
て
具
体
的
な
実
践
と
し
て
の
「
道
」

で
す
。

以
仁
の
四
つ
に
あ
て
は
め
て
基
本
的
に
は
す
べ
て
に
お
い
て
与

え
て
お
り
ま
す
。

-
ス
ラ
イ
ド

実
際
、

い
ろ
い
ろ
な
団
体
と
コ
ラ
ボ
レ

1
シ
ヨ
ン
し
て
い
る
と

、
昼
、
a

、

レ
，
っ
カ

つ
な
が
り
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
が

そ
も
そ
も

私
は
若
麻
績
さ
ん
と
同
じ
浄
土
宗
青
年
会
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。
大

学
を
卒
業
し
た
の
が

一
九
八

O
年
で

カ
ン
ボ
ジ
ア
難
民
が
大
量

に
流
出
し
た
と
い
う
年
だ
っ
た
の
で
す
が

そ
の
と
き
に
青
年
僧

侶
と
な
っ
た
私
は
、
浄
土
宗
青
年
会
の

一
員
と
し
て
、

カ
ン
ボ
ジ

ア
の
難
民
放
援
募
金
を
始
め
た
の
が
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
す
。

そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
実
際
に
数
年
た
っ
て
、
東
京
浄
青
の
事
務
局
長
を
仰
せ

っ
か
る
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
な
り
ま
し
て
、
実
際
に
活
動
の

中
心
に
か
か
わ
り
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ブ

l
タ
ン

そ
し
て
現
場
、

|
|
最
初
は
プ

l
タ
ン
で
し
た
が

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
あ
る
と
か
、

出
か
け
て
い
っ
た
と
き
に

ま
さ
に
非
常
に
痛
感
し
た
こ
と
は

実
際
に
そ
の
場
に
い
っ
て
初
め
て
わ
か
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
実
際
に
そ
こ
で
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
、
あ
る
い
は
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そ
こ
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
の
問
題
と

一
緒
に
な
っ
て
初

め
て
わ
か
る
。
そ
れ
ま
で
は
救
援
と
い
っ
て
、
非
常
に
日
本
と
い

う
先
進
国
の
、
私
達
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
救
っ
て
あ
げ
る
の
だ
と

い
う
、
あ
る
い
は
指
導
し
て
あ
げ
る
の
だ
と
い
う
感
覚
で
か
か
わ

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
実
際
に
現
場
に
入
っ
て
み
る
と
、
全
く
違

ぅ
。
逆
に
そ
ち
ら
の
方
か
ら
世
界
を
見
た
方
が
世
界
の
真
実
が
見

え
る
と
い
う
、

い
ろ
い
ろ
な
世
界
の
構
造
の
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
が

見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
辺
は
語
る
と
二
時
間
ぐ
ら
い
か
か
る
の

で
や
め
ま
す
が
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。



そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
、
東
京
浄
青
で
は
、
子
ど
も
の
命
を
守
る

と
い
う
こ
と
を
目
標
に
「
母
子
保
健
」

の
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。

後
で
考
え
て
も
、
こ
の
活
動
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
大
変
大
き
な

意
味
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
た
め
に

は
何
を
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
決
し
て
医

者
と
か
薬
と
か
が
守
る
の
で
は
な
く
て

い
か
に
そ
こ
の
地
域
の

お
母
さ
ん
た
ち
が
、
本
当
に
民
主
的
に
と
い
う
か
、
自
分
た
ち
自

身
で
子
ど
も
を
守
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
地
域

の
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
力
で
守
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ

と
が
大
変
大
事
だ
と
い
う
、

そ
う
い
っ
た
地
域
保
健
だ
っ
た
り
、

母
子
保
健
、

そ
の
当
事
者
が
主
役
と
な
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
も

の
が
大
事
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
技
術
と
い
う
こ
と
よ
り

も

い
わ
ゆ
る
社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
「
福
祉
」
と
い
う
分
野

と
も
大
変
近
い
発
想
を
も
た
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

も
う

一
つ
私
に
と
っ
て
大
き
か
っ
た
の
は
、
大
正
大
学
に
編
入

し
て
か
ら
卒
業
し
ま
し
て
、
先
ほ
ど
、
ち
ょ
っ
と
若
麻
績
さ
ん
の

話
に
も
ち
ら
つ
と
出
て
い
た
の
で
す
が
、
全
青
協
、
全
国
青
少
年

教
化
協
議
会
と
い
う
と
こ
ろ
の
職
員
と
し
て
働
い
た
こ
と
で
す
。

主
に
全
国
の
子
ど
も
会
と
か
日
曜
学
校
な
ど、

お
寺
を
拠
点
に
青

少
年
教
化
活
動
を
な
さ
っ
て
い
る
方
々
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
い
う
仕

事
で
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
研
修
会
を
主
催
し
て
、

い
ろ
い
ろ

な
先
生
に
お
目
に
か
か
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
大
変
貴
重
な

経
験
を
た
く
さ
ん
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が

同
時
に
全
国
、
各
宗
派
の
、
本
当
に
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
し

て
い
る
人
た
ち
と
の
出
会
い
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
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」
れ
も
私
に
と
っ
て
大
変
大
き
な
宝
に
な
り
ま
し
た
。

も
う

一
つ
は
、

そ
う
い
っ
た
彼
ら
の
活
動
を
通
し
て
私
自
身
も

気
づ
い
た
こ
と
な
の
で
す
が

「教
化
」
と
い
う

こ
の
人
た
ち

を
何
と
か
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
上
か

ら
引
っ
張
り
上
げ
る
「
教
化
L

で
な
く
て
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に

あ
る
魂
の
力
と
い
い
ま
す
か

そ
れ
を
育
て
て
い
く
、
あ
る
意
味

「仏
性
」
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
か
な

と
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、

こ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て

大
変
大
き
な
「
気
づ
き
」
を
、
私
自
身
が
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。



そ
し
て
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
を
い
か
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
か
、

あ
る
い
は
あ
な
た
の
存
在
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
命
に
対
し
て
い

か
に
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
く
か
と
い
う
エ
ン
パ
ワ
l
メ
ン
卜
の
活

動
と
い
う
の
は
非
常
に
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
わ
け
で

す
。そ

し
て
地
域
活
動
の
中
か
ら
「
苦

・
集

・
滅

・
道
」
を
実
感
し

て
い
く
の
で
す
が
、

実
際
に
私
達
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う

に
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
う
と
こ
ろ
に
か
か
わ
り
|

|
そ
れ
ま
で
は
難

民
支
援
と
い
う
こ
と
で
お
金
を
も
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、

実

際
に
難
民
支
援
を
し
て
ど
う
だ
つ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
現
場

の
プ
ノ
ン
ペ
ン
と
か
、
あ
る
い
は
周
辺
国
に
行
き
ま
し
で
も
、
私

達
が
思

っ
て
い
る
の
と
全
く
進
う
世
界
の
構
造
と
い
う
も
の
が
見

え
て
き
た
。
そ
し
て
私
達
が
も
し
か
し
た
ら
、
難
民
支
援
、
支
援

と
大
騒
ぎ
し
て
き
た
こ
と
が
か
え
っ
て
彼
ら
の
窮
状
を
固
定
さ

せ
、
足
を
引

っ
張
っ
た
と
い
う
こ
と
も
実
際
に
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
あ
る
い
は
パ
レ
ス
チ
ナ
と
い
う
地
域
に
か
か
わ
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
|

|
パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
し
て
は
い
ま
だ
に
ず
っ
と
か
か

わ
っ
て
、
今
も
現
場
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
運
営
し
て
い
る
の
で
す

が
ー
ー
思
い
こ
ま
さ
れ
て
い
る
恐
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん

も
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
多
く
の
方
は
パ
レ
ス
チ
ナ
と
い
う

か
、
ア
ラ
ブ
世
界
、

イ
ス
ラ
ム
の
人
た
ち
、
本
当
に
戦
闘
的
で
大

変
な
人
た
ち
だ
と
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
卵
ば
か
り
だ
と
思
っ
て
い
る

方
、
大
変
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、

実
際
現
場
に
い
く
と
全
く
違

う
の
で
す
ね
。

つ
ま
り
私
達
が
思
い
込
ま
れ
さ
て
い
る
、
ま
あ
、

私
達
だ
け
で
は
な
く
て
、

ア
メ
リ
カ
と
か
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
の
人
た
ち

が
思
い
込
ま
さ
れ
て
い
る

一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
い
か

に
で
た
ら
め
な
、
間
違
い
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
大
変
シ
ヨ
ツ

Q
U
 

ク
を
受
け
ま
し
た
。

そ
し
て
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
い
ろ
い
ろ
と
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
ま
た

そ
こ
で
新
し
い
活

動
の
方
法
が
み
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
国
内
の
問
題
で
も
、
私
達
の
江
戸
川
区
の
グ
ル
ー
プ

で
は
、

実
際
に
都
会
の
|
|
江
戸
川
区
も

一
応
東
京
都
な
の
で
す

が
ー
ー
生
活
の
陰
で
わ
り
を
食
っ
て
い
る
人
た
ち
と
い
う
の
が
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
実
際
に
私
達
が
使
う
便
利

さ
の
陰
に
、
ダ
ム
で
あ
る
と
か
原
子
力
発
電
所
の
立
地
の
人
た
ち



が
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
を
抱
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
ゴ
ミ
の
処
分

場
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
問
題
が
起
き
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
私
達
の
江
戸
川
区
の
グ
ル
ー
プ
で
は
毎
年
夏
に
、

ヤ
ン
プ
に
行
っ
た
り
し
て
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
の
人
た
ち
と
実

際
に
膝
を
詰
め
て
話
し
合
っ
て
、

ど
ん
な
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ

と
を
聞
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
実

際
の
私
達
の
活
動
に
展
開
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は
、
私
自
身
、
法
然
上
人
と
い
う
か
、
念

仏
と
い
う
か
、

「極
楽
浄
土
」
と
い
う
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
を

一
番

感
じ
た
の
は
、

パ
レ
ス
チ
ナ
と
か
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
か
、

ル
ワ
ン
ダ

の
人
た
ち
と
話
し
合
っ
た
と
き
で
す
。
本
当
に
自
分
の
家
族
と
か

親
戚
を
ど
ん
ど
ん
殺
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
目
の
前
で
親
を
殺
さ
れ

子
ど
も
を
殺
さ
れ
、
母
親
が
レ
イ
プ
さ
れ
と
い
う
体
験
を
し
て
き

た
人
た
ち
、

そ
し
て
ま
た
、

そ
う
い
う
こ
と
の
加
害
者
が
自
分
た

ち
の
隣
人
で
あ
っ
た
り
、
す
ぐ

一
緒
に
交
え
て
い
る
民
族
で
あ
っ

た
り

そ
う
い
う
人
た
ち
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、
未
来
を
ど
う

切
り
開
い
て
い
く
か
と
い
う
、

そ
こ
に

一
緒
に
、
そ
う
い

っ
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
あ
る
い
は
活
動
に
か
か
わ
っ
た
と
き
に
非
常
に
感
じ

た
の
は
、
法
然
上
人
の
時
代
も
き
っ
と
そ
う
だ
つ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
父
親
を
亡
く
し
、

ま
た
、
平
安
の
末
期
と

キ

い
う
本
当
に
暴
力
が
当
た
り
前
の
時
代
の
中
で
、
そ
の
法
然
上
人

が
目
指
し
た

「極
楽
」
と
い
う
も
の
は
、
同
じ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

だ
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
に
近
い
も
の
を
感
じ

た
と
い
う
か
、
彼
ら
が
目
指
し
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
い
ま
、
こ

こ
で
、
幾
ら
約
束
を
し
て
も
、
目
標
を
も
っ
て
、
き
っ
と
自
分
の

子
ど
も
と
か
孫
の
代
で
も
決
し
て
恨
み
と
い
う
も
の
が
消
え
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
、
絶
対
許
せ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
、

19 

し
か

し
、
そ
れ
で
も
な
お
か
っ
、
何
か
を
信
じ
て
、
何
か
を
認
め
て

緒
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、

そ
し
て
自
分
の
未

来
に

一
つ
希
望
を
も
っ
て
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
、

本
当
に
切
実
な
思
い
を
し
た
人
た
ち
と

一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
浄
土
宗
と
い
う
も
の
が
持
っ
て
い
る

「極
楽
浄
土
」

「
西
方
十
万
億
土
」
と
い
う
距
離
は
絶
望
的
に
遠
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
な
い
の
で
は
な
く
て
、
必
ず
あ
る
の
だ
と
信
じ
て
し
か
生

き
て
い
け
な
い
私
達
と
い
う
も
の
を
非
常
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。



も
う

一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
「
自
覚
か
ら
自
立
へ
」
と
申
し
ま

す
が
、
私
も
国
際
協
力
と
い
う
分
野
で
私
も
長
く
活
動
し
て
き
ま

し
た
が
、
国
際
協
力
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
や
る
こ
と
は
、

そ
こ

の
地
域
の
人
た
ち
が
い
か
に
そ
の
地
域
の
資
源
で
、
地
域
の
自
分

た
ち
の
力
で
自
立
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
い
ろ
い

ろ
外
か
ら
の
経
済
的
、
軍
事
的
、
あ
る
い
は
天
候
的
な
力
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
ず
に
自
分
た
ち
の
生
活
を
守
っ
て
い
け
る
か
と
い
う

こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
事
業
な
の
で
す
ね
。

こ
れ
は
す
べ
て

い
か
に
地
域
、
自
分
た
ち
の
地
域
を
つ
く
っ

て
い
く
か
と
い
う
活
動
な
の
で
す
。
そ
れ
を
や
っ
て
い
っ
た
と
き

に
、
翻
っ
て
み
て
、
自
分
が
江
戸
川
区
と
い
う
地
域
に
住
ん
で
い

て
、
そ
れ
で
は
ど
こ
ま
で
自
分
た
ち
は
本
当
に
自
立
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
活
動
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
自
分
た
ち
は
自
分

た
ち
の
地
域
の
人
た
ち
と

一
緒
に
信
頼
関
係
を
結
ん
で
活
動
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
り
上
げ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
と
き
に
、
や
は
り
も
っ
と
自
分
た
ち

の
地
域
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

-
ス
ラ
イ
ド
(
参
加
と
コ
ラ
ボ
レ

1
シ
ョ
ン
の
例
)

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
素
朴
な
疑
問
か
ら
ス
タ
ー
ト
す

る
わ
け
で
す
が
、
私
達
の
「
グ
ル
ー
プ

K
I
K
I
」
と
い
う
グ
ル

ー
プ
で
す
が
、

ア
ル
ミ
缶
を
回
収
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
達
が
い

ろ
い
ろ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
た
め
の
資
金
を
集
め
る
た

め
に
ア
ル
ミ
缶
を
集
め
て
売
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
値
段
が

ど
ん
ど
ん
落
ち
て
く
る
の
で
す
ね
。
ア
ル
ミ
と
い
う
の
は
大
変
高

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
原
料
な
の
で
、
本
当
は
高
く
売
れ
て

い
い
は
ず
な
の
に
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
く
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
か
ら
み
ん
な
で
市
民
研
究
を
始
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め
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
文
献
を
読
ん
だ
り
、

い
ろ
い
ろ
な
講
座

に
参
加
し
た
り
し
な
が
ら
突
き
止
め
た
の
は
、
途
中
は
は
し
よ
り

ま
す
が
、
最
終
的
に
は
私
達
の
郵
便
貯
金
や
簡
易
保
険
の
お
金
が

世
界
中
の
資
源
を
荒
ら
し
ま
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に

行
き
着
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
話
す
と
と
て
も
長
く
な
る
の
で
、

省
略
し
ま
す
が
、
ま
ず
は
ア
ル
ミ
缶
が
安
く
な
っ
た
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
で
す
が
、
実
際
に
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ル
ミ
の
原
料
が
安
く

な
る

ア
ル
ミ
だ
け
で
は
な
く
て
、

パ
ル
プ
で
あ
る
と
か

ろ

い
ろ
な
原
料
が
安
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
中
の
人
た
ち
が



人
権
侵
害
を
受
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
命
を
蝕
ま
れ
て
い
る
と
い

う
状
況
を
、
本
当
の
苦
し
み
に
接
し
た
上
で
そ
の
原
因
を
探
っ
て

い
っ
た
と
い
う
作
業
の
上
に
、
そ
れ
で
は
私
達
は
何
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
私
達
も
地
球
温
暖
化
防
止
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
組

む
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
。
地
球
温
暖
化
に
よ

っ
て
、

私
達
は
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
実
に

世
界
中
で
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の
苦
し
み
が
、
切
羽
詰
っ
た
苦
し

み
が
あ
る
と
い
う
現
場
を
通
じ
て
、

そ
れ
か
ら
私
達
は
原
因
を
追

求
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
実
際
、
ダ
ム
の
現
場
に
い
っ
た
人
た
ち
と
話
し
た
と
き

に
、
そ
れ
で
は
私
達
な
り
に
何
か
答
え
を
出
し
た
い
と
い
う
中
で
、

市
民
立
の
発
電
所
と
い
う
こ
と
で
、
市
民
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
太
陽
光

の
発
電
所
を
設
置
し
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
実
際
に
、

そ
こ
か
ら

ど
う
い
う
仕
組
み
を
つ
く
れ
ば
、
本
当
に
資
源
を
収
奪
し
た
り
、

あ
る
い
は
自
然
を
破
壊
し
た
り
し
て
、
あ
る
い
は
未
来
の
命
に
対

し
で
も
責
任
を
と
れ
る
よ
う
な
活
動
が
で
き
る
か

そ
う
い
う
地

域
社
会
を
つ
く
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
、

い
ま
は
省
エ

ネ
融
資
と
い
う
活
動
も
始
め
て
い
ま
す
。

そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
参
考
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

-
ス
ラ
イ
ド

」
れ
は
夏
の
キ
ャ
ン
プ
、
岐
阜
県
の
板
取
村
と
い
う
と
こ
ろ
、

今
は
関
市
に
併
合
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
こ
に
地
域
の
連
中
と
一
緒

に
、
家
族
を
連
れ
て
、

み
ん
な
で
本
当
の
自
然
の
豊
か
な
と
こ
ろ

に
行
っ
て
、

そ
し
て
そ
こ
が
ダ
ム
の
底
に
沈
む
と
い
う
、

そ
こ
で

い
ろ
い
ろ
な
活
動
し
て
い
る
人
た
ち
の
話
を
聞
い
て
、

つ臼

一
緒
に
酒

を
飲
ん
で
三
日
間
、

い
ろ
い
ろ
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
く

る
の
で
す
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
私
達
の
活
動
が
展
開
し
て
い

く
わ
け
で
す
。

-
ス
ラ
イ
ド

そ
れ
で
私
達
は
そ
う
い
っ
た
問
題
に
対
し
て

「
(
四
諦
の
)
集
」

の
部
分

つ
ま
り
現
実
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
解

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
達
は
合
理
的
な
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ

て
い
く
、
そ
れ
に
対
し
て
私
自
身
が
ど
う
い
う
社
会
を
つ
く
っ
て

い
く
べ
き
な
の
か
、

ど
う
い
う
社
会
の
仕
組
み
を
つ
く
る
べ
き
な



の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
、
も
っ
て
い
か
な
い
と
、
こ
れ
は
活
動
と

し
て
は
非
常
に
不
完
全
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
と
し
て
意
識
の
問
題
と
か
気
持
ち
の
問
題
と
言

っ
て
い
る
だ

け
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
わ
け
で
、
私
達
は
問
題
を
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
か
っ
、
そ
う
い
う
生
き
方
と
い
う
も
の
、

個
人
の
生
き
方
も
そ
う
で
す
が
、

一
つ
の
社
会
の
あ
り
方
と
い
う

も
の
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
私
達
は
責
任
を
も
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
中
に
は
当
然
、
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン

ど
う
い
う
世
界
を
私

達
は
望
ま
れ
て
い
る
の
か
、
し
っ
か
り
と
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
中
で
も
大
変
大
事
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

い
ま
、
憲
法
九
条
の
問
題
が
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

ヨ
ぬ
や
4

日、
f
』

日
本
の
中
で
こ
う
い
う
問
題
が
ご
た
ご
た
す
る
の
も
、
実

際
は
あ
ま
り
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
社

会
の
仕
組
み
だ
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
経
済
の
仕
組
み
だ
っ
た
ら
戦

争
が
起
き
な
い
の
か
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
、

い
中
広
、

こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
つ

て
い
る
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
、

ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
も

の
、
あ
る
い
は
法
然
さ
ん
、
私
達
か
ら
す
れ
ば
「
極
楽
浄
土
」
な

の
で
す
が
、
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
明
確

な
ビ
ジ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
私
達
は
も
っ
と
具
体
的
に
も
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
の
意
識
か
ら
意
識
で
は
な
く
、

シ
ス
テ
ム
と
し
て
完
成
さ
せ

て
い
き
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

も
う

一
つ
、
寺
院
と
し
て
な
の
で
す
が
、
寺
院
と
い
う
の
は

い
ま
、
私
が
こ
の
活
動
を
す
る
上
で
自
分
自
身
が
参
加
す
る
と
い

う
こ
と
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
寺
の
場
と
い
う
も
の
を
提
供
し
て
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い
る
の
で
す
ね
。
「
寺
の
場
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
境
内

地
で
あ
る
と
か

お
寺
の

一
室
を
使
っ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、

な
か
な
か
そ
れ
で
は
地
域
の
人
た
ち
は
入
っ
て
こ
れ
な
い
。
江
戸

川
区
と
い
う
の
は
、
創
価
学
会
の
人
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
宗
教
の

方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
の
で
、

お
寺
と
い
う
と
ど
う
し
て
も
敷

居
が
高
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
宗
教
性
が
あ
る
と
、

そ
れ
だ
け
で
も
何
か
ち
ょ
っ
と
避
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

も
あ
る
の
で
、
寿
光
院
で
は
、
土
地
の
等
価
交
換
で
、
多
少
便
利

が
よ
く
み
ん
な
が
集
ま
り
易
い
場
所
の
ビ
ル
の

家
↓を
確
保
し
て
、



N
G
O
や
地
域
の
市
民
活
動
に
開
放
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
そ
こ
に
場
を
つ
く
っ
て
、

そ
こ
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
ア
イ
デ
ア
が
出
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
達
は
そ
う
い

っ
た
人
た
ち
が
新
し
い
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
く
の
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
公
共
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
る
と
、
今
の
日
本
で
は
親
方
日

の
丸
の
「
公
」
と
「
私
」

は
あ
り
ま
す
が
、
“
人
々
"
が
主
体
に

な
る
「
共
」

の
文
化
が
非
常
に
弱
い
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
昔

の
お
寺
と
い
う
の
は
共
存
の
「
共
」
と
い
う
部
分
を
か
な
り
担
つ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、

「共」

コ
=
、
ユ
ニ
-
ア

イ
の
再
生
と
い
う
も
の
を
私
達
は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
。

す
み
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

後
ほ
ど
ま
た
、
補
足
の
と
き
に
付
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
松
藤
先
生
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

O
長
谷
川

O
松
醸

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
松
藤
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

-
ス
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I

(
表
紙
)

私
だ
け
、
今
日
は
門
外
漢
と
い
う
か
、
皆
様
に
は
大
変
申
し
わ

け
な
い
の
で
す
が
、
増
上
寺
と
い
う
お
寺
の
名
前
は
知
っ
て
い
ま

し
た
が
、
来
る
の
は
初
め
て
で
す
。

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

と
、
昨
日
の
夜
に
な
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
探
し
た
ぐ
ら
い
で

す。
普
段
は

K
T
福
祉
研
究
所
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
や
地
域
福
祉
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

長
く
社
会
福
祉
協
議
会
に
勤
め
て
お
り
ま
し
て
、
直
接
、
地
域
の
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中
で
活
躍
を
さ
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
を
育
て
る
仕
事
を

十
二
年
ほ
ど
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
十
年
前
に
そ
こ
を
出
て
、
今

度
は
そ
の
育
て
る
方
た
ち
を
育
て
る
側
に
変
わ
り
ま
し
て
、
現
在

は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

l

を
育
て
る
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

実
際
、
今
日
、

こ
こ
に
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
の
は
、
私
が
淑
徳

大
学
出
身
で
あ
り
ま
し
て
、
長
谷
川
先
生
に
は
二
十
数
年
前
に
講

義
を
受
け
た
学
生
で
あ
り
ま
す
。
き
ょ
う
は
、
先
生
に
「
先
生
」

と
言
わ
れ
て
非
常
に
こ
の
辺
が
か
ゆ
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
落
ち



着
か
な
い
の
で
す
が
、
短
い
時
間
で
す
の
で
、
手
短
に
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

寺
院
の
皆
さ
ん
に
提
言
を
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
が
、

そ
う
い
う

立
場
で
も
な
い
の
で
、
私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
い
う
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
て
る
立
場
の
方
た
ち
を
育
て
る

と
き
に
ど
う
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
中

心
に
最
初
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

-
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い
ろ
い
ろ
デ

l
タ
が
出
て
き
ま
す
が
、
裏
づ
け
を
話
し
て
い
る

と
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
「
あ
あ
、

そ
う
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と

で
お
聞
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
感
と
し
て
は

さ
ま
ざ
ま
な
調
査
が

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
日
本
人
に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
み
た
い
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
現
在
し
ま
す
と
、

手
A
F
f
4
F

、

六
五
%
以
上
の
方
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
み
た

い
」
と
答
え
る
の
が
こ
こ
数
年
の
デ
ー
タ
で
す
。

一
番
大
き
な
デ

ー
タ
は
、
総
務
庁
の
調
査
で
、
「
地
域
貢
献
活
動
」
と
い
う
聞
き

方
を
し
て
い
ま
す
が
、
「
地
域
貢
献
活
動
に
参
加
を
し
た
い
か
」

と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、
六
七
%
の
方
が
、
「
何
ら
か
の
機

会
が
あ
れ
ば
参
加
を
し
た
い
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
各
新
聞
社
や
テ
レ
ビ
局
の
デ
ー
タ
で
も
、
六
O
%
を

下
回
る
も
の
は
最
近
は
あ
り
ま
せ
ん
。
六
二
1
六
三
%
か
ら
六
七

ー
六
八
%
と
い
う
中
で
デ
ー
タ
が
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
達
と

し
て
は
六
五
%
以
上
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
と
ら
え
て

い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、

「
実
際
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
ど
の
く
ら
い
の

方
が
し
て
い
る
か
」
と
い
う
話
に
な
る
と
、
こ
れ
は
全
国
社
会
福
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祉
協
議
会
が

と
ら
え
て
い
る
デ

1
タ
に
基
づ
き
ま
す
が
、
約

八
O

O
万
人
。

こ
の
八
O
O
万
人
と
い
う
の
は
日
本
の
人
口
に
照

ら
し
合
わ
せ
ま
す
と
、
約
七
%
弱
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

六
五
%
の
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
た
い
、
や
っ
て
み
た

い
と
答
え
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
に
恒
常
的
に
や
っ
て
い
る
方

は
七
%
、
こ
れ
を
引
き
算
し
ま
す
と
五
八
%
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
国
民
の
六
割
近
く
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し

た
い
と
考
え
て
い
る
が

日
常
的
に
は
参
加
し
て
い
な
い
と
い
う

」
と
に
な
る
わ
け
で
す
。



「
な
ぜ
参
加
で
き
な
の
か
」
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
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私
達
は
勝
手
に
、

イ
メ
ー
ジ
的
に

「特
殊
な
活
動
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
、

そ
れ
か
ら
「
近
く
に
活
動
が
な
い

の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想

像
を
当
初
は
し
て
お
り
ま
し
た
。
ま
あ
、
遠
か
ら
ず
だ
と
思
う
の

で
す
ね
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
の
は
|

|
き
ょ
う
い
ら
し

て
い
る
寺
院
の
皆
さ
ん
に
も
、
ご
自
分
た
ち
の
お
寺
を
中
心
に
い

ろ
い
ろ
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
の
で

お
寺
と
い
う
の
は
町
の
中

に
幾
つ
も
あ
り
ま
す
し
、
な
い
と
こ
ろ
は
日
本
の
場
合
は
な
い
わ

け
で
す
か
ら
、
こ
の
寺
院
さ
ん
が
全
部
や
っ
て
い
れ
ば
、
身
近
に

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
|

|
こ
れ
は
な
か
な
か
、

そ

う
い
う
身
近
な
と
こ
ろ
で
活
動
が
み
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

マ
ス
コ
ミ
等
が
取
り
上
げ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
の
は
、

最
近
で
は

一
番
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
災
害
支
援
。
災
害
支

援
と
い
う
こ
と
は
、
向
分
の
地
瓜
に
災
害
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と

は
、
人
聞
は
あ
ま
り
想
定
し
ま
せ
ん
の
で
、

そ
ん
な
身
近
に
起
'
」

っ
て
も
ら
っ
て
も
困
る
し
、
逆
に
自
分
の
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
た
ら
、

自
分
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
す
る
側
よ
り
も
被
災
者
で
す
か
ら

る
側
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

あ
と
は
海
外
支
援
と
い
う
の
も
よ
く
テ
レ
ビ
、

マ
ス
コ
ミ
等
で

取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
こ
れ
も
な
か
な
か
自
分
た
ち
が
直
接
出

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

で
も
、
実
は
私
達
の
周
り
に
は
さ
ま
、ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
が
あ
る
の
で
す
が
、
地
味
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
多
い
で
す

か
ら
、

そ
れ
は
な
か
な
か

一
般
の
方
の
目
に
触
れ
に
く
い
と
い
う

」
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
調
査
を
し
て
み
た
り
、

れ
か
ら
総
務
庁
の
方
で
も
調
査
さ
れ
て
い
て

そ
の
デ
ー
タ
な
ど

を
擦
り
合
わ
せ
て
み
ま
す
と
、
本
人
の
都
合
か
ら
参
加
で
き
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
最
近
は
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
ず
第

一
番
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

「ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は

し
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
時
間
が
な
い
か
ら
」
と
言

っ
て
い
る
方

さ
れ

F
h
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が
非
常
に
多
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
総
務
庁
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は

六
割
近
く
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
い
が
で
き
て
い
な

い
と
言
っ
て
い
る
方
の
半
数
以
上
で
す
か
ら
、
国
民
の
三
割
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
い
け
れ
ど
も
、
時
間
が
な
い
と

い
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
や
っ
て
い
る
方
た
ち
に

ろ
い
ろ
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
り
ま
す
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と

い
う
の
は
時
間
が
な
い
か
ら
や
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、

時
間
を
つ
く
っ
て
や
る
も
の
だ
と
い
う
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や

っ
て
い
る
人
か
ら
の
方
で
は
常
識
な
の
で
す
が
、
ゃ
っ
た
こ
と
が

な
い
方
は
、

ど
う
も
時
間
が
な
い
か
ら
だ
と
い
う
よ
う
で
す
。

私
達
と
し
て
は
、
こ
の
「
時
間
が
な
い
か
ら
だ
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
方
便
で
、
本
当
は
や
り
た
く
な
い
の
だ
ろ
う
と
と
ら
え
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
残
り
の
国
民
の
三
割
ぐ
ら
い
は
、

「
本
当
に

や
り
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

で
き
な
い
」
と
い
う
方
が
い
る
。
こ

れ
は
ど
う
い
う
理
由
か
ら
か
と
い
う
と
、

ま
ず

一
番
目
に
あ
が
っ

て
く
る
の
は
、
「
何
を
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
」
、
も
う
.
っ
、

「
ど
こ
に
い
っ
た
ら
で
き
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
こ
の

つ
で
ほ

ぼ
全
部
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
な
、
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、

お
手
元
の
資
料
に

は
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
二
点
、
「
ど
こ
に
っ
た
ら
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
が
で
き
る
の
か
」
「
何
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
の

か
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の
場
合
は
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
で
き
な

し3

い
わ
け
で
す
。
こ
れ
、
学
校
で
教
わ
っ
た
方
、
今
日
い
ら
し
て
い

る
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
小
学
校
中
学
校
で
こ
の
二
点
を
教

わ
っ
た
方
が
い
ら
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
な
い
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
な
る
と
、
学
校
で
教
え
な
い
も
の
は
当
然
わ
か
ら
な
く
て
当

円。
フ臼

た
り
前
な
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て
義

務
教
育
の
中
で
教
わ
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
の
で

い
ざ
、
「
や
り

た
い
な
」
と
い
う
気
持
ち
ゃ
「
で
き
る
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た

場
合
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
実
な
の

で
は
な
い
か
。
実
際
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
い
る
ご

く
少
数
の
、
七
%
か
ら

一
割
、
ぐ
ら
い
の
方
と
い
う
の
は
、
う
ま
く

そ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
い
な
と
自
分
が
思
っ
た
と
き
に

自
分
が
や
れ
る
活
動
が
目
の
前
に
あ
っ
た
運
の
い
い
方
で
は
な
い



か
な
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
多
く
の
日
本
人
が
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
育
と
い

う
も
の
が
大
切
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
の
辺
は
あ
と
で
も
出
て
き
ま
す
が
、
最
近
は
非
常
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
教
育
と
い
う
も
の
が
盛
ん
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

い
わ
ゆ

る
小
中
学
校
の
中
で
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
い
う
の
が
で
き
て

か
ら
は
、

そ
の
中
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
習
と
か
福
祉
教
育
と
い
う

も
の
を
取
り
入
れ
る
学
校
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
は

最
近
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
い
う
の
は
削
ら
れ
て
い
き
ま
す

の
で
、
ま
た
そ
う
い
う
も
の
が
減
っ
て
い
く
の
か
な
と
思
わ
れ
ま

す
。
た
だ
、
総
合
的
な
学
羽
円
の
時
間
と
い
う
の
は
、
何
を
や
っ
て

も
い
い
わ
け
で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
福
祉
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い

う
も
の
を
教
え
る
必
要
性
は
全
く
な
い
の
で
、
そ
れ
に
興
味
を
示

し
た
学
校
が
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
義
務
化
は
さ
れ
て
い
ま
せ

んで
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
、
私
達
の
時
代
よ
り
も
こ
れ
か
ら
の
将

米
の
子
ど
も
た
ち
は
少
し
は
こ
の

「ど
こ
に
い
っ
た
ら
い
い
の

か
」「
何
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
教
わ
っ
て

く
る
の
で
、
変
化
が
起
こ
る
か
な
と
期
待
し
て
い
ま
す
が
、
要
は

私
達
、
大
人
で
す
。
大
人
は
、
教
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ

を
ど
こ
か
で
教
え
て
も
ら
う
場
所
が
な
い
限
り
、
や
り
た
い
な
と

い
う
気
持
ち
を
も
っ
た
ま
ま
死
ん
で
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
蛇
足
で
す
が
、
や
り
た
く
な
い
と
い
う
人
が
三
十

数

%

お
り
ま
す
が
、

そ
ん
な
の
は
放
っ
て
お
き
ま
す
。
日
本
人
の
場
合

は
多
数
派
に
流
さ
れ
ま
す
の
で
、
私
達
の
現
在
の
目
標
は
、
や
り

た
い
と
思
っ
て
い
る
六
五
%
が
全
員
や
っ
て
し
ま
え
ば
、
残
り
の

二
五
%
は
や
っ
て
い
な
い
こ
と
が
変
な
の
で
、
や
ら
ざ
る
を
得
な

27 -

い
状
況
に
な
る
、
だ
ろ
う
か
ら
、
目
標
は
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る

人
を
や
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
や
り
た
く
な
い

と
思
っ
て
い
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
野
に
下
れ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
蛇
足
で
し
た
が
・
.

そ
う
い
う
点
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
習
を
ど
こ
で
行
わ
せ
る
の

か
と
い
う
の
は
こ
れ
か
ら
の
大
人
に
と
っ
て
も
、
子
ど
も
に
と
っ

て
も
、
大
き
な
課
題
に
な
り
ま
す
。

-
ス
ラ
イ
ド
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た
だ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
教
え
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
き



に
、
私
は
十
二
年
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
時
代

い
ま
と
は
考
え
方
が
違
い
ま
し
た

の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
原
則
論
と
い
う
の
を
徹
底
的
に
言

っ
て
き

ま
し
た
。
ま
ず
、
自
主
性
で
あ
る
と
か
、
無
償
性
で
あ
る
と
か
、

社
会
性
で
あ
る
と
か
、
創
造
性
、
継
続
性
、

こ
う
い
う
も
の
で
あ

り
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
き
ょ
う
話
し
て
い
る
と
長
く
な
り
ま

す
の
で
、
ご
想
像
く
だ
さ
い
。

た
だ

ど
う
も
日
本
人
は
、
こ
の
原
則
優
先
主
義
と
い
う
の
が

あ
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
観
も
原
則
優
先
主
義
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

観
が
非
常
に
は
び
こ
っ
て
い
ま
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
り
た

い
の
だ
と
い
う
気
持
ち
の
あ
る
方
に
対
し
て
、
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
イ

ア
原
則
論
が
非
常
に
邪
魔
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
最
近
は

考
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
「
自
主
性
」

で
す
。
自
主
的
に
や
ら
な
い
と
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
は
な
い
の
だ
よ
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
学
校
教
育
の
中
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
ら
せ
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
は
自
主
的
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
学
校
の
方
で
や
っ
て

き
な
さ
い
と
い
わ
れ
て
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
中
に
は

|よl
申

の
評
価
が
よ
く
な
る
の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
き
ま
し
た
」
と
い

う
中
学
生
、
高
校
生
が
最
近
は
増
え
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
否
定

す
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
き
っ
か
け
で
も

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
た
こ
と
で
、

そ
の
子
が
将
来
的
に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
参
加
を
す
る
こ
と
を
覚
え
て
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ

ば
、
自
主
的
で
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

次
に
「
無
償
性
」

で
す
が
、
人
間
で
す
か
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
ず
っ
と
や
っ
て
い
き
ま
す
と
|
|
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
者
の

方
が
よ
く
言
い
ま
す
、
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
代

28 

償
な
の
だ
よ
と
言
い
ま
す
が

|

|
人
間
で
す
か
ら
「
あ
り
が
と

う
」
と
い
う
の
は
、

言
っ

て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
う
れ
し
い
と
き

も
あ
り
ま
す
が
、
「
こ
れ
だ
け
し
て
や
っ
て
た
だ
か
よ
」
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
多
少
、
有
償
性
と
い
う
も
の
も

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

逆
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
る
側
も

た
だ
で
や
っ
て
も
ら
っ
た

の
で
は
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
点
で
は
最
近
は
い

わ
ゆ
る
地
域
通
貨
と
か
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
点
数
性
と
か
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
も
少



し
、
無
償
性
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
私
達
の
考
え
方
と
し
て
は

非
営
利
性
の
方
向
に
い
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
含
め
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

こ
れ
か
ら
や
り
た
い
の
だ
と
い
う
方
が
最
初
か
ら
明
確
な
目
的
意

識
を
も
っ
て
参
加
す
る
と
い
う
方
は
日
本
人
の
場
合
は
少
な
い
わ

け
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
自
分
が
意
思
を
明
確
に
し
、
目
的
意

識
を
も
っ
て
お
金
を
も
ら
わ
ず
に
や
る
か
ら
に
は
続
け
て
く
だ
さ

い
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
勧
め
る
側
が
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
日

本
人
は
ど
ん
引
き
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
方
が
引
い
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
、
否
定
は
し
ま
せ
ん
が

で
き
れ
ば
、
こ

う
い
う
よ
う
な
原
則
だ
と
か
、
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
か
苦一
日
j

前
に
、

と
に
か
く
何
か
や
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

こ
れ
を
ど

こ
か
で
根
づ
か
せ
て
い
く
こ
と
が
、
現
状
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
こ

れ
か
ら
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
長
年
し
て
い
る
方
は
、
も
う
活
動
し
て

い
く
中
で
「
無
償
」

で
あ
る
と
か

「自
主
性
」
で
あ
る
と

か

こ

う
い
う
原
則
論
は
実
感
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
実
感
を
す
る
前
に

ま
ず
は
何
か
で
き
る
こ
と
を
自
由
に
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
ど
こ

か
で
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

-
ス
ラ
イ
ド
5

長
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
き
た
方
に
、
「
な
ぜ
ボ
ラ
ン

テ
イ
ア
活
動
に
参
加
し
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
は
十
年

以
上
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
続
け
て
い
る
方
に
調
査
を
し
た
デ

l

タ
で
す
。
十
年
以
上
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
る
方
に
調
査

を
し
ま
す
と
、
「
自
主
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
五
三
%
と
半
数

29 

以
上
に
の
ぼ

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
ど
う
も
最
初
、
十
年
前

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
や
り
始
め
た
と
き
に
ど
う
だ
つ
た
か
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い

る
様
子
で
す
。
す
っ
か
り
自
主
的
だ
と
思

い
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

」
れ
は
お
い
て
お
い
て
、
こ
こ
が
大
事
な
の
で
す
。
「
学
校
、

地
域
、
職
場
、
団
体
な
ど
で
参
加
す
る
機
会
を
得
ら
れ
て
」

と
い

う
方
が

% 

こ
れ
は
非
常
に
高
い
数
字
だ
と
私
達
は
思

っ
て

い
ま
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、

学
校
教
育
で
す
か
ら
、
自
主

的
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の

で、

い
や
で
も
何
で
も
、
学
校



教
育
と
い
う
現
場
の
中
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
さ
せ
た
こ
と
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
将
来
的
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
。
も
う

一

っ
、
「
地
域
、
職
場
、
団
体
」

で
す
が

き
ょ
う
の
テ

l
マ
の
寺

院
さ
ん
が
ど
こ
に
人
る
か
、
あ
ら
た
め
て
考
え
た
こ
と
が
な
い
の

で
す
が
、
こ
の
中
か
ら
見
る
と
、
こ
の
「
地
域
、
職
場
、
団
体
」

に
入
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
は
い
わ
ゆ
る
新
興
宗
教

団
体
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
は
非
常
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
者
が

多
い
の
で
す
ね
。
で
、
新
興
宗
教
団
体
の
中
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
イ

ア
活
動
を
信
省
に
対
し
て
「
や
り
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
非
常

に
勧
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
募
金
活
動

ゃ
、
そ
れ
か
ら
支
援
物
資
を
集
め
る
活
動
と
か
を
熱
心
に
や
っ
て

い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
は
い
わ
ゆ
る
「
仏
教
」
と
呼
ば
れ
る
皆
様
方
の

よ
う
な
、
新
興
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が

そ
う
い
う
仏
教
の
場
合
は
、
あ
ま
り
檀
家
さ
ん
、
信
者

さ
ん
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
熱
心
に
勧
め
る
と
い
う
場
而
が
少

な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
も
し
か
す
る
と
、
も
っ
と
も
っ
と
皆
様
方
が
い
ろ
い

ろ
な
個
家
さ
ん
や
信
者
さ
ん
を
集
め
た
場
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
勧
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
変
わ

る
の
で
は
な
い
か
と
私
達
は
想
像
し
て
い
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、
ず
っ
と
下
っ
て
き
ま
す
が
こ
こ
の

「友
人

知
人
」
と
い
う
の
と
、

「
家
族
や
親
戚
に
勧
め
ら
れ

て
」
と
い
う

の
が
た
す
と
八

一
%
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

こ
れ
は
新

問
、
ポ
ス
タ
ー
を
超
え
て
第
三
位
に
あ
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
や
は
り
身
近
な
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て

い
る
、

- 30-

そ
こ
で

一
緒
に
楽
し
く
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
、
日
本
人
な
ら
で
は
の
回
答
が
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。
「
立
場
上
、
や
む
を
得
な
い
か
ら
」
、

こ
れ
は
諸
外
国
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
の
動
機
の
中
に
は
絶
対
に
出
て
こ

な
い
回
答
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
だ
け
で
す
。
で
も
、
私
は
こ
れ

は
、
日
本
人
は
そ
う
思
っ
て
い
る
な
ら
、

そ
の
こ
と
を
逆
に
利
用

し
て
し
ま
え
ば
い
い
、
皆
様
方
を
支
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
檀
家

さ
ん
や
信
者
さ
ん
の
中
に
も
、
幹
部
の
方
が
い
た
と
す
る
と
、
立

場
上
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
し



て
あ
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
い
う
の
を
見
て
い
く
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
ど
の
よ

う
に
普
及
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

-
ス
ラ
イ
ド

6

こ
の
デ
ー
タ
は
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
が
と
ら
え
て
い
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
数
を
簡
単
に
表
し
た
デ
ー
タ
で
す
。

一
九
七

O
年

に
は
五

O
万
人
程
度
で
す
。
現
在
、

二

O
O五
年
に
八

O
O万
人

を
超
え
ま
し
た
の
で
、

八

O
O万
人
ち
ょ
っ
と
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

こ
れ
を
見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
り
ま
す
が
、
円
以
初
の
こ
ろ
は
そ

ん
な
に
大
き
く
上
が
っ
て
い
き
ま
せ
ん
が
、
ド
ン
と
上
が
っ
て
い

る
時
期
が
あ
り
ま
す
。
私
達
、
大
体
十
年
ご
と
に
こ
の
デ
ー
タ
を

見
て
い
る
と
、
最
初
の
七

0
年
代
と
い
う
の
は
、
主
婦
が
中
心
で

す
。

こ
の
こ
ろ

四
十
代
、
五
十
代
の
主
婦
の
方
が
い
ま
だ
に
現

役
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
卜
代
、
八
十
代

で
パ
リ
パ
リ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
点
字
、

手
話
、
朗
読
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
主
で
し
た
。

八

O
作
代
に
人
り
ま
す
と
、
私
達

そ
れ
こ
そ
、
こ
の
時
代
に

淑
徳
大
学
に
い
ま
し
た
が
、
学
生
た
ち
が
学
生
運
動
が
な
く
な
り

ま
し
た
の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
ま
す
。
私
達
、
何

が
中
心
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
施
設
で
の
活
動
で
す
。
老
人
ホ

l

ム
で
あ
る
と
か
、
障
害
者
施
設
。
ち
ょ
う
ど
八

0
年
代
か
ら
九

O

年
代
に
か
け
て
老
人
ホ
ー
ム
が
全
国
に
パ
ッ
と
で
き
ま
し
た
の
で
、

主
婦
と
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
社
会
福
祉
施
設
を
支
え
て

き
た
。

そ
し
て
九

0
年
代
に
入
り
ま
す
と
、
戦
後
日
本
を
支
え
て
き
た

男
性
が
六
十
歳
の
定
年
を
迎
え
、
ま
だ
、
団
塊
の
世
代
の
前
の
世

つJ

代
で
す
ね
。
こ
の
方
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
や
や
参
加
し

て
き
て
、
大
体
男
性
、
交
性
、
学
生
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
き
ま

す
。で

、
九
五
年
に
阪
神
大
震
災
が
起
こ
っ
て

こ
れ
を
き
っ
か
け

に
ど
ん
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
興
味
が
大
き
く
な
り
、

大
』
土
A
F
#
C
宇
AF

な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
発
生
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
充
実
期

|

|
こ
の
十
年
間
、
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
充
実
期
」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
も
の
が
福
祉
の
援
助
だ
け
で
は
な

く
て
、
災
害
支
援
を
中
心
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活



動
が
注
目
さ
れ
て
、

N
P
O
法
が
で
き
、
非
営
利
活
動
と
い
う
も

の
が
こ
ん
な
に
広
く
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
私
達
は
学
び
、
こ

こ
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
習
と
い
う
も
の
が
感
ん
に
な
り
、
子
ど
も

た
ち
、
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

-
ス
ラ
イ
ド

7

そ
し
て
八

O
O万
人
、

そ
れ
で
も
八

O
O万
人
で
す
。
私
達
は

」
れ
か
ら
が

「
成
熟
期
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
成
熟
期

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
い
ま
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る

「人
助
け
H

福
祉
の
特
権
」
と
い
う
も
の
を
払
拭
し
な
い
限
り

こ
の
八

O
O万
人
で
頭
打
ち
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

ど
う
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
か
福
祉
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

の
対
象
が
人
間
で
あ
り
、
人
助
け
と
い
う
方
に
行
き
が
ち
な
の
で

す
ね
。
と
こ
ろ
が
い
ま
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
、
ご
承
知
だ
と
思
い
ま

す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
領
域
と
い
う
の
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
裾
野
は
広
が
り
を
見
せ
て
、
無
限
大

と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
こ
れ
は
勝
手
な
持
論

で
す
が
、
極
端
に
い
え
ば
、
戦
争
と
テ
ロ
と
犯
罪
以
外
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
、

ど
う
い
う
活
動
で
も
、

あ
る

一
定
の
条
件
、

こ
れ
は
先
ほ
ど
い
っ
た
自
主
性
で
あ
っ
た
り
、

無
償
性
で
あ
っ
た
り
、
社
会
性
で
あ
っ
た
り
、
制
造
性
で
あ
っ
た

り
、
継
続
性
で
あ
っ
た
り
、
こ
れ
の
ど
こ
を
取
る
か
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、

こ
の
幾
つ
か
の
条
件
を
満
た
し
て
い
け
ば
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
状
況
に
な

っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

-
ス
ラ
イ
ド

8
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そ
う
い
う
中
で
、

い
ま
の
日
本
人
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
こ

と
が
な
い
方
が
ど
う
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ら
し
て
い
い
よ
と
い

っ
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
き
ょ
う
、
ご
理
解
い
た
だ
く
こ
と

そ

が
私
の
目
的
で
す
。

こ
こ
を
ご
理
解
い
た
だ
く
と
、
皆
様
方
が
こ

れ
か
ら
地
域
の
中
で
何
を
進
め
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
、
私
達
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
調
査
を
し
た
デ
1
タ

を
ま
と
め
上
げ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第

一
位
に
あ
が
っ
て
く
る
の
は
自
然
環
境
に
関
す
る
活
動
で
す
。



こ
の
グ
ラ
フ
は
赤
い
と
こ
ろ
が
全
体
数
、
真
ん
中
が
男
性
、
下
が

女
性
と
い
う
数
字
で
す
。
女
性
の
場
合
は
ま
だ
福
祉
活
動
が
第

で
す
。
し
か
し
、
男
性
は
自
然
環
境
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

男
性
の
場
合
は
、
体
育

・
ス
ポ
ー
ツ

・
文
化
に
関
す
る
活
動
が
第

二
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
寺
院
で
の
福
祉
活

動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
傾
向
に
あ
る

か
、
私
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
、
福
祉
活
動
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
女
性
の
方
が
興
味
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
す

が
、
も
っ
と
も
っ
と
男
性
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
と
、
自
然
環
境
で
あ
る
と
か
、
体
育

・
ス
ポ
ー
ツ
、
こ

う
い
う
も
の
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
く
か
、
地
域
の
中
で
与
え
て
い
か
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
人
円
は
増
え
て
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
私
達
、

こ
れ
か
ら
非
常
に
注
目
し
て
お
り
ま
す
の

は
、
公
共
施
設
で
の
活
動
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
寺
院
の
皆
さ
ん

と
は
関
係
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
は
破
綻
す
る
行

政
が
い
っ
ぱ
い
山
て
き
ま
す
。
先
般
も
夕
張
市
が
破
綻
し
ま
し
た

が
、
夕
張
市
に
私
、
調
査
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
何
を
調
査
に
い

っ
た
か
と
い
う
と
、
破
綻
し
た
市
町
村
で
は
、
破
綻
し
て
か
ら
五

年
か
ら
十
年
た
ち
ま
す
と
、
も
の
す
ご
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が

盛
ん
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
行
政
が
何
も
で
き
ま
せ

ん
の
で
、

そ
れ
を
住
民
が
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
行
政
が
管

聞
し
て
い
た
も
の
が
全
部
住
民
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
き
ま
す
。
例

え
ば
図
書
館
の
巡
営
と
か
公
民
館
の
運
営
と
か
、
こ
れ
は
全
部
行

政
か
ら
手
が
離
れ
て
住
民
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
運
営
し
て
く

る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
タ
強
市
が
い
ま
ど
う
な
の
か
、
現
状
を
み
て
お
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き
ま
せ
ん
と
五
年
後
が
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
先
日
、
私
達
は
調

査
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
多
分
、
夕
張
市
な
ど
、

五
年
後
、
十
年

後
に
行
政
機
関
が
住
民
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
住
民
が
そ
う
い
う
運

営
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ

二
十
数
%
の
方
が
公
共
施
設
の
運
営

等
に
携
わ
っ
て
も
い
い
よ
と
い
っ
て
い
る
の
は

こ
れ
は
将
来
的

に
非
常
に
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
と
は
ち
ょ

っ
と
関
係
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
他

こ
の
よ
う
に
出
て
い
ま
す
が
、
最
近
非
常
に
伸
び
て



い
る
の
は

「自
主
防
災
と
災
害
救
援
活
動
」
、
特
に
男
性
の
数
字

が
極
端
に
仲
び
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
阪
神
大
震
災
以
前
と
は
隔

絶
の
観
が
あ
り
ま
す
。
阪
神
大
震
災
以
前
で
は
こ
こ
は
数
字
に
あ

が
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
新
潟
の
震
災
以
降
は
も
の

す
ご
く
男
性
の
数
字
が
あ
が
っ
て
き
て
い
ま
し
て

こ
れ
は
い
ま

二
十
数
%
で
す
が
、
も
し
も
う

一
度
取
り
直
せ
ば

こ
の
数
字
が

三

O
%
と
か
と
い
う
数
字
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
ご
記
憶
に
止
め
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
皆
出
時
点
が
寺
院
の
中
で
ど
の
よ
う
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
と
い
う
も
の
を
脳
家
さ
ん
や
信
者
さ
ん

そ
れ
か
ら
地
域
の

方
々
に
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
私
達
の

注
目
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
あ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
や
り
と
り
の
中
で
深
め
た
い
と
思
い

ま
す
(
拍
手
)
。

O
長
谷
川

松
山
脈
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
こ
の
あ
と
、

お
三
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
分
程
度
の
補

足
を
し
て
い
た
だ
い
て

そ
の
あ
と
に
休
憩
に
入
り
ま
す
。
冒
頭

に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
休
憩
に
入
る
前
に
先
ほ
ど

お
配
り
し
て
お
り
ま
す
ご
芳
名
カ
ー
ド
の
回
収
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
そ
の
哀
の
方
に
ご
質
問
あ
る
い
は
ご
意
見
等
を
手
短
に

お
書
き
い
た
だ
い
て
、
補
足
の
ご
報
告
が
終
わ
り
ま
し
た
あ
と
、

回
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
若
麻
績
先
生
の
方
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

O
若
麻
績

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
さ
っ
そ
く
、
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補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

い
ま
の
松
藤
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
お
り
ま
し
て
、
や
は
り
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
と
は
、
私
達
坊

さ
ん
の
お
か
れ
て
い
る
立
場
と
非
常
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
ま
ず
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
特
に

C
T
の
展
開
の
部
分
で

す
。
そ
の
前
に
も
ち
ょ
っ
と
占
い
て
あ
り
ま
す
が
、
「
社
会
事
業

宗
」
と
い
う
浄

t
宗
の
白
か
れ
て
い
る
輝
か
し
い
歴
史
を
私
は

?
一卜
-
世
紀
明
」
と
い
う
か
、

そ
の
社
会
事
業
宗
と
い
う
位
置



づ
け
に
し
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ぐ
ら

い
浄
土
宗
と
し
て
は
|
|
他
宗
の
こ
と
を
よ
く
勉
強
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
|
|
浄
土
宗
に
は
可
能
性
が
大
き
い
と
感
じ
て

お
り
ま
す
。

そ
の

C
T
で
は
、

二
年
前
に
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
と
い

う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
と
巾
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
か
ら

幾
つ
か
興
味
あ
る
事
例
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
ま
し
た
。
四
つ

五
つ
あ
る
の
で
す
が
、
時
間
の
関
係
が
あ
り
ま
す
の
で
:
:
:
。

簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
今
回
、
き
ょ
う
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は

「
福
祉
」
と
い
う
視
点
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
が
、
「
文
化
」

と
い
う
側
面
も
も
ち
ろ
ん
大
き
く
も
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
両
方

含
ん
で
お
り
ま
す
。

ま
ず
は

「福
祉
」
と
い
う
点
か
ら
い
く
と
、
先
ほ
ど
も
あ
っ
た
、

子
ど
も
会
と
い
う
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
中
で
、

長
野
県
松
本
市

に
近
い
瑠
塙
光
寺
と
い
う
お
与
の
関
さ
ん
と
い
う
副
住
職
が

子

ど
も
会
」
を
平
成
八
年
か
ら
始
め
て
い
る
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
民
繁
の
削
か
り
保
育
な
ど
か
ら
発
展
し
た
「
子
ど

も
会
」
を
結
成
し
て
、
ご
自
分
が
な
さ
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で

す
。そ

れ
か
ら
「
福
祉
」
に
関
連
し
て
も
う

一
つ
は
、
大
阪
の
、
有

名
で
す
ね
、
「
お
寺
の
出
前
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

大
崎
さ
ん
と
い
う
方
が
浄
土
真
宗
の
方
と
二
人
で
や

っ
て
お
ら
れ

ま
す
が
、
各
施
設
に
行
っ
た
り
し
て
、
施
設
の
方
々
と
触
れ
合
う

中
で、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
お
話
を
し
た
り
、
ご
自
分
た
ち
で

ハ
ー
モ
ニ
カ
を
吹
い
た
り
す
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
サ
ー
ビ

ス
を
す

る
時
間
を
つ
く
っ
た
り
し
て
い
る
、

お
坊
さ
ん
二
人
で
そ
う
い
う

活
動
を
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
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こ
の
方
は
、
普
通
は
お
寺
は
動
か
な
い
で
そ
こ
に
あ
る
も
の
が
、

お
寺
に
来
て
く
れ
る
と
い
う
の
が
普
通
な
の
で
す
が
、
逆
に
自
ら

出
て
い

っ
て
山
的
を
す
る
と
い
う
や
り
方
で
す
。
こ
う
い

っ
た
大

崎
さ
ん
の
よ
う
な
活
動
。

そ
れ
か
ら
、
ま
た
同
じ
大
阪
な
の
で
す
が
、
洗
心
寺
と
い
う
お

寺
の
石
畑
さ
ん
と
い
う
、
や
は
り
浄
土
宗
青
年
会
、

彼
も
副
住
職

で
す
が
、
小
学
校
の
先
生
を
お
や
め
に
な
っ
て
か
ら
、
ご
自
分
の

お
よ
イ
で

「
聞
か
れ
た
お
寺
」
を
目
指
し
て
、

仏
教
行
事
以
外
に

一一Ll
五
の
活
動
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
荊
動
で
す
。



地
域
の
中
の
本
当
に
近
所
の
方
々
が
集
ま
る
よ
う
な
活
動
ま
で
含

め
て
二
十
五
の
活
動
を
し
て
い
る
。
そ
の
石
畑
さ
ん
は
、
無
理
し

な
い
で
、
楽
し
み
な
が
ら
、
長
期
展
望
し
な
が
ら
続
け
ま
す
と
い

う
こ
と
で
い
ま
現
在
は
や
っ
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

そ
し
て
こ
こ
が
注
目
な
の
で
す
が
、
浄
土
宗
と
し
て
開
教
区
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
山
形
に
藤
津
寺
と
い
う
お
寺
を
国
内
開
教

と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す

い
事
例
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
お
寺
そ
の
も
の
は
仏
教
行
事

仏
教
祭
耐
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
も
の
を
す
る
た
め
に
、
伝

道
の
た
め
に
建
て
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
お
寺
を
ど
の
よ
う

に
築
き
上
げ
、

そ
れ
を
形
に
し
て
い
く
か
、
中
身
を
築
き
上
げ
、

つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は

い
き
な
り
宗
教
的

活
動
だ
け
で
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

そ

こ
に
開
教
使
と
し
て
い
か
れ
て
い
る
佐
藤
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら

れ
ま
す
が
、

こ
の
佐
泌
さ
ん
の
お
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
非
常
に

C
T
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
で
す
。
特
に
歴
史

は
な
い
わ
け
で
す
が
、
新
し
い
お
寺
を
ど
の
よ
う
に
地
域
の
中
で

展
開
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
か
ら

C
T
活
動
だ
け
が

あ
っ
て

お
寺
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得

な
い
の
で
、
や
は
り
基
本
的
な
お
寺
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
た
上

に
C
T
の
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
さ
ん
は
年
四
十
八
回

の
日
常
勤
行
会
と
い
う
の
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
、
日
曜
日
で
す
か

ね
、
そ
れ
か
ら
年
四
回
の
「
ゅ
う
ゅ
う
講
座
」
と
い
う
の
を
や
っ

て
い
ら
し
て
、

い
ま
、
檀
家
さ
ん
は
三
軒
な
の
で
す
が
、

そ
れ
で

も
地
域
の
方
と
と
も
に
寺
の
も
っ
て
い
る
活
動
を
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。
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」
う
い
っ
た
幾
つ
か
の
事
例
を
私
達
自
身
が
見
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
り
、
勉
強
し
て
い
く
中
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル

C
T
の
こ
れ
か
ら
の
た
め
に
ど
ん
な
課
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
や
は
り
大
き
く
は
経
済
的
な
部
分
と
人
的

な
部
分
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
も
、

お
金
の
こ
と
は
切
っ
て
切
り
き
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
さ
れ
て
い
る
方
、
皆
さ
ん
に
聞
い
て

み
ま
す
と
、
例
え
ば
お
寺
を
貸
し
た
場
合
は
幾
ら
か
の
貸
し
賃
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
る
と
か
、
会
費
を
と



っ
て
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
先
ほ
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

い
う
部
分
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
で
す
が
、

い
た
だ
け
る
部
分
も
も

ち
ろ
ん
あ
っ
て
の
上
の
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
経
済

的
な
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
大
き
な
こ
と
は
、

C
T
を
続
け
て
い
く
に

関
し
て

ど
う
し
て
も
人
の
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
住
職
、
副
住
職
の
考
え
方
や
資
質
と
い
う
も
の
は
大
切
で
す

が
、
も
っ
と
大
切
な
の
は
、
住
職
や
副
住
職
や
寺
族
だ
け
で
は
な

か
な
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と

」
れ
は
地
域
の

方
々
と

一
締
に
な
っ
て
お
寺
の
中
で
活
動
を
す
る
、

そ
の
た
め
に

は
地
域
の
々
々
や
団
信
徒
の
サ
ポ
ー
ト

そ
れ
か
ら
コ
ラ
ボ
レ
|

シ
ヨ
ン
と
い
い
ま
す
か
ね

一
緒
に
や
っ
て
い
こ
う
、
先
ほ
ど

「共
に
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

「共
に
や
っ
て
い
こ
う
」

と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
コ

l
デ
ィ
ネ

l
卜
す
る
か
、
こ
う
い

う
こ
と
を
私
達
浄
青
と
か
、
住
職
、
副
住
職
が
学
ぶ
場
が
ま
だ
な

い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

最
後
、
課
題
と
し
て
持
か
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
こ
う
い

っ
た
活
動
を
誰
が
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

y
y
つ

し
で
も
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
寺
族
の
方
々
と
地
域
と
の
結

び
つ
き
を
ど
う
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
す
る
か
、

ま
た
、
そ
の
こ

と
に
対
し
て
、
こ
う
い
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
あ
り
ま
す
が
、

私
達
、
浄
背
と
し
て
は
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち

は
も
ち
ろ
ん
も

っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
れ
が
ネ
ツ

ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
な
い
、

つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
の
が
現

実
で
あ
り
ま
す
。
何
か
こ
の
よ
う
な
浄
土
宗
と
し
て
の
意
識
の
あ

る
方
々
と
か
、
先
ほ
ど
、
や
る
気
の
あ
る
方
が
集
ま
れ
ば
み
ん
な

動
く
の
だ
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
で
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あ
り
ま
し
て

そ
う
い
う
方
々
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
て
い
く

こ
と
の
重
要
性
と
い
う
の
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。

や
は
り
時
代
は
変
わ
る
し
、
社
会
も
変
わ
る
、

「不
易
流
行
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
変
わ
ら
な
い
も
の
を
大
事
に
し
て

い
く
こ
と
を
私
達
は
も
ち
ろ
ん
大
事
に
す
る
わ
け
で
す
が
、
流
行

の
部
分
で
こ
の
時
代
に
即
し
た
布
教
活
動
は
も
ち
ろ
ん
あ

っ
て
い

い
と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
ジ
ル
で
開
教
さ
れ
た
長
谷
川

(良
信
)
先
生
は、

「宗
教

教
育

・
福
祉
」
と
お

っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
例



え
ば
い
ま
の
こ
の
時
代
を
見
ま
す
と
、
寺
力
と
い
い
ま
す
か

寺
の
力
を
つ
け
て

C
T
を
展
開
し
て
い
く
に
お
い
て
は
、

「
宗
教

と
福
祉
と
文
化
」
と
い
う
こ
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
大
変
重
要

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
宗
教
、
福
祉
、
文
化
、
こ
れ
を
こ
れ

か
ら
強
く
し
て
い
く
と
い
う
お
寺
が
存
在
感
を
憎
し
て
い
く
、
地

域
貢
献
を
す
る
お
寺
に
な
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
す
。

O
長
谷
川

そ
れ
で
は
お
願
い
し
ま
す
。

O
大
河
内

そ
れ
で
は
お
手
一瓜
に
お
配
り
し
た
も
の
に
つ
い
て
の

説
明
を
先
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
小
さ
な
カ

l
ド
が
あ
る
の
で
す
が
こ
れ
が
チ
ヤ
イ
ル
ド

ラ
イ
ン
の
カ

l
ド
な
の
で
す
。
こ
の
カ
ー
ド
を
い
ろ
い
ろ
な
と
こ

ろ
に
置
い
た
り
、
あ
る
い
は
江
戸
川
区
内
の
小
中
学
校
、
あ
る
い

は
高
校
で
生
徒
に
配
付
し
た
り
し
て
子
ど
も
た
ち
に
呼
び
か
け
る
、

そ
う
い
っ
た
カ
1

ド
で
す
。

こ
の
マ
ッ
プ
で
す
が
こ
れ
は
中
学
生
、
高
校
生
向
き
に
灰
内

の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
マ

ッ
プ
で
す
が
、
も
と
も
と
は
い
ろ
い
ろ
、 お

子
ど
も
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る
と
き
に
相
談
す

る
機
関
な
ど
を
掲
載
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

一
方、

い
ま
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
と
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
か
、

さ
ま
、
ざ
な
情
報
が
氾
濫
し
て
い
る
中
で
、
大
変
子
ど
も
た
ち
が
不

適
切
な
情
報
に
接
す
る
機
会
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
、

で
き
る
だ

け
地
域
に
ち
ゃ
ん
と
情
報
が
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
ま
ず
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と

'-、、，
-、

φ

J
ナ
J

そ
れ

だ
け
で
は
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、

い
ろ
い
ろ
子
ど
も
た
ち
が

地
域
の
お
も
し
ろ
い
場
所
を
|
|
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
と

Q
U
 

q
u
 

い
う
呼
び
物
的
な
も
の
を
合
め
て
|
|
そ
れ
か
ら
も
う

つ
、
理

由
が
あ
る
の
で
す
。

い
ま
、
学
校
選
択
制
と
い
う
形
に
な
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
は
か
な
り
活
動
範
囲
が
広
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
い
ろ
い
ろ
な
子
ど
も
た
ち
に
会
う
と
き
に
、

地
域
の
こ
と
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
形
で
話
題
に
し
な
が
ら
話
が
で
き

た
ら
い
い
な
と
い
う
こ
と
で
製
作
し
た
も
の
で
す
。

主
に
心
と
体
と
い
う
か
、
性
教
育
と
か
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を

や
り
た
い
と
み
ん
な
切
実
に
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
と
り
あ
え

ず

い
ま
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
始
め
て
お
り
ま
す
。



そ
れ
か
ら
こ
ち
ら
に
「
太
陽
か
わ
ら
寄
進
」
と
書
い
て
あ
る
、

「市
民
立
江
戸
川
第

一
発
電
所
」
と
あ
り
ま
す
の
は
、
地
球
温
暖

化
防
止
活
動
を
す
る
団
体
で
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
寿
光

院
の
屋
根
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
が
つ
い
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
れ
を

設
置
す
る
に
あ
た
っ
て
|
|
設
置
し
た
あ
と
か
ら
で
す
が
|
|
い

ろ
い
ろ
お
金
が
い
る
た
め
に
瓦
寄
進
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
し
た

り
、
あ
と
、
実
際
に
い
ろ
い
ろ
な
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
お
金
を
集

め
る
と
い
う
か
、
こ
の
あ
と
、
電
気
を
売
る
と
き
に
プ
レ
ミ
ア
ム

を
つ
け
て
売
っ
て

そ
れ
を
地
域
通
貨
に
変
え
て
、

コ
、
ミ
ユ
-
一
-
ア

ィ
の

一
つ
の
社
会
資
本
に
し
て
い
く
と
い
う
、

そ
う
い
う
プ
ロ
ジ

エ
ク
卜
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
活
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
先
ほ
ど
も
ち
ょ

っ
と
触
れ
ま
し
た
、
「
小
松
川
市
民
フ
ァ
ー
ム
」
と
名
づ
け
て
い

る
マ
ン
シ
ョ
ン
ビ
ル
の

一
室
で
す
。
四
十
五
坪
の
ス
ペ
ー
ス
で

ス
タ
ー
ト
し
た
九

O
年
当
時
、
私
が
役
員
を
し
て
い
た

「
シ
ェ
ア

H

国
際
保
険
協
力
市
民
の
会
」
と
い
う
N
G
O
の
事
務
所
が
入
つ

て
い
た
の
で
、
会
議
室
と
共
に
、
海
外
派
遣
ス
タ
ッ
フ
の

一
時
帰

国
中
の
宿
泊
も
で
き
る
仕
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
そ
こ
に
十

数
団
体
が
入
っ
て
使
っ
て
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
団
体
が

あ
る
の
で
、

い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
入
っ
て
き
ま
す
。

実
際
に
、
ち
ょ
う
ど
い
ろ
い
ろ
な
行
事
が
あ
っ
て
雑
然
と
し
て

い
る
の
で
す
が

こ
こ
が
会
議
室
で
、

み
ん
な
で
会
議
を
し
た
り
、

作
業
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
管
理
は
事
務
所
の
管
理
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
仕
切
っ
て
い
ま
す
。

」
の
右
側
の
写
真
が
私
の
代
表
し
て
い
る
「
江
戸
川
子
ど
も
お

ん
ぶ
ず
」
の
デ
ス
ク
で
、
左
側
の
机
が
並
ん
で
い
る
奥
の
方
が

「足
元
か
ら
地
区
温
暖
化
を
考
え
る
市
民
ネ
ッ
ト
・
え
ど
が
わ
」

と
い
う
と
こ
ろ
の
デ
ス
ク
で
す
。
手
前
が

「ジ

ュ
レ
イ
・
ラ
ダ
ツ

ク
」
と
い
う
、
以
前
う
ち
に
居
候
を
し
て
い
た
イ
ン
ド
の
ラ
ダ
ッ

ク
と
い
う
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
仏
教
の
地
域
で
す
が
、
そ
こ
出
身
の
人
が

自
分
の
国
の
支
援
の

N
G
O
を
つ
く
っ
て
そ
こ
を
使
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
、

い
ろ
い
ろ
な
人
が
入
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

二
言
、
補
足
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
十
八
歳
ま
で
の
子
ど
も
だ

っ
た
ら
、
何
で
も
話
し
て
い
い
よ
と
い
う
電
話
で
す
。
別
に
相
談
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と
は
限
ら
れ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

「き
ょ
う
、
学
校
で
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
か
、
「
お
母
さ
ん

の
誕
生
日
に
何
を
買
っ
た
ら
い
い
の
か
な
」

A
:
3
:
、

z
h
J
h
i
v
手
匂

そ
ん
な

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

一
方
、
携
帯
電
話
で
、
「
い
ま
、

レ
イ
プ
さ

れ
た
」
と
い
う
女
の
子
か
ら
か
か
っ
て
き
た
り
も
し
ま
す
。
大
変

い
ろ
い
ろ
な
電
話
が
あ
る
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
、
電
話
で
す
の

で
嘘
も
多
い
で
す
。

い
た
ず
ら
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

そ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
子
ど
も
た
ち
の
声
を
私
達
が
聞
い

て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
、
私
自
身
は
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」

の
批
准
の
運

動
を
八

0
年
代
か
ら
続
け
て
い
ま
し
て
、

日
本
の
政
府
が
批
准
し

て
か
ら
は
、
普
及
と
か
評
価
と
い
う
活
動
も
し
て
き
ま
し
た
。
国

際
条
約
で
す
が
、
実
際
に
そ
の
精
神
を
生
か
す
に
は
や
は
り
地
域

の
中
で

一
番
子
ど
も
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
ち
ゃ
ん
と
形
に

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
や
は
り
子
ど

も
も
大
人
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
〉
つ
こ
と
で
、

そ
う
い
う
活
動
を
主
体
に
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
行
政
の
方
で
も

「次
世
代
育
成
」
と
か
、

し
λ
J
い

ろ
な
協
議
会
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
子
ど
も
自
身
の
声

を
聞
く
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら

私
達
は
ま
ず
は
子
ど
も
た
ち
の
声
を
聞
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
チ

ヤ
イ
ル
ド
・
ラ
イ
ン
か
ら
活
動
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

細
か
い
こ
と
は
レ
ジ
メ
の
方
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
っ
た
も
の
で
、
日
本
で
は

世
田
谷
が
始
め
て
少
し
ず
つ
広
が

っ
て
き
た
の
で
す
が
、
私
達
は

二

O
O
二
年
の
五
月
五
日
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
現
在
ま
で
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百
十
六
回
実
施
し
て
、
千
六
百
数
十
件
の
電
話
を
受
け
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
は
無
言
と
か
、

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
電
話
は
い
ま

二
回
線
受
け
て
い
ま
す
。

で
、
受
け
る
人
は
研
修
を
受
け
て
い
た

だ
い
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
で
す
。
計
八
回
の
連
続
研
修
を
受
け

て
い
た
だ
い
て

そ
の
中
か
ら
採
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
ち

ょ
っ
と
タ
カ
ビ
!
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
を
し
て
い
ま
す
。
実

際
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
り
た
い
と
い
っ
て
来
ら
れ
る
方
の
中
に

は
、
自
分
自
身
が
精
神
的
に
病
ん
で
い
る
方
と
い
う
の
が
と
き
ど

き
み
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
実
際
に
本
当
に
向
か
な
い
人
も
い
る
の



で
、
そ
の
辺
は
ち
ょ
っ
と
選
ば
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
受
け
手
の
方
が
受
け
る
の
で
す
が
、

そ
の
受
け
手
の
方
も
、

何
が
か
か
っ
て
く
る
か
わ
ら
な
い
電
話
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
後
ろ
に
「
支
え
手
」
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
そ
れ
が
ま

た
大
事
な
の
で
す
が
、
受
け
手
の
人
た
ち
の
い
ろ
い
ろ
な
話
の
内

容
に
よ
っ
て
本
当
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
、
あ
る
い
は

何
か
悩
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
ほ
ぐ

し
て
あ
げ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
家
ま
で
持
ち
帰
ら
な
い
で

す
む
よ
う
な

そ
う
い
っ
た
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
役
割
を
す
る
「
支

え

手

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
ろ
に
全
体
を
統
括
す
る
、

私
と
事
務
局
長
が
い
る
の
で
す
が

い
ろ
い
ろ
な
緊
急
の
事
態
に

対
応
し
た
り

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
連
絡
を
し
た
り
す
る
、

そ

う
い
っ
た
体
制
で
や
っ
て
い
ま
す
。

実
際
、

か
か
っ
て
く
る
の
は
意
外
な
の
で
す
が
、
男
の
子
が
多

い
で
す
。
そ
れ
か
ら
中
学
生
、
高
校
生
と
い
う
の
も
結
構
多
い
で

す
や
は
り
男
の
子
が
多
い
の
は
、
性
と
か
体
に
関
す
る
相
談
で
す
。

意
外
と
み
ん
な
知
ら
な
い
し
、
悩
ん
で
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
よ

う
な
具
体
的
な
話
は
こ
の
問
題
、
大
変
な
の
で
は
し
よ
り
ま
す
が
、

女
の
子
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
自
分
自
身
の
問
題
、
容
姿
の
こ
と

と
か

そ
う
い
う
こ
と
が
大
変
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
私
達
も

地
域
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
少
し
で
も
健
や
か
に
安
心
し
て
育
つ

よ
う
な
と
こ
ろ
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
チ
ヤ
イ
ル

ド
ラ
イ
ン
の
他
に
表
現
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
た
り
、
子
ど

も
た
ち
に
虐
待
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
き
た
と
き
に
ど
う

し
た
ら
い
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
す
る
研
究
、
行
政
の
窓
U
と
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か
と
も
話
し
合
い
を
し
な
が
ら
つ
く
っ
た
り
、
今
後
は
子
ど
も
の

同
場
所
づ
く
り
の
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
と

き
に
は
お
寺
の
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
も
の
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
活
用

し
て
い
く
、
現
に
活
用
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
シ
ェ
ル
タ
!
と

い
う
か
、
本
当
に
緊
急
避
難
的
に
何
日
間
か
、
母
と
子
を
預
か
る

と
か
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
お
子
さ
ん
と

か
お
母
さ
ん
た
ち
の
サ
ポ
ー
ト
と
い
う
こ
と
を
個
別
に
し
て
活
動

し
て
い
る
。

そ
う
い
う
こ
と
も
寺
と
い
う

一
つ
の
拠
点
と
い
う
も
の
が
非
常



に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
き
ま
す
し
、
場
所
だ
け
で
は
な
く
て
い

ろ
い
ろ
な
地
域
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
も
の
が
大
変
大
き
な

カ
に
な
っ
て
い
っ
て
、

そ
れ
が
ま
た
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
結
び
つ

き
、
縁
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、

い
い
関
係
を
つ
く
り

な
が
ら
、

い
ま
進
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

O
松
藤

お
話
し
し
た
い
こ
と
は
大
体
お
話
し
し
た
の
で
、

応

こ
れ
は
全
く
立
場
が
違
う
の
で
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
ら
、
ご

批
判
が
あ
れ
ば
、
あ
と
で
ど
う
ぞ
殴
る
な
り
、
蹴
る
な
り
し
て
い

た
だ
い
て
構
い
ま
せ
ん
が

笑
)
、
先
ほ
ど
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

し
た
こ
と
が
な
い
方
た
ち
が
、
自
然
環
境
系
と
い
う
の
に
結
構
注

目
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
ぼ
く
の
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

お
寺
と
神
社
と
な
っ
た
と
き
に
、

お
寺
は
人
間
の
お
葬
式
や
何
か

そ
う
い
う
こ
と
に
非
常
に
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
、
だ
か
ら
対
人
間
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
神
社
は
お
宮
参
り
と
か

七
五
三
と
か
、
対
人
間
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
地
鎮
祭
な
ど
、

何
か
自
然
環
境
の
御
帳
い
を
し
た
り
、
こ
こ
に
物
を
建
て
る
か
ら

と
い
う
人
間
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
登
場
す
る
の
が
神
主
さ
ん
た
ち

だ
と
い
う
、
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
う
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
も
し
ぼ

く
が

一
般
ピ

l
プ
ル
の
代
表
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、

そ
の
辺
の
イ
メ
ー
ジ
的
な
部
分
で
お
寺
と
神
社
と
の
イ
メ

ー
ジ
の
違
い

い
わ
ゆ
る
相
談

そ
し
て
も
う

一
つ
大
切
な
の
は

機
能
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
は
私
達
が
い
ろ
い
ろ
な
勉
強
し
た

中
で
、
寺
院
と
い
う
の
は
、
昔
は
非
常
に
重
要
な
地
域
の
中
で
の
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相
談
機
能
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が

い
ま

さ
ま
ざ
ま
な
地
域

で
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
向
分
が
生
活
上
回
っ
た
場
合
に

は
ど
こ
に
相
談
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
不
安
や

相
談
を
投
げ
か
け
る
、
実
は
相
談
と
は
ち
ょ
っ
と
結
び
つ
か
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
か
あ
っ
た
場
合
、

ど
こ
に
い
く
か
と
い

う
と
き
の
第

一
が
「
警
察
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

何
か
、
困
り
ご
と
の
相
談
を
ど
こ
に
す
る
か
と
い
う
場
合
の
第

一
が
「
友
人
」

で
あ
り
ま
す
。

わ

そ
の
次
に
出
て
く
る
の
が
、

ゆ
る
公
的
な
機
関
が
や
っ
て
い
る
相
談
電
話
等
で
、
寺
院
と
い
う



の
が
出
て
き
ま
せ
ん
。

こ
の
辺
も
地
域
の
中
で
寺
院
と
い
う
も
の

が
ど
う
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
き
た
の
か
、
も
し
か
す
る
と
、

も
っ
と
も
っ
と
明
治

・
大
正
時
代
は
位
置
づ
け
が
違
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
位
置
づ
け
が
違
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
は
こ
れ
か
ら
私
達
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
と

い
っ
た
場
合
に
ま
ず
、
人
的
な
援
助
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場

合
で
も
、
寺
院
が
や
や

一
般
の
人
聞
か
ら
、
生
き
て
い
る
聞
の
援

助
で
す
ね
、
死
ん
で
か
ら
拝
ん
で
も
ら
う
と
こ
ろ
と
い
う
イ
メ
|

ジ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
生
き
て
い
る
聞
の
援
助
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
や
や
速
の
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
向
然
関
境
を

守
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
も
し
か
し
て
や
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か
私
達
に
見
え
て
こ
な
い
と
こ
ろ

が
、
ち
ょ
っ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
こ
れ
か
ら
勧
め
て
い
く
上

で
寺
院
の
皆
さ
ん
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
こ
に
も
っ
て
い
か
れ
る

の
か
な
と
い
う
の
は
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

O
長
谷
川

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
芳
名
カ
ー
ド
、
回
収
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

い
ま
、

時
六
分
ほ
ど
前
で
す
が
、

三
時

一
O
分
か
ら
再
開
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

(
暫
時
休
憩
)

O
長
谷
川
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そ
れ
で
は
予
定
の
時
刻
に
な
り
ま
し
た
の
で

シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

何
人
か
の
方
々
か
ら
ご
質
問
あ
る
い
は
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
順
不
同
に
な
り
ま
す
が

ま
ず
渡
辺
テ
イ
子
僚
か
ら
、

「
私
は
お
寺
を
も
っ
て
い
な
い
立
場
な
の
で
す
が
、
資
本
や
場

が
な
く
て
も
で
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
ま
た

そ
れ
を
得
る
た
め
の
ア
イ
デ
ア
な
ど
、

お
教
え
い
た
だ
け
た
ら
あ

り
が
た
い
で
す
」

こ
の
よ
う
な
ご
質
問
で
す
の
で
、

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
は
松
藤

先
生
の
方
か
ら
お
答
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



O
松
藤

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

こ
れ

は
別
に
資
本
が
な
く
て
も
、
場
が
な
く
て
も
で
き
る
わ
け
で
、
何

を
や
り
た
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
身
近
な
と
こ

ろ
で
は
、
私
達
、
定
番
の
よ
う
で
す
が
、
社
会
福
祉
協
議
会
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
と
い
う
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。

た
だ
、
社
会
福
祉
協
議
会
と
い
う
の
も
日
本
中
に

一
応
市
区

町
村
、
す
べ
て
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
非
常
に
熱
心
に
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
そ
う

で
な
い
と
こ
ろ
と
の
差
が
激
し
い
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
回
最

近
で
は

N
P
O
法
人
が
た
く
さ
ん
で
き
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
う

い
う

N
P
O
法
人
の
中
に
推
進
を
し
て
い
く
、

そ
れ
か
ら
そ
う
い

う
活
動
を
紹
介
し
て
い
く
と
い
う
機
能
を
も
っ

N
P
O
法
人
も
出

始
め
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
ご
活
用
い
た
だ
く

の
も

一
つ
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
や
り
た
い
と
い
っ
た
場
合
に
、

こ
れ
だ
け
は
、
私
達
の
い

ろ
い
ろ
な
調
査
か
ら
出
て
い
る
の
で
す
が

お

一
人
で
や
る
よ
り

も
お
仲
間
を
連
れ
て
や
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
こ
れ
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
な
い
方
に
調
査
を
し
た
中
で
、

「ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
も
し
す
る
場
合
は
仲
間
が
い
た
方
が
い
い
で
す

か
」
と
い
っ
た
場
合
に
、
九
七
%
の
方
が

「仲
間
が
い
た
方
が
い

い
」
と
答
え
て
お
り
ま
す
。

一
人
で
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
や

る
と
い
っ
て
い
る
方
は
二
%
で
す
。
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
点
で

は
お
仲
間
を
つ
く
っ
て

そ
の
方
と
ど
こ
か
で
ご
相
談
さ
れ
る
な

り
、
自
分
た
ち
で
何
か
や
り
た
い
も
の
を
見
つ
け
て
い
く
な
り
と

い
う
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

O
長
谷
川

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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渡
辺
様
、

た
だ
い
ま
の
お
答
え
で
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ

、A
O

》
つ
ノ
ム
U

O
渡
辺

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

O
長
谷
川

そ
れ
で
は
次
の
ご
質
問
は
、
中
外
日
報
の
有
古
英
治

様
か
ら
で
す
。

「
お
寺
が
宗
教
の
場
、

イ
コ
ー
ル
救
い
の
場
と
い
う
本
来
の
姿

を
取
り
戻
せ
ば
、

そ
れ
こ
そ
、
福
祉
だ
と
思
い
ま
す
。
葬
儀
、
法

事
に
心
が
こ
も

っ
て
い
な
い
か
ら
、

形
だ
け
や
っ
て
い
る
か
ら



批
判
、
寺
離
れ
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
困
っ
て

い
る
人
が
救
い
を
求
め
て
寺
の
門
を
く
ぐ
る
気
に
な
れ
る
よ
う
な

お
坊
さ
ん
に
な
る
こ
と
が
福
祉
の
担
い
手
に
な
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
」と

い
う
ご
意
見
で
す
が
、

こ
れ
に
対
し
て
私
ど
も
は
何
ら
か
の

形
で
応
え
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
若
麻
績

先
生

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

O
若
麻
績

ま
さ
に
、
全
く
同
じ
と
い
い
ま
す
か
、
観
点
の
悩
み

を
も
っ
て
い
る
私
達
、
僧
侶
が
多
く
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
テ
ン
プ
ル
活
動
が
始
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

浄
土
宗
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
葬

儀
、
法
事
等
の
仏
事
に
対
し
て
何
か
し
ら
ご
不
満
に
思
わ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
こ
れ
は
悲
し
い
こ
と
で
す
。
な
ぜ
そ
う

い
っ
た
思
い
に
な
ら
れ
る
の
か
と
い
う
そ
の
根
底
に
は
、
や
は
り

僧
侶
へ
の
信
頼
感

そ
れ
か
ら
ぬ
く
も
り
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

交
流
が
普
段
か
ら
な
い
と
、
な
か
な
か
言
葉
も
乾
い
て
伝
わ
っ
て

し
ま
う
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に

一
般
社
会
の
方
々
と
の
信
頼
関
係
を
お
寺
と
い
う

か
、
僧
侶
自
ら
が
ど
の
よ
う
に
築
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
努
力
を
す

る
か
と
い
う
視
点
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
の

一
番
の
根
っ
こ
で
あ
り
ま
す
。

よ
く
葬
式
仏
教
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
場
面
で
そ
の

議
論
を
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
の
ご
質
問
に
あ

る
よ
う
な
内
容
の
こ
と
が

一
般
の
方
の

一
番
の
テ
ー

マ
だ
と
思
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で

C
T
活
動
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ

と

一
人
の
お
坊
さ
ん
が
毎
年
毎
年
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と

こ
う
い
っ
た
活
動
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の

一
般
社
会
の
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万
々
と
の
交
流
を
も
っ
て
、

お
寺
の
こ
と
、
ま
た
坊
さ
ん
の
こ
と

を
よ
り
理
解
を
深
め
て
い
く
と
い
う
中
か
ら
、
葬
式
仏
教
と
言
わ

れ
て
い
る
も
の
が
、
逆
に
充
実
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
す
ら

思
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
変
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て

葬
式
仏
教
を
脱
却
し
よ
う
と
か
、
や
め
よ
う
と
か
、

そ
う
い
う
否

定
的
な
意
見
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
そ
れ
に
対
し
て
も
っ
と
心
を

入
れ
て
い
く
た
め
に
、
坊
さ
ん
は
坊
さ
ん
そ
の
も
の
が
社
会
の
中

の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
、
陰
の
部
分
、
苦
し
ん
で
い
る
方
々
へ
手
を



差
し
伸
べ
る
気
持
ち
、
行
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
合
め
て
で
す
ね
、

そ
う
い
う
こ
と
が
心
と
行
動
が
伴
っ
て
い
く
こ
と
、

そ
れ
が
信
頼

の

一
つ
の
道
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
は
、

お
寺
を
聞
く
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

お
坊
さ
ん
の
気
持
ち
を
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
‘
イ
コ
ー
ル
、
両
方
と
も
オ
ー
プ
ン

に
な
る

そ
れ
は
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
自
分
た
ち
か

ら
率
先
し
て
出
て
い
か
な
け
れ
ば
、
何
も
変
わ
っ
て
い
か
な
い
わ

け
で
す
。
最
初
に
申
し
た
武
田
道
生
先
生
の
お
言
葉
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ま
ず
我
々
内
身
が
意
識
改
革
を
す
る
小
で
、
感
性
を
磨

い
て
い
く
た
め
に
、
人
と
出
世
し
て
い
く
、

い
ろ
い
ろ
な
方
々
と
の

交
流
を
深
め
る
、
話
を
お
伺
い
す
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て

役
に
立
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
と
い

う
か

そ
の
先
に
お
寺
が
聞
か
れ
て
い
く
と
か

お
寺
が
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
に
活
川
さ
れ
て
い
く
と
い
う
成
果
も
あ

っ
た
り
す
る
わ

け
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、

そ
う
い
っ
た
批
判
に
対
す
る
声
を
私
達
が
ど
の
よ

う
に
謙
虚
に
受
け
止
め
、

そ
れ
で
は
ど
う
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を

与
え
る
方
が

人
で
も
増
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
こ
と

か
ら
、

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
と
い
，
つ
こ
と
に
な
っ
た

わ
け
で
、

そ
の

一
つ
の
形
を
今
日
、
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

O
長
谷
川

ト
伺
古
様
、
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
も
し

ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
後
ほ
ど
ま
た

お
聞
か
せ
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

O
長
谷
川
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そ
れ
で
は
も
う

一
方
、
宇
出
幸
保
様
か
ら

「組
織
的
に
活
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
す
ば
ら
し
い
こ
と

で
す
が
、
小
規
模
に
、

さ
さ
や
か
な
活
動
も
ま
た
す
ば
ら
し
い
と

思
い
ま
す
。
好
事
例
が
あ
れ
ば
、
ご
紺
介
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
」」

の
よ
う
な
ご
意
見
、
ご
質
問
で
す
が
も
し
、

で
き
ま
し
た

な
ら
ば
、
字
回
様
、
こ
の
ご
質
問
、
ご
意
見
の
趣
円
に
つ
い
て
お

述
べ
い
た
だ
け
れ
ば
、

お
答
え
す
る
の
に
好
都
合
か
と
思
い
ま
す

の
で
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

O
字
国

現
夜
お
寺
で
修
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
僧
侶
で
す



が
、
福
祉
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
か
か
げ
ま
す
と
、
聞
く
の
が

難
し
く
な
る
、
始
め
る
の
が
難
し
い
よ
う
な
感
じ
が
し
て
で
す
ね
、

住
職
も
あ
と
ず
さ
り
す
る
よ
う
な
感
も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ま
り

大
ヒ
段
に
構
え
な
い
で
、
私
で
も
何
か
役
に
立
て
る
よ
う
に
、

ろ
い
ろ
な
信
者
さ
ん
の
組
織
を
つ
く
ら
な
く
て
も
で
き
る
よ
う
な

そ
う
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
皆
さ
ん
、
積
極
的
に
こ
う
い
う
活
動

に
参
加
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
の
で

質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は

こ
の
件
に
関
し
ま
し
て
は
大
河
内
先
生
か
ら
お
願

い
し
ま
す
。

O
大
河
内

私
、
先
ほ
ど

シ
ス
テ
ム
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
組
織
化
す
る
と
い
う
か
、
あ
る
程
度
継
続
が
で
き
る
よ
う

な
シ
ス
テ
ム
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
趣
旨
を
申
し
上
げ

ま
し
た
が
、

そ
れ
は
最
終
的
に
そ
の
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
最
初
は
み
ん
な
行
き
か
が
り
と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど

だ
と
胤
い
ま
す
。

や
は
り
何
を
し
よ
う
か
と
い
う
以
前
に
、
先
ほ
ど
の
朽
麻
結
さ

ん
が
お
答
え
に
な
ら
れ
た
部
分
に
通
じ
る
と
思
う
の
で
す
が
、

し

ろ
い
ろ
な
悩
み
と
か
問
題
を
皆
さ
ん
、
抱
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
、
そ
れ
に
こ
ち
ら
が
食
い
つ
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、

そ
こ
が

~、

大
事
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
何
が
必
要
か
と
い
う
の
が

出
て
く
る
わ
け
で
、
私
も
自
分
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い

か
ら
何
を
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
て
、
行
き
が
か

り
で
、

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
人
が
問
題
が
抱
え
て
い
る
、

そ
れ
を

解
決
す
る
た
め
に
ど
う
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で

一
応
、
私
も
法

学
部
は
出
て
い
る
の
で
す
が
、
勉
強
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
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実
際
に
い
ろ
い
ろ
な
仲
間
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
あ
る

い
は
協
力
者
も
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
実
際
の
経
験
者
を

探
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

一
緒
に
探
し
て

い
く
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
と
思
い
ま
す
。

昔
、
「
傷
だ
ら
け
の
天
使
」
と
い
う
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
の
で
す

is 

シ
ョ
ウ
ケ
ン
か
何
か
が
出
て
く
る
も
の
で
、
本
当
に
い
ろ
い

ろ
な
問
題
で
、
何
の
資
格
も
な
い
、
要
す
る
に
プ

l
タ
ロ
ウ
が
暇

に
任
せ
て
い
ろ
い
ろ
解
決
し
て
い
く
、

そ
の
よ
う
な
話
だ
っ
た
と

思
う
の
で
す
が
、
私
が
住
職
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
な
と
思
う
こ
と



は
、
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
中
で

一
緒
に
私
の
学
ん
で
き
て

い
た
い
ろ
い
ろ
な
ノ
ウ
ハ

ウ
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

広
げ
て
い
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
蓄
積
さ
れ
て

い
く
と
、

そ
れ
を
ま
た
、
法
話
に
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が

あ
り
ま
す
の
で
、
個
人
名
は
出
せ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
の

で
す
が
、

い
ろ
い
ろ
な
形
で
そ
れ
を
今
度
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し

て
い
く
。

つ
ま
り

一
人
の
経
験
と
い
う
の
を
も
う

一
つ
、
次
に

生
か
す
、
予
防
に
も
生
か
し
、
解
決
に
も
生
か
す
、

そ
こ
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
も
行
っ
て
い
く
。
法
話
で
あ
っ
た
り
、

授
業
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
お
話
に
出

か
け
た
と
き
で
あ
っ
た
り
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
く

と
、
今
度
は
逆
に
い
ろ
い
ろ
頼
っ
て
く
る
人
も
、
良
き
に
つ
け
、

悪
し
き
に
つ
け
、
出
て
き
て
し
ま
う
。
実
際
に
相
談
窓
口
と
か
と

い
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、

は
っ
き
り
い
っ
て
、
こ
う

い
う
こ
と
を
言
う
の
は
い
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
当
に

半
日
以
上
、

つ
き
合
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
か
み
さ

ん
に
も
さ
ん
ざ
ん
怒
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
党
情
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
が
、
実
際
に
言
う
は
易
し
と
い
う
と
こ

ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
私
の
、
脈
絡
の
な
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、
私
は
逆
に
そ

う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
の
先
に
葬
式
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、

そ
の
人
の
そ
の
と
き
の
悩
み
と
い
う
も
の
に
し
っ
か
り

寄
り
添
っ
て
い
っ
て

そ
の
と
き
の
問
題
を
し
っ
か
り
と
コ
ミ
ツ

卜
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
く

そ
し
て
き
ょ
う
よ
り

も
あ
し
た
、
今
よ
り
も
次
の
瞬
間
が
少
し
で
も
よ
く
な
る
よ
う
に
、

歩
み
を
進
め
る
そ
の
先
に
極
楽
浄
土
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
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感
じ
て
い
た
だ
い
た
方
が
、
や
は
り
私
の
念
仏
で
往
生
し
て
く
だ

さ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
質
問
さ
れ
た
字
国

さ
ん
、
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

い
ま
の
ご
質
問
、
ご
意
見
に
関
連
し
た
も
の
で
、
尻
井
成
淳
同
僚

か
ら
次
の
よ
う
な
ご
感
怨
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

「
キ
が
福
祉
を
ど
う
与
え
て
い
る
か
、

そ
し
て
各
僧
侶
自
身
が
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
か
が
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自

分
自
身
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
活
動
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。



日
本
語
教
師
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
、

お
話
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
で
す
。
自
分
の
寺
で
は
音
楽
祭
な
ど
を
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。
自
分
か
ら
積
極
的
に
地
域
に
入
っ
て
活
動
し
て
い
く
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
」

貴
重
な
ご
意
見
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

O
長
谷
川

フ
ロ
ア
の
皆
様
方
か
ら
書
面
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
の
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

せ
っ
か
く
の
機
会
で
、
ま
だ
時

聞
も
し
ば
ら
く
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
他
に
ご
質
問
、
ご
意
見
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
挙
手
を
し
て

お
名
前
を
お
述
べ
い
た
だ
い
て

ご
発
言
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

0 
問

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
武
田
(
道
生
)
と
申
し
ま
す
。

大
変
興
味
深
い
テ

l
マ
で
、
す
ば
ら
し
い

パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々

の
本
当
に
た
め
に
な
る
発
言
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

た
だ
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
中
で
、
私
自
身
も
寺
に
お
り
ま
す
の
で

感
ず
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
聞
き
し
た
い
と
い
う
か

話
し
し
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
、
松
藤
先
生
の
方
か
ら
、
新
宗
教
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
興
味
あ
る
話
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
き
ょ
う
の
お
話
も
含
め
て
考
え
て
み
ま
す

と
、
我
々
寺
院
は
、

た
く
さ
ん
、
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
し

て
い
る
か
と
思
う
の
で
す
が

そ
れ
が
事
例
と
し
て
、
私
が
知
ら

な
い
だ
け
か
も
し
れ
な
の
で
す
が

い
中
広
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
地

域
、
大
河
内
先
生
の
お
話
も
地
域
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
も

つ

と
強
力
な
組
織
を
も
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に

そ
れ
を
ど
う
し
て

お
寺
は
使
っ
て
い
な
い
の
か
。
檀
家
で
す
ね
、
最
初
か
ら
何
百
軒

と
い
う
組
織
が
あ
る
の
で
す
ね
。
そ
の
中
に
は
子
ど
も
か
ら
老
人
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か
ら
、
主
婦
か
ら
、
働
き
盛
り
か
ら
、

リ
タ
イ
ア
か
ら
、

々
C
宇
品
勾

C

ま
な
人
が
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
ち
ょ
っ
と
私
、
教
団
の
組
織
論
な

ど
を
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
余
計
思
う
の
は
、
新
宗
教
は

そ
う
い
う
組
織
を
つ
く
る
に
し
て
も
、
青
年
部
み
た
い
な
も
の
が

あ
る

ど
う
も
お
寺
は
そ
れ
が
な
か
な
か
少
な
い
。

も
っ
と
社
会
的
に
有
用
な
人
た
ち
、

た
ま
た
ま

こ
の
間
、
私

の
檀
家
の
方
と
二
人
で
ネ

ッ
ト
で
メ
ー
ル
で
や
り
と
り
を
し
な
が

お

ら
、
今
度
の
講
話
会
に
行
け
な
い
理
由
と
し
て
、
地
域
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
外
国
か
ら
来
て
い
る
人
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な



い
と
書
か
れ
て
い
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
聞
き
ま
し
た
ら
、
海

外
に
二
十
年
ぐ
ら
い
い
た
商
社
マ
ン
の
方
で
す
が
リ
タ
イ
ア
し

て

い
ま
は
そ
の
町
に
来
て
い
る
外
国
の
人
た
ち
の
世
話
係
を
し

て
い
る
と
い
う
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
人
た
ち
を
お
寺

の
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
、
も
っ
と
う
ま
く
お
寺
を
有
効
活
用

で
き
る
か
な
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

私
は
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て

そ
の
段
階
で
す

い
ま

が
、
そ
の
よ
う
に
寺
院
そ
の
も
の
が
組
織
力
を
う
ま
く
有
効
に
活

用
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
と
い
う
か
、

活
動
拠
点
が
お
寺
の
中
に
出
て
く
る
。
檀
家
と
い
う
の
は

一
番
重

要
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
と
思
う
し
、
共
同
体
で
あ
り
ま
す
し
、
寺

院
共
同
体
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
お
掴
家
な
く
し
て
お
寺
は
な

い
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
っ
と
う
ま
く
使
え
ば
、
強
力

な
も
の
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
お
寺
が
独
自
な
そ
う
い
う
活
動
拠
点

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
特
に
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は
、
新
宗
教
の
も
っ
て
い
る
組
織
的
な
サ

ー
ビ
ス
、
教
え
の
中
に
、
人
を
救
う
こ
と

そ
れ
が
教
義
と
そ
う

い
う
行
動
が

一
体
化
さ
れ
て
、
初
め
て
信
仰
と
い
う
の
は
深
ま
る

の
だ
と
い
う
教
え
が
常
に
あ
る
の
で
す
ね
。
ど
う
も
そ
れ
を
お
寺

は
忘
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
や
は
り
仏
教
の
||

そ
れ
は

長
谷
川
先
生
の
世
界
に
な
る
わ
け
で
、
私
が
言
う
の
も
お
こ
が
ま

し
い
こ
と
で
す
が

l
l
や
は
り
我
々
の
仏
教
の
慈
悲
に
、
信
者
さ

ん
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
我
々
自
身
も
、
少
し
で
も
人
に
そ
れ
を
伝

え
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
で
体
験
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
大
事

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
や
は
り
法
要
で
あ
り
、

葬
儀
を
含
め
て
、
も
っ
と
お
植
家
の
方
が
亡
く
な
り
、

そ
の
葬
儀

や
法
要
の
と
き
に
は
、
多
少
の
縁
の
あ
る
方
が
来
る
わ
け
で
す
。

nu 
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そ
う
し
た
人
た
ち
に
も
、
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
く
て
、
広
く
仏
教

と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
慈
悲
の
精
神
を
行
動
で
表
さ
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
、

一
番
重
要

な
布
教
で
あ
り
、

そ
の
原
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ど
う
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
他
の
宗
派
の
お
葬
式
と
か
法
事
に
出

る
機
会
が
あ
る
の
で
す
が
、
自
分
の
宗
派
の
話
だ
け
で
終
わ
っ
て

し
ま

っ
て
、
来
た
人
全
員
に
伝
わ
る
よ
う
な
法
話
に
な
っ
て
い
な

ぃ
、
法
話
そ
の
も
の
が
力
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。

受
け
止
め
る
側
の
人
た
ち
に
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば



と
思
わ
せ
る
よ
う
な
共
通
す
る
、
受
け
手
、
誰
で
も
が
布
教
を
乗

り
越
え
て
、
仏
教
者
の
精
神
と
い
う
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る
法
話
と

か
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
や
は
り
先
ほ
ど
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

日
常
の
法
要
で
あ
っ
た
り
、
葬
儀
で
あ
っ
た
り

そ
の
場
か
ら
発

信
と

そ
れ
と
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
、

一
番
重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
で
あ
る
檀
信
徒
の
強
化

そ
れ
と
地
域
と
い
う
よ
う
な
複
合
的

な
活
動
が
必
要
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

O
長
谷
川

ど
う
も
貴
重
な
ご
意
見
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

い
ま
の
武
田
先
生
の
ご
意
見
に
関
連
し
て

ど
な
た
か
ご
意
見

等
、
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。
は
u、

ど
う
ぞ
。

0 
問

す
み
ま
せ
ん
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
曽
根
宣
雄
と
申
し

ま
す
。

い
ま
の
お
話
に
関
連
し
て
な
の
で
す
が
、
私
は
若
麻
績
先
生
が

理
事
長
時
代
に
取
り
組
ま
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
運
動

に
非
常
に
関
心
を
も
っ
て
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
つ
質

聞
が
あ
る
の
で
す
が
、
次
の
展
開
で
す
ね
。
継
続
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
今
後
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

実
は
私
、
前
に
『
仏
教
福
祉
』
第
六
号
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い

た
の
で
す
が
、
寺
院
な
ど
が
何
か
の
窓
口
に
な
る
、
相
談
場
所
に

な
る
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
大
変
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
こ
れ
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
こ
る
世
の
中
に
な
っ

て
き
ま
す
と
、
坊
さ
ん
が
す
べ
て
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

も
あ
る
の
で
、

た
と
え
ば
、

い
ま
の
武
田
先
生
の
お
話
で
は
な
い

の
で
す
が
、
檀
家
さ
ん
中
に
、
看
護
の
問
題
だ
っ

た
ら
、
例
え
ば

癌
の
末
期
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
私
は

こ
う
い
う
こ
と
に
は
相
談
に

の
っ
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
よ
と
か
、
登
校
拒
否
で
し
た
ら
、
私
が
専
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門
家
で
す
よ
と
い
う
よ
う
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
各
寺
院
で

登
録
と
い
い
ま
す
か
、

そ
の
よ
う
な
も
の
が
例
え
ば
教
区
内
、
大

き
な
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
組
内
に
で
き
た
り
す
る
と
も
う
少
し
い

い
感
じ
で
動
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
、
浄
育
会
員
の
中
で
も
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
っ

た
専
門
家
と
い
う
の
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
現
に

私
自
身
も
登
校
拒
否
の
相
談
を
受
け
た
と
き
に
は
、
自
分
の
手
に

は
ち
ょ
っ
と
負
え
な
い
と
思
っ
た
の
で

た
ま
た
ま
、
浄
土
宗
の

僧
侶
で
、
先
輩
で
、
関
係
者
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
ご
相



談
し
た
り
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、

わ
り
あ
い
浄
青
と
い
う
の
は
フ
ツ

ト
ワ

l
ク
よ
く
動
け
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
含

め
て
、
今
後
の
次
の
展
開
、
こ
の
運
動
の
継
続
性
み
た
い
な
こ
と

を
若
麻
績
先
生

ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た

の
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
く
つ
も
り
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、

の
辺
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
た
だ
い
ま
の
ご
質
問
と
、

そ
の
前
の
武
田
先
生
の
ご

見
解
な
ど
に
関
連
し
て
、
若
麻
績
先
生
、

お
願
い
し
ま
す
。

O
若
麻
績

武
田
先
生
に
は
大
変
、

い
ろ
い
ろ
ご
指
導
を
い
た
だ

い
た
わ
け
で
し
て

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
部
分
も
、

ま
ず
自
分

の
お
寺
の
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
だ
め
だ

よ
と
い
う
お
話
を
最
後
に
い
た
だ
い
た
こ
と
を
い
ま
、
思
い
出
し

ま
し
た
。
ま
さ
に
担
家
さ
ん
と
か
信
徒
さ
ん
と
い
う
の
は

一
番
近

い
存
在
で
す
の
で

ま
ず
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
す

る
中
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
ま
ず
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
次
に
地
域
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
大
変
重
要
な
部
分
だ
と
思
い

ま
す
。

曽
根
さ
ん
か
ら
の
い
ま
の
お
話
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
青
年
会

と
い
う
の
は
、

ど
う
し
て
も
二
年
ご
と
に
物
事
が
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
不
連
続
の
連
続
な
の
で
す
が
、

い
ま
、
浄
育
、
私
は
す
で
に

ど

終
わ
っ
て
、
曽
根
さ
ん
は
現
役
会
員
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
私

そ

よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
八

O
O年
遠
忌

も
重
な
っ
て
大
変
活
発
に
活
動
し
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

確
か
に
、
浄
青
の
皆
さ
ん
が

一
番
大
切
な
世
代
で
あ
る
と
い
う

認
識
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
方
々
に
対
し
て
こ
の

C
T

フ
-

F
同
d

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
テ
ン
プ
ル
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
け
れ

ど
も
、
皆
さ
ん
、

ど
う
だ
い
と
い
う
、
ボ
ー
ル
を
私
は
投
げ
た
。
そ

し
て
皆
さ
ん
、

こ
の
あ
と
、

ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
は
い
っ
た
の
で
す
が

は
た
し
て
そ
の
あ
と
が
各
教
区
や
組

や
部
な
ど
で
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
は
、
私
自
身

は
情
報
と
し
て
は
も
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
全
浄
青
と
し
て
こ

う
い
っ
た
寺
起
こ
し
と
い
う
も
の
に
対
し
て
の
目
線
と
い
う
の
は

な
い
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
-
ア
ィ

・
-アン

プ
ル
と
い
う
活
動
そ
の
も
の
が
、
も
う
少
し
細
か
い
部
分
で
展
開



さ
れ
る
と
い
い
な
と
い
う
気
持
ち
は
も
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、

や
は
り
さ
っ
き
み
た
い
な
事
例
が
幾
つ
も
各
地
域
で
あ
る
と
思
う

の
で
、
各
教
区
や
、
そ
う
い
う
狭
い
範
囲
で
さ
ま
ざ
ま
勉
強
会
を

も
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
自
分
で
も
で
き
る
な
と
い
う
思
い
を
起
こ

し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
研
修
が
あ
る
と
い
い
な
と
い
う
気
持
ち
で

あ
り
ま
す
。

そ
し
て
武
田
先
生
の
部
分
と
共
通
し
て
い
る
お
寺
の
中
で
の
コ

、
ユ
ニ
テ
イ
で
い
ろ
い
ろ
な
有
為
な
存
在
、
人
材
を
見
つ
け
て
、

住
職
だ
け
で
は
な
く
て
、

い
ろ
い
ろ
な
方
と
と
も
に
や
っ
て
い
く

と
い
》
つ
こ
と
が

番
の
原
点
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
う
ど
今
の

時
代
は
、
団
塊
の
方
々
、
企
業
戦
士
と
し
て
働
い
た
方
々
が
地
域

に
戻
る
、
自
分
の
家
に
戻
る
と
い
う
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
代
に
差

し
掛
か
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
方
々
は
も
ち
ろ
ん
ボ
ラ
ン
テ

イ
ア
や
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
も
お
考
え
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

お
寺

と
か
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
い
ま
ま
で
も
っ
て
こ

ら
れ
な
か
っ
た
万
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま

す
。
ち
ょ
う
ど

そ
う
い
う
団
塊
の
世
代
の
方
々
と
か
こ
れ
か

ら
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
中
で
、
社
会
経
験
を
多
く
積
ま
れ
た
方

で
、
い
ろ
い
ろ
な
才
能
や
才
知
を
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
そ
う

い
う
方
が
お
寺
の
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

福
祉
の
分
野
や
医
療
の
分
野
や
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
な
側
面
や

住
職
や
副
住
職
と
と
も
に

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
や
チ

l
ム
を
つ
く
っ

て
、
そ
し
て
檀
家
さ
ん
、

つ
ま
り
檀
家
さ
ん
と
い
う
の
は
メ
ン
バ

ー
で
す
か
ら

そ
の
人
の
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
お
寺

の
中
で
展
開
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
ま
さ
に
聞
か
れ
て

い
く
こ
と
の
ス
タ
ー
ト
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
時
を
得
て

q
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い
る
こ
と
だ
な
と
感
じ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
曽
根
先
生
の
そ
う
い

っ
た
お
考
え
を
広
く
こ
れ
か
ら
広
め
て
い
た
だ
く
よ
う
に
私
は
期

待
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
す
み
ま
せ
ん
、
壇
上
か
ら
で
す
が

エ

ー
ル
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

曽
根
さ
ん
に
は
、
浄
青
の
内
外
で
、

い
ろ
い
ろ
な
教
区
の
研
修

会
と
か
、
先
生
方
も
数
多
く
参
加
さ
れ
る
場
で
、
ぜ
ひ
ぜ
ひ
こ
の

運
動
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
河
内
先
生
、
も
し
、

た
だ
い
ま
の
件
に
関
連
し
て
ご
発
言
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
し



ま
す
。

O
大
河
内

私
も
、
感
覚
と
い
う
か
、
経
験
と
い
う
か
、

し
ろ
い

ろ
ご
意
見
も
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
諸
条
件
も
違
う
と
思
い
ま
す

が
、
基
本
的
に
ヒ
ュ

ー
マ
ン
リ
ソ
ー
ス
と
い
う
か
、
優
先
順
位
、

あ
る
い
は
人
的
資
源
が
檀
家
の
中
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、

そ
う
い
う
お
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
見
、
ま
ず
第

一
の
ヒ
ュ

ー
マ
ン
リ
ソ
ー
ス

(
人
材
)

す
が
、
地
域
活
動
を
し
て
い
く
と
き
の
お
寺
に
集
う
仲
間
の
人
た

ち
、
そ
れ
か
ら
檀
信
徒
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど

一
致
し
ま
せ
ん
。
と

い
う
の
は
、
檀
信
徒
の
方
が
も
っ
て
い
る
お
寺
へ
の
期
待
と
い
う

も
の
と
、
実
際
に
地
域
活
動
し
て
い
る
人
の
感
覚
と
い
う
の
は

全
然
違
う
。
い
ま
也
、

お
寺
に
相
談
に
来
な
い
の
は
当
た
り
前
の
こ

と
で
あ
っ
て
、
社
会
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
機
能
が
あ
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、

お
寺
に
そ
の
機
能
を
求
め
て
い
な
い
と
い
う
か
、

う
い
う
こ
と
を
相
談
す
る
の
だ
っ
た
ら
役
所
に
行
け
と
か
、
金
が

な
け
れ
ば
サ
ラ
金
に
行
け
よ
と
か
、

そ
う
い
う
現
実
の
中
で
お
寺

に
来
る
と
い
う
の
は
、
よ
ほ
ど
限
ら
れ
た
ケ
ー
ス
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
私
も
あ
え
て
、
檀
信
徒
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
り
ま

し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
言

っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
や
は

り
あ
る
意
味
、
宗
教
と
市
民
活
動
と
い
う
も
の
を
い
ま
の
時
点
で

は
別
に
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
私
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ

〉つに、

理
念
、
四
諦
八
正
道
の
話
と
か
、
縁
起
の
話
と
か
、

そ
う

い
っ
た
こ
と
は
、
私
が
市
民
活
動
を

一
緒
に
す
る
人
た
ち
に
対
し

で

て
事
あ
る
ご
と
に
話
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
よ
っ
て

わ
か
ら
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
市
民
活
動
を
し

て
い
る
と
何
か
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
、
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あ
る
い
は
そ
れ
に
感
じ

て
、
問
題
解
決
の
た
め
に
取
り
組
む

た
だ
取
り
組
む
だ
け
だ
っ

た
ら
、
自
分
が
そ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
だ
け
で
な
く
て
、

ど

う
や
っ
て
変
え
て
い
こ
う
か
と
か
、

ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
と

原
因
を
追
求
し
た
り
、

そ
の
彼
ら
の
活
動
こ
そ
が

お
経

，-、、，
M

、

ふ
J
ふ
J

そ

を
読
ん
で
い
る
お
坊
さ
ん
以
上
に
仏
教
的
生
き
方
な
の
だ
と
い
う

こ
と
で
付
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が

一
つ
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
実
際
に
、
私
は
そ
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
で
い

ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と
つ
な
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。
不
登



校
の
問
題
が
あ
れ
ば

そ
う
い
う
専
門
家
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
機
関
が
あ
っ
た
り
、

そ
れ
か
ら
本
当
に
別
に
資
格
は
な
い
の
だ

け
れ
ど
も
、

と
に
か
く
何
時
か
ら
何
時
ぐ
ら
い
ま
で
の
何
時
間
、

た
だ
、
話
を
聞
い
て
あ
げ
る
お
ば
さ
ん
が
い
た
り
、

そ
う
い
う
人

た
ち
と
い
か
に
き
ち
ん
と
し
た
関
係
を
つ
く
る
か
と
い
う
こ
と
が

す
ご
く
大
事
な
の
で
す
。
そ
う
い

っ
た
こ
と
を
し
て
い
く
中
で
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
も
の
が
つ
く
っ
て
い
け
る
の
だ
と
思
う
の

で
す
。

た
だ
し
、

肩
書
き
や
立
場
だ
け
で
判
断
す
る
の
は
ち
ょ

っ
と
危

険
で
す
。
と
く
に
人
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は

知
識
や
能
力
以
上
に
、
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
だ

と
い
う
こ
と
を
、
痛
感
し
て
い
ま
す
。

実
際
に

一
つ
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
い
う
と
き
に
は
、
先

ほ
ど
申
し
ま
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
の
が
大
切
で
す
。
ビ
ジ
ョ
ン

と
い
う
の
は

一
つ
の
理
念
で
す
。
ど
う
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
、

ど
う
い
う
世
界
観
を
も

っ
て
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
こ
の
人
を
も
っ
て

い
く
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
は
、
福
祉
で
あ
ろ
う
と
、

環
境
で
あ
ろ
う
と
、
人
権
で
あ
ろ
う
と
、
結
構
、
人
に
よ

っ
て
ま

ち
ま
ち
な
の
で
す
。
で
す
か
ら

そ
う
い
っ
た
意
味
で
満
足
す
る

仲
間
、

そ
ち
ら
に
合
う
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
か
に
つ
く

る
か
、
例
え
ば
行
政
と
か
も

い
ろ
い
ろ
私
達
も
子
ど
も
の
問
題

と
か
を
抱
え
て
お
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、

そ
れ
で
は
児
童
相
談
所

な
ど
な
い
の
で
す
ね
。
児
童
相
談
所
は
誰
々
だ
っ
た
ら
そ
の
こ
と

は
わ
か
る
と
か
、

ど
こ
ど
こ
健
康
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
誰
々
保

健
師
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
こ
の
問
題
を
ち
ゃ
ん
と

一
緒
に
考
え
て
く

れ
る
と
か
、
あ
と
、

一
般
の
市
民
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
労
働
問
題

だ
っ
た
ら

一
緒
に
つ
い
て
き
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う
な

丘一
.u

p
h
u
 

し
λ
J
い

ろ
な
分
野
の
中
で

一
緒
に
活
動
で
き
る
仲
間
と
い
う
の
は
結
構
限

ら
れ
て
く
る
の
で
す
ね
。
地
域
の
人
た
ち
に
聞
い
て
も
み
ん
な
そ

う
で
す
。
機
関
で
は
な
い
、

立
場
で
は
な
い
、
や
は
り
そ
の
人
な

の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
ま
ず
先
に
し
て
い
か
な
い
で
、
檀
家
の
中
に
い
る
か

ら
と
い
う
の
で
い
っ
て
し
ま
う
と
、

こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
の

で
す
。
笑
際
に
本
当
に
自
分
の
問
題
解
決
を
し
て
い
く
に
は
と
て

も
難
し
い
。
そ
の
た
め
に
や
は
り
、
自
分
も
い
ろ
い
ろ
と
好
余
曲

折
で
、

失
敗
も
た
く
さ
ん
し
ま
し
た
し
、
人
に
迷
惑
を
た
く
さ
ん



か
け
て
き
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
こ
と
も
含
め

て
、
や
は
り
自
分
の
感
覚
と
感
性
を
磨
い
て

そ
れ
か
ら
創
造
力

を
磨
い
て
、
実
際
に
あ
と
は
ど
れ
だ
け
の
知
識
を
そ
の
中
で
積
み

上
げ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
か
ら
始
め
た
方
が
私
は
い
い

と
思
い
ま
す
。
誰
か
い
る
か
ら
と
か
、

た
だ
立
場
と
か
役
職
と
か
、

そ
れ
だ
け
で
人
と
い
う
の
は
つ
な
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の

が
実
感
で
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
の
若
麻
績
先
生
、
並
び
に
大
河
内
先
生
か
ら
の
フ
ロ

ア
か
ら
の
ご
意
見
や
ご
質
問
に
対
す
る
お
答
え
、
大
変
重
要
な
問

題
を
提
示
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

要
す
る
に
お
守
を
拠
点
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
住
職
の
対
社

会
的
な
活
動

そ
れ
を
大
河
内
先
生
は
、
市
民
活
動
と
お
っ
し
ゃ

ら
れ
ま
し
た
が

そ
う
し
た
市
民
活
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う

も
の
と
、

一
万
で
は
檀
家
と
寺
と
い
う
信
仰
を
媒
介
に
し
た
組
織

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
か
、
と
い
う
と

言
い
方
が
悪
い
の
で
す
が
、
具
体
的
、
社
会
的
な
実
践
の
中
で
ど

の
よ
う
に
棲
み
分
け
を
し
な
が
ら
、
よ
り
有
効
に
機
能
さ
せ
て
い

》

、

く
カ

こ
れ
は
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
経
験
や
ら
ま
た
地
域
の

事
情
や
ら
、

そ
の
寺
の
檀
家
と
の
関
係
等
々
に
よ
っ
て
、

え
」
宇
品
』
C

ま
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

た
だ
い
ま
の
ご
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る

お
答
え
の
中
か
ら
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
っ
た
ら
よ
い

か
と
い
う
点
で
、
何
か
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
伺
い
た
い
と
思

い
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

そ
れ
で
は
松
藤
先
生
、
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お
願
い
し
ま
す
。

O
松
醸

先
ほ
ど
の
お
寺
を
開
い
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

か
と
い
う
こ
と
で
、

-
つ
興
味
深
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
正
確
な

数
字
を
も
っ
て
き
て
い
な
い
の
で
、
向
分
の
パ
ソ
コ
ン
資
料
の
中

に
あ
っ
た
分
だ
け
で
す
が
、

日
本
全
国
で
「
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い

サ
ロ
ン
」
と
い
う
の
が
、
大
体
四
万
箇
所
ぐ
ら
い
あ
る
と
思
い
ま

す
。
四
万
問
所
の
中
の
三
万
箇
所
以
上
が
高
齢
者
を
中
心
と
し
た

「
ふ
れ
あ
い
サ

ロ
ン
」
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

い
ま

急
激

に
伸
び
て
い
る
の
が
「
複
合
型
」
と
い
う
も
の
で
、

お
年
よ
り
と



子
育
て
中
の
主
婦
と
障
害
者
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
形
で
の

「ふ
れ
あ

い
サ
ロ
ン
」
と
い
う
の
が
急
激
に
伸
び
つ
つ
あ
っ
て
、
数
字
と
し

て
は
ま
だ
、

そ
れ
で
も
三
千
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、

一
割
に
は
満
た

な
い
の
で
す
が
、

で
も

四
万
の
う
ち
の
三
千
と
い
う
の
は
結
構

大
き
い
数
字
で
す
の
で
、
こ
れ
は
将
来
的
に
は
小
規
模
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
が
全
部
複
合
型
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
こ
の

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
が
複
合
型
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
で
す
が
、

そ
の
う
ち
の
二
五
%
は
社
会
福
祉
協
議
会
が
や
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
で
、

い
ま
現
在
急
激
に
伸
び
て
い
る
の
が

J
A
、
生
活
共
同
組
合
さ
ん
が
や
っ
て
い
る
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
が

急
激
に
伸
び
て
、
も
の
す
ご
く
人
を
集
め
て
い
ま
す
。
特
に
北
海

道
を
中
心
に
し
て
も
の
す
ご
く
集
め
て
い
ま
す
。

い
ま
、
こ
の
「
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」
に
注
目
を
し
て
研
究
し
て

い
る
の
が
、
私
達
で
は
な
く
て
コ
ン
ビ
ニ
さ
ん
で
す
。
私
が
「
ふ

れ
あ
い
サ
ロ
ン
」
の
研
究
で
も
の
を
書
い
て
い
た
こ
と
で

コ
ン

ビ
ニ
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
て
、
特
に
ロ

ー
ソ
ン
は
も
の
す
ご
く
研
究
を
し
て
い
て
、

こ
れ
か
ら
の
高
齢
化

社
会
に
向
か
っ
て
コ
ン
ビ
ニ
を
サ
ロ
ン
化
し
て
い
く
と
い
う
の
を

ロ
l
ソ
ン
は
ど
う
も
目
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

ロ
l
ソ
ン
は
実
は
西
日
本
に
強
く
て
、
東
日
本
に
強
い
の
は
セ

ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
で
、

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
は
こ
れ
の
研
究
も
し
て
い

る
の
で
す
が

そ
れ
で
は
な
く
て
、
宅
配
化
を
目
指
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
逆
な
の
で
す
。
出
向
い
て
い
っ
て
、
相
談
事
や
御
用
聞

き
を
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
ど
ち
ら
が
成
功
す
る
か
、

私
達
も
注
目
な
の
で
す
が
、
確
実
に
西
日
本
の
あ
る
地
域
で
サ
ロ

ン
化
し
た
ロ

l
ソ
ン
が
幾
っ
か
出
て
き
て
、
先
日
も
テ
レ
ビ
で
取
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り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
次
に
そ
の
サ
ロ
ン
を
目
指
し
て
い
る

の
が
、
郵
便
局
で
あ
り
ま
す
。
郵
便
局
が
民
営
化
さ
れ
た
と
き
に

郵
便
局
は
サ
ロ
ン
化
を
目
指
す
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
で
い
わ
ゆ
る
営
利
の
企
業
が
そ
う
い
う
サ
ロ
ン
を
開
い
て

い
っ
て
、
自
由
に
集
う
場
所
を
提
供
し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
い

っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
何
ら
か
の
寺
院
の
皆
さ
ん
の
ヒ
ン
ト

に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
サ
ロ
ン
と
い
，
つ
も
の
は
、

高
齢
者
が
当
然
中
心
で
す
が
、
あ
と
は
複
合
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
人

が
自
由
に
寄

っ
て
く
る
。

コ
ン
ビ
ニ
で
す
か
ら
、
ど
う
い
う
こ
と



を
示
唆
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

二
四
時
間
サ
ロ
ン
化
で
す
。
好

き
な
時
間
に
サ
ロ
ン
が
聞
か
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
れ

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
起
き
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、

と、、

う
こ
と
に
私
達
は
少
し
注
目
し
て
い
ま
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
貴
重
な
情
報
と

し
て
、

コ
ン
ビ
ニ
あ
る
い
は
郵
便
局
の
サ
ロ
ン
化
が

一
層
進
ん
で

い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
だ
予
定
さ
れ
た
時
刻
に
は
若
干
余
裕
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も

フ
ロ
ア
か
ら
も
ご
意
見
、
ご
質
問
が
な
い
よ
う
で
す
の
で

こ
の

辺
で
ま
と
め
に
は
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
の
若
干
の
感
想
を

申
し
上
げ
、
ご
一
緒
に
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
ご
質
問
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
ど
も
、
共

同
研
究
班
が
仏
教
福
祉
な
い
し
は
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
こ
と
を

掲
げ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま

し
て
、
仏
教
を
基
本
に
し
た
社
会
福
祉
も
し
く
は
福
祉
活
動
、
こ

こ
に
焦
点
化
し
て
お
り
ま
す
。
仏
教
が
本
来
指
向
す
べ
き
本
丸
と

い
い
ま
し
ょ
う
か
、
個
々
の
内
面
の
救
い
、
信
仰
の
問
題
、

ネ
ミ
」

に
き
ち
ん
と
寄
り
添
っ
て
い
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
一
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
葬
祭
・
仏
事
等
が

今
後
と
も
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
、

我
々
の
共
同
研
究
班
も
全
く
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
従
来
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
個
人
の
内
面
の
救
い
と
い

う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
結
果
、
や
や
も
す
る
と
、
対
社
会
的
な
視
点

や
活
動
と
い
い
ま
す
か
、
先
ほ
ど
の
大
河
内
先
生
の
お
話
と
の
関

連
で
申
し
ま
す
と
、
社
会
が
病
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
社
会
が
産

み
落
と
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
現
実
の
問
題
、

そ
の
現
実
の
問
題

と
ど
の
よ
う
に
社
会
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
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や
は
り
内
面
の
救
い
の
問
題
と
合
わ
せ
て
、
常
に
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
時
に
ま
た

で
き
る
こ
と
か
ら
実
践
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
の
よ
う
な

視
点
に
立
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
ご
理
解
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、

そ
う
し
た
社
会
的
な
実
践
と
い
う
際
に
、
先
ほ
ど
の
若

麻
績
先
生
、
大
河
内
先
生
の
お
話
で
す
と
、

い
ず
れ
も
浄
青
で
の

ご
体
験
、
こ
れ
が
そ
の
先
の
社
会
的
な
活
動
の
中
に
生
か
さ
れ
、

社
会
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
問
題
に
着
眼
す
る
、
あ
る
い
は
そ
こ



に
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
若
い
時
代
に
痛
切
に
一
つ
の

思
い
を
お
も
ち
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
引
き
金
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
従
い
ま
し
て
、
浄
汗
の
活
動
の
重

要
性
と
と
も
に
、
宗
侶
の
長
成
、
若
い
将
来
を
担
う
教
師
の
養
成

シ
ス
テ
ム
の
小
に
社
会
の
問
題
に
対
す
る
認
識
を
助
長
し
て
い
く

よ
う
な

そ
う
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
が
よ
り

一
層
求
め
ら

れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ま
た
、
寺
院
を
拠
点
と
す
る
と
い
う
場
合
の
寺
院
に

つ
い
て
、
共
存
在
と
し
て
の
寺
院
と
い
う
大
河
内
先
生
の
ご
発
題

が
あ
り
ま
し
た
。
共
序
在
と
し
て
、
共
に
生
き
る

そ
の
場
と
し

て
と
い
う
意
味
だ
と
す
る
な
ら
ば

こ
れ
は
や
は
り
寺
院
が
公
共

の
器
と
し
て
の
役
割
を
発
閉
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
実
際
は
い
ろ
い
ろ
ク
リ
ア

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
々
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が

も
そ
も
の
寺
院
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、

公
共
の
総
と
し
て
の
寺
院
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
も
う

一
度、

見
直
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
教
師
と
し
て
の
視
点
や
実
践
と
い
う
こ

と
で
い
え
ば
、
「
個
」
と
か
「
自
己
」

か
ら
「
他
者
へ
」
あ
る
い

は

「
公
共
へ
」

と
い
う
踏
み
出
し
方
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し

た
が
い
ま
し
て
、
私
ど
も
は
自
分
自
身
の
信
仰
を
よ
り
深
め
、
よ

り
確
か
な
も
の
に
す
る
よ
う
精
進
す
る
と
同
時
に
、

そ
の
こ
と
が

社
会
と
の
か
か
わ
り
を
よ
り
強
め
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

く
よ
う
な

そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
来
の
お
話
の
中
に
も
、
教
師
が
、
あ
る
い
は
住
職
が

寺
院
の
い
わ
ば
福
祉
や
教
育
や
環
境
、
文
化
的
な
活
動

Q
d
 

Fh
d
 

そ
う
し

た
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
!
と
し
て
、
あ

る
い
は
ま
た
サ
ボ

l
タ
!
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
く
‘
こ
の

こ
と
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
お
三
万
の
ご
発
題
の
中
か
ら
学
び

得
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ

時
代
は
ま
さ
に
宗
教
、
と
り
わ
け
仏
教
や
寺
院
に
対
し
て
厳
し

い
目
と
同
時
に

一
方
で
は
社
会
的
に
貴
重
な
資
源
と
し
て
の
期

侍
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
思

い
を
い
た
し
て
、
浄
土
宗
と
い
う
.
教
団
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

仏
教
界
が
さ
さ
や
か
で
も
清
実
に
尖
践
の

一
歩
を
踏
み
出
し
て
い



く
、
そ
う
い
う
機
会
を
確
認
す
る
よ
う
な
場
に
な
れ
ば
幸
い
だ
と

思
い
ま
す
。

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
主
催
す
る
仏
教
福
祉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

雨
の
中
を
こ
う
し
て
最
後
ま
で
ご
参
加

お
つ
き
合
い
を
く
だ
さ

い
ま
し
た
フ
ロ
ア
の
皆
様
方
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
同
時
に
、
き

ょ
う
、
ご
多
用
の
中
を
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま

し
た
お
三
人
の
講
師
の
先
生
方
に
心
か
ら
感
謝
の
拍
手
を
お
送
り

し
て
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

(
拍
手
)
。
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い
ま
す
。



日
本
的

-
仏
教
的
要
素
を
加
え
た
ス
ピ
リ
チ
ユ

ア
ル
ケ
ア
論

四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
専
任
講
師

は
じ
め
に

近
代
ホ
ス
ピ
ス
の
母
で
あ
る
シ
シ
リ
1
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
の
提
唱

に
基
づ
い
て
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
分
野
で
は

四
つ
の
ぺ
イ
ン

が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
的
、
心
理
的
(
精
神

的
)
、
社
会
的
、

そ
し
て
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
で
あ
る
。
日
本
に
お

い
て
も

ホ
ス
ピ
ス
の
普
及
と
相
ま
っ
て
、
医
療
の
世
界
に
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

世
界
保
健
機
関
の

一
九
九
八
年

一
月
の
第

一
O
一
固
執
行
理
事

会
で
、
健
康
の
定
義
に
告

5
Eω
一
と
己
可

E
E
の
の
二
語
が
追
加

谷

山

洋

さ
れ
た
改
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
案
は
総
会
で
の
採
択

まに
す至
まら
すな
高か
まつ
っ た
ても
し'_の
るムの

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
関
心
は

こ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
で
の
仏
教
か
ら
の
試
み
と
し
て
は

ハ
l
ラ
運
動

・
ビ
ハ

l
ラ
活
動
が
代
表
的
で
あ
る
が

ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
議
論
は
ま
だ
深
ま
っ
て
い
な
い
。
本

論
の
目
的
は
、

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ぺ
イ
ン

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ

ア
に
つ
い
て
の
圏
内
の
議
論
を
確
認
し
た
上
で
、
臨
床
現
場
に
対

応
可
能
な
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

な
お
、
苦

E
Em一
と
い
う
語
は
、

「霊
的
」
「
宗
教
的
」
「
実
存

的」

「
精
神
的
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
決
定
的
な
訳
語
は
な
く
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本
稿
で
は
カ
タ
カ
ナ
で
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」

(2) 

と
表
記
す
る
。

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
も
訳
さ
ず
に
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
。

ま
た
筆
者
が
基
礎
と
す
る
の
は
初
期
仏
教
で
あ
り
、
本
論
に
お
い

て
は
、

い
か
な
る
宗
派
に
お
い
て
も
、
ま
た
宗
派
の
枠
を
越
え
て

議
論
で
き
る
よ
う
な
材
料
を
提
供
し
た
い
。

先
行
研
究

ま
ず
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
/
ケ
ア
に
つ
い
て
の
国
内
で
の

代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
窪
寺
俊
之
、
村
田
久
行
、

そ
し
て
河
正

子
の
論
考
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
次
に
、
今
後
こ
れ
ら
の
「
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ム
」
に
対
抗
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
論
者
と
し
て
、
大

下
大
園
、
井
上
ウ
ィ
マ
ラ

そ
し
て
伊
藤
向
車
の
論
考
を
紹
介
す

る〈窪
寺
俊
之
〉

国
内
の
第

一
人
者
と
言
う
べ
き
窪
寺
は
、
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

(3) 

以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

ケ
ア
学
序
説
』
の
冒
頭
で
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
は
、
肉
体
的
苦
痛
、
精
神
的
苦

痛
、
社
会
的
苦
痛
の
緩
和
と
並
ん
で
、
患
者
の
Q
O
L
を
高

め
る
に
は
不
可
欠
な
ケ
ア
で
、
特
に
死
の
危
機
に
直
面
し
て

人
生
の
意
味
、
苦
難
の
意
味
、
死
後
の
問
題
な
ど
が
問
わ
れ

始
め
た
と
き
、

そ
の
解
決
を
人
聞
を
越
え
た
超
越
者
や
、
内

面
の
究
極
的
自
己
に
出
会
う
中
に
見
つ
け
出
せ
る
よ
う
に
す

る
ケ
ア
で
あ
る
。
日
常
生
活
で
は
、
知
性

・
理
性
な
ど
合
理

性
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

は
、
日
常
生
活
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
目
に
見
え
な
い
世
界
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や
情
緒
的

・
信
仰
的
領
域
の
中
に
、
人
聞
を
超
え
た
新
た
な

意
味
を
見
つ
け
て
、
新
し
い

「
存
在
の
枠
組
み
」
「
自
己
同

一
性
」
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る

窪
寺
は
固
有
の
風
土
、
社
会
、
思
想
、
信
仰
を
包
摂
し
た
形
成
構

造
を
提
起
し
て
お
り

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
概
念
の
理
解
に
は

大
い
に
役
立
つ
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
機

能
に
つ
い
て
も
図
式
化
さ
れ
、

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
の
理
論
化

(
4
)
 

に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
(
図
こ
。
し
か
し
ケ
ア
論
に
お
い
て

は、

「危
機
」
「
超
越
有
」

「信
仰
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的

・
神



学
的
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
印
象
が
否
め
ず
、
日
本
的
と
い
う
点

に
お
い
て
は
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。「
超
越
者
」
「
内
的
自

(
5
)
 

己
」
と
い
う
上
向
超
越

・
内
向
超
越
(
図
二
)
だ
け
で
は
、
日
本

1危鍋によって盟関曹に現れる

2 危機と，.人生磨支えてい仕土台
が酬亀町宮る体厳

3 暫稼珊組問反応そ示~ (不安

怨倫副担感忽ど}

ペインの中島ま，.省学的 宗較

的問Hいをもっ{人生の.除目

的死後の笠命男質感広ど)

5ペインの解澗を求めるととが

必I!と悠る

図 1 rスピリチュアリテイ」と「スピリチュアルペインJ の関係(窪寺)

教歴ず対ウ 介論提補でて羅ル人
的史、人ンケすで起 完 にいでケの
建的自援セアるもしす、たきアス
造も 然助 リ の。そてる窪筆なのピ
物し・にン方 のお(構寺者い構 リ
な く芸限グ法 図り旦造理はと造チ
どは術定的を を、図論、感をユ
に宗 ・せ なカ 紹本ををすじ網ア

1 べインの解測を必痩(ニー

ズ)としている状思
2 ベインの解消こ，.鍵..."与も

の(自己d汐りや究鍾的広包

の(自分のゆ)1ζ求める

3組息霊的認ものや突極的忽もの

との出会い(発見気づき

幡町

1生命保存の性質， ~べての人の生得的性信

3 その佐賀{率五感心理的

狸"を超える('"り悠ど}

「外的他者(超越者)への関心j

9完全忽自由

8超超者との一裁帰一

7自己献身

6慣じる(自己控企)

5.1買得欲求

4超越者への知的願望

3憧領(慣れ)

2聞待
1超越吾への関 b

4二入
自己由生きる憲昧‘目的画値の潔究

自己の人生との実存的出会い

自己の人生の豊富

尭盟、浬化の壇古い

1自己白人生への聞凸

2自己の人生への疑問

3自己と由緒園、苦悩葛輯

4自己の生の束"からの解依

願望、期間

5自己の生白目的、意隊晒

圃への媛問探求

6輿の自己の尭見

7自己の生の承認、豊富

B自己の申に永遣の尭見

9永遭真理充実に生きる

タ
ス
キ
ル
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

「内的自己への間心j

一一一一一一一一一一一一ーJ

外的他者と内的自己への関心の度合い(窪寺)

よ
る
ケ
ア
を
含

ん
で
い
る
に
点

は

ス

ピ

リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

理
解
の
広
さ

・

深
さ
を
感
じ
さ

せ
る
。
ケ
ア
提

供
者
の
教
育
に

つ
い
て
は
、

ス
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図2

キ
ル
よ
り
も
メ

ビ
ハ
|
ラ
僧
や
チ
ャ
プ
レ
ン
な

ど
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
専
門
職
養
成
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

〈村
田
久
行
〉

現
在
、
看
護
師
等
医
療
者
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
「
村
田
理
論
」

は
、
『
臨
林
看
護
』

二

O
O四
年
六
月
の
特
集
に
詳
し
く
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
村
田
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
端
的
に
「
生
き

る
意
味
へ
の
援
助
」

と
表
現
し

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
の
構



(7) 

造
理
解
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
。
村
田
は
、

ま
ず
終
末
期
が
ん
患
者
の
抱
え
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ

ン
を
「
自
己
の
存
在
と
意
味
の
消
滅
か
ら
生
じ
る
苦
痛
」
と

定
義
し
、
そ
の
構
造
を
人
間
存
在
の
時
間
存
在
、
関
係
存
在
、

自
律
存
在
の
三
次
元
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
の
構
造
解
明
を
基
礎
と
し
て
、
援
助

プ
ロ
セ
ス
の
枠
組
み
に
従
っ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ア
セ
ス
メ

ン
ト
と
ケ
ア
の
方
法
を
開
発
(
中
略
)

そ
し
て
、
臨
床
現
場

で
の
実
践
と
フ
ィ
ー
ド

パ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
て
き

村田理論に基づく人間存在を支

える三本の柱(小;事)

た
。
村
田
理
論
に
基
づ
い

て
小
津
竹
俊
が
明
解
な
図

(を
凶(
三旦提
。 示

時 し間
存
在

関

1ρ 

て

る

係
存
在

・
自
律
存
在
の
三

要
素
を
人
間
存
在
を
支
え

る
三
本
の
柱
と
し
て
喰
え

図 3

て
お
り

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ペ
イ
ン
の
所
在
と
ケ
ア
の
方
向
性
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
。

(
9
)
 

こ
の
図
に
つ
い
て
小
潔
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

村
田
理
論
で
は
、
「
安
定
し
た
」
人
の
存
在
は
、
水
に
浮

か
ぶ
水
平
な
平
面
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
・
こ
の
平
面

を
支
え
て
い
る
の
が
、

三
つ
の
柱
(
時
間
存
在
、
関
係
存
在

自
律
存
在
)

で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
柱
が
太
く
安
定
し
て
い

る
と
き
、
人
の
存
在
で
あ
る
平
面
を
水
平
に
保
つ
こ
と
が
で

き
る
。
過
去
の
経
験
か
ら
将
来
へ
向
け
て
今
を
生
き
よ
う
と

す
る
時
間
存
在
の
柱
、
大
切
な
人
と
の
関
係
性
か
ら
強
く
生

- 64-

き
ょ
う
と
す
る
関
係
存
在
の
柱
、

そ
し
て
自
己
決
定
で
き
る

自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
自
律
存
在
の
柱
が
、
人
間
と
い
う

存
在
の
基
礎
と
な
っ
て
存
在
そ
の
も
の
を
安
定
す
る
(
こ
こ

で
は
平
面
が
安
定
し
た
水
平
で
あ
る
)
力
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
各
存
在
の
柱
が
太
く
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
多
少
の
揺

れ
が
生
じ
て
も

平
面
が
傾
い
て
水
に
つ
か
る
心
配
は
な
い
。

も
し
、

い
ず
れ
か
の
柱
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
ら
(
ぺ
イ
ン
)
、

そ

の
柱
を
補
修
す
る
か
も
し
く
は
他
の
柱
を
強
化
す
る

(
ケ
ア
)
と

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
事
例
と
共
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。



村
田
理
論
の
問
題
点
は

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
要
素
の
中

で
実
存
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
超
越
性
が
弱
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ケ
ア
の
実
際
を
紹
介
す
る
中
で
「
死
を
も
超
え
た
」

と
い
う
表
現
が
何
度
も
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
宗
教
性
を
排
除

し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
超
越
性
ま
で
も
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
し

ま
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た

ケ
ア
提
供
者
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
死
生
観
を
含
ん
だ

自
己
覚
知
に
も
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
般
的
に
ス
キ
ル
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ス
キ
ル
は
、
消
極
的
傾
聴
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
関
与
す
る
医
療
者
全
般

を
ケ
ア
提
供
者
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。

〈河
正
子
〉

文
献
レ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い
て
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
基
本

(ω) 

構
造
を
考
察
し
て
い
る
。
特
に
次
の
点
が
興
味
深
い
。

個
人
が
探
求
す
る
対
象
と
し
て
超
越
的
な
も
の
、
他
者
/

環
境
事
象
、
内
的
自
己
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
対
象
へ
の
方
向

性
と
統
合
の
レ
ベ
ル
を
包
括
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り

個
人
の
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
特
徴
を
理
解
す
る

一
つ
の

視
点
と
な
り
得
る
と
示
唆
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
圏
内
の
が
ん
患
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
通
し

て
、
欧
米
の
文
献
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
と
は
異
な
る
結

果
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
「
内
的
自
己
」
だ
け
で
な
く
、

「
外
的
な
/
物
理
的
な
存
在
と
し
て
の
自
己
」

の
位
置
づ
け
が
あ

る
こ
と
、
「
超
越
し
た
存
在
」
と
の
関
係
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い

(日
)

こ
と
」
で
あ
る
。
ま
た
「
自
分
以
外
の

「他
者
と
の
関
係
」

域
に
含
ま
れ
た
も
の
は
、
家
族
や
周
囲
の
人
で
あ
り
、
自
然
や
杜

(は
)

会
の
よ
う
な
大
き
な
シ
ス
テ
ム
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
」
。

河
は
「
理
想
や
期
待
の
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
に
注
目
し
て
、

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
る
苦
痛
を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ぺ
イ
ン
の
主
要

な

一
因
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
対
応
と
し
て
、

ギ
ャ
ッ
プ
の
統
合
を
方
向
性
と
し
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
模

索
し
て
い
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
概
念
構
造
を
図
式
化
し

(U
)
 

(
図
四
)
、
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
し
て
い
る
要
素
の
主
要
な

も
の
の

一
つ
に
、
神
・
自
己

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
と
自
身

の
領

F
h
d
 

ハ

b



E今

同lp
t 

~
叫

Eつ
r~ りどころ J としての探求の対象

スピリチュアリティの概念構造(河)

と
の
関
係
性
を
示
す

「統

合
の
レ
ベ
ル
」
が
あ
っ
た
。

高
い
レ
ベ
ル
は
、

統
合
化

t 

さ
れ
た

(
一
コ
円
。
関
門
何
回
円
。
己
)

意
味
を
見
出
せ
る
状
態
で

あ
る
、

そ
の
対
極
と
し
て

の
低
い
レ
ベ
ル
は
、
孤
立

し
た
、
関
係
性
の
喪
失
し

図4

た
状
態
と
位
置
づ
け
ら
れ

た
。
も
う

一
つ
の
構
成
要
素
は
、
「
探
求
の
方
向
性
」

で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
個
人
が
生
き
る
意
味
を
何
に
求
め
る
の
か
、

「
拠
り
ど
こ
ろ
」

信
頼
を
お
こ
う
と
す
る
対
象
が
何
で
あ
る
か
、

す
な
わ
ち

の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。
個
人
の
ス
ピ
リ

チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
何
を

拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
求
め

そ
の
対
象
と
の
関
係
性
は
ど
の

け
ら
れ
る
。

程
度
の
統
合
の
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
の
か
に
よ
っ
て
特
徴
づ

こ
の
構
造
概
念
は
、
窪
寺
理
論
に
類
似
す
る
部
分
も
あ
る
が

「他
者
や
環
境
事
象
」
を
拠
り
ど
こ
ろ
の
対
象
と
し
て
認
め
、

さ

ら
に
統
合
の
レ
ベ
ル
と
い
う
要
素
と
関
連
づ
け
て
い
る
と
い
う
点

が
興
味
深
い
。
統
合
の
レ
ベ
ル
を
高
め
る
こ
と
が
、

ス
ピ
リ
チ
ユ

ア
ル
ケ
ア
に
繋
が
る
(
も
し
く
は
ケ
ア
そ
の
も
の
)
と
い
う
大
き

な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

〈
大
下
大
国
〉

大
下
は
、
心
理
学
(
特
に
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
)

ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
、

66 

そ
し
て
仏
教
(
特
に
真
言
密
教
)
を
基

調
と
し
て
理
論
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

(M) 

テ
ィ
の
領
域
を
三
点
に
ま
と
め
、
図
式
化
し
て
い
る
(
図
五
)
。

一
.
自
分
の
内
面
世
界
を
深
め
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

二
.
自
分
以
外
の
他
者
と
の
関
連
で
深
め
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ

三
.
自
分
や
他
者
を
越
え
た
存
在
(
神
仏
、
宇
宙
、
自
然
な

ど
)
で
深
め
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

三
つ
の
要
素
は
河
が
提
示
し
た
図
四
と
共
通
点
が
あ
り
、
両
者

と
も
、
窪
寺
が
明
示
し
な
か
っ
た
現
実
的
次
元
を
取
り
入
れ
て
い



神・仏宇宙・自然忽どの関連での深まり

自分の外との関連での深まり

私の内薗での深まり

的
特
徴
だ
け
で
な
く
、

る

本
Am

七
九
、

河
が
「
統

合
」
と
表
現
し
た
方
向
性

を
、
大
下
は

「
深
め
る
」

スピリチュアリティの領域(大下)

と
表
現
し
て
い
る
よ
う
だ
。

大
下
の
視
点
は
、
危
機
介

入
の
対
人
援
助
ア
プ
ロ

l

チ
だ
け
で
な
く
、
膜
想
法

な
ど
に
よ
る
自
己
修
養
に

ま
で
広
が
り
を
も
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
「
修
行
」

図5

と
い
う
体
系
を
も
っ
仏
教

ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
と
の
親
和
性
も
伺

え
る
。
ケ
ア
の
対
象
も
広
げ
ら
れ
て
い
て
、
大
下
は
患
者
や
そ
の

家
族
だ
け
で
な
く
、
医
療
従
事
者
へ
の
ケ
ア
も
実
践
し
て
お
り
、

ま
た
青
少
年
育
成
や
教
育
分
野
に
も
そ
の
応
用
を
進
め
て
い
る
。

う
点
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
し
て
ケ
ア
提
供
者
自
身
も
対
象
者
と
同
時
に
癒
さ
れ
る
、
と
い

〈
井
上
ウ
ィ
マ
ラ
〉

井
上
は
、
自
身
の
上
座
仏
教
僧
と
し
て
の
隈
想
体
験
及
び
指
導

に
基
づ
い
て
、
精
神
分
析
を
中
心
と
し
た
心
理
学
(
特
に
ト
ラ
ン

ス
パ

ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
)

の
知
見
と
仏
教
の
智
慧
の
融
合
を
目
指

し
て
い
る
。
大
下
と
同
じ
く
高
野
山
大
学
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア

学
科
の
教
員
で
あ
り
、
立
脚
点
と
し
て
も
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
が
、
大
下
の
論
考
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ハ

l
ド
面

へ
の

広
が
り
を
感
じ
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
井
上
は
内
的
な
側
面
の
解

明
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

67 

井
上
の
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
仏
教
(
特
に
隈
想
法
)
を
メ
タ
ス
キ

ル
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
明
解
で
あ
り
、

か
つ
仏

教
の
教
義
や
技
法
を
心
理
学
や
心
理
療
法
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し

(
日
)

て
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
に
し
て
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
は
心
理
的
苦
痛
、
身
体
症
状

社
会
的
な
人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
に
絡

ル み
ケ あ
ア い
の な
構が
造 ら
を 現
以れ
下 る
の 」
図 も
六 の
で と
示 し
して
て 捉
し当( え

る~て

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア

井
上
は
、
終
末
期
の
患
者
が
抱
え
た
諸
問
題
の
原
因
を
、
当
人



明示的

暗黙的

伝
え
る
こ
と

いのち、存在、そのもの

の
幼
少
期
の
体
験
に
求
め

さ
ら
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と

子
育
て
を
結
び
つ
け
た
上
で
、

次
の
「
人
生
で
大
切
な
五
つ

スピリチュアリティの構造(井上)

の
仕
事
」
を
提
唱
し
、
臨
床

の
従
事
者
た
ち
に
分
か
り
ゃ

す
い
指
針
を
与
え
て
い
る
。

人
生
の
意
味
を
見
出

す
こ
と

自
分
を
許
し
、
他
人

を
許
す
こ
と

図6

「あ
り
が
と
う
」
を

「
大
好
き
だ
よ
」
と
一言
う
こ
と

四

「さ
よ
な
ら
」
を
告
げ
る
こ
と

五
〈伊
藤
高
市
〉

日
本
に
お
け
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
専
門
職
の
養
成
を
自
ら

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
い
る
伊
藤
は

キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
と
し

な
が
ら
も
、

B
E
E
-
E
R
U
な
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
論
調
は
、
「
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
」

の
議
論
に
対
し
て
批
判

的
で
あ
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
ぺ
イ
ン
の
問
題
へ
と
媛

小
化
し
、
そ
れ
を
治
療
し
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
方

向
性
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
、
見
え
な
い
も
の
に
目
を

向
け
、
果
て
し
な
い
も
の
を
希
求
し
、
不
可
知
の
も
の
を
信

い
し
ス
v
、

Q
u
 

phU 

と
い
う
人
間
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
能
力
を
見
損

な
っ
て
い
る
。

一
人

一
人
が
、

そ
の
人
な
り
に
、
有
限
な
命

を
生
き
る
自
分
の
意
味
を
、
苦
し
み
哀
し
み
つ
つ

(
ぺ
イ
ン

を
味
わ
い
つ
つ
)
掴
み
と
る
作
業
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

(口
)

を
見
守
り
支
え
る
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
「
適
応
に
向
け
て
ケ
ア
」
と

「
成
長
に
向
け
て
の
ケ
ア
」

の
二
種
に
分
類
し
、
前
者
を
医
療
現

場
に
お
け
る
対
人
援
助
的
ア
プ
ロ

ー
チ
、
後
者
を
専
門
職
遺
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
(
臨
床
牧
会
教
育
一

Q
E
g
-
-】

B
E
E
-
同
a
Z
2
2
0
コ、

(同
)

以
下
C
P
E
)
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
伊
藤
は

C
P
E



(ω) 

の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

精
神
分
析
家
の
訓
練
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
専
門
職
の
訓
練
も
、
研
修
生
自
身
が
そ
の
ケ

ア
の
対
象
者
と
な
る
経
験
を
経
て
、
初
め
て
可
能
に
な
る
。

質
の
高
い
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
を
受
け
た
も
の
は
、
「
そ

の
人
自
身
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
」
を
直
視
し
、

そ
れ
を
と

お
し
て
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
ケ
ア
力
を
養
っ
て
い
く
。
C

P

E
の
目
指
す
ケ
ア
は
、

ケ
ア
さ
れ
る
経
験
を
と
お
し
て
の

み
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

C
P
E
に
お
い
て
実
践
的
に
学
ば
れ
る
ケ
ア
の
ア
プ
ロ

l

チ
に
つ
い
て
、
「
各
自
の
課
題
の
明
確
化
(
の
E
ユ
2
2
t
oコ
)
、
不

十

分

な

取

り

組

み

の

姿

勢

や

自

己

認

識

へ

の

対

崎

(hg『
『

0
2
2
5ロ
)
、
真
撃
な
内
省
へ
の
支
持
(
∞
己
七
七
O
ス
)
」
と

分
類
し
て
い
る
。
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
が
実
施
し
て
い
る
消

極
的
傾
聴
で
は
な
く
、
積
極
的
傾
聴
を
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
専

門
職
に
求
め
て
い
る
。

〈ま
と
め
〉

ま
ず
「
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
」
の
窪
寺
、
村
田
、
河
の
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
を
ま
と
め
よ
う
。
窪
寺
は
超
越
者
と
の
関
係
に
基
礎
を

お
い
て
い
る
の
に
対
し
、
村
田
は
む
し
ろ
超
越
の
色
を
薄
め
て
、

存
在
論
哲
学
に
基
礎
を
お
く
。
河
は
、
現
実
の
日
本
人
が
ん
末
期

患
者
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
看
護
師
及
び
医
療
者
と
し
て
の
ア
プ

ロ
l
チ
を
模
索
し
て
い
る
。
三
者
の
共
通
点
は
、
臨
床
を
タ

l
ミ

ナ
ル
ケ
ア
及
び
そ
の
周
辺
に
絞
り
、
死
と
い
う
危
機
に
際
し
て
惹

起
さ
れ
る
苦
悩
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

日
げ

に
U

こ
れ
に
対
し
て
、
大
下
、
井
上
、
伊
藤
の
三
者
は
超
越
性
に
つ

い
て
積
極
的
で
あ
り
、
専
門
職
養
成
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
お
り

臨
床
を
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
限
定
し
な
い
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

ま
た

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
に
つ
い
て
も
、
比
較
的
広
義
の

捉
え
方
を
示
し
て
い
る
。
中
で
も
伊
藤
は
、

ぺ
イ
ン
の
扱
い
方
に

批
判
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
大
下
と
井
上
は
、

二

O
O六
年
度

に
開
設
さ
れ
た
高
野
山
大
学
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
学
科
の
教
員

で
あ
り
、
両
者
と
も
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
仏
教
の
統
合
(
も

し
く
は
仏
教
の
活
用
)
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
。



国
内
に
お
い
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
議
論
は

タ
ー
ミ
ナ

ル
ケ
ア

・
緩
和
ケ
ア
の
分
野
を
中
心
に
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い

る
。
こ
の
現
状
か
ら
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
が
、

し
か
し
な
が

ら
本
論
で
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
は
限
定
し
な
い
。
そ
し
て
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ペ
イ
ン
へ
の
対
応
と

し
て
限
定
す
る
こ
と
に
、
敢
え
て
異
論
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ

る

苦
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
に
つ
い
て
窪
寺
は
、
「
ス
ピ
リ
チ
ユ

ア
ル
ペ
イ
ン
と
は
、
人
生
を
支
え
て
い
た
生
き
る
意
味
や
目
的
が
、

死
や
病
の
接
近
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
経
験
す
る
、
全
存
在
的
苦

痛
で
あ
る
。
特
に
、
死
の
接
近
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
意
識
が

も
っ
と
も
意
識
さ
れ
、
感
情
的
、
哲
学
的
、
宗
教
的
問
題
が
顕
著

(引
)

に
な
る
」
と
定
義
し
、
村
田
は
端
的
に
「
自
己
の
存
在
と
意
味
の

消
滅
か
ら
生
じ
る
苦
痛
」
と
定
義
し
て
い
る
。

方

四
苦
八
苦
、

一
切
行
苦
の
「
苦
」

の
原
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
己
C
Y
R
2出

で
あ
り
、
中
村
元
に
よ
れ
ば
、

V

」

'
Y』
」

そ
こ
に
は
「
思
い
通
り
に
い
か
ぬ

(n) 

と
い
う
合
意
が
あ
る
と
い
う
。
窪
寺
や
村
田
の
定
義
は
、

死
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、

四
苦
八
苦
を
例
に
取
る
ま
で
も
な
く
、

仏
教
に
お
け
る
苦
は
死
に
限
定
さ
れ
な
い
。
人
生
に
お
い
て
い
つ

で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

医
療
と
い
う
枠
組
み
に
お

い
て
は
、
家
庭
や
仕
事
上
の
ト
ラ
ブ

ル
に
は
大
き
な
関
心
は
払
わ
れ
な
い
。
ま
し
て
や
、
生
き
る
こ
と

の
疑
問
や
死
の
意
味
を
考
え
る
と
い
っ
た
実
存
的
な
疑
問
は

そ

れ
が
ぺ
イ
ン
と
認
識
さ
れ
る
ま
で
は
関
心
が
払
わ
れ
な
い
し
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し

か
も
そ
の
現
場
が
そ
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
状
況
に
あ
る
と
は
限

ら
な
い

(
医
療
に
限
ら
ず
社
会
福
祉
や
教
育
の
現
場
も
同
様
だ
ろ

う
が
、
本
論
で
は
医
療
現
場
に
留
め
て
お
く
)
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
問
題
は
、
が
ん
末
期
患
者
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
。
他
の

末
期
患
者
も
、

そ
の
家
族
や
友
人
も
、

そ
し
て
末
期
患
者
な
く
と

も
慢
性
疾
患
、
難
病
、
障
害
を
負
っ
た
人
々
や
、
就
職
や
恋
愛
や

家
族
の
問
題
に
悩
む
人
々
、
親
し
い
人
と
の
別
離
を
経
験
し
た

人
々
に
と
っ
て
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

医
療
現
場
に
お
い
て
潜
在
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
に
つ



い
て
は
、
医
療
者
の
み
な
ら
ず
、
心
あ
る
宗
教
者
や
友
人
た
ち
に

よ
っ
て
ケ
ア
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
専
従
も
し
く
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
ビ
ハ

l
ラ
実
践
者
や
チ
ャ
プ
レ
ン
、
壇
信
徒
を
見
舞
う

僧
侶
や
牧
師
や
信
者
仲
間
、

そ
し
て
特
定
の
宗
教
的
背
景
が
な
く

て
も
友
人
同
士

・
患
者
同
士

・
付
き
添
い
家
族
同
士
の
関
係
の
中

で、

こ
の
よ
う
な
役
割
が
担
わ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

積
極
的
な
宗
教
者
の
中
に
は
「
宗
教
者
の
出
番
だ
!
」
と
ば
か

り
に
、
医
療
現
場
に
活
躍
の
場
を
求
め
て
き
た
人
た
ち
も
い
る
。

と
こ
ろ
が
医
療
現
場
は

「
公
共
の
場
」

で
あ
り
、

の
み
な
ら
ず
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
を
主
因
と
し
て
、
宗
教
に
は
慎
重
な
姿
勢
を

示
す
職
員
が
比
較
的
多
い
。
社
会
福
祉
施
設
(
特
に
高
齢
者
)

方
が
比
較
的
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
だ
。
ビ
ハ

l
ラ
運
動
/

活
動
の
活
動
内
容
の
拡
大
の
ベ
ク
ト
ル
と
そ
の
多
様
性
も
、
そ
の

(
幻
)

こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
医
療
者
と
宗
教
者
の
組
踊
の
原

因
は
、
単
に
医
療
者
側
の
宗
教
へ
の
不
信
に
よ
る
も
の
だ
け
と
は

言
い
切
れ
な
い
。
お
互
い
の
ニ

l
ド
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
医
療
者
は
、
そ
れ
が
ぺ
イ
ン
だ
と
認
識
で

き
る
よ
う
な
強
い

(
も
し
く
は
急
性
の
)

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ

ン
に
つ
い
て
の
み
、
自
分
た
ち
で
な
ん
と
か
対
応
し
、
も
し
く
は

(
医
療
者
に
と
っ
て
信
頼
で
き
る
)
宗
教
者
の
介
入
を
求
め
て
き

た
。
他
方
宗
教
者
は
、

ぺ
イ
ン
と
し
て
認
識
さ
れ
得
な
い
よ
う
な

~~ 
し3

(
も
し
く
は
慢
性
の
)

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ぺ
イ
ン
も
含
め
て
、

そ
の
対
応
を
自
ら
の
領
域
と
し
て
主
張
し
、
現
場
へ
の
介
入
を
求

め
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
医
療
者
は
誰
も
が
そ
の
専
門
性
を
(
国
家
資
格
も
し

く
は
学
会
認
定
の
)
資
格
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
者
も

資
格
ら
し
き
も
の
を
持
つ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
自
己
の
属
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す
る
教
団
に
お
い
て
の
み
有
効
で
あ
り
、
ま
し
て
や
医
療
現
場
に

の

お
い
て
は
無
効
、
場
合
に
よ
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
に
な
る
お
そ

れ
も
あ
る
。
こ
の
辺
り
に
現
代
日
本
の
宗
教
者
(
特
に
仏
教
者
)

が
抱
え
る
苦
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
者
の
側
に
は
医
療
者
が
理
解

・
受
容

で
き
る
よ
う
な
形
で
、
宗
教
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
洗
練
す
る
と
い

う
方
策
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
が
医
療
界
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
も
、
宗
教
者
か
ら
の

H

臨
床
現
場
で
活
用
で
き
そ
う
な
μ

提
案



や
研
究
発
表
は
む
し
ろ
減
少
傾
向
に
あ
り
、
今
や
医
療
者
か
ら
の

そ
れ
に
比
し
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
の
意
義
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き

与、、
4

0

1
7
'
'
h
v
 

ホ
ス
ピ
ス

・
緩
和
ケ
ア
の
領
域
即
ち
医
療
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
語
ら
れ
始
め
て
い
る
た
め
に
、

ぺ
イ
ン
を
絶
対
悪
で
あ
る

か
の
よ
う
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
に

紹
介
し
た
伊
藤
は
批
判
的
で
あ
る
。
後
藤
雄
太
は
浄
土
教
や
禅
の

思
想
に
基
づ
い
て
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

・
ぺ
イ
ン
と
は
克
服
す
べ

(M) 

で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
仏
教
に
お
い

き
「
悪
し
き
も
の
」

て
「
刊
古
」

は
、
最
終
的
に
取
り
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が

そ
の
文
脈
は
医
療
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
。
釈
尊
の
出
家
の

契
機
と
な
っ
た
よ
う
に
、
苦
は
出
発
点
で
あ
り
、
自
己
の
苦
の
存

在
を
認
め
、

そ
の
原
因
、
取
り
去
る
結
果
と
そ
こ
に
至
る
方
法
を

冷
静
に
見
つ
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
苦
悩
を
抱
え
た
相
手
に

向
き
合
う
と
き
に
お
い
て
も
ま
ず
は
落
ち
着
い
て
相
手
の
思
い

に
耳
を
傾
け
、
相
手
の
方
が
そ
の
苦
悩
に
向
き
合
う
た
め
の
時
間

と
方
法
を
提
示
す
る
。
キ
サ
1
・
ゴ
|
タ
ミ
|
に
対
す
る
釈
尊
の

対
応
に

そ
の
基
本
的
姿
勢
が
伺
え
る
。

赤
ん
坊
を
亡
く
し
た
キ
サ

l
・
ゴ
1
タ
ミ
1
は
、
そ
の
死

を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に
亡
骸
を
抱
い
た
ま
ま
、
半
狂
乱
の
状

態
で
、
我
が
子
を
生
き
返
ら
せ
る
た
め
の
薬
を
探
し
回
っ
て

い
た
。
あ
る
人
に
紹
介
さ
れ
て
釈
尊
に
会
い
に
来
た
彼
女
は

「
我
が
子
の
た
め
の
薬
を
下
さ
い
」
と
頼
み
、
釈
尊
は

そ

れ
な
ら
街
へ
行
っ
て
、
今
ま
で

一
度
も
死
者
を
出
し
た
こ
と

の
な
い
家
か
ら
芥
子
の
種
を
も
ら
っ
て
来
な
さ
い
」
と
指
示

す
る
。
彼
女
は
街
へ
赴
き

一
度
も
死
者
を
出
し
た
こ
と
の

な
い
家
を
探
す
が
、
見
つ
か
る
は
ず
が
な
い
。
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つ
い
に
真
実

に
気
づ
い
た
彼
女
は
、
子
を
墓
地
に
埋
葬
し
、
釈
尊
の
も
と

(
お
)

に
戻
り
出
家
す
る
。
(
要
約
)

こ
れ
は
グ
リ
1
フ
ワ
ー
ク
の

一
例
で
も
あ
り
、
遺
族
へ
の
ス
ピ
リ

チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
の
場
面
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
状

況
が
現
代
日
本
に
現
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
指

示
的
な
対
応
も
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
基
本
的
方
法
か
ら
離
れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

H

自
ら
抱
え
て
し
ま
っ
た
苦

悩
に
目
を
背
け
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
苦
悩
に
向
き
合
う
H

と
い
う
姿
勢
は
仏
教
者
の

(
そ
し
て
お
そ
ら
く
多
く
の
宗
教
者



の
)
特
徴
で
あ
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
を
絶
対
悪
の
よ
う

に
ひ
た
す
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
扱
う
の
で
は
な
く
、

ペ
イ
ン
を
何
か

の
教
材
や
契
機
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
仏
教
に
お
い
て

は
、
ぺ
イ
ン
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
な
が
ら
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
も

転
化
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

四

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
ダ
ル
マ

最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

ぺ
イ

ン
へ
の
対
応
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
だ
」
と
す
る
定
義
の
問
題

(
お
)

で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
最
近
ま
で
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
定
義
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
媛
小
化
さ
せ
て
し

土
A
F

〉つ，
。

例
え
ば
、
頭
痛
と
い
う
身
体
的
ぺ
イ
ン
が
あ
る
。
こ
の
頭
痛
へ

の
対
応
と
し
て
鎮
痛
剤
の
処
方
と
い
う
身
体
的
ケ
ア

(
も
し
く
は

キ
ユ
ア
)
が
あ
る
。
軽
く
頭
を
ぶ
つ
け
た
こ
と
に
よ
る
一
時
的
な

痛
み
な
ら
ば
、
撫
で
る
と
い
う
身
体
的
ケ
ア
も
有
り
得
る
。

方

で
、
心
理
的
原
因
に
よ
る
頭
痛
な
ら
ば
心
療
内
科
に
か
か
り
、
心

理
療
法
も
し
く
は
精
神
科
領
域
で
使
用
さ
れ
る
薬
の
投
与
に
よ
っ

て
治
療
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
は
「
身
体
的
ケ
ア
」

と
呼
ん
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
つ
-

否

!

心
理
的
ケ
ア
・
精
神
的

ケ
ア
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
筆
者
自
身
の
体
験
と
し
て
は
、

日
本
海
に
沈
む
夕
日
を
眺
め
る
こ
と
で

(
効
果
を
期
待
し
た
わ
け

で
は
な
い
が
)
肩
こ
り
な
ど
の

一
日
の
疲
労
、
す
な
わ
ち
身
体
的

ぺ
イ
ン
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
身
体
的
ケ
ア
で
は

な
く
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
で
あ
る
。

他
方
、
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ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ぺ
イ
ン
へ
の
対
応
と
し
て
は

ス
ヒ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
以
外
に
は
な
い
の
だ
ろ
か
?

(幻
)

さ
れ
て
い
な
い
が
、
鎮
静
(
セ
デ

l
シ
ヨ
ン
)
と
い
う
方
法
が
あ

国
内
で
は
承
認

り
、
こ
れ
は
身
体
的
ケ
ア
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
家
族
内
の
ト
ラ

ブ
ル
を
解
消
す
る
こ
と
で
ぺ
イ
ン
が
緩
和
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ

は
社
会
的
ケ
ア
で
あ
る
。
心
理
療
法
に
よ
る
ケ
ア
も
十
分
に
有
り

得
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
ペ

イ
ン
へ
の
対
応
が
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
だ
」
と
す
る
定
義
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

の

一
部
分
も
し
く
は

一
側
面
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ス
ビ



リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
、

H

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
る
ケ
ア
H

と
捉
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
は
実
体
論
的
定
義
と
機
能
論
的
定
義

(
お
)

が
あ
る
が
、
ケ
ア
を
考
え
る
場
合
に
は
後
者
を
取
る
こ
と
に
な
る
。

本
論
に
お
い
て
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
「
人
聞
を
通
し
て
感

じ
ら
れ
る

・
表
現
さ
れ
る
、
安
定

・
回
復

・
成
長
を
も
た
ら
す
不

可
視

・
不
可
知
な
機
能
」
と
定
義
す
る
。
先
述
の
夕
日
に
よ
る
ケ

(鈎
)

ア
や
、
「
自
然

・
文
化

・
芸
術
に
よ
る
ケ
ア
」
さ
ら
に
、
膜
想
や

宗
教
的
経
験
に
よ
る
ケ
ア
も

μ

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
る
ケ

ア
H

と
し
て
了
解
で
き
る
。
し
か
し
、
医
療
現
場
と
い
う
セ
ツ

テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
対
人
援
助
と
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ

ア
を
捉
え
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
本
論
で
も
基
本
的
に
こ
の

セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
前
提
と
し
、
対
人
援
助
と
し
て
の
ス
ピ
リ
チ
ユ

ア
ル
ケ
ア
は
、

人
聞
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る

・
表
現
さ
れ
る
、
不
可
視

・
不

可
知
な
機
能
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
相
互
の
内
面
の
力
動

性
に
よ
っ
て
自
分
ら
し
さ
の
安
定

・
回
復
や
成
長
を
支
援
す

(
初
)

λ
ご」
tζ

と
定
義
す
る
。

出
力

E
E
ω-5
一は
元
来
キ
リ
ス
ト
教
用
語
、
だ
が
、
『
岩
波
キ
リ
ス

ト
教
辞
典
』
に
よ
る
と
「
神
学
用
語
と
し
て
こ
の
表
現
が
積
極
的

な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
は
二
O
世
紀
初
め
か
ら
。
キ
リ
ス
ト
教

内
の
霊
的
伝
統
の
相
違
や
他
宗
教
の
神
秘
的
伝
承
と
の
出
会
い
が

契
機
に
な
っ
て
注
目
さ
れ
、
今
日
で
は
霊
性
神
学
も
生
ま
れ
て
い

(引
)

る
」
と
い
う
。『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
事
典
』
で
は
、
「
こ
の
こ
と
ば

は
、
人
々
の
生
活
に
活
性
を
与
え
、
超
感
覚
的
な
現
実
に
触
れ
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
態
度
、
信
条
、
行
為
な
ど
を
指
す
も
の
と
し
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て
、
近
年
、
大
流
行
を
み
て
い
る
。
英
語
の
告

E
E
ω一石
一が
そ

(ロ)

の
よ
う
な
意
味
を
常
に
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
あ
る
。

(

お

)

(

泌
)

例
え
ば
、
永
見
勇
は

「
霊
の
働
き
」
、
窪
寺
は

「
聖
霊
の
働
き
」
、

(お
)

伊
藤
は
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
で
あ
る
神
(
常
に
神
が
お
ら
れ
る
)
」

(お
)

「神
の
隣
在
」
、
ジ
ョ
ン

・
B
・
カ
ブ

K
は

「人
間
の
内
面
に
お

(幻
)

(

お
)

(ぬ
)

け
る
神
の
働
き
」

「神
の
恩
寵
」
「
神
の
受
肉
の
現
臨
」
と
表
現
し

て
い
る
。
で
は
仏
教
で
は
ど
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
?同

様
の
表
現
と
し
て
は
、
「
法
(
与
吉
「ヨ
ミ

ag一ヨ
吉
山)
の
顕



現
」
「
ご
縁

・
仏
縁
」
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
」「
三
密
加
持
」
「
入

我
我
入
」
「

一
念
三
千
」
、
ま
た
は
人
間
に
備
わ
る
も
の
と
し
て

「仏
性
」
「
法
性
」
「
自
性
」
「
ア

l
ラ
ヤ
識
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
宗
派
ご
と
に
表
現
も
用
法
も
異
な
る
が
、
共
通
し
て
用

い
ら
れ
る
と
す
れ
ば
「
法
」
で
申
め

λ
ごつ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

由主『

Eω
一
石
を
「
法
性
」
と
訳
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

ぜ
な
ら
昌
三
円
己
主
の
∞

Z
の
訳
語
が

「
法
的
ケ
ア
」
に
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る

(
ビ
ハ

l
ラ
実
践
者
で
は
な
く
弁
護
士
を
呼
ぶ

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
)
。
ち
な
み
に
、
台
湾
の
樺
恵
敏
は

(
川
刊

)

性
」
と
訳
し
て
い
る
。
ケ
ア
の
方
法
論
は
、
初
期
仏
教
経
典
の
四 覚

念
住
に
基
琳
胞
を
お
い
た
隈
想
で
あ
り
、
宗
教
へ
の
信
頼
が
保
た
れ

て
い
る
台
湾
で
は
効
果
的
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
世
俗
化
し
た
日
本

の
病
院
で
の
実
践
は
か
な
り
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
課
題
と
し
て
い
る
の
は
訳
語
で
は
な
く
、
臨
床

に
お
け
る
ケ
ア
に
つ
い
て
の
仏
教
的
理
解
で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者

は

〈
如
来
蔵
へ
の
信
解
〉
、
縁
起
、

四
無
冠
心
と
い
う
術
語
に

よ
っ
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
援
助
者
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
次
の

(
引
)

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

対
象
者
と
の
出
会
い
は
偶
然
で
は
な
く
、
援
助
者
に
と
っ

て
も
修
養
の
機
会
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
対
象
者
の
苦
悩

は
四
無
量
心
の
修
習
に
よ
っ
て
援
助
者
の
苦
悩
と
な
る
。
援

助
者
は
、
自
他
の
如
来
蔵
の
実
有

・
問
題
解
決
の
可
能
性

問
題
解
決
の
結
果
に
お
け
る
功
徳
を
信
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

な

」
れ
を
ビ
ハ

l
ラ
実
践
者
、
す
な
わ
ち
仏
教
を
基
礎
と
し
た
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
援
助
者
の
メ
タ
ス
キ
ル
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

メ
タ
ス
キ
ル
の
甑
養
と
い
う
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ

(必
)

る
。
村
川
治
彦
に
よ
る
と
、
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膜
想
も
、

一
九
七

0
年
代
に
ハ

ー
バ
ー
ド
大
学

の
ベ
ン
ソ
ン
博
士
の
超
越
隈
想
の
研
究
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

八
0
年
代
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
の
ジ
ョ
ン

・
カ
ヴ
ア
ツ
ト

H
ジ
ン
が
、

「
マ

イ

ン

ド

フ

ル

膜

想

」

に
よ
っ
て

2
5自

「
旦
己
主
O
D

の
一
定
の
効
果
が
得
ら
れ
た
と
い
う
研
究
成
果
を
発

表
し
た
。
両
氏
と
も
宗
教
的
色
彩
を
取
り
除
い
て
い
る
点
で
、

般
へ
の
普
及
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス

・
キ
ュ
ー
ブ

ラ
!
日
ロ
ス
と
共
に
死
に
逝
く
人
の
ケ
ア
と
教
育
に
燐
わ
っ
た
ス

テ
イ
ー
ブ
ン

・
レ
ヴ
ア
イ
ン
に
よ
っ
て

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア



に
膜
想
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
村
川
は
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ケ
ア
に
お
い
て
、
膜
想
は
患
者
の
心
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
だ

ケ
ア
す
る
側
が
「
た
だ
そ
こ
に
い
る
」
た
め
に
必
要

(

刊

日

)

な
訓
練
を
提
供
し
て
く
れ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

け
で
な
く
、

五

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
構
造

対
人
援
助
と
し
て
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
目
的
は
、
「
自

分
ら
し
さ
の
安
定

・
回
復
や
成
長
を
支
援
す
る
こ
と
」

で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
安
定

・
回
復

・
成
長
を

も
た
ら
す
機
能
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
対
象
者
の
物
語
に
耳
を

傾
け
、
感
情
の
揺
れ
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
互
い
の
内
面
に
お
い

て
轟
く
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
、

そ
の
轟
き
に
沿
っ
て
対

象
者
の
思
い
を
支
持

・
明
確
化

・
対
陣
す
る
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
専
門
職
に
は
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
琵
き
を
感
得
す
る
ス
キ
ル

(
も
し
く
は
メ
タ
ス
キ
ル
)
が
求
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
琵
き
の
源
泉
を
把
握
す
る
こ
と
で
、

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
構
造
が
見
え
て
く
る
。
図
七
は
、
源
泉
を

八
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
、
超
越
的
次
元

・
現
実
的
次
元

内
的
次
元
に
配
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
央
の
「
わ
た
し
」
は
「
人
間
と
し
て
の
意
識
(
自
意
識

・
自

(
H
明
)

己
理
解
)
」
で
あ
る
。
周
り
の
①

t
⑧
は
便
宜
的
に
分
類
し
て
い

る
が
、
個
別
の
感
覚
と
し
て
は
、

い
く
つ
か
の
要
素
が
共
通
し
て

い
る
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、

A
氏
に
と
っ
て
は
①
と
②
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
ず

B
氏
の
場
合

は
③
と
⑦
が
区
別
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。
悟
り

を
開
い
た
な
ら
ば
、
究
極
的
に
は
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
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る
あ
ら
ゆ
る
存
在
も
わ
た
し
も

一
体
で
あ
る
と
体
感
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
。
区
別

・
分
別
す
る
と
い
う
思
考
は
、
仏
教
的
に
は
歓
迎

さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
も
の
ご
と
を
理
解
す
る
に
は
便
利
な

方
法
で
あ
る
。

窪
寺
の
図
一

-
図
二
を
基
礎
と
し
つ
つ

(
「
わ
た
し
」
と
⑦
③

の
関
係
)
、
河
の
図
四
と
大
下
の
図
五
に
も
現
実
的
次
元
の
提
示

と
い
う
点
で
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
筆
者
の
図
七
は
、
超
越

・

ス

現
実

・
内
的
の
三
次
元
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
い
る
点
、

そ
し

て
、
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら

「
わ
た
し
」

へ
の
矢
印
が
、

ス
ピ
リ



チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
安
定

・
回
復

・
成
長
を
も
た
ら
す
機
能
を
表
現

し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
端
的
に
は
、

「わ
た
し
」
を
支

党婚約には

あらゆる

r {j在Jが

「わたしJ
と一体

現実的次元

内的次元

スピリチュアルケアの構造(谷山)(45) 図7

え
て
い
る
諸
存
在
を
八
つ
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

C
氏
は
①
と
②
と
⑧
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
、

D
氏
は
④
と

⑤
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
人
た
ち
に
出
会
っ
た
臨
床
経
験

こ
そ
が
、
こ
の
図
を
考
案
す
る
に
至
っ
た
基
礎
に
あ
る
。
以
下
に

解
説
を
加
え
る
。

超
越
的
次
元
を
⑥
⑦
)
⑧
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
た
。
ま
ず
⑥

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
仏
教
の
法
(
ダ
ル
マ
、
ダ
ン
マ
)
が
こ

れ
に
含
ま
れ
る
。
⑦
は
人
格
的
表
現
、
⑥
は
機
能
的
表
現
と
し
て
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区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
経
典
や

聖
書
の
こ
と
ば
、
哲
学
や
思
想
、
座
右
の
銘
な
ど
も
、
⑦
か
ら
独

立
し
て
⑥
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
お
か
げ
さ
ま
」

「ご
縁
で
す
ね
」
と
い
う
表
現
の
裏
に
想
定
さ
れ
得
る
も
の
も
合

ま
れ
る
。
宗
教
学
者
の
岸
本
英
夫
が
表
現
し
た

「
宇
宙
の
生

命
力
」
と
い
っ
た
も
の
も
こ
れ
に
当
た
る
。

⑧
は
日
本
人
特
有
の
神
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
日
本
人
に

(
灯
)

は
「
神
様
」
的
存
在
で
あ
り
、
普
段
は
子

と
っ
て
「
ご
先
祖
様
」

孫
を
「
見
守
る
」
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
供
養
を
怠
る
と
子
孫
を



「崇
る
」
存
在
に
成
り
変
わ
る
。
⑦
は
よ
り
高
次
な
神
仏
、

⑧
は

よ
り
身
近
な
存
在
と
し
て
区
別
す
る
。
偉
人
と
は

ス
ポ
ー
ツ
選

手
や
芸
能
人
と
し
て

「神
様
」
的
な
尊
敬
や
熱
狂
を
集
め
る
人
た

(特
)

ち
ゃ
、
歴
史
上
の
人
物
を
含
む
。
生
死
は
問
わ
な
い
の
で
、

①
に

も
重
な
る
。

現
実
的
次
元
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
現
実
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
生

物

・
無
生
物
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
特
に
関
係

の
深
い
人
や
物
事
に
つ
い
て
は
、
愛
精
と
い
う
こ
と
ば
で
は
表
現

し
き
れ
な
い
よ
う
な
強
い
思
い
や
幹
を
抱
い
て
生
き
て
い
る
。
現

実
的
次
元
を
①
と
⑤
に
分
け
た
の
は
、

①
を
人
問
、

⑤
を
人
間
以

外
の
環
境
と
し
て
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
ペ
ッ
ト
は

「我
が

子
」
的
に
愛
着
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、

①
に
合
め
る
。

血
縁
だ
け
で
な
く
、
地
縁
関
係
や
学
校
の
同
級
生
や
教
師

さ
ら

に
会
社
の
同
僚
な
ど
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
⑤
に
は
、

「
わ
た

し
」
を
と
り
ま
く
動
植
物
や
自
然
物
、
水
や
空
気
な
ど
の
環
境

そ
し
て
大
切
に
し
て
い
る
物
品
な
ど
の
人
工
物
、
活
動
や
芸
術
な

ど
の
無
形
文
化
も
含
ま
れ
る
。

内
的
次
元
に
お
い
て
、
「
わ
た
し
」
を
支
え
て
い
る
の
は
、

③

の
本
当
の
自
分

・
自
己
だ
け
で
は
な
い
。
②
過
去
の
経
験
や
思
い

出
も
、

そ
し
て
④
将
来
(
死
後
を
含
む
)

へ
の
希
望
も
支
え
と
な

る
。
内
的
次
元
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
同

(刊
)

も
ど
し
、
生
き
る
意
味
や
価
値
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

性
を
と
り

「
わ
た
し
」

は
①

1
⑧
を
対
象
化
し
て

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

ニ
ー
ド
を
投
げ
か
け
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
①
に
何
か

を
求
め
た
と
し
て
も
、

①
か
ら
何
か
が
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は

分
か
ら
な
い
。
⑤
か
ら
何
か
支
え
と
な
る
も
の
が

H

与
え
ら
れ
る

経
験
ρ

を
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
わ
た
し
」
と
八
カ
テ
ゴ
リ
ー

(ω
)
 

と
の
呼
応
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
述
べ
て
い
る
が
、

- 78 

(
対
象
)

H

与
え
ら
れ
る
経
験
H

は
、
私
た
ち
人
間
に
は
予
測
で
き
な
い
こ

と
で
あ
る
。
あ
る
時
突
然
何
か
を
感
じ
て
し
ま
う
、
と
い
う
体
験

は
、
ま
さ
に
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
な
体
験
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
図
七
は
、

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
に

つ
い
て
の
基
礎
的
な

教
育
(
座
学
)

に
役
立
て
る
だ
け
で
な
く
、
臨
床
に
還
元
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る

二
O
O六
年
末
の
状
況
と
し
て
は
、
臨
床
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア



協
鋭
の
活
動
の

一
環
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
市
立
堺
病
院
で
、
臨

床
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
サ
マ

リ
ー

シ

l
卜

に
試
用
し
て
い
る
。
専
門
職
養
成
の
場
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の

形
で
活
用
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

国
内
の
仏
教
者
に
と
っ
て

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
ま
だ
ま

だ
馴
染
み
の
薄
い
テ
ー

マ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
と

い
う
土
壌
で
こ
れ
を
テ

l
マ
と
し
た
場

合
に
は
、
仏
教
的
要
素
を

看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ス
ピ
リ
チ
ユ

ア
ル
ケ
ア
の
臨
床
は

医
療
や
福
祉

の
現
場
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
葬
儀
の
前
後
だ
け

で
な
く
、
日
々
の
月
参
り
の
機
会
も
、
そ
の
現
場
と
な
り
得
る
。

(
臼
)

そ
し
て
、
約
三

O
万
人
の
仏
教
教
師
を
中
心
と
し
た
仏
教
者
に
は
、

マ
ン
パ
ワ
!
と
潜
在
力
に
満
ち
て
い
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

※
本
稿
は
、
平
成

一
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
例
究
代
補
助
金

【符
手

研
究

(
B
)
】
「仏
教
を
基
調
と
し
た
円
本
的
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に

つ
い
て
の
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
二
部
で
あ
る
。

註(l
)
Q
・
葛
西
賢
太
「
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
使
う
人
々
|
普
及

の
試
み
と
標
準
化
の
試
み
を
め
ぐ
っ
て
」
湯
浅
泰
雄
監
修

『ス
ピ

リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
現
在
|
宗
教

・
倫
理

・
心
理
の
観
点
』
人
文

書
院
、
て

O
O三。

(
2
)
あ
る
研
究
会
で
「
な
ぜ
仏
教
学
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
扱
お

う
と
す
る
の
か
」
と
い
う
何
定
的
な
質
問
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
疑
念
に
は
二
つ
の
背
景
が
あ
る
も
の
と
想
像
す
る
。
一

つ
は
、
英
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
そ
の
背
後
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
ア
レ
ル
ギ
ー
、
も
う

一
つ
は
、
社
会
問
題
へ
の
無
関
心
で
あ

る
。
仏
教
の
基
礎
を
学
べ
ば
、
名
色

(言
葉
と
形
)
に
と
ら
わ
れ

な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
仏
教
学
の
基
礎
は
一
一一
国
語
学
で
あ
り

言
葉
に

こ
だ
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
執
着
に
よ

っ
て
研
究
お
た
ち
は
、
意
識
を
社
会
で
は
な
く
机
上
に
集
中
す
る

こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
社
会
が
仏
教
に
求
め
る
の
は
、
机
ト
し
の

学
問
で
は
な
く
実
際
に
役
立
つ
智
慧
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
教
学

を
支
え
て
い
る
の
は
日
本
仏
教
の
存
庄
で
あ
り
、

H
本
仏
教
へ
の

期
待
を
込
め
た
多
く
の
仏
教
徒
及
び
市
民
た
ち
の
力
で
あ
る
。

つ

ま
り
日
本
に
お
い
て
仏
教
が
主
要
な
宗
教
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仏

教
学
も
国
際
的
レ
ベ
ル
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
仏
教
学
か
ら
社
会
へ
の
知
的
還
元
は
、

仏
教
学
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
恩
に

報
い
る
こ
と
は
仏
教
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
当
然
至
極
で
あ
る
。

実
践
神
山子の
如
く
実
践
仏
教
乍
・
応
川
仏
教
学

・
臨
床
仏
教
学
の
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発
展
を
強
く
望
む
。

(
3
)

盛
田
寺
俊
之

『
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
学
序
説
』
三
輪
』
府
、

二
O
O四
年
、
七
-
-。

(
4
)
窪
寺
前
掲
書
、
刀
・ム叶
。

(
5
)

窪
寺
前
掲
書
、
℃
・
当
。

(6)
谷
山
洋
三
「
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
の
構
造

1
窪
寺
理
論
に
日
本

の
仏
教
お
の
視
点
を
加
え
る
」『
再
び
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
を
諮

る
』
関
阿
学
院
大
学
出
版
会
、

二
O
O七
年
。

(
7
)
村
田
久
行
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
学
ば
れ
る
方
へ
」
『
臨
休

看
護
』
〈
O
一
.8.zo
寸、

二
O
O四
年
六
月
(
特
集
一
ス
ピ
リ
チ

ユ
ア
ル
ケ
ア
一
生
き
る
意
味
へ
の
援
助
)
、
℃
・

5
N
1

(
8
)
小
津
竹
俊

「
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
の
理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」

『臨
林
看
護
』
〈。一・

8
・
Z
0
・叶、

二
O
O四
年
六
月
、
℃
・
5
コ
。

(
9
)
小
津
前
掲
論
文
、
℃
℃
・

5
コー

-c話
。

(
叩
)
河
正
子

『終
末
期
が
ん
忠
将
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
冠
す
る

理
論
的
基
盤
の
構
築

l
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
意
味
と
そ
の

構
成
概
念
の
明
確
化
|
』

平
成

.

4

ー
二

4

年
度
科
学
研
究
賀
補

助
金
基
盤
研
究
(
の
)
(
二
)
研
究
成
果
報
告
書
(
課
題
番
号

-
N
⑦
斗

Nω
-
ム)、

二
O
O二
年
、
下
旬

(H
)
刈
前
掲
者
、
勺
・ω印
。

(
は
)
河
前
掲
近
、
℃
・
目
。

(
日
)
一
川
正
子

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
の

探
求
か
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
へ
」
『
緩
和
ケ
ア
(
増
大
特
集
一

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

ペ
イ

ン

い

の

ち

を

支

え

る

ケ

ア

|
)』

〈
O
一・

5
・
z。・印、
二
O
O五
年
、
℃
・
ω
g。

(
は
)
大
下
大
回
『
癒
し
癒
さ
れ
る
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
医
療

・
一術

祉

・
教
育
に
活
か
す
仏
教
の
心
』
医
学
者
院
、

二
O
O五
、
ち
ム
∞
。

(日

)
Q-井
上
ウ
ィ
マ
ラ
『
呼
吸
に
よ
る
気
づ
き
の
教
え
パ

1
リ
語

原
典
「
ア
|
ナ
l
パ
|
ナ
サ
テ
ィ

・
ス
ツ
タ
」
詳
解
』
佼
成
出
版

社、

一
O
O五
。
井
上
ウ
ィ
マ
ラ

・
村
川
治
彦
「
禅
ホ
ス
ピ
ス
の

実
際
と
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム

|
禅
ホ
ス
ピ
ス

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
、
ラ
グ
ナ

・
ホ
ン
ダ
病
院
の
例
」

『
こ
こ
ろ
ケ
ア
』
〈
O
一・
少

Z
0
・N
、
二
O
O六。

(
凶
)
井
ヒ
ウ
ィ
マ
ラ

『人
生
で
大
切
な
五
つ
の
仕
事
|
ス
ピ
リ
チ
ユ

ア
ル
ケ
ア
と
未
来
の
仏
教
』
春
秋
社
、

一
O
O六
、
℃
℃
・
ニ
ム
印
。

(
げ
)
伊
藤
高
章
「
私
の
受
け
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
『
テ
キ
ス
ト

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
第
三
集
私
の
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
体

験
』
日
本
ホ
ス
ピ
ス

・
在
宅
ケ
ア
研
究
会
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

部
会
編
、
日
本
ホ
ス
ピ
ス

-a宅
ケ
ア
研
究
会
、

二

O
O六、

℃
-
N
叶
。

(同

)
C
P
E
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
窪
ヒ
ザ
品川
掲
R
U

万円こ
oω
ー-
C
G

に
も

詳
解
さ
れ
て
い
る
。
研
修
生
の
立
場
か
ら
の
報
告
と
し
て
は
、
上
口

湾
省
峰
「
病
院
の
チ
ャ
プ
レ
ン
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
|
ア
メ

リ
カ

・
ハ
ワ
イ

・
日
本
」

『
現
代
宗
教

A

一O
O
--一
川
際
宗
教
研
究

所
編
、
東
京
堂
出
版
、

二

O
O
三。

中
尾
氏
」一
子

「
ク
リ
ニ
カ

ル
・
パ
ス
ト
ラ
ル

・
エ
デ
ュ
ケ

l
シ
ョ
ン
の
実
際
パ
シ
フ
ィ
ッ

ク
・
ヘ
ル
ス

・
ミ
ニ
ス
ト
リ
!
(
ハ
ワ
イ
)
で
の
経
験
を
踏
ま
え
、

こ
れ
か
ら

H
本
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
を
展
開
す
る
た
め

nu
 

oo 



に
」
『
テ
キ
ス
ト
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
第
二
集
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ケ
ア
の
理
解
を
深
め
る
』
日
本
ホ
ス
ピ
ス

・
在
宅
ケ
ア
研
究
会

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
部
会
編
、
日
本
ホ
ス
ピ
ス

・
在
宅
ケ
ア
研

究
会
、

二

O
O四
。

(
悶
)
伊
藤
高
章

「
米
国
臨
床
牧
会
教
育
に
お
け
る
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン

の
焦
点
」
『
テ
キ
ス
ト
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
第
二
集

ス

ピ

リ

チ

ユ
ア
ル
ケ
ア
の
照
解
を
深
め
る
』
日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
在
宅
ケ
ア
研

究
会
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
部
会
編
、
日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
在
宅
ケ

ア
研
究
会
、

二
O
O四
、
古
-co。

(
却
)
伊
藤
高
章
「
米
国
臨
床
牧
会
教
育
に
お
け
る
ス
ー
パ

ー
ビ
ジ
ョ
ン

の佐…内山」

℃・。。
。

(引
)
内
陸
寺
前
掲
冷
、

℃
-
色
。

(
辺
)
(い『
中
村
元

「第

一
章
苦
の
問
題
」
『
仏
教
思
想
五
苦
』
仏
教

思
想
研
究
会
編
、
一
九
九
六
、
℃
℃
・

ωゐ
。

(お

)
Q
-
谷
山
洋
一て
「
ビ
ハ
|
ラ
と
は
何
か
っ
・

ー
応
用
仏
教
学
の
視

市
川
か
ら
1

」
『パ

l
リ
学
仏
教
文
化
学』

一
九
号
、

二
O
O託
。

(
M
)
後
藤
雄
太
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・

ぺ
イ
ン
は
癒
さ
れ
う
る
か
|

死
生
観
の
転
回
構
造

i
」
『
医
学
哲
学

・
医
療
倫
理
』
一.
-
1
号、

二
O
O五、

同)・足
。

(
お
)
〔
凶
-
M
コ〉司「
e
b
h
b
b
h
h
h
b
白骨
a
b
b
-
V
H
司
(
℃
↓
印
)
-
b
b
b
ヨ
ヨ
ロ
モ
ス
。

、。九九
I
Cロ
コ
ミ
N
R
3
b
s
q
'
凶「む間同
」Q
Z
b
h
叫
白
「
々
、
ペ
〉
ロ
門
凡
色
白
』
円
。
己
目
汗
b
担問

叫3
b
s
a
町hMb
円、
H
b
'
h
h
h
~
H
Q
』円D
h
b
h
y

〈
一
円
)
白
問
団
白
コ
白
刃
巾印巾白
『円
y
-
コ出戸↑{戸ニ
巾・

5
g
-
3・-
S
N
O
印・

2
て
山
口
出
〈
互
∞

-
3ロ
~
3
h
ミ

sm町
ロ
之
官

~wHKH
弘、
HK
的h
h
~
・1

、的。九三的。」可町、戸町

h
a
門町
3

・℃
U

一
-
↓
巾
凶
[
∞
on-
四円て・

]C
2・
召
--
o
o
-
-
0
・
中
村
元
訳
『
尼
僧
の
告
白
テ
|
リ

l
ガ

ー
タ
ー
』
岩
波
文
庫
、

一
九
九
七
、
℃
℃
・品。・印
0
・℃・

5
∞
・
。

--M・

o・
勺
玄
白
一色
白
白
書
巾

5
・
巴
足
。
コ
ミ
ピ
ミ

E
K
3・0
3
ミ
ミ
ロ
ヨ
同
師
、

〈
O
一
-
f
E一
戸
、
『
巾
三
∞
0
2
2予

一
九
七
四
・

3
・0
C
C
2
0
・
長
尾
雅

人
「
仏
教
の
思
想
と
歴
史
」

『世
界
の
名
著
二

大
乗
仏
典
』
長
尾

雅
人
責
任
編
集
、

一
九
六
七
、
℃
匂
N
N
'
N
ω

。

(
お
)
筆
者
は
、

二
O
O六
年
以
降
に
発
表
し
た
論
文
か
ら
定
義
を
改
め

て
い
る
。

(
幻
)
セ
デ
1

シ
ヨ
ン
は
死
を
も
っ
て
苦
痛
を
緩
和
す
る
安
楽
死
と
は
全

く
異
な
る
。
意
識
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
痛
を
緩
和

し
、
円
取
後
ま
で
人
間
と
し
て
尊
厳
を
保
ち
生
き
抜
く
こ
と
を
援
助

す
る
手
段
で
あ
る
。
(
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
ホ
ス
ピ
ス
編
、
柏
木

符
犬
慌
修

『緩
和
ケ
ア
マ
ニ
ュ
ア
ル
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
マ
ニ
ュ

ア
ル
改
訂
第
四
版
』
最
新
医
学
社
、
三

O
O
一
、
古
-Nω
]
)

(却

)
Q-大
谷
栄

一

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
の
最
前
線

1

-
一
O
世
紀
の
宗
教
研
究
か
ら
二
十

一
世
紀
の
新
し
い
宗
教
研
究

へ
」
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
社
会
学
財
団
代
世
界
の
宗
教
性
の

探
求
』
伊
藤
雅
之

・
樫
尾
直
樹

・
弓
山
達
也
編
、

二
O
O四
。

(
却
)
窪
寺
前
掲
書
、
ち
℃
・
∞
N
・∞印
。

(
却
)
谷
山
洋
三

「
死
の
不
安
に
対
す
る
宗
教
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
|
ス
ピ

リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
と
宗
教
的
ケ
ア
の
事
例

」
『
宗
教
研
究
』

三
四
九
号
、

二

O
O六
、
℃

-N8。

(
引
)
大
貫
隆

・
名
取
四
郎
・
竹
内
木
久
雄
・
百
瀬
文
晃
編

『岩
波
キ
リ
ス

ト
教
辞
典
』
岩
波
書
時
、

二
O
O二
、勺・
-
N
-
ω
。
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(犯

)
A
.
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン

・
J

ボ
l
デ
ン
編
、
古
尾
安
雌
監
修
、

佐
柳
文
男
訳

『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
事
山
内
』
教
文
館
、

二
O
O五、

℃
・印。。
。

(
お
)
氷
見
勇
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
キ
リ
ス
ト
教
|
身
体
性
と

三
位

一
体
論
の
関
連
を
通
し
て
」

『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
現
在

宗
教

・
倫
理

・
心
即
時
の
観
占
…
』
湯
浅
泰
雄
監
修
、

二
O
O三
、

古
・

ω。
。

(M)
窪
寺
俊
之

「牧
会
と
牧
会
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
『
福
音
主
義
神
学

に
お
け
る
牧
会
』
牧
田
吉
和
院
修
、
加
藤
常
昭

・
河
野
雄

一
・
椴

肇

・
宮
村
武
夫

・
窪
寺
俊
之
答
、

二
O
O三
、
℃
-
N
N
∞
。

(
お
)
伊
藤
内
市
「
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教

の

関

係

ス

ピ

リ

チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル
の
役
割
」『
ス
ピ

リ
チ
ユ
ア
ル
ケ
ア
を
語
る

|
ホ
ス
ピ
ス
、
ビ
ハ

|
ラ
の
臨
床
か

ら
』
谷
山
洋
三

・
伊
藤
尚
南
了
鐙
寺
俊
之
著
、
関
西
学
院
大
学
キ

リ
ス
ト
教
と
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
、
閲
阿
学
院
大
学
出
版
会
、

二
O
O四、

目)・。。
。

(
訪
)
伊
藤
高
章

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教
の
関
係
」
℃・

2
0

(
幻
)
ジ
ョ
ン

B
.
カ
プ

K
・
著
、
芝
野
雅
亜
規
訳

『神
学
と
牧
会
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
山
版
向
、

ぺ
0
0・九、

七・

-
-o
。

(
指
)
カ
ブ
前
財
丹
、
ヤ
ニ
ω。

(
却
)
カ
ブ
前
掲
持
、
℃

ニ
ム
。

(
刊
)
酬
伴
忠
敏

・
金
漢
益

・
ウ
デ
イ
タ
ガ
ル
シ
ン
ハ

・
ギ
ヤ
ナ
ラ
タ

ナ

・
行
川
到
党
「
[
第
J

一九
阿
大
会
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
]
ア
ジ
ア

諸
国
に
お
け
る
仏
教
社
会
福
祉

|
仏
教
は
福
祉
従
事
将
の
長
成

に
ど
う
応
え
る
か
?
|
」

『
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
』一
-
六

号、

二
O
O五
、
℃
・
目
。
詳
し
く
は
、
稗
恵
敏
「
安
寧
療
護
的
仰

教
用
語
輿
模
式
」

『中
華
例
亭
亭
報
』
第

二

期、

一
九
九
八
年
八

月

(
筆

者
は
著
者
か
ら
英
訳
版
・
∞
z
a
a
E
2
寸
巾
『
呂
田
白

E

4
℃
EEm--3
の
白
『
巾
三
O
己何
一回『。
「
Z
B℃
-2.
を
い
た
だ
い
た
)
。

(
引
)
谷
山
洋
三
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
仏
教
的
理
解
へ
の

一
考
察

ー
〈
如
来
蔵
へ
の
信
解
〉
を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
五
四
巻

一
号、

二
O
O五
。

(
位
)
村
川
治
彦

「
ア
メ
リ
カ
の
ホ
ス
ピ
ス
運
動
の
歴
史
と
現
在
死
の

ケ
ア
の
披
前
線
と
し
て
の
仏
教
系
ホ
ス
ピ
ス
」

『
こ
こ
ろ
ケ
ア
』

〈
O
一・少

Z
0
・N
、
三
O
O六
。
村
川
治
彦

「緩
和
ケ
ア
に
お
け
る
代

替

・
相
補
療
法

|
症
状
緩
和
か
ら
「
た
だ
そ
こ
に
い
る
」
技
法

へ」

『
こ
こ
ろ
ケ
ア
』
〈。
ヶ
タ

Z
0
・N
、
二
O
O六
。

(
佑
)
村
川
治
彦
「
緩
和
ケ
ア
に
お
け
る
代
将

・
相
補
療
法
」
℃
・
玉
印
。

(
川
町
)
窪
寺
前
掲
昔
、
ち
・
印
。

(
拓
)
谷
山
洋
三
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
精
造
」
で
さ
ら
に
詳
し
く

説
明
し
た
。

(
伺
)
岸
本
英
夫
『
死
を
見
つ
め
る
心
』
講
談
社
文
州
、

一
九
八
六
年
、

℃
・ω∞
。

(
幻
)
仰
原
猛

『
円
本
人
の
「
あ
の
世
」
観
』
小
公
文
庫
、

-Z
O
O
-h
作、

℃℃・

ω。。
ω
-。

(
刊
)
古
く
は
、
学
問
の
神
様

・
菅
原
道
真
公
が
有
名
だ
が
、
現
代
に
お

い
て
も
プ
ロ
野
球
選
手
の
稲
尾
和
久
(
神
様
、
仏
様
、
稲
尾
様
)
、
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佐
々
木
主
浩
(
大
魔
神
)
、
八
木
裕
(
代
打
の
神
様
)
が
「
神
様
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
サ
ッ
カ
ー
の
世
界
で
も
、
ぺ
レ
や
ジ
1

コ
が
「
サ
ッ
カ
ー
の
神
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
フ
リ

l
百
科

事
典
ウ
イ
キ
ペ
デ

イ
ア

(
Z円七日
¥ゐ白・

5
E宮己
5
・2
∞
¥
)
に
よ
れ

ば
、
ぺ
レ
は
「
王
様
」
で
あ
り
、
ジ

l
コ
は
日
本
で
は

「
サ
ッ
カ

ー
の
神
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
本
人
は

好
ま
し
く
思

っ
て
い
な
い
と
い
う
。
巌
近
の
芸
能
界
で
は
、

ぺ

-

ヨ
ン
ジ
ュ
ン
(
ヨ

ン
様
)
が
信
仰
と
も
言
え
る
よ
う
な
熱
狂
を
集

め
て
い
た
。

(刊

)
Q
-
鐙
寺
前
掲
書
、
℃
・

5
。

(印

)
Q
-
谷
山
洋
二一

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
構
造
」

(
引
)

三

O
O五
年
四
月
に
、
窪
寺
俊
之
、
鍋
'U
同
直
樹
、
伊
藤
高
卒
、
小
什

山
洋
一二
を
中
心
と
し
て
立
ち
上
げ
た
。
詳
し
く
は
、
芸
名
芝
・
七
日
間
ロ
ヶ

」
℃
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
臼
)
文
化
庁
編

『
宗
教
年
鑑

二
O
O丘
、
℃
勺
・
ω∞
ω叶
。

q
u
 

良
U

平
成

一
六
年
版
』
ぎ
ょ
う
せ

い



浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ

浄
土
宗
に
お
け
る
児
童
教
化
の

一、

は
じ
め
に

本
論
で
は
、
浄
土
宗
義
と
児
童
教
化
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し

(l
)
 

て
い
き
た
い
。
私
事
で
恐
縮
だ
が
、

筆
者
は
浄
土
宗
僧
侶
に
よ
る

児
童
教
化
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
環
境
で
育
ち
、
子
供
の

頃
か
ら
地
域
の
浄
土
宗
寺
院
が
主
催
す
る
野
外
活
動
や

一
般
の
子

供
会
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が
多
く
、
学
生
時
代
か
ら
は
、
児
童

教
化
、
児
童
育
成
の
現
場
に
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
た
ず
さ
わ
る
こ
と

が
多
々
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
然
に

「浄
土
宗
に
お
け
る
児
童

教
化
」
に
つ
い
て
興
味
を
有
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
最

考
察

土
口

水

彦

岳

近
、
周
囲
で
児
童
教
化
に
関
わ
っ
て
い
る
方
々
か
ら
次
の
よ
う
な

声
を
聞
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

①
仏
教
保
育
で
は
よ
く

「仏
の
子
」
と
い
っ
て
、
子
供
の
持
つ

「仏
性
(
仏
と
な
る
可
能
性
・
仏
と
し
て
の

一
面
)
」
を
開
発

(2
)
 

す
る
こ
と
を
勧
め
る
が
、
末
法
の
す
べ
て
の
人
聞
を
凡
夫
と

捉
え
る
浄
土
宗
義
に
お
い
て
、
「
仏
性
」
や

「仏
の
子」

と

は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
か
?

②
浄
土
宗
義
の
根
幹
で
あ
る
「
念
仏
」
を
幼
児
に
勧
め
る
こ
と

を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
?
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
知
人
に
い
た

っ
て
は
、
「
児
童
に

「
愚
者
の
自
覚
」
や
「
お
念
仏
」
を
教
え
る
こ
と
よ
り
も
、

「子
供

は
み
ん
な
仏
性
を
持
っ
た
仏
の
子
」

で
あ
り
、

そ
の
心
を
磨
く
こ

と
が
大
事
で
あ
る
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
駿
な
ど
、
幼
児
期
に
教

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
こ
と
を
教
え
た
方
が
よ
い
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
思
い
か
ら
、
浄
土
宗
教
師
と
し
て
保
育
に
た
ず

さ
わ
る
こ
と
の
モ
チ
ベ

l
シ
ョ
ン
を
見
失
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
も
は
や
、
浄
土
門
(
愚
療
に
か
え
り
て
極
楽
に
生
ま

れ
る
教
え
)

で
は
な
く
聖
道
門
(
智
慧
を
極
め
て
生
死
の
苦
し
み

を
離
れ
る
教
え
)
に
依
ら
な
け
れ
ば
児
童
教
化
が
難
し
い
と
い
う

こ
と
を
、
浄
土
宗
教
師
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
唆
す
る

(
3
)
 

も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、

全
国
の

浄
土
宗
系
幼
児
教
育
施
設
従
事
者
を
は
じ
め
と
す
る
、
直
接
児
童

と
接
す
る
機
会
の
多
い
浄
土
宗
教
師
に
と
っ
て
、

実
践
と
教
義
の

整
合
性
を
考
え
る
非
常
に
大
切
な
事
象
で
あ
ろ
う
。

本
論
は
児
童
教
化
に
つ
い
て
浄
土
宗
の
立
場
に
基
づ
い
た
場

合
、
ど
う
い
う
視
点
が
導
き
出
せ
る
の
か
の

一
試
論
で
あ
る
。
筆

者
は
浄
土
宗
学
研
究
の
末
席
を
け
が
す
者
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

法
然
上
人
の
教
え
を
踏
ま
え
た
上
で
、
児
童
教
化
を
ど
う
考
え
る

べ
き
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一一、

「仏
の
子」

に
つ
い
て

『浄
土
宗
保
育
指
針
』
に
よ
る
と
、
浄
土
宗
の
児
童
教
化
の
目

的
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
い
な
る
慈
悲
の
も
と
、
明
る
く

・
正
し

く

・
和
よ
く
、
健
康
な
心
を
育
む
と
い
う
、
人
間
形
成
の
一
助
と

(4) 

な
る
こ
と
に
あ
る
。
先
程
の
疑
問
①
②
は
共
に
、
そ
の
こ
と
を
前

Fh
d
 

oo 

提
と
し
た
上
で
、
児
童
を

a
仏
性
開
発
b
往
生
浄
土
の
ど
ち
ら
に

方
向
付
け
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
だ
ろ

ぅ
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
最
初
に
浄
土
宗
の
児
童
教
化
に
お
け
る

児
童
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
方
法
と
し
て
は
、
仏

教
保
育
で
児
童
を
指
す
言
葉
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
仏
の
子」

と

い
う
言
葉
の
概
念
を
経
論
上
か
ら
確
か
め
、

そ
の
上
で
、
法
然
上

人
に
お
け
る

「仏
の
子
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
児
童
教
化
の

場
で
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、

(5
)
 

に
幅
広
い
の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
の
定
義
は
意
外



(1)
経
論
上
に
お
け
る
『
仏
の
子
』

『
雑
阿
合
経
』
で
は
、
仏
の
教
法
の
力
に
よ
っ
て
悟
り
を
生
じ

(
6
)
 

さ
せ
た
聖
者
を
仏
子
と
し
て
い
る
。
望
月
信
亨
博
士
の
指
摘
に
よ

(7
)
 

れ
ば
、
こ
の
『
雑
阿
合
経
』
で
の
仏
子
は
広
く
声
聞
の
美
称
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

『
法
華
経
』
で
は
、
将
来
、

(8) 

仏
道
修
行
を
成
就
し
仏
と
な
る
者
を
仏
子
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
仏
子
の
捉
え
方
は

『党
網
経
』
に
も
共
通
す
る
。
そ
れ
は
、

受
戒
に
よ
り
将
来
仏
と
な
る
こ
と
を
理
由
に
衆
生
を
仏
子
と
す
る

(9
)
 

か
ら
で
あ
る
。『
法
華
経
』

『党
網
経
』
に
説
く
仏
子
と
は
ま
さ
し

く
大
乗
仏
教
の
仏
道
修
行
者
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
大
乗
的
な
仏
子
の
定
義
に
加
え

仏
性
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
仏
子
が
説
明
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
『
仏
性
論
』
や
天
台
智
顕

『法
華
文
句
』
な
ど
で
あ
る
。

『仏
性
論
』
に
は
、
信
楽
や
大
悲
等
の
行
を
修
習
し
て
清
浄
波
羅

蜜
に
至
る
(
仏
性
を
清
浄
化
〈
顕
了
〉
す
る
)
人
(
菩
薩
)
を
仏

(ω
)
 

子
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
天
台
智
頭
『
法
華
文
句
』
に
は
、

は
つ

き
り
と
仏
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
仏
子
の
条
件
で
あ
る
こ
と
が

(
日
)

述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
仏
性
論
』
『
法
華
文
句
』
に
説
き
示
す
仏
子

は
、
明
確
に
「
仏
性
を
持
つ
者
」
と
い
う
内
容
が
含
ま
れ
る
の
で

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
種
々
の
経
論
に
よ
る
仏
子
の
定
義
を
見
て
く
る

と
、
大
き
く

A
、
将
来
修
行
を
完
成
し
て
成
仏
す
る
「
仏
弟
子
」
と
い
う

(ロ)

意
味
で
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
。

B
、
「
仏
性
」
を
持
つ
者
と
い
う
意
味
で
名
づ
け
ら
れ
る

(
日
)

も
の
。

- 86-

と
い
う
二
種
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
仏
子
を
、
『
法
華

経
』
等
の
説
示
の
通
り

「仏
弟
子
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
、

『
仏
性
論
』
等
の
説
示
の
通
り
仏
性
を
具
え
て
い
る
と
す
る
こ
と

も
、
仏
説
で
あ
る
以
上
は
ど
ち
ら
も
大
切
な
要
素
と
い
え
る
だ
ろ

，「ノ
。さ

て
、
そ
れ
で
は
法
然
上
人
に
お
け
る

「仏
子
」

の
定
義
と
し

て
は
、

B

「仏
性
」
を
持
つ
者
と

A 

「
仏
弟
子
」
と
い
う
意
味

い
う
意
味
の
ど
ち
ら
の
内
容
が
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
上

人
が
直
接

「仏
子
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
た
め
、
次
に



法
然
上
人
に
お
け
る
A

「
仏
弟
子
」
と

B

「
仏
性
」
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。

(2)
法
然
上
人
に
お
け
る
『
仏
弟
子
』

は
じ
め
に
、
法
然
上
人
に
お
け
る
「
仏
弟
子
」
よ
り
考
え
て
い

き
た
い
。
法
然
上
人
の
著
作
に
お
い
て
、
「
仏
弟
子
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
が
う
か
が
え
る
箇
所
は
次
の
二
例
に
絞
ら
れ
る
。

lま

『
選
択
集
』
と
『
往
生
大
要
紗
』
に
引
用
さ
れ
る
善
導
大
師

『観

経
疏
』
深
心
釈
の
文
で
あ
り

H
は

『十
二
箇
条
の
問
答
』
に
見

ら
れ
る
法
然
上
人
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。

ー
は
法
然
上
人
自
身
の
言
葉
で
は
な
い
が
、
「
偏
に
善
導

一
一帥

(H
)
 

に
依
る
」
と
い
い
、
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
を
指
し
て
「
こ
の

(
日
)

文
は
こ
れ
輔
陀
の
直
説
な
り
」
と
い
う
法
然
上
人
に
お
い
て
、
主

著
『
選
択
集
』
に
引
用
さ
れ
る
善
導
大
師
の
言
葉
は
、
自
身
の
言

葉
に
も
勝
る
意
味
を
持
つ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、

「
一
心
に
た
だ
仏
の
言
葉
を
信
じ
、
仏
の
説
か
れ
る

ま
ま
に
余
行
を
捨
て
て
称
名
念
仏
を
専
ら
に
行
じ
、
釈
尊
の
教
え

に
し
た
が
い
、

阿
弥
陀
仏
の
願
に
し
た
が
い
、

二
尊
の
御
心
に
か

(
時
)

な
う
者
を
真
の
仏
弟
子
」
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

ー
は
称
名
念

仏
を
修
す
る
者
こ
そ
が
真
の
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
を
決
め
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
、
釈
迦
弥
陀
二
尊

の
御
心
に
か
な
う
行
い
を
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

H
の
『
十
二
箇
条
の
問
答
』
は
、
そ
の
名
の
通
り
法
然
上
人
が

(げ
)

周
り
の
者
の
疑
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、
「
阿
弥
陀

仏
の
本
願
が
悪
人
で
も
必
ず
救
う
も
の
で
あ
る
か
ら
と
、
好
ん
で

悪
業
を
犯
す
こ
と
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
そ
の
よ

う
に
好
ん
で
悪
を
行
う
者
を
「
併
の
弟
子
に
は
あ
ら
ず
」
と
は
つ

司

J只
U

き
り
戒
め
て
い
る
。
法
然
上
人
は
、
す
べ
て
の
仏
の
教
え
が
悪
を

制
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
弟
子
で
あ
る
以
上
は
悪
を
為
す
べ
き

で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は

「
あ
た
か

も
親
が
子
供
の
行
い
を
見
る
か
の
ご
と
く
、
仏
は
衆
生
が
善
を
為

せ
ば
喜
び
、
悪
を
為
せ
ば
悲
し
ま
れ
る
が
決
し
て
捨
て
な
い
の
で

あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、

H
で
は
仏
の
教
え
に
し
た
が

は
い
あ
〈
し
ゅ
ぜ
ん

い
、
悪
を
為
さ
ず
に
善
を
積
む
(
廃
思
修
善
の
)
者
を
正
し
く
仏

弟
子
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
称
名
念
仏
の
教
え
は
浄
土



宗
義
の
根
幹
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
浄
土

宗
義
に
お
い
て
悪
を
止
め
善
を
修
す
こ
と
が
不
要
と
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
法
然
上
人
は
、
す
べ
て
の
衆
生
が
も
れ
る
こ
と
な
く

救
わ
れ
る
道
(
平
等
往
生
)

を
求
め
る
上
で
、
阿
弥
陀
仏
の
選
択

で
あ
り
、

そ
の
本
願
に
誓
わ
れ
た
往
生
行
で
あ
る
称
名
念
仏
を
最

上
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
往
生
を
目
的
と
し
た
修
行
と
し

て
廃
悪
修
善
を
説
い
て
い
な
い
だ
け
で
あ
り
、
決
し
て
廃
悪
修
善

の
行
自
体
が
無
意
味
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
「
悪
を
改
め
て
普
人
と
な
っ
て
念
仏
す
る
こ
と

(同
)

が
、
仏
の
意
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
」
と
、
悪
を
止
め
て
善
に
進

む
こ
と
も
仏
の
意
に
添
う
も
の
と
し
て
法
然
上
人
は
説
き
示
し
て

(
山
口
)

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
法
然
上
人
に
お
け
る
「
仏
弟
子
」

は
、
釈

迦
弥
陀
二
尊
の
御
心
に
し
た
が
い
、
称
名
念
仏
を
行
ず
る
生
活
の

(初
)

中
に
廃
悪
修
善
を
心
が
け
て
い
く
者
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(3)
法
然
上
人
に
お
け
る
『
仏
性
」

次
に
法
然
上
人
に
お
け
る
「
仏
性
」
と
い
う
用
語
の
受
け
取
り

に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。「
仏
の
子
」
に
仏
性
を
具
え
た
者
と

い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
法

然
上
人
の
著
作
中
に
お
い
て
「
仏
性
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
極
め

て
少
な
く
、
使
用
し
た
わ
ず
か
な
箇
所
よ
り
意
味
を
う
か
が
う
の

み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
及
の
少
な
さ
自
体
が
、
法
然
上
人
の

仏
性
へ
の
姿
勢
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

七、

さ
て
、

(
幻
)

「仏
性
」
に
つ
い
て
法
然
上
人
は
、
『
選
択
集
』
第

一
章

の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
衆
生
が
悉
く
仏
性
を
具
え
て
い
る
と
い
う

Q
U
 

O
O
 

道
理
を
よ
く
認
識
し
た
上
で
、
末
法
の
衆
生
に
は
到
底
か
な
う
行

で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
要
義
問
答
』
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
仏
性
は
障
り
が
重
く
浅
智
で
あ
る
我
々
に
と
っ
て

観
じ
る
こ
と
さ
え
か
な
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
善
導
大
師
の
勧
め

る
称
名
念
仏
に
よ
る
往
生
浄
土
が
ま
ず
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し

(
辺
)

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

善
導
大
師
が
『
観
経
疏
』

の
中
で
我
々

凡
夫
に
清
浄
な
る
体
性
(
仏
性
)

と
い
う
も
の
は
顕
現
す
る
こ
と

は
か
な
わ
な
い
と
し
、
『
法
事
讃
』
に
我
々
衆
生
の
罪
障
の

一
つ

に
如
来
の
仏
性
が
身
中
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
て



(
お
)

い
る
こ
と
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
衆
生
に
仏
性
を
認
め
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
立

(M
)
 

場
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

前
増
上
寺
法
主
故
藤
堂
恭
俊
台
下
は
、
法
然
上
人
の
ご
法
語
解

釈
の
中
で
、

人
は
誰
し
も
、

お
し
な
べ
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仰
の
性

を
具
え
て
い
る
、
と
い
う

『大
般
浬
紫
経
』

の
説
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、

「一

切
衆
生
悉
有
悌
性
」
と
い
う
、
お
な
じ

み
の
経
文
で
あ
り
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
人
が
仰
の
性
を
具

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

ひ
ら
た
く
言
い
ま
す
と
、
人
は

す
べ
て
仰
の
子
で
あ
る
、

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し

そ
の
こ
と
は
、
例
様
の
御
目
か
ら
ご
覧
に
な

つ
て
の
こ
と
な
の
で
す
。
《
中
略
》
し
か
し
、
心
霊
の
親
に

ま
し
ま
す
僻
様
の
在
す
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
い
る
私
は
、

う
考
え
て
も
仰
の
子
で
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
煩
悩
と
い

う
人
間
の
性
を
主
人
公
と
し
、

そ
の
主
人
公
の
命
ず
る
ま
ま

に
日
頃
行
動
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
煩
悩
に
振
り
回
さ

れ
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
た
だ
人
で
あ
り
、
な
み
の
人
間
に

し
か
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
私
達
の
い
つ
わ
ら
ざ

る
あ
り
の
ま
ま
の
相
で
あ
り
ま
す
。

と
、
仏
の
目
か
ら
見
れ
ば
仏
性
を
具
え
て
い
る
べ
き
私
達
で
あ
る

が
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
す
ら
出
来
な
い
の
が
現
実
の
我
々

平凡
易夫
にの
説 相
明 で
しあ
てる
し当( と

る包
。 法

然
上
人

お
け
る
イム
性
の-. 
Jι 

け
取
り
を

つ
ま
り
、
法
然
上
人
に
お
け
る
仏
性
の
受
け
取
り
は
、
す
べ
て

の
衆
生
が
そ
の
身
に
具
え
て
い
な
が
ら
も

そ
の
こ
と
す
ら
気
づ

く
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
し
て
顕
現
さ
せ
る
な
ど
と
い
う
の
は
不
可

(お
)

能
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
然
上
人
に
お
い
て

89 

は
、
現
世
に
お
い
て

「仏
性
」
を
開
顕
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る

(
成
仏
を
目
指
す
)

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
世
に
お
け

る
往
生
浄
土
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
仏
の
誓
い
で
あ
る
念

ど

仏
を
称
え
る
こ
と
が
第

一
義
な
の
で
あ
る
。

(
4
)
法
然
上
人
に
お
け
る
『
仏
の
子
』

以
上
の
よ
う
に
、
法
然
上
人
に
お
け
る

「仏
弟
子
」
・
「仏
性
」

を
考
察
し
て
き
た
が
、
両
者
に
対
す
る
法
然
上
人
の
姿
勢
は
全
く



異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
勘
案
す
れ
ば
、
法
然
上
人
に

お
け
る
「
仏
子
(
仏
の
子
)
」
を
考
え
る
際
に

A

「
仏
弟
子
」

と
い
う
意
味
と
、

「
仏
性
」
を
持
つ
者
と
い
う
意
味
の

y」
+
り

B 

ら
の
内
容
を
も
っ
て
定
義
す
べ
き
か
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
法
然
上
人

は
、
凡
夫
で
あ
る
衆
生
に
仏
性
開
発
を
勧
め
ず
、
釈
迦
弥
陀
二
尊

の
御
心
に
し
た
が
い
、
称
名
念
仏
を
行
じ
、
廃
悪
修
善
の
生
活
を

心
が
け
て
い
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

法
然
上
人
に
お
け
る

「仏
の
子
」
は
「
仏
弟
子
」
に
他
な
ら
ず
、

念
仏
の
生
活
の
中
に
悪
を
止
め
善
を
修
す
と
い
う
仏
の
願
い
に
か

な
っ
た
行
い
を
す
る
者
こ
そ
、
浄
土
宗
に
お
け
る
「
仏
の
子
」
と

い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
、

「仏
の
子

・
仏
子
」

仏

弟
子
」
と
い
う
定
義
を
明
確
に
す
る
な
ら
ば
、
「
仏
の
子
」
と
い

う
表
現
自
体
を
否
定
す
る
必
要
は
な
く
、

む
し
ろ
法
然
上
人
の
御

教
え
を
矛
盾
な
く
子
供
達
に
伝
え
て
い
く
際
に
、
大
切
な
言
葉
と

し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
浄
土
宗
の
児
童
教
化
に
お
け
る
『
仏
の
子
』
の
意
昧

こ
こ
ま
で
簡
略
で
は
あ
る
が
、
法
然
上
人
に
お
け
る
「
仏
の

子
」
に
つ
い
て
そ
の
概
念
を
確
認
し
た
。
こ
の
「
仏
の
子
」
と
は

広
く
「
仏
弟
子
」
を
指
し
、
仏
道
に
向
か
う
す
べ
て
の
生
き
と
し

生
け
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
児
童
に
対
す
る
特
別
な

呼
称
で
は
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
に
お
け
る
児
童
観
は
、
老
若
男

女
を
平
等
に
み
る
仏
陀
の
人
間
観
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
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で
あ
り
、
児
童
だ
け
を
特
別
な
存
在
と
し
て
取
り
あ
げ
な
い
と
い

(幻
)

う
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「仏
の
子
」
と
し
て
行
う
べ

き
修
行
は
、
老
若
男
女
の
別
な
く
守
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
誰
に
で
も
易
し
く
勤
め
ら
れ
る
念
仏
を
基

本
と
し
な
が
ら
、
生
活
の
中
で
悪
い
こ
と
を
せ
ず
に
善
い

こ
と
を

行
う
よ
う
心
が
け
る
と
い
う
だ
け
の
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
仏

さ
ま
と
の
約
束
を
守
る
こ
と
が
「
仏
の
子」

に
と
っ
て
肝
要
な
こ

と
な
の
で
あ
る
。

法
然
上
人
は
そ
の
教
え
の
中
で
仏
の
選
び
(
選
択
)
と
い
う
も



(
お
)

の
を
重
視
さ
れ
た
。
迷
え
る
凡
夫
た
る
我
々
は
仏
さ
ま
の
選
び
と

ら
れ
た
修
行
を
行
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
小
賢
し
い
衆
生
の
は
か

「
仏
さ
ま
の
言
葉
・
仏
さ
ま
の
願
い

・
仏
さ
ま
の

ら
い
を
超
え
た

こ
こ
ろ

意
」
に
順
じ
て
い
く
こ
と
が
、
児
童
の
場
合
に
お
い
て
も
大
切
な

こ
と
に
か
わ
り
な
い
。
浄
土
宗
に
お
け
る
仏
さ
ま
の
言
葉
と
は
、

(お
)

法
然
上
人
が

『
選
択
集
』
に
記
さ
れ
た
「
浄
土
三
部
経
(
『
無
量

寿
経
』
・
『観
無
量
寿
経
』
・
『
阿
弥
陀
経
』
)
」
の
御
教
え
、

い
わ
ゆ

る
往
生
浄
土
門
を
説
く
釈
尊
の
一言
葉
で
あ
る
。
次
に
、
浄
土
宗
に

えお
すけ
れる
ば仏
必さ
ずま
救の
い願
摂とい
る と
とは
誓
わ
れ
た

い
か
な
る
衆
生
も
お
念
仏
を
お
称

い
わ
ゆ
る
阿
弥
陀
さ
ま

の
御
本
願
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浄
土
宗
に
お
け
る
仏
さ
ま
の
意
と

は
、
お
念
仏
申
す
毎
日
を
よ
い
子
に
過
ご
す
お
約
束
を
、

し
っ
か

り
守
っ
て
ほ
し
い
と
お
も
う
仏
の
心
、

い
わ
ゆ
る
お
釈
迦
さ
ま
と

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
向
け
ら
れ
た
、

お
も
い

意
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
児
童
教
化
に
お
い
て
は
、
児
童
達
へ
、

い
た
ら
な
い
私
達
へ
の
二
仏
の

の
よ
う
に
法
然
上
人
が
易
し
く
説
き
示
さ
れ
た
仏
さ
ま
の
御
教
え

の
肝
要
な
と
こ
ろ
を
、

た
だ
「
仏
さ
ま
と
の
お
約
束
」
と
し
て
守

っ
て
も
ら
担
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
浄
土

宗
の
児
童
教
化
に
お
い
て
、
「
仏
の
子
」
た
る
児
童
に
教
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、

「仏
さ
ま
と
の
お
約
束
(
仏
語

・
仏

願

・
仏
意
)
」
を
守
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
に
お
け
る
児
童
教
化
に
お
い
て
は
、
法
然

上
人
の
や
さ
し
い
導
き
を
お
手
本
に
、
「
仏
の
子
」
た
る
児
童
が

し
っ
か
り
と
仏
さ
ま
の
言
葉
を
い
た
だ
き
、
仏
さ
ま
の
願
い
に
か

な
い
、
仏
さ
ま
の
意
を
承
け
と
る
と
い
う
、
仏
さ
ま
と
の
お
約
束

を
守
る
生
活
を
理
想
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
仏

さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
て
お
念
仏
を
お
称
え
す
る
こ
と
と
、
日
頃
の
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生
活
の
中
で
仏
さ
ま
の
悲
し
ま
れ
る
悪
い
こ
と
を
な
さ
ず
に
喜
ば

れ
る
行
い
を
進
ん
で
す
る
こ
と
に
心
が
け
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
児
童
に
と
っ
て
無
理
な
く
、
非
常
に
大
切
な
こ
と
を
学
ぶ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
な
お
か
っ
、
結
果
的
に
は
児
童
を
往
生

浄
土
の
道
へ
教
え
導
く
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
児
童
教
化
に

そ

た
ず
さ
わ
る
浄
土
宗
教
師
と
し
て
こ
の
よ
う
な

「仏
の
子
」
を
育

て
る
教
化
方
法
は
、

基
本
的
な
浄
土
宗
教
師
の
っ
と
め
を
果
た
す

ば
か
り
で
な
く
、
児
童
達
に
仏
さ
ま
の
言
葉
を
基
準
と
し
た
善
悪

を
教
え
る
こ
と
も
出
来
る
、

重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
え
る



の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
浄
土
宗
的
児
童
教
化
の
意
義

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
浄
土
宗
的
児
童
教
化
に
お
け
る

「仏
の
子
」
を
仏
さ
ま
と
の
約
束
を
守
る
子
供
、
と
位
置
づ
け
、

そ
の
よ
う
な
「
仏
の
子
」
を
育
て
て
い
く
教
化
が
大
切
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
児
童
教
化
の
第

一
目
的
で
あ
る
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
い
な
る
慈
悲
の
も
と
、
明
る

く

・
正
し
く

・
和
よ
く
、
健
康
な
心
を
育
む
と
い
う
、
人
間
形
成

の
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
児
童
達

の
往
生
浄
土
を
願
い
、
念
仏
を
称
え
さ
せ
る
と
い
う
、
浄
土
宗
教

師
と
し
て
基
本
的
な
つ
と
め
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
図
示
す
れ

ば
次
の
よ
う
に
な
る
、
だ
ろ
う
。

図

仏
の
子
に
つ
い
て

仏教全般における仏の子図
2 

浄
土
宗
に
お
け
る
仏
の
子
の
お
約
束

浄土宗的児童教化

仏さまとのお約束

お念仏を称える
悪いことはせず
善いことを行う

-
往
生
が
約
束
さ
れ
る

.
明
る
く
、
正
し
く
、
和
よ
く
生
活
を

す
る
心
(
健
康
な
心
)
が
育
ま
れ
る

冒
頭
の
疑
問
の
②
に
、
幼
児
に
お
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
を
ど
う

考
え
る
か
と
あ
っ
た
が
、
幼
児
も
大
人
も
関
係
な
く
、

凡
夫
で

あ
る
我
々
に
と
っ
て
念
仏
以
外
に
救
わ
れ
る
道
が
な
い
か
ら
こ

フ
】

Q
d
 



そ
、
法
然
上
人
の
説
か
れ
た
念
仏
の
教
え
を
幼
児
や
児
童
達
に
も

お
と
り
つ
、ぎ
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
こ
と
を
、
児
童
を
対
象

と
し
た
時
に
だ
け
変
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
浄
土
宗
教

師
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
我
々
凡
夫
に
対
し
て
仏
か
ら
示
さ

れ
た
、
唯

一
平
等
の
救
い
で
あ
る
念
仏
を
子
供
達
に
も
勧
め
る
こ

と
で
あ
り
、
共
々
に
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
世
の
中
の
う
つ
り
か

わ
り
は
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
死
は
老
人
だ
け
に
特
別
な
こ
と
で

は
な
く
、

子
供
と
て
関
係
な
く
訪
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

い
つ
何

時
訪
れ
る
か
分
か
ら
な
い
そ
の
時
ま
で
に

お
念
仏
を
勧
め
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
幼
児
や
児
童
に
と

っ
て
般
若
の
教
え
や
六
波
羅
蜜
な
ど

を
事
細
か
に
説
く
こ
と
よ
り
も
、
自
の
前
で
死
を
迎
え
、
動
か
な

く
な

っ
た
大
切
な
い
の
ち
が
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
を
、
念
仏
の
教

え
を
通
じ
て
明
確
に
説
き
示
し
て
あ
げ
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に

実
際
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
仮
に
、
幼
稚
園
や
学
校
で
共

に
飼
っ
て
い
る
ペ
ッ
ト
や
観
賞
魚
等
、
児
童
達
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
存
在
が
死
を
迎
え
た
な
ら
ば
、
「
僕
た
ち
の
目
に
は
は

っ
き
り
見
え
な
い
け
ど
、

き
っ
と
仏
さ
ま
は
君
達
が
心
か
ら
称
え

る
お
念
仏
の
声
を
聞
い
て
下
さ
っ
て
、
大
切
な

O
Oち
ゃ
ん
を
苦

し
み
の
な
い
素
晴
ら
し
い
極
楽
と
い
う
世
界
に
連
れ
て
行
っ
て
下

(初
)

さ
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、

O
Oち
ゃ
ん
は
い
つ
も
極
楽
か
ら
、

仲
の
良
か

っ
た
君
達
の
こ
と
を
見
守
っ
て
く
れ
る
よ
。
だ
か
ら

し
っ
か
り
一
緒
に
お
念
仏
を
お
称
え
し
ま
し
ょ
う
」
と
説
く
こ
と

が
、
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
児
童
遥
は
、

こ
の
世
で
二
度

と
会
う
こ
と
が
出
来
ず
哀
し
い
け
れ
ど
も
、
先
立
っ
た
大
切
な
自

分
の
友
人
が
見
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
、

一
種
の
安
心
を
得
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
世
で
は
会
え
な

q
d
 

nu 

い
け
れ
ど
も
、

い
つ
の
日
か
お
浄
土
で
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ

ら

こ
の
話
に
加
え
て
、
今
失
っ
た
こ
の
「
い
の
ち
」
と
私
達
の

「
い
の
+
り
」
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
ら
い
か
け
が
え
の
な
い
尊
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
児
童
達
が
哀
し
み

の
中
に
「
い
の
ち
」

の
尊
さ
を
学
ぶ
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
て
お
念
仏
を
す
る

こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
大
切
な
者
を
確
か
に
救
っ
て
下
さ
る
仏
さ

ま
の
存
在
を
児
童
達
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
自
然
に
敬
虚



(
引
)

な
態
度
と
心
を
養
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
児
童
自
身
の
往
生
浄
土
を
願
う
こ
と
が

大
切
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
他
に
も
、
児
童

が
念
仏
や
往
生
浄
土
の
教
え
に
学
ぶ
と
こ
ろ
は
と
て
も
多
い
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

五

児
童
教
化
に
お
け
る

「愚
者
の
自
覚
」

続
い
て
、
児
童
教
化
に
お
け
る
「
愚
者
の
自
覚
」
に
つ
い
て
考

察
を
進
め
た
い
。
「
愚
者
の
自
覚
」
と
は
、
周
知
の
通
り
、
自
ら

の
い
た
ら
な
さ
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
い
た
ら
な

さ
に
気
づ
け
る
こ
と
が
出
来
て
こ
そ
、
仏
の
教
え
を
信
じ
、
他
人

を
慈
し
む
心
を
持
ち
、
自
ら
を
律
し
、
念
仏
の
生
活
を
送
る
こ
と

が
素
直
に
行
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
「
愚
者
の
向
覚
」

や

「凡
夫
観
」
は
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
れ
は
直
接

児
童
に
説
き
聞
か
し
て
も
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
れ
は
、
「
愚
者

の
自
覚
」
や
「
凡
夫
観
」

の
理
解
に
は
、

そ
の
人
の
こ
れ
ま
で
の

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
や
葛
藤
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。
幼
児
達
に
と
っ
て
は
、

い
き
な
り
「
い
た
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
。
や
は
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
む
中
、
自
分
に
い
た
ら
な
い
部
分
が
あ
る

こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
で
気
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
幼
少
期
か
ら
の
規
範
的
な
生
活
が
大
切
な
の
で
あ
ろ
う
。

幼
少
期
に
規
範
的
な
生
活
を
心
が
け
て
こ
そ
、
成
長
し
て
い
く
課

程
で
、
規
律
を
守
ろ
う
と
思
っ
て
も
守
れ
な
い
自
分
の
い
た
ら
な

さ
に
気
づ
く
こ
と
も
出
来
、
大
人
に
な
る
時
に
凡
夫
観
を
身
に
つ

(

明

記

)

け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
児
童
教
化
に
お
い
て
、
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日
頃
か
ら
仏
さ
ま
の
悲
し
ま
れ
る
悪
い
こ
と
を
な
さ
ず
に
仏
さ
ま

の
喜
ば
れ
る
行
い
を
進
ん
で
す
る
こ
と

(
規
範
的
生
活
)
を
教
え

る
こ
と
は
、
児
童
に
い
つ
の
日
か

「
愚
者
の
自
覚
」
を
持
っ
て
も

ら
う
意
味
で
も
大
切
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
特
別

に
厳
し
い
内
容
で
な
く
て
も
、
仏
さ
ま
と
の
お
約
束
を
守
る
子
供

「
仏
の
チ
」
に
対
し
て
、
仏
さ
ま
と
の
お
約
束
を
具
体
的
な
形

で
示
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、



。
仏
の
子
ど
も
の
お
約
束

ほ
・
・
・
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ

し
っ
か
り
念
仏
い
た
し
ま
す

と・・・
友
達
と
、

い
つ
で
も
必
ず
譲
り
合
い
ま
す

け
・
:
け
じ
め
あ
る
、
正
し
い
生
活
い
た
し
ま
す

の
:
・
の
び
の
び
と
、
明
る
く
楽
し
く
遊
び
ま
す

こ
・
:
言
葉
や
さ
し
く
に
こ
や
か
に
、

み
ん
な
と
仲
良
く
話
し
ま
す

と
い
〉
つ
具
合
に
、

み
ん
な
が
守
れ
る
大
切
な
こ
と
を
分
か
り
ゃ
す

い
規
範
と
し
て
児
童
に
提
示
し
、

一
日
の
始
ま
り
ゃ
終
わ
り
に
み

ん
な
で
唱
和
す
る
な
ど
し
て
、
守
れ
る
よ
う
に
う
な
が
す
こ
と
が

重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
通
じ
て
こ
そ
、
児
童

達
は
日
を
重
ね
る
ご
と
に
知
ら
ず
知
ら
ず
規
範
性
を
身
に
つ
け
、

さ

ん

げ

反
省
す
る
こ
と
(
慨
悔
)
の
必
要
性
を
教
え
た
な
ら
ば
、
時
に
は

そ
れ
に
反
し
た
自
分
に
気
づ
く
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
児
童
教
化
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
「
愚
者
の
自
覚
」
を

説
か
な
く
て
も
、
規
範
的
生
活
を
心
が
け
る
よ
う
に
う
な
が
す
こ

と
が
、
結
果
と
し
て
「
愚
者
の
自
覚
」
を
身
に
つ
け
る
助
け
に
な

る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
、
お
わ
り
に

」
こ
ま
で
簡
略
で
は
あ
る
も
の
の
、
浄
土
宗
門
子
の
立
場
か
ら

「仏
の
子」

の
概
念
を
確
認
し
、
念
仏
を
伝
え
る
こ
と
と
、
「
愚
者

の
自
覚
」
に
至
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
規
範
性
を
持
た
せ
る
こ
と

が
、
浄
土
宗
に
お
け
る
児
童
教
化
に
お
い
て
極
め
て
大
切
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
言
及
し
た
。
法
然
上
人
に
お
け
る
「
仏
の
子
」

は
、
釈
迦
弥
陀
二
尊
の
御
心
に
し
た
が
い
、
念
仏
の
生
活
の
中
に
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悪
を
止
め
善
を
修
す
と
い
う
仏
の
願
い
に
か
な
っ
た
行
い
を
す
る

「
仏
弟
子
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
児
童
教
化
は

大
切
な
児
童
の
た
め
に
称
名
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
を
第

一
義
と
す

る
が
、
廃
悪
修
善
を
心
が
け
る
こ
と
も
重
要
な
教
化
の

一
環
で
あ

り
、
幼
い
う
ち
に
教
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
規
範
的
な
重
要
事
項

は
、
こ
の
廃
悪
修
善
と
い
う
観
点
か
ら
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
知
人
が
浄
土
宗
の
児
童
教
化
で
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
と
悩
ん
で
い
た
、
幼
い
う
ち
に
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
必
要
な
徳
目
は
、
廃
悪
修
善
を
基
軸
と
す
る
規
範
的
生
活
の
充



突
を
は
か
る
こ
と
で
十
分
に
教
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し

て
、
浄
土
宗
独
特
な
児
童
教
化
の
方
が
仏
性
開
顕
を
目
的
と
す
る

教
化
よ
り
も
、

「
い
の
ち
」

の
尊
さ
を
自
然
に
教
え
ら
れ
る
点
な

ど
、
「
宗
教
的
情
操
」

の
酒
養
の
面
で
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
児
童
達
は
念
仏
を
称
え
、
規
範
的
生
活
を
送
る

中
か
ら
規
範
を
守
れ
な
い
い
た
ら
な
い
自
分
を
知
る
こ
と
と
な
る

の
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
自
ら
の
い
た
ら
な
さ
の
発
見
が
、

い
つ
の

日
か
仏
に
向
か
い

「
お
救
い
ド
さ
い
、

お
育
て
下
さ
い
」
と
た
の

(犯
)

む
素
直
で
敬
慶
な
心
を
育
て
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
に
お
け
る
児
童
教
化
に
お
い
て
は
、
法

然
上
人
の
や
さ
し
い
導
き
を
お
手
本
に
、
「
仏
の
子
」

た
る
児
童

が
し
っ
か
り
と
仏
さ
ま
の
言
葉
を
い
た
だ
き
、
仏
さ
ま
の
願
い
に

か
な
い
、
仏
さ
ま
の
意
を
承
け
と
る
と
い
う
、

「仏
さ
ま
と
の
お

約
束
を
守
る
こ
と
」
を
肝
要
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
然
上
人

の
説
か
れ
た
念
仏
の
御
教
え
は
、
現
代
の
児
童
遥
に
も
通
ず
る
普

遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
を
よ
く
岨
噛
し
て
児

童
達
に
分
か
り
ゃ
す
く
伝
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
浄
土
宗
教
師
で

あ
り
、
児
童
教
化
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
っ
と
め
で
あ
る
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

児
童
と
接
す
る
現
場
に
お
い
て
そ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
は
難
し

い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

だ
か
ら
と
い
っ
て
法
然
上
人

の
説
か
な
い
教
え
を
、
な
ん
と
な
く
便
利
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て

安
易
に
用
い
る
の
は
、
や
は
り
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
哀

し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
教
師
が
教
化
・
教
育
に
際
し
て
、

そ
の
意
義
を
宗
義
以
外
に
求
め
る
事
例
は
、
決
し
て
少
な
く
な

ぃ
。
そ
の
便
利
さ
故
に

「
な
ん
と
な
く
い
い
話
」
を
児
童
教
化
の

現
場
で
使
い
続
け
、

気
づ
け
ば
念
仏
の
教
え
と
結
び
つ
か
な
く
な
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り
、
内
心
困
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
、
筆
者
自
身
も
実
際
に
耳
に

(
制
)

し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
今

一
度
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
浄
土
宗
教
師
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
法
然
上

人
の
説
か
れ
た
普
遍
的
な
教
え
に
立
脚
し
、
児
童
教
化
を
行
う
姿

勢
を
持
つ
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
仏
教
保
育
に
た
ず
さ
わ
る
知
人
か
ら
の
質
問
を
契
機
と

し
て
、
児
童
教
化
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
も
の
の
、

い
ま
だ
意
を

尽
く
せ
ぬ
点
が
多
く
あ
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後

も
継
続
し
て
自
分
自
身
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と



考
え
て
い
る
。
ま
た
、
浄
土
宗
学
の
立
場
か
ら
と
は
い
え
、
現
場

と
あ
り
、
人
間
形
成
H
仏
性
の
閥
顕
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
で
悟
り

を
開
い
て
仏
陀
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
が
、
自
ず
か
ら
人
間

形
成
を
目
標
と
す
る
保
育
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て

い
る
。
同
じ
く
向
者
「
第
三
四
表
現
(
絵
画
)
」
に
は
、

子
供
は
、
本
来
、
自
分
に
従
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
自
分

に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
し
た
い
こ
と
に
積
極
果
敢

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
供
は
、
で
き
な
い
こ
と
を
学

ん
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
従

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
べ
く
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
も
の

を
盟
か
に
花
聞
か
せ
る
の
で
す
。
ど
の
子
も
仏
性
(
仏
と
な

る
可
能
性
)
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。

《中
略
》
活
動
の
根
底
に
、
常
に
子
供
自
身
の
欲
求
の
持
続
を

求
め
る
こ
と
が
、
仏
性
を
開
発
す
る
絵
画
活
動
で
す
。

と
あ
り
、
元
来
具
え
て
い
る
力
(
仏
性
)
を
子
供
が
自
ら
開
発
し

て
い
く
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『浄
土
宗
保
育
指
針
』

(
浄
土
宗
保
育
協
会
、

一
九
六
八
年

一一

月
初
版
、

二
O
O
O年
八

月
改
訂
)
の
「
第
二
章
仏
教
保
育
の
ね
ら
い
」
に、

保
育
者
は
、
子
ど
も
の
幼
い
尊
い
い
の
ち
を
育
て
伸
ば
す
と

い
う
他
の
職
業
で
は
な
し
え
な
い
素
晴
ら
し
い
仕
事
に
従
事

し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
仏
の
子
の
仏
性
を
向
て
さ
せ

て
い
た
だ
く
と
い
う
、
こ
の
天
職
に
大
き
な
誇
り
と
自
信
を

持
っ
て
日
々
精
進
し
て
下
さ
い
。

と
あ
り
、
続
く
「
第
J

J

市
浄
上
京
保
行
の
実
践
」
に
も
、

保
育
お
は
子
ど
も
の
内
に
泌
め
る
仏
性
を
み
仏
に
代
わ
っ
て

経
験
の
少
な
い
筆
者
が
こ
の
よ
う
な
テ

l
マ
で
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
お
そ
れ
多
い
こ
と
で
あ
る
。
何
卒
ご

寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。
加
え
て
、
本
稿
に
つ
い
て
各
方
面
で
活
躍

さ
れ
る
皆
様
か
ら
、
ご
批
評
を
給
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註(I
)
本
稿
で
は
、
実
際
に
仏
教
保
育
に
た
ず
さ
わ
る
浄
土
宗
教
師
の
話

よ
り
は
じ
め
た
が
、
内
符
的
に
は
仏
教
保
育
に
限
ら
ず
、
広
く
児

童
教
化
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。
尚
、
論
文
の
性
格
上
、
平

易
な
表
現
を
心
が
け
た
。

(
2
)
例
え
ば

『
乙J
供
の
心
を
育
て
よ
う
|
入
門
仏
教
保
育
』
(
鈴
木
山

版
、
，
九
八
川
年
七
月
)
の
「
第
九
仏
教
と
保
育
」
に
は
、

仏
教
者
が
理
想
の
人
間
像
と
す
る
「
仏
陀
」
と
は
、
悟
り
を

開
い
た
者
の
こ
と
で
す
。
倍
り
へ
の
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と

は
、
↑
共
に
完
成
し
た
人
間
の
形
成
を
め
ざ
す
こ
と
で
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
悟
り
を
聞
き
、
仏
に
な
る
可
能
性
(
仏

性
)
が
、
す
べ
て
の
も
の
に
、
ま
た
、
誰
に
で
も
備
わ
っ
て

い
る
と
信
じ
、
自
己
を
仏
陀
に
ま
で
山
川
め
る
と
い
う
人
間
形

成
の
た
め
の
教
え
が
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
仏

教
と
保
育
が
今
後
と
も
強
く
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
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開
顕
(
聞
き
現
す
)
さ
せ
る
た
め
の
お
手
伝
い
で
あ
る
と
い

う
認
識
を
持
っ
て
保
育
に
当
た
る
こ
と
が
浄
仁
京
保
育
荷
の

最
大
の
使
命
と
心
得
て
下
さ
い
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
浄
土
宗
保
育
者
の
最
も
大
切
な
心
が
け
と
し

て
、
仏
の
代
わ
り
に
仏
の
子
た
る
子
供
達
の
仏
性
開
顕
を
手
伝
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

子
供
の
仏
性
閲
顕
が
厳
重
要
課
題
と

し
て
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
保
育
、

児
童
教
化
関
係
出
版
物
に
お
い
て
、
子
供
の
仏
性
開
発
を
勧
め
る

内
容
が
見
ら
れ
る
。

(
3
)
「
信
空
ヒ
人
伝
説
の
討
」
に
は
、

型
道
門
の
修
行
は
、
利
惣
を
き
わ
め
て
生
死
を
は
な
れ
、
浄

土
門
の
修
行
は
、
越
線
に
返
り
て
極
集
に
む
ま
る
と
(
『
昭
法

全
』
六
七
二
頁
)

と
あ
り
、
聖
道
門
と
浄
k
門
の
あ
り
方
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
『浄
土
宗
保
育
指
針
』
第
一
世
参
照
。

(
5
)
『望
月
仏
教
大
辞
典
』
冗
・問
問
問
九
b
を
参
照
。

(
6
)
『
雑
阿
合
経
』
に
は
、

我
は
同
定
例
子
な
り
。
例
日
よ
り
生
じ
、
法
化
よ
り
生
じ
、
例

法
の
分
を
得
。
少
方
便
を
以
て
制
解
脱
、

e

一.
昧
正
受
を
得
た

り
。
(
『
大
正
政
』

二
・
一
三
二

b
)

と
あ
る
。

(
7
)

れ
2
に
同
じ
。

(
8
)
『法
華
経
』
に
は
、

諸
法
は
本
来
常
に
自
ら
寂
滅
相
な
り
。
悌
子
、
道
を
行
じ
己

ら
ば
来
世
に
作
例
す
る
こ
と
を
得
。(『
大
正
蔵
」
九
・
八
b
)

と
あ
る
。

(
9
)

『党
網
経
』
に
は
、

衆
生
例
戒
を
受
く
れ
ば
即
ち
諸
併
の
位
に
入
る
。
位
、
大
賀

と
同
じ
お
わ
ら
ば
、
員
に
是
諸
仰
の
子
な
り
。
(『
大
正
蔵
』

二
四・

一
O
O四
日
)

と
あ
る
。

(
叩
)

『仏
性
論
』
に
は
、

信
楽
等
の
四
種
を
以
て
固
と
局
す
。
諸
笠
口
薩
を
し
て
此
因
を

修
習
せ
し
む
れ
ば
、
無
上
法
身
清
津
波
羅
蜜
に
至
る
こ
と
を

得
。
凡
止
を
帥
仰
性
消
滞
の
悶
と
名
く
。
か
く
の
如
き
の
人
を
例

子
と
名
く
る
こ
と
を
得
。
(『大
正
蔵
』
三
了
七
九
八

a)

ι」
+
め
ヲ
匂
。

(日
)
『
法
華
文
句
』
に
は
、

凡
そ
三
極
子
の
義
街
り
。
一

に
は
、

一
切
衆
生
に
就
い
て
皆

三
観
性
徳
仰
性
有
り
、
即
ち
は
止
仰
チ
な
り
。
(『
大
正
厳
』

三
四
・
一二一
同
b
)

と
あ
る
。

(
は
)
浄
土
宗
教
師
で
あ
り
幼
稚
園
園
長
で
も
あ
る
家
旧
降
現
氏
は
、
蒋

壮行

『
み
仏
と
幼
育
行
動
』
(
高
文
堂
出
版
、

4

九
八
・
h
年

E

牟
川
)
の

中、

「仏
の
子
」
に
つ
い
て
の
考
察
の
中
で

「仏
子
と
い
う
の
は
山

家
修
行
の
人
び
と
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
肉
親
の
親
子
関
係
で
は

な
い
。
ま
た
「
子
」
は
「
子
ど
も
」
で
な
く
「
弟
子
」
の
意
味
で

あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
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(
日
)
家
田
氏
前
掲
書
に
も
「
す
べ
て
の
衆
生
は
仏
に
な
る
性
質
「
仏

性
」
を
持
つ
正
因
仏
子
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
幼
児
に
も
該

当
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
幼
児
の
大
き
な
可
能
性
を
考
え
る
と
、

幼
児
こ
そ
仏
に
な
る
性
質
を
持
つ
、
仏
に
近
い
存
在
だ
と
も
い
え

よ
う
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
と
く
に
幼
児
に
「
仏
の
子
」
と
い
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
L

と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、

「仏
性
」
の
受

け
取
り
方
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
浄
土
宗
的

児
童
教
化
に
お
い
て
、

「
仏
の
子
」
を
「
仏
の
血
肉
を
分
け
た
子
」

と
は
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
仏

性
」
に
つ
い
て
の
浄
土
宗
的
受
け
取
り
に
つ
い
て
は
、
本
論
に
て

後
述
す
る
。

(
は
)

『選
択
集
』
(
『聖
典
』

コ
一・
一
八
五
/
『
昭
法
全
』で一
四
八
頁
)

(
日
)

『選
択
集
』
(
『聖
典
』
三
・
一
四
.
/
『
昭
法
全
』
二
凶
九
頁
)

(
同
)
原
文
は
漢
文
で

深
信
と
は
、
仰
ぎ
願
く
ば

一
切
の
行
者
、

一
心
に
唯
悌
語
を

信
じ
て
身
命
を
顧
み
ず
決
定
し
て
依
行
せ
よ
。
仰
の
捨
て
し

め
た
も
う
も
の
は
即
ち
捨
て
、
仰
の
行
ぜ
し
め
た
も
う
も
の

は
即
ち
行
じ
、
仰
の
去
ら
し
め
た
ま
う
慮
を
ば
即
ち
去
れ
。

こ
れ
を
悌
教
に
随
順
し
偽
意
に
順
ず
と
名
づ
け
、

こ
れ
を
悌

願
に
随
順
す
と
名
づ
け
、
こ
れ
を
員
の
例
弟
子
と
名
づ
く
。

と
あ
る
。
善
導

『観
経
疏
』
(『
浄
全
』
二

・五
六
頁
下
)
の
深
心
釈

小
の
こ
の
文
を
、
法
然
上
人
は
『
選
択
集
』
(
『
聖
典
』
二
了
一
四
一

/
『
附
法
全』

三
二
九
頁
)
、
『
往
生
大
要
紗
』
(
『
昭
法
全
』
五
八

頁
)
に
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち

『
往
生
大
要
紗
』
(『
附
法

全
』
六
二
頁
)
に
は
、

又
つ
ぎ
の
文
に
、
ほ
と
け
の
す
て
し
め
給
は
ん
を
ば
す
て

よ
と
い
ふ
は
、
雑
修
雑
行
な
り
。
ほ
と
け
の
行
ぜ
し
め
給
は

ん
事
を
ば
行
ぜ
よ
と
い
ふ
は
専
修
正
行
也
。
ほ
と
け
の
さ
ら

し
め
た
ま
は
ん
事
を
ば
さ
れ
と
い
ふ
は
、
臭
事
異
解
雑
縁
乱

動
の
と
こ
ろ
也
。
善
導
の
、
身
づ
か
ら
も
さ
へ
他
の
往
生
の

正
行
を
も
さ
ふ
と
稗
し
給
へ
る
事
、
ま
こ
と
に
お
そ
る
べ
き

物
也
。
例
教
に
随
順
す
と
い
は
、
務
迦
の
御
お
し
へ
に
し
た

が
ひ
、
岬
伸
顧
に
随
順
す
と
い
は
、
瀬
陀
の
願
に
し
た
が
ふ
也
。

仰
意
に
随
順
す
と
い
は
、
二
尊
の
御
心
に
か
な
ふ
な
り
。

と
、
こ
の
文
に
つ
い
て
解
釈
を
施
さ
れ
て
い
る
。

(
げ
)
『
十
二
箇
条
の
問
答
』
(
『
昭
法
全
』
六
七
九
頁
)
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。

問
て
い
は
く
、
本
願
は
悪
人
を
き
ら
は
ね
ば
と
て
、
こ
の
み

て
悪
業
を
つ
く
る
事
は
し
か
る
へ
し
ゃ
。
答
て
い
は
く
、
ほ

と
け
は
怨
人
を
す
て
給
は
ね
ど
も
、
こ
の
み
て
悪
を
つ
く
る

事
、
こ
れ
仰
の
弟
子
に
は
あ
ら
ず
。
一

切
の
例
法
に
悪
を
制

せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
悪
を
制
す
る
に
、
か
な
ら
ず
し
も
こ

れ
を
と
、
め
え
ざ
る
も
の
は
、
念
倒
し
て
そ
の
つ
み
を
滅
せ

よ
と
す
、
め
た
る
也
。
わ
が
身
の
た
へ
ね
ば
と
て
、
備
に
と

が
を
か
け
た
て
ま
つ
ら
ん
事
は
、
お
ほ
き
な
る
あ
や
ま
り
也
。

わ
が
身
の
悪
を
と
、
む
る
に
あ
た
は
ず
ば
、
ほ
と
け
慈
悲
を

す
て
給
は
ず
し
て
、
こ
の
つ
み
を
滅
し
て
む
か
へ
給
へ
と
申

す
べ
し
。
つ
み
を
ば
た
、
つ
く
る
べ
し
と
い
ふ
事
は
、
す
べ
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て
例
法
に
い
は
ざ
る
と
こ
ろ
也
。
た
と
へ
ば
人
の
お
や
の
、

一
切
の
子
を
か
な
し
む
に
、
そ
の
な
か
に
よ
き
子
も
あ
り
、

あ
し
き
子
も
あ
り
。
と
も
に
慈
悲
を
な
す
と
は
い
へ
ど
も
、

悪
を
行
ず
る
子
を
ば
目
を
い
か
ら
し
、
杖
を
さ
、
げ
て
い
ま

し
む
る
が
ご
と
し
。
仰
の
慈
悲
の
あ
ま
ね
き
事
を
き
、
て
は
、

つ
み
を
つ
く
れ
と
お
ぼ
し
め
す
と
い
ふ
さ
と
り
を
な
さ
ば
、

仰
の
慈
悲
に
も
も
れ
ぬ
べ
し
。
悪
人
ま
で
を
も
す
て
給
は
ぬ

本
願
と
し
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
い

よ
い
よ
ほ
と
け
の
知
見
を

ば
は
づ
べ
し
、
か
な
し
む
べ
し
。
父
母
の
慈
悲
あ
れ
ば
と
て
、

父
母
の
ま
へ
に
て
悪
を
行
ぜ
ん
に
、
そ
の
父
母
よ
ろ
こ
ぶ
ぺ

し
ゃ
。
な
げ
き
な
が
ら
す
て
ず
、
あ
は
れ
み
な
が
ら
に
く
む

也
。
ほ
と
け
も
又
も
て
か
く
の
ご
と
し
。

「禅
勝
房
伝
説
の
詞
」
に
は
、

そ
れ
に
善
人
は
善
人
な
か
ら
念
偽
し
、
悪
人
は
悪
人
な
か
ら

念
偽
し
て
、
た
T

む
ま
れ
つ
き
の
ま
、
に
て
念
備
す
る
人
を
、

念
仰
に
す
け
さ
、
ぬ
と
は
申
す
也
。
さ
り
な
が
ら
も
、
悪
を

あ
ら
た
め
て
善
人
と
な
り
て
念
仰
せ
ん
人
は
、
ほ
と
け
の
御

心
に
か
な
ふ
べ
し
。
(
『昭
法
全
』
四
六
二
頁
)

と
あ
る
。

(
悶
)
的
口
似
宣
雄
氏
は
「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る

「廃
悪
修
善
」
と

「怒

人
救
済
」

に
つ
い
て

」
(『
法
然
浄
土
教
の
思
想
と
伝
歴
』

二

O
O
一
年
一
-月、

一A

七
三
貞
)
の
中
、
法
然
上
人
に
お
け
る

「
廃
悪
修
善
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

法
然
は
「
善
人
は
詩
人
な
が
ら
、
悪
人
は
必
人
な
が
ら
」
と

18 

い
う
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
の
念
仏
を
説
き
な
が
ら
も
「
惑
を

改
め
善
人
と
な
っ
て
念
仏
す
る
」
こ
と
が
仏
の
御
心
に
か
な

う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
廃
悪
修
善
」
が
往
生
の
可
否

に
は
関
係
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
念
仏
実
践
の
中
で

悪
か
ら
善
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
こ
と
が
仏
の
意
に
添
う
こ
と

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
こ
と
は
、
惑
を
改
め
善
人
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て

の
根
拠
を
「
ほ
と
け
の
御
心
に
か
な
う
」
と
し
て
仏
の
側
に

求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
浄
土
教
の
特

徴
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
却
)
称
名
念
仏
が
勝
善
根

・
多
善
根
・
大
善
根
で
あ
り
、
諸
善
根
を
超

過
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

『選
択
集
』
に
お
い
て
法
然
上
人
に

よ
り
詳
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
だ

λ
ご

7
。

(
引
)
『
選
択
集
』
第

一
章

(
『聖
典
』二一
・
九
七
/
『
昭
法
全
』

二一一

一
頁、

原
漢
文
)
に
は
、

安
祭
集
の
上
に
云
は
く
。

問
ふ
て
日
は
く
。
一

切
衆
生
は
皆
例
性
有
り
。
遠
劫
よ
り
以

来
磨
に
多
備
に
値
へ
る
な
る
べ
し
。
何
に
因
て
か
今
に
至
る

ま
で
、
仰
を
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
、
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。

符
ふ
て
日
は
く
。
大
乗
の
聖
教
に
依
る
に
、
良
に

二
種
の
勝

法
を
得
て
以
て
生
死
を
排
は
ざ
る
に
よ
る
。
こ
れ
を
以
て
火

宅
を
山
で
ざ
る
な
り
。
何
者
を
か

二
と
局
す
。
一

に
は
謂
く

聖
道
、

二
に
は
謂
く
往
生
浄
上
な
り
。
そ
の
型
道
の

一
種
は

- 100一



今
の
時
護
し
難
し
。
一

に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
透
速
な
る
に

よ
る
。

こ
に
は
理
は
深
く
解
は
微
な
る
に
よ
る
。
こ
の
放
に

大
集
月
蔵
経
に
云
は
く
。
我
が
末
法
の
時
の
中
に
億
億
の
衆

生
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
未
だ

一
人
も
得
る
者
有
ら
ず
。

笛
今
は
末
法
こ
れ
五
濁
惑
世
な
り
。
唯
浄
土
の

一
門
の
み
有

り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
。

と
あ
り
、
法
然
上
人
が
道
紳
禅
師

『安
楽
集
』
の
文
を
引
用
す
る

上
で
、

当
然

『
混
繋
経
』
所
説
の

「一

切
衆
生
悉
有
例
性
」
と
い

う
道
理
を
承
知
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
同
時
に
、
法

然
上
人
の
仏
性
開
顕
を
含
む
聖
道
門
の
教
説
に
対
す
る
見
解
は
、

こ
の
第

一
章
段
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

『三
部
経
大
意
』
(『
昭
法
全
』

三
七
頁
)
に
、

極
幾
世
界
ニ
水
鳥
樹
林
ノ
ミ
微
妙
ノ
法
ヲ
嚇
モ
不
思
議
ナ
レ

ト
モ
、
固
定
ヲ
ハ
例
ノ
願
力
ナ
レ
ハ
ト
信
シ
テ
、
何
ソ
只
第

十
八
ノ
乃
至
十
念
ト
云
フ
願
ヲ
ノ
ミ
可
疑
哉
。
惣
シ
テ
例
ノ

説
ヲ
信
ハ
、
此
モ
働
説
也
。
華
厳
ノ
三
元
差
別
、
般
若
ノ
素

晴
伊
虚
融
、
法
華
ノ
賓
相
莫
如
、
浬
鍵
ノ
悉
街
例
性
、
タ
レ
カ

不
信
、
是
モ
併
説
ナ
リ
、
彼
併
説
也
。
何
ヲ
カ
信
シ
、
何
ヲ

カ
信
セ
サ
ラ
ム
ャ
。

と
、
『
華
厳
経
』
『
法
華
経
』

『
浬
繋
経
』
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
釈
尊
の

教
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
れ
も
す
べ
て
仏
説
で
あ
る
こ
と
に
か

わ
り
な
く
、
た
だ

『純
一
量
寿
経
』
所
説
の
第
卜
八
願
の
み
信
じ
な

い
と
い
う
こ
と
は
間
違
え
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
中
、

『浬
紫
綬
』
所
説
の
仏
性
が
す
べ
て
の
衆
生
に
悉
く
具
わ
っ
て
い
る

こ
と
も
仏
説
で
あ
る
と
受
け
取
り
、
信
ず
べ
き
も
の
と
し
て
挙
げ

て
い
る
。
た
だ
し
、
『
三
部
経
大
意
』
は、

『
浄
土
宗
大
辞
典
』

(
一
・
七

一
頁
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
ご
と
く
、
や

や
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
法
然
上
人
の
真
撰
を
疑
う
説
も

あ
る
。古

写
本
に

一
二
五
四
年
(
建
長
六
)
写
、
良
型
手
沢
(
金
沢

文
庫
蔵
)
と

一
二
五
八
年
(
正
嘉
二
)
親
鷺
写
、
慶
信
伝
持

(
高
田
専
修
寺
蔵
)
の
二
本
が
あ
り
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、

至
誠
心
釈
に
自
力
の
至
誠
心
と
他
力
の
至
誠
心
を
説
く
こ
と

は
、
法
然
の
他
の
語
録
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

(
辺
)

『要
義
問
答
』
(『
昭
法
全
』
六
二
一
一
頁
、
元
亨
版
『
和
語
燈
録
』

に
依
る
)
に
、

問
、
念
例
卜
申
候
ハ
例
ノ
色
相
ヲ
念
シ
候
ヵ
。
答
、
例
ノ
色

相
光
明
ヲ
念
ス
ル
ハ
観
悌
三
昧
ナ
リ
。
報
身
ヲ
念
シ
、
同
体

ノ
仰
性
ヲ
観
ス
ル
ハ
、
智
ア
サ
ク
心
ス
ク
ナ
キ
ワ
レ
ラ
ハ
境

界
ニ
ア
ラ
ス
。
善
導
ノ
給
ハ
夕
、
相
ヲ
観
セ
ス
シ
テ
夕
、
名

字
ヲ
稀
セ
ヨ
。
衆
生
サ
ハ
リ
オ
モ
ク
シ
テ
観
成
ス
ル
事
カ
タ

シ
、
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
大
聖
ア
ハ
レ
ミ
ヲ
タ
レ
テ
、
稽
名
ヲ
モ
ハ

ラ
ニ
ス
、
メ
給
へ
リ
。
心
カ
ス
カ
ニ
シ
テ
、
タ
マ
シ
ヒ
十
方

ニ
ト
ヒ
チ
ル
カ
ユ
ヘ
也
ト
イ
へ
リ
。
又
本
願
ノ
文
ヲ
、
善
導

務
シ
テ
ノ
給
ハ
夕
、
若
我
成
側
、
十
方
衆
生
願
生
我
圏
、
師
側

我
名
号
下
至
十
盤
、
釆
我
願
力
、
若
不
生
者
、
不
取
正
覚
。

彼
悌
今
現
在
世
成
側
、
首
知
本
誓
重
願
不
虚
、
衆
生
稿
念
必

得
往
生
ト
オ
ホ
セ
ラ
レ
テ
候
。
ト
ク
ト
ク
安
祭
浄
土
ニ
往
生
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セ
サ
セ
オ
ハ
シ
マ
シ
テ
、
弥
陀
観
音
ヲ
師
ト
シ
テ
、
法
華
ノ

真
如
貫
相
平
等
ノ
妙
理
、
般
若
ノ
第

一
義
空
、
真
言
ノ
即
身

成
側
、

一
切
ノ
聖
教
、
心
ノ
マ
、
ニ
サ
ト
ラ
セ
オ
ハ
シ
マ
ス

ヘ
シ
。

と
あ
り
、
仏
と
同
体
で
あ
る
仏
性
を
観
ず
る
こ
と
さ
え
浅
智
重
障

の
我
々
に
は
か
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
善
導
大
師
の
勧

め
る
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
ま
ず
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
お
)

「浄
慨
無
白
穎
照
」
(
『浄
全
』
二

・
一
頁
下
)
「
繁
行
不
識
因
果
紙

突
業
。
不
知
身
中
有
如
来
仰
性
附
」
(
『
浄
全
』
四
・
一

三
一
頁
上
)

(
M
)
高
橋
弘
次
氏
は

『
改
版
憎
締
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
(
山
喜

房
例
書
林
、

一
九
九
四
年

一
月
)
第

一
部
ー

一
O
「
法
然
の
凡
夫

観」

二
八
頁
に
お
い
て
、
「
仏
教
思
想
に
お
い
て
、
人
間
が
仏
性

(
泣
か
体
・
如
来
仏
性
)
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
そ

れ
を
開
発

・
顕
現
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
だ

れ
で
も
本
来
、
仏
陀
と
な
り
う
る
性
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
人
間
存
在
の
本

質
的
な
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
仏
教
思
想
の
大
前
提
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
仏
教
思
想
に
お
い
て
、
凡
夫
性
の

'H
党
に
た

つ
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
的
に
仏
陀
と
な
り
う
る
性
能
を

も
っ
て
い
な
が
ら
も
、
仏
教
の
実
践
の
場
に
お
け
る
主
体
的
な
白

党
に
よ
っ
て
生
ず
る
宗
教
的
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
人
闘
は
本
来
、
仏
陀
と
な
り
う
る
性
能
を
も
っ
て
い
な
が
ら
も
、

実
践
の
場
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
力
で
開
発
、
顕
現
で
き

な
い
こ
と
を
、
自
己
の
凡
夫
性
の
自
覚
に
も
と
づ
い
て
告
白
し
て

い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
法
然
上
人
の
人
間
観
(
凡
夫
性
の
自

覚
)
が
、
仏
性
と
い
う
仏
教
思
想
に
お
け
る
本
質
的
立
場
を
認
め

た
上
で
、
そ
の
宗
教
的
実
践
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
実
存
的
立
場

に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
お
)
前
増
上
寺
台
下
故
藤
堂
恭
俊
上
人
『

一
紙
小
消
息
の
こ
こ
ろ
』

(
東
方
出
版
、

一
九
九
六
年
七
月
)
一
五
七
頁
。

(
部
)
法
然
上
人
に
お
け
る
仏
性
の
受
け
取
り
に
順
ず
る
な
ら
ば
、
仏
性

を
党
知
す
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
衆
生
に
対
し
て
こ
と
さ
ら
に
仏

性
開
発
を
勧
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
浄
土
宗

的
児
童
教
化
に
お
い
て
、
「
仏
の
子
」
を
「
仏
の
血
肉
を
分
け
た

子
」
、
「
仏
(
宇
宙
の
大
生
命
)
よ
り
い
の
ち
を
賜
っ
た
者
」
と
説

明
す
る
こ
と
は
、
法
然
上
人
が
説
い
て
お
ら
れ
ぬ
教
え
を
勝
手
に

説
く
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(
幻
)
家
田
降
現
氏
は
、
フ
レ
ー
ベ
ル
(
一
七
八
一
一
一

八
五
二
)
の
説

く
、
神
の
肖
像
と
し
て
作
ら
れ
た
人
聞
は
教
育
に
よ
っ
て
神
性
を

発
田
押
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
子
供
は
神
の
恩
簡
の
中
に
あ
る
と
い

う
、
近
代
キ
リ
ス
ト
教
社
会
か
ら
生
ま
れ
た
児
童
観
と
、
は
じ
め

か
ら
「
よ
い
子
」
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
修
行
す
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
仏
教
の
児
童
観
と
は
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
(
前
掲
書
二
九
頁
、
な
ら
び
に

『仏
教
幼
稚

園
の
主
張
と
実
践
増
補
版
』
(
高
文
堂
出
版
、

一
九
八
四
年

一

月
)

一一

頁
)

(
お
)
法
然
上
人
の
選
択
思
想
に
つ
い
て
は
、
「
『
選
択
集
』
に
お
け
る
善
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導
弥
陀
化
身
説
の
意
義
選
択
と
偏
依
」
(
『
例
教
文
化
研
究
』

四
二
・四
三
合
併
号
)
等
、
林
田
市
服
順
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
数

多
く
あ
る
。

(
却
)
『
選
択
集
』
(
『
聖
典
』

三
・
一
O
O
/
『
昭
法
全
』

一二
一一一
頁
)
に

中
A

号、

次
往
生
浄
土
門
者
就
此
省
二
。
一

者
正
明
往
生
浄
土
之
教
、

二
者
傍
明
往
生
浅
川
上
之
教
。
初
正
明
往
生
深

t
之
教
者
、
前

三
純

一一
論
是
山
。
二
-
絡
将

一
無
最
高岬料、

一
.
観
無
量
蒜
綬
、

J

一阿
噺
陀
経
也
。
一

論
者
天
親
往
生
論
是
也
。
或
指
此
三
経

披
凶
作
上
三
部
経
也
。

と
あ
り
、
法
然
上
人
に
よ
っ
て
『
無
量
寿
経
』
・
『鋭
無
は
寿
終
』
・

『阿
弥
陀
経
』
の
三
経
が
、
正
し
く
往
生
浄
上
門
を
説
く
経
山
円
で
あ

る
故
に
「
浄
土
三
部
経
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

(
却
)
『
往
生
浄
土
用
心
』(『
昭
法
人
上
』
五
六

O
頁
)
に
お
い

て
法
然
上

人
は
、

な
き
人
の
た
め
に
念
仰
を
迦
向
し
候
へ
は
、
阿
嫡
陀
ほ
と
け

ひ
か
り
を
は
な
ち
て
、
地
獄
餓
鬼
割
出
を
て
ら
し
給
ひ
候
へ

は
、
こ
の
三
慈
道
に
し
つ
み
て
苦
を
う
く
る
物
、
そ
の
く
る

し
み
や
す
ま
り
て
、
い
の
ち
お
は
り
て
の
ち
、
解
脱
す
へ
き

に
て
候
。
大
経
に
い
は
く
、
花
在
」一
塗
勤
汚
之
ぃ
路
、
見
此
光

明
、
皆
川
向
休
息
無
復
作
占
師
附
、
認
終
之
後
皆
門
部
解
脱
。

と
述
べ
て
お
り
、
念
仏
を
回
向
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
三
途
(
地

獄

・
餓
鬼
・
畜
生
)
へ
生
じ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
生
の
最
期

に
は
解
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
生

に
お
い
て
縁
あ
っ
た
者
の
念
仏
回
向
が
虚
し
い
も
の
で
は
な
く
、

た
と
え
す
で
に
資
生
界
に
生
じ
て
い
て
も
、
そ
の
生
の
最
期
に
は

救
わ
れ
る
ほ
ど
の
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
、
法
然
上
人
は
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
本
来
は
畜
生
界
に
生
じ
る
以
前
に
念
仏
に
結
縁
し

て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
差

別
な
く
念
仏
に
縁
あ
る
者
を
救
い
摂
る
の
で
あ
る
か
ら
、
念
仏
回

向
に
よ

っ
て
ペ
ッ

ト
や
魚
烏
も
数
わ
れ
る
と
与
え
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ご
意
見
を
賜
れ
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

(
剖
)
山
勝
世
ム
円
下
は
前
掲
喜

一
三
九
頁
に
お
い
て
、
『
十
二
箇
条
の
問

符
』
を
引
用
し
て
「
念
仰
者
は
お
念
仰
を
通
し
て
、
信
仰
の
対
象

で
あ
り
救
い
主
で
あ
る
阿
弥
陀
仰
に
恥
じ
入
る
心
が
生
じ
る
か
ら
、

お
の
ず
と
惑
心
を
外
に
あ
ら
わ
さ
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
、

念
仏
を
通
し
て
育
ん
だ
敬
皮
な
心
、
阿
弥
陀
仏
に
恥
じ
入
る
心
が
、

念
仏
お
を
し
て
脱
恋
修
諮
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

ヲ

Q

。

(
詑
)
松
本
滋
氏
は

『
父
性
的
宗
教
母
性
的
宗
教
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
七
年

一
月
)
の
中
で
、
ど
の
宗
教
も
父
性
的
(
規
範
的
)

側
面
、
母
性
的
(
包
容
的
)
側
面
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
曽
根
宣

雄
氏
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
宗
教
」
(
『
東
洋
に
お
け
る
死
の
思

怨
』
士

一
八
六
頁
)
に
も
言
及
が
あ
る
。
浄
土
宗
の
教
義
も
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
父
性
的
な
面
と
母
性
的
な
面
と
が
あ
る
。
一

般
的
に
、

浄
土
教
は
母
の
ご
と
き
阿
弥
陀
仏
の
包
容
性
を
特
色
と
す
る
こ
と

103 -



で
知
ら
れ
る
が
、

一
方
で
、
仏
教
徒
と
し
て
の
し
っ
か
り
と
し
た

規
範
的
要
素
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
念
仏
往
生
(
包

容
的
)
と
、
廃
悪
修
善

・
持
戒
の
行
(
規
範
的
)
と
い
う
関
係
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
規
範
的
行
業
は
非
本
願
で
あ
る
た
め
、
ど
ち
ら

も
往
生
行
で
は
な
い
も
の
の
、
法
然
上
人
自
身
は
聞
く
守
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
「
ほ
と
け
は
惑
人
を
す
て
給
は
ね
ど
も
、
こ
の
み
て
惑
を

つ
く
る
事
、
こ
れ
仰
の
弟
子
に
は
あ
ら
ず
」
や
「
戒
は
仏
法
の
大

地
」
と
い
っ
て
、
規
範
的
行
業
の
ど
ち
ら
も
が
、
仏
教
徒
で
あ
る

限
り
大
切
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
教
義

・
行
業
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
浄
土
宗
荷
は
こ
の
規
範
的
側
面
(
仏
教
者
の
自
党
)
に
よ

っ
て
守
る
べ
き
約
束
を
学
び
、
そ
の
結
果
、
約
束
を
守
ろ
う
と
し

て
も
守
り
き
れ
な
い
自
分
を
発
見
す
る
(
愚
省
の
円
党
)
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
感
者
の
自
覚
を
持
っ
た
時
に
初
め
て
包
符
的
側
面

の
素
晴
ら
し
さ
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
、

愚
有
た
る
'H分
を
も
数
う
匂
符
的
な
阿
弥
陀
仏
の
数
い
を
喜
び
、

以
前
よ
り
も
倣
炭
な
心
で
行
に
精
進
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。

(
お
)
藤
堂
台
下
は
『

一
枚
起
請
文
の
こ
こ
ろ

』
(
東
方
出
版
、

.
九
八
七
年
四
月
)
に
お
い
て

「あ
さ
は
か
な
私
の
思
慮

・
分
別

を
か
な
ぐ
り
す
て
て
、
阿
弥
陀
仏
、
ど
う
ぞ
、
こ
の
私
を
お
助
け

下
さ
い
、
お
秋
い
ド
さ
い
、
よ
き
よ
う
に
お
育
て

・
お
諮
り
下
さ

い
、
と
心
の
ほ
か
ら
南
無
す
る
の
が
、
信
法
の
真
の
す
が
た
で

す
」
と
述
べ
ら
れ
、
自
分
の
歪
ら
な
さ
に
気
づ
く
信
機
の
上
に
展

開
さ
れ
る
信
法
の
心
を
具
体
的
に
わ
か
り
や
す
く
説
き
示
し
て
い

る
。

(M)
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、

二

O
O七
年
二
月
二

H
に
開
催

さ
れ
た
、
山
梨
教
区
普
通
講
習
会
に
お
け
る
鹿
野
匡
文
氏
の
「
法

然
上
人
の
御
心
ー
そ
の
う
け
と
り
と
と
り
つ
ぎ
|
」
と
い
う
講
演

で
、
「
浄
土
宗
教
師
と
し
て
浄
土
宗
教
師
で
な
く
て
は
伝
え
ら
れ
な

い
こ
と
を
伝
え
る
べ
き
」
と
い
う
一言
葉
よ
り
大
き
な
示
唆
を
受
け

た
。
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プ
ロ
ロ

ー
グ

第
一
章

第

章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

エ
ピ
ロ
ー
グ

三
宅
敬
誠
著

『寺
院
の
社
会
福
祉

目
次

寺
院
の
社
会
的
役
割
を
認
め
な
い
宗
教
観

家
族
の
原
理
と
家
族
を
守
る
仏
教

寺
院
の
社
会
的
役
割

寺
院
の
社
会
福
祉
の
意
義

寺
院
の
社
会
福
祉
の
確
立

日
本
の
寺
院
の
社
会
福
祉
の
確
立
に
向
け
て

筆
者
の
三
宅
氏
は

一
九
三
一
九
年
奈
良
県
生
ま
れ
、
大
阪
市
立

家
族
を
守
る
仏
教
』

せ
せ
ら
ぎ
出
版

淑
徳
大
学
准
教
授

藤

雄

介

7k 
耳河t

大
学
大
学
院
社
会
福
祉
学
専
攻
を
修
了
後
、
悌
教
大
学
仏
教
学
部
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仏
教
福
祉
学
科
助
手
を
経
て
、
奈
良
県
中
央
児
童
相
談
所
児
童
福

祉
司
等
の
公
務
員
職
歴
任
の
経
歴
を
持
つ
。
ま
た
現
在
は
、
宗
教

法
人
山
の
寺
念
仏
寺
住
職
と
と
も
に
併
教
大
学
非
常
勤
講
師
も
勤

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

三
宅
氏
の
略
歴
を
見
る
限
り
、

社
会
福
祉
学
の
高
等
専
門
教
育
を
修
了
し
、
社
会
福
祉
援
助
者
と

し
て
の
職
歴
を
持
ち
つ
つ
、
社
会
福
祉
教
育
の
場
に
も
身
を
置
き
、

か
っ
、
通
常
は
寺
院
を
預
か
る
法
務
を
第

一
義
的
な
仕
事
と
さ
れ

て
い
る
。
本
書
で
は
、
社
会
福
祉
ブ
ロ
パ

ー
で
あ
る
と
同
時
に
宗

教
者
で
も
あ
る
三
宅
氏
の
、
ま
さ
に
実
践
経
験
と
思
索
の
中
か
ら

導
き
出
さ
れ
た
独
自
の
視
点
か
ら
、
社
会
福
祉
と
寺
院
(
仏
教
H



宗
教
)
の
在
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
三
宅
氏
は
、

わ
が
国
に
お
い
て

「
寺
院
の
社
会
福
祉
」
を

考
え
る
際
の
問
題
点
と
し
て
、
「
福
祉
国
家
と
は
い
っ
て
も
、

本
だ
け
は
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
宗
教
の
分
野
に
つ
い
て
の
専
門

社
会
福
祉
事
業
の
分
野
を
、
認
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
」
を
あ
げ

る
と
と
も
に
、
「
ほ
と
ん
ど
の
社
会
福
祉
学
者
や
仏
教
学
者
、

し
て
宗
教
家
ま
で
も
が
、
宗
教
の
持
つ
社
会
的
側
面
を
、
実
際
に

は
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
問
題
を

提
起
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
社
会
福
祉
の
歴
史
的
経
緯
を
み
て
も
、
現
代
社
会
の

実
情
か
ら
み
て
も
、

わ
が
国
に
お
い
て
宗
教
制
度
に
関
わ
る
社
会

福
祉
が
「
不
完
全
な
が
ら
も
存
在
し
て
い
る
」
に
も
関
わ
ら
ず

「
そ
れ
に
対
し
て
人
々
は
日
を
向
け
よ
う
と
せ
ず
、
社
会
福
祉
と

し
て
認
知
し
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
」
現
状
に
あ
り

そ
の
主

た
る
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
人
間
の
「
社
会
生
活
」

に
宗
教

は
必
要
な
い
と
い
う
従
前
か
ら
の
こ
の
社
会
福
祉
で
の
学
説
を
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
」
に
あ
る
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
き
た
し
て
い
る
遠
因
と
し
て
は
、
近
代
以

降
の
日
本
社
会
が
「
国
家
が
宗
教
の
機
能
を
代
替
し
て
い
る
こ
と

日

を
、
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
り

あ
く
ま
で

「
宗
教
を
個
人
の
内
面
の
も
の
と
す
る
と
い
う
こ
の
国
独
自
の
宗

教
観
の
問
題
」
等
を
あ
げ
て
い
る
が
、

こ
と
社
会
福
祉
と
寺
院

そ

(
仏
教
、
宗
教
)
の
関
係
を
考
え
る
際
に
は
、
ま
ず
三
宅
氏
の
批

判
の
矛
先
は
「
宗
教
は
必
要
な
い
と
い
う
従
前
か
ら
の
こ
の
社
会

福
祉
で
の
学
説
」
、
具
体
的
に
は
「
社
会
福
祉
の
機
能
の
固
有
の
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視
点
」
を
論
じ
た
岡
村
重
夫
氏
の
理
論
(
以
下
、
「
岡
村
理
論
」
)

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

三
宅
氏
は
「
岡
村
理
論
」

で
い
う
「
社
会
的
存
在
と
し
て
の
す

べ
て
の
個
人
の
も
つ
最
低
生
活
の
要
求
」
と
し
て
整
理
さ
れ
た
七

つ
の
視
点
の
う
ち
、
家
族
福
祉
に
関
し
て
だ
け
は
そ
の
「
専
門
機

関
は
存
在
し
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
、
本
来
は
家
族
福
祉
の
領
域

こ
そ
寺
院
(
教
会
)
が
専
門
機
関
と
し
て
担
い
、
ま
た
担
っ
て
い

く
べ
き
は
ず
が
、
個
人
の
最
低
生
活
の
要
求
に
「
宗
教
」
を
認
め

7:t 、、

「
岡
村
理
論
」
に
お
い
て
は
論
理
的
な
矛
盾
が
発
生
し
た
と



し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
あ
る
種
不
完
全
な
理
論
が
定
着

し
た
背
景
と
し
て
「
岡
村
の
宗
教
を
否
定
す
る
信
念
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
、
社
会
生
活
に
宗
教
を
認
め
な
い
と
い
う
社
会
福
祉
の
理

論
は
、
岡
村
の
個
人
的
な
理
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

た
ま
た
ま

そ
れ
は
、
近

・
現
代
の
宗
教
観
を
有
す
る
こ
の
国
の
時
代
的
風
土

と
合
致
し
た
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
の
社
会
的
活
動
を
認

め
な
い
と
い
う
こ
の
国
の
風
土
と

一
致
し
た
の
で
あ
る
」
と
し
て

い
λ
M
O

そ
の
上
で
三
宅
氏
は
、
家
族
福
祉
こ
そ
寺
院
(
宗
教
)
の
専
門

社
会
福
祉
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
拠
を
、

以
下
の
二
点
に
求
め
て
い
る
。

ま
ず

一
点
は
、
教
会
の
慈
善
事
業
の
流
れ
を
汲
む
と
と
も
に
近

代
社
会
福
祉
の
歴
史
的
萌
芽
で
あ
る
慈
善
組
織
協
会

(
C
・
0
・

S
)
の
友
愛
訪
問
(
守
お
コ

a
q
s∞
E
D
m
)
活
動
に
は
、
当
初
か
ら

「
家
族
」
を
全
体
と
し
て
捉
え
た
上
で
救
済
の
対
象
と
す
る
志
向

を
も
っ
て
お
り
、

そ
れ
は
、
現
在
の
欧
米
社
会
に
あ
っ
て
は

チ
ャ
ー
チ

・
ソ
l
シ
ヤ
ル
ワ

l
ク
(
の
y
c
R
Y
m
。
Q
何
回
一
定
。
兵
)
と

し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

二
点
目
と
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
三
法
の
う
ち
の
「
僧
」
と
は

「
サ
ン
ガ
(
僧
侶
の
集
団
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
H

共
同
体
感

情
)
」
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
出
家
者
と
在
家
信

者
と
の
生
活
の
共
同
体
で
あ
る
仏
教
サ
ン
ガ
は
、
信
仰
の
コ
ミ
ユ

ニ
-
ア
イ

」

と
捉
え
る
こ
と
が
で
る
と
し
た
上
で
、
「
仏
教
サ
ン

ガ
」
を
継
続
維
持
す
る
た
め
に
も
在
家
信
者
の
生
活
の
根
幹
と
し

て
の
「
家
族
」
共
同
体
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
、
釈
尊
の

生
涯
に
お
い
て
起
こ
っ
た
、

よ
り
強
固
な
国
家
権
力
(
マ
ガ
タ

国
)
に
よ
る
家
族
共
同
体
的
種
族
社
会

(
ヴ
ア
ツ
シ
族
)
の
蛾
減
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と
い
っ
た
出
来
事
を
通
じ
て
「
ま
す
ま
す
国
家
権
力
よ
っ
て
家
族

共
同
体
が
滅
ぼ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
強
い
危
機
感
」
を
持
っ
た
結

果
、
「
仏
教
を
創
唱
し
た
釈
迦
は
、
人
聞
は
基
本
的
に
家
族
の
な

か
で
育
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
家
族
の
原
理
で
あ
る
野
生
の
自
然
か
ら
受
け
継
い
で
き

た
知
恵
を
、
国
家
の
原
理
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

人
間
の
真
の
成
長
の
た
め
に
は
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
、

家
族
共
同
体
が
職
減
さ
せ
ら
れ
て
い
く
釈
迦
の
時
代
に
あ
っ
て
、



仏
教
サ
ン
ガ
に
、
家
族
の
原
理
を
採
り
入
れ
た
の
で
あ
る
」
と
推

察
で
き
る
こ
と
。

そ
し
て
こ
の
二
点
を
べ

l
ス
に
置
き
つ
つ
、
現
代
社
会
に
あ
っ

て
は
、

「
個
人
が
、
生
活
す
る
う
え
で
基
本
的
に
準
拠
し
て
い
る

集
団
が
、
家
族
で
あ
る
よ
う
に
、
家
族
が
生
活
し
て
行
く
う
え
で

基
本
的
に
準
拠
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
寺
院
や
教
会
と
な
る
。

そ
れ
は
、
寺
院
や
教
会
が
、
家
族
が
集
合
す
る
社
会
的
組
織
で
あ

る
か
ら
で
あ
り
、
必
然
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ず
る
の
で
あ

る
」
と
し
た
上
で
、
「
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
教
会
の
会
衆
で

あ
り
寺
院
の
講
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
な
立
脚
点
を
明
示
し
た
上
で
、
寺
院
に
お
け
る
講

に
関
す
る
現
状
認
識
と
可
能
性
と
し
て
の
「
講
の
復
権
」
に
つ
い

て
の
見
解
、
教
団
の
役
割
、
「
寺
院
の
社
会
福
祉
を
実
践
す
る
た

め
」
の
寺
院
そ
の
も
の
の
理
解
の
必
要
性
、
寺
院
の
社
会
福
祉
を

実
践
す
る
人
の
資
質
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
提
言
や
試
案
が
本
書

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

個
人
の

「
社
会
生
活
の
基
本
的
要
素
」

の
中
に
「
宗
教
の
機

会
」
を
含
ま
な
い

「岡
村
理
論
」
と
そ
の
フ
レ
ー
ム
を
継
承
し
た

わ
が
国
の
現
代
社
会
福
祉
の
、

(
ま
さ
に
現
実
に
あ
る
「
宗
教
」

の
存
在
を
無
視
し
た
意
図
的
な
)
不
十
分
さ
を
強
く
批
判
し
、
ま

た
そ
の
先
に
示
さ
れ
た
「
家
族
を
守
る
仏
教
」
と
い
う

一
見
ユ

ニ
1
ク
な
視
点
の
提
示
も
、
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は

「
家
族
福

祉
」
と
い
う
寺
院
が
担
う
べ
き
社
会
福
祉
実
践
の
領
域
を
特
定
し
、

あ
る
意
味
で
そ
の
特
異
性
及
び
有
用
性
を
明
確
に
し
た
と
い
え
る

し
、
そ
の
方
法
論
と
し
て
、
「
講
」

の
持
つ
機
能
に
着
目
し
て
具

体
的
な
提
案
を
な
さ
れ
て
い
る
事
に
、
単
に
机
上
の
空
論
で
は
な

ぃ、

三
宅
氏
の
学
問
的
遼
巡
と
社
会
福
祉
及
び
仏
教
者
と
し
て
の

実
践
の
、
試
行
錯
誤
の
苦
闘
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

「
生
き
た
」
提

案
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
然
、
三
宅
氏
の
提
案
を
具
現
化
し
て
い
く
た
め
に
は
更
な
る

議
論
が
必
要
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
現
代
社
会
に
お
け
る
多
様
な

社
会
福
祉
ニ

l
ズ
の
受
け
皿
と
し
て
「
仏
教
(
宗
教
)
」
を
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
模
索
し
て
い
る
社
会
福
祉
関
係
者
、
少

子
高
齢
社
会
の
た
だ
中
で
寺
院
の
社
会
的
役
割
を
再
構
築
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
仏
教
者
双
方
に
と
っ
て
、
本
書
は
傾
聴
に
値
す
る
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内
容
を
含
ん
だ
必
読
の
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

※
岡
村
重
夫
(
一
九

O
六
t
二
O
O
一
)
は
、
戦
後
日
本
に
お
け

る
社
会
福
祉
学
の
代
表
的
研
究
者
の

一
人
で
あ
り
、
社
会
福
祉
の

各
分
野
に
お
い
て
、
理
論
的
、
実
践
的
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え

た
。
ち
な
み
に
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
岡
村
氏
が
整

理
し
た
「
社
会
的
存
在
と
し
て
の
す
べ
て
の
個
人
の
も
つ
最
低
生

活
の
要
求
」
と
は
、
①
経
済
的
安
定
、
②
職
業
の
機
会
、
③
身
体

的

・
精
神
的
健
康
、
④
社
会
的
共
同
の
機
会
、
⑤
家
族
関
係
の
安

定
、
⑥
教
育
の
機
会
、

⑦
文
化
・
娯
楽
へ

の
参
加
、
の
七
つ
の
視

点
で
あ
る
。

※
三
宅
氏
が
あ
え
て

「仏
教
福
祉
」
と
い
わ
ず

「寺
院
の
社
会
福

祉
」
と
述
べ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
お
い
て
、
以
下
の

よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
因
み
に
、
仏
教
福
祉
と

い
わ
れ
る
用
語
は
、
も
と
も
と
、
歴

史
的
に

「仏
教
徒
の
社
会
事
業
家
」
や
「
仏
教
徒
の
社
会
事
業
従

事
者
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
浄

土
宗
の
社
会
福
祉
の
指
導
者
で
あ
っ
た
渡
辺
海
旭
は
、
大
正
元
年

「
仏
教
徒
社
会
事
業
研
究
会
」
を
組
織
し
て
い
る
。
社
会
福
祉
の

実
践
に
も
研
究
に
も
精
通
し
て
い
た
渡
辺
は
、
仏
教
社
会
事
業
と

は
表
現
せ
ず
仏
教
徒
社
会
事
業
と
言
っ

た
の
で
あ
る
。
仏
教
福
祉

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
、

そ
れ
よ
り
後
の
こ
と
で
あ

り
、
主
と
し
て
社
会
福
祉
の
現
場
の
実
践
や
臨
床
経
験
の
な
い
象

牙
の
塔
の
な
か
に
い
る
人
々
に
よ
っ
て
、
机
上
の
う
え
で
生
み
だ

さ
れ
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」
。

こ
の
説
明
に
は
、
専
門
用
語
の
定
義
上
の
議
論
と
合
わ
せ
て
、

主
に
(
評
者
も
含
め
た
)
関
係
学
会

・
学
問
領
域
に
属
す
る
研
究

者
の
在
り
方
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
の
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
も

の
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
受
け
止
め
る
べ
き

は
謙
虚
に
受
け
止
め
つ
つ
、
研
究
者
な
り
の
成
果
を
も
っ
て
応
え

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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悲
嘆
ケ
ア
に
つ
い
て

|
浄
土
宗
の
教
え
に
関
連
し
て
|

①
は
じ
め
に

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
近
年
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら

れ
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
宗
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
多
く
の
論

考
が
な
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身
も
、
法
然

t
人
(
以
下
敬
称
を

の
教
え
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
場
に
提
示
で
き
る
も
の
は

(l
)
 

何
か
と
い
う
立
場
か
ら
い
く
つ
か
の
論
考
を
発
表
し
て
き
た
。
端

略
す
)

的
に
言
え
ば
筆
者
は
、
法
然
浄
土
教
の
人
間
観

・
救
済
観
及
び
そ

の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
凡
夫
に
対
す
る
寛
容
性

・
包
容
性
等

は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
場
に
お
い
て
患
者

・
家
族

・
医
療
従
事

大
正
大
学
非
常
勤
講
師

自当
日

根

主任

Bτ圭2

日

者
等
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

今
回
、

そ
れ
に
関
連
し
て
と
り
あ
げ
て
み
た
い
の
は
、
悲
嘆
ケ

ア

(mユ
え
の
印
『
O
)

の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
悲
嘆
ケ
ア
と

は
、
家
族

・
親
族
、
親
し
い
者
と
の
死
別
に
よ
っ
て
生
じ
る
大
き

な
悲
し
み
に
対
す
る
精
神
的
な
援
助
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
私
達
は
今
日
、
徐
々
に
増
加
え
つ
つ
あ
る
「
お
別
れ
会
」

に
対
し
て
大
き
な
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
「
お
別
れ
会
」

と

は
、
僧
侶
を
呼
ば
ず
宗
教
的
な
儀
礼
を
廃
し
た
無
宗
教
で
の
儀
礼

で
あ
る
。
故
人
の
好
き
だ
っ
た
音
楽
を
流
し
、

み
ん
な
で
献
花
を

行
い
、
死
を
悼
む
と
い
う
式
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
調
経
や
下
矩

も
な
く
、
焼
香
さ
え
行
わ
れ
ず
、
当
然
な
が
ら
法
話
も
な
い
。
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「
お
別
れ
会
」
の
登
場
と
そ
の
広
ま
り
は

一
部
の
人
々
が
従
来

の
通
夜
葬
儀
の
あ
り
方
に
意
義
を
見
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆

(2) 

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
達
が
今
後
、
な
す
べ
き
こ

と
は

「
何
故
に
通
夜

・
葬
儀
を
厳
修
す
る
の
か
」
と
い
う
意
義
を

明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
(
さ
ら
に

い
う
な
ら
ば
、
満
中
陰

周
忌

・
三
回
思
等
の
法
事
の
意
義
も

き
ち
ん
と
提
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
。
端
的
に
い
え
ば
「
極
楽
浄

土
へ
お
送
り
す
る
儀
ず
と
し
て
の
通
夜

・
葬
儀
」
と
い
う
認
識
の

欠
知
が
「
お
別
れ
会
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ

る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
通
夜

・
葬
儀
の
意
義
を
再
確
認
す
る
こ

と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
し
、

そ
れ
と
共
に
、
特
に
浄
土

宗
の
教
え
自
体
が
「
悲
嘆
ケ
ア
」
の
た
め
に
大
き
な
意
義
を
持
つ

こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
ゆ
く
こ
と
も
ま
た
有
話
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る

(筆
者
は
法
然
の
教
え
が
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

の
場
の
み
な
ら
ず
、
悲
嘆
ケ
ア
の
場
に
お
い
て
も
非
常
に
有
益
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
)
。

本
論
で
は
、
筆
者
自
身
が
悲
嘆
ケ
ア
に
関
連
し
て
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
の
研
究
会
で
学
び
得
た
こ
と
を
記
し
た
上
で
、
浄
土
宗
の
教

え
が
悲
嘆
ケ
ア
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
有
益
で
あ
る
の
か
記
し
て

み
た
い
。

②
医
療
関
係
者
等
か
ら
の
指
摘

最
初
に
、
筆
者
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
研
究
会
等
で
悲
嘆
ケ
ア

に
関
連
し
て
、
医
療
関
係
者
等
か
ら
指
摘
を
受
け
た

こ
と
よ
り
記

(3
)
 

し
て
み
た
い
。

医
療
関
係
者
か
ら
意
見
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は

僧
侶
側
の
基
本
姿
勢
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
通
夜

・
葬
儀
に
臨
む

僧
侶
が
「
故
人
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
辿
り
、
家
族
が
ど
の
よ
う

な
状
況
の
中
で
最
後
を
迎
え
た
の
か
」
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い

て
、
ま
っ
た
く
知
り
得
な
い
で
儀
式
を
な
す
ケ

l
ス
が
あ
る
こ
と

に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
通
夜

・
葬
儀
に
参
列
さ
れ
て
い
る
人
々

が
、
故
人
の
終
着
ま
で
の
経
過
や
そ
れ
ま
で
の
家
族
の
看
護
や
介

護
の
状
況
等
に
対
し
て
、
僧
侶
が
無
関
心
で
あ
る
と
感
じ
て
し
ま

う
ケ
l
ス
が
決
し
て
少
な
く
な
い
そ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
檀
信

徒
と
い
っ
て
も
寺
と
の
関
係
は

一
律
で
は
な
い
し
、
日
常
の
つ
き



合
い
の
度
合
い
に
は
異
な
り
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た

認
識
を
持
た
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
決
し
て
良
い
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
故
人
の
状
況
を
知
り
得
な
い
場
合
で
も
、
通
夜
式
を
行

う
以
前
に
遺
族
と
話
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
僧
侶
側
か

ら
す
れ
ば
、
僅
か
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
法
話
の
際
に
僧
侶
が
そ

こ
に
僅
か
で
あ
っ
て
も
触
れ
る
こ
と
は
遺
族
及
び
参
列
者
に
と
っ

て
大
切
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
話
の
無
い
僧
侶
に
対
す
る
批
判
や
、
参
列
者
に
と

っ
て
些
か
の
意
義
も
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
法
話
の
内
容
に
対
す

る
批
判
も
数
多
く
頂
戴
し
た
。
前
者
は
問
題
外
で
あ
る
が
、
後
者

は
私
達
が
き
ち
ん
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
内
容
を
含
ん
で
い

る
。
遺
族
及
び
参
列
者
が
求
め
て
い
る
の
は
、
悲
し
み
を
察
し
て

く
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
悲
し
み
の
支
え
と
な
る
教
え
で
あ

る
。
(言
い
方
は
悪
い
が
、
通
り

一
遍
の
仏
教
の
話
に
対
す
る
批

判
が
多
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
)
端
的
に
言
え
ば
、
状

況
に
そ
ぐ
わ
な
い
法
話

・
血
が
通
っ
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
法

話
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
、
殊
の
外
強
い
よ
う
で
あ
る
。

」
の
市
…

は
、
僧
侶
側
も
大
い
に
反
省
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
医
療
関
係
者
か
ら
は
、
僧
侶
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
と
し

て
次
の
よ
う
な
要
望
も
あ
っ
た
。

一
般
的
に
、
家
族
が
誠
心
誠
意

の
ケ
ア
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
達
の
看
取
り
に
対
し
て
百
パ

1
セ
ン
ト
納
得
し
た
り
、
満
足
で
き
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い

そ
う
で
あ
る
。
「
あ
の
時
に
こ
う
し
て
あ
げ
れ
ば
よ
か
っ
た
」
「
な

ぜ
あ
の
時
に
こ
う
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」
等
の
後
悔
が
生
じ

る
こ
と
は
、
凡
夫
で
あ
る
私
達
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
当
然
な

こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
遺
族
の
そ
う
い
っ
た
思
い

種

の
罪
悪
感
)
に
対
し
て

そ
れ
を
解
消
し
て
あ
げ
ら
れ
る
立
場
の

人
は
決
し
て
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
僧
侶
は
そ
の
役
割
を
担

う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
僧
侶
が

「精

一
杯
の
こ
と

を
し
て
あ
げ
ま
し
た
ね
」
「
故
人
も
あ
り
が
と
う
と
言
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
よ
」
等
々
の
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
遺
族
の
気
持
ち
が
安
ら
ぐ
こ
と
は
多
々
あ
る
そ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
僧
侶
が
故
人
の
亡
く
な
り
行
く

過
程
や
家
族
の
看
護
介
護
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
の
で
あ

れ
ば
、

そ
う
い
っ
た
言
葉
自
体
が
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
も
言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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」
こ
で
あ
げ
た
よ
う
な
内
容
は
、
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
方

も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
私
達
は
こ
の
よ
う
な

指
摘
を
受
け
る
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

④
浄
土
宗
の
教
え
と
悲
嘆
ケ
ア

浄
土
宗
の
教
え
と
は

「お
念
仏
を
お
称
え
し
て
阿
弥
陀
仏
に
お

救
い
い
た
だ
き
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

」
の
教
え
を
、
通
夜

・
葬
儀
を
通
じ
て
参
列
者
に
理
解
し
て
い
た

だ
き
、
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は

私
達
凡
夫
に
と
っ
て

「死
」
は
あ
く
ま
で
も
辛
く
悲
し
い
事
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
浄
土
往
生
の
教
え
は
尊
く
、
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
さ
ま
悲
し
み
が
消
え
去
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
状
況
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
多
く
の
場
合
「
死
」
と
い

う
現
実
に
は
、
割
り
切
れ
な
さ
が
付
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
私
達
凡
夫
の
現
実
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
辛
く
悲
し
い
「
死
」
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
私

達
に
と
っ
て
、
支
え
と
な
り

一
筋
の
光
明
と
な
る
の
が
浄
土
宗
の

教
え
な
の
で
あ
る
。
「
凡
夫
に
と
っ
て
の
死
」
と
い
う
視
点
無
く

し
て
、
浄
土
宗
的
な
悲
嘆
ケ
ア
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

(
4
)
 

，っ・刀
。

宗
教
学
の
大
家
で
あ
っ
た
柳
川
啓

一
氏
は
、
ヴ
ァ
ン

・
ジ
ュ
ネ

ツ
プ
の
説
に
よ
り
な
が
ら
宗
教
儀
礼
を

同
分
離

古
い
自
分
の
集
団
か
ら
別
れ
る
(
古
い
部
屋
を
出
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る
)

制
移
行

古
い
自
分
の
集
団
か
ら
新
し
い
自
分
の
集
団
へ
行

く
途
中
(
戸
口
、
敷
居
を
通
る
)

制
結
合

新
し
い
自
分
の
集
団
に
結
び
つ
く
(
新
し
い
部
屋

と
整
理
さ
れ
て
しミ(に

る立入
。 る

さ
ら
に
柳
川
氏
は
葬
儀
に
関
し
て
、
「
分
離
」
は
生
者
の
地
位

か
ら
死
者
の
地
位
を
確
認
す
る
儀
式
で
あ
り
、
「
移
行
」

は
あ
の

世
、
死
者
の
国
へ
の
旅
路
で
あ
り
、
「
結
合
」
は
死
者
が
無
事
死

者
の
国
に
着
き
死
者
の
地
位
が
安
定
す
る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
と



(6
)
 

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
浄
土
宗
的
に
通
夜

・
葬
儀
の
解
釈
を
す
る
な

ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
分
離
」
と
い
う
こ
と
か
ら

い
え
ば
、
本
当
に
辛
く
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
が
死
と
い
う
現
実
を

(7
)
 

受
け
入
れ
認
識
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
移
行
」

と
は
、
通
夜

・
葬
儀
が
、
故
人
を
現
世
(
横
土
)
か
ら
浄
土
へ
送

る
た
め
の
儀
礼
で
あ
り
、
共
に
念
仏
を
お
称
え
し
て
浄
土
往
生
を

願
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
結
合
」
と
は
故
人
が
、
阿
弥
陀
仏

の
来
迎
引
接
を
頂
戴
し
、
間
違
い
な
く
安
ら
ぎ
の
世
界
で
あ
る
浄

土
に
往
生
し
た
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
そ
し
て
往
生
の
後
六
神
通

を
得
て
残
さ
れ
た
者
を
導
い
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
で
、
僧
侶
が
儀

式
を
行
い
、
参
列
者
に
そ
の
内
容
を
認
識
し
て
い
た
だ
く
こ
と

は
、
「
何
の
た
め
の
通
夜

・
葬
儀
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え

を
出
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

浄
土
宗
は
「
住
相
廻
向
」

「還
相
廻
向
」
に
よ
っ
て
故
人
の
浄

土
往
生
と
故
人
が
現
世
に
戻
り
人
々
を
護
り
導
く
こ
と
を
説
き
、

「
倶
会

一
処
」
に
よ
っ
て
浄
土
で
の
再
会
を
説
い
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
故
人
が
間
違
い
な
く
迷
い
の
世
界
か
ら
解
脱
さ
れ
た

」
と
、
浄
土
と
現
世
と
い
う
場
の
異
な
り
は
あ
る
も
の
の
関
係
が

消
滅
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
「
死
」
が
永
遠
の
別
れ
で
は
な
い

」
と
等
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
通
夜

・
葬
儀
(
さ
ら
に
は
、
満

中
陰

・
一
周
忌

・
三
回
思
等
の
法
事
)
」
を
通
じ
て
、

こ
れ
ら
の

教
え
を
理
解
し
信
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
遺
族
に
と

っ
て
「
悲
嘆
ケ
ア
」
の
面
か
ら
し
て
も
重
要
な
意
味
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
法
然
の
教
え
自
体
が
、
「
死
」
に
対
し
て
精
神
的
な
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け
じ
め
や
価
値
観
の
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
「
悲
嘆

ケ
ア
」
と
い
う
用
語
は
、
最
近
に
な
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
語
で

あ
る
が
、
法
然
教
学
は
そ
の
た
め
の
教
え
を
十
二
分
に
内
包
し
て

い
る
。
そ
れ
は
「
阿
弥
陀
仏
と
故
人
の
関
係
性
」
「
浄
土
と
現
世

の
関
係
性
」
「
故
人
と
残
さ
れ
た
者
の
関
係
性
」
等
を
明
確
に
提

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
然
の
教
え
は
「
通
夜

・
葬
儀
(
満

中
陰

・
一
周
忌

・
三
回
忌
等
の
法
事
ご
の
意
義
を
再
確
認
す
る

意
味
で
も
、
「
悲
嘆
ケ
ア
」
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
非
常
に
有

(
8
)
 

意
義
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。



註(l
)
拙
稿
と
し
て
は
「
看
取
り
に
関
す
る

一
考
察
」
(
『例
教
文
化
学
会

紀
要
』
4
・
5
合
併
号
所
収
)
、

「タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
仏
教
1

患
者

の
あ
り
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
教
え
|
」
(
『
生
命
倫
理
』

〈
O
一・叶

Z
O
-
-
所
収
)
「タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
論
に
求
め
た
い
も
の
」

(『ナ
l
シ
ン
グ
』
〈。
一一寸

Z
0
・
5
)
、
「
「
あ
る
べ
き
姿
」
論
に
対

す
る
危
倶
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
仏
教
|
」
(
『
印
度
翠
例
教
皐
研

究
』
四
六
巻
二
号

二一
)
、
「
浄
土
宗
学
が
社
会
実
践
の
場
に
提
示

す
べ
き
も
の

l
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
関
連
し
て
」
(
『
例
教
文
化

研
究
』
第
四
五
号
所
収
)
、

「
法
然
浄
土
教
と
臨
終
行
儀
」
(
『
仏
教

諭
叢
』
第
四
九
号
所
収
)
、
「
宗
教
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
(
吉
原
浩

人
編

『
東
洋
に
お
け
る
死
の
思
想
』
所
収
)
等
が
あ
る
。
御
覧
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
2
)
現
夜
、

「お
別
れ
会
」
が
、
目
に
見
え
て
大
き
な
広
が
り
を
み
せ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
検
索
す
る
限

り
、
業
者
サ
イ
ド
が
こ
れ
か
ら
の
葬
儀
の
あ
り
方
の

一
つ
と
し
て

捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
以
下
、

②
で
記
す
内
容
は
、
日
本
ホ
ス
ピ
ス
住
宅
ケ
ア
研
究
会
山

梨
支
部
の
皆
様
よ
り
、
御
指
摘
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
同

会
の
代
表
で
日
本
の
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
活
動
の
草
分
け
的
存
在
で
あ

る
ふ
じ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
内
藤
い
づ
み
氏
、
い
つ
も
本
音
で

教
え
て
く
だ
さ
っ
た
看
護
仰
の
小
林
美
雪
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た

(
4
)
中
原
実
道
氏
の
い
う
「
凡
夫
が
凡
夫
に
よ
り
そ
う
」
と
い
う
視
点

こ
そ
が
大
切
で
あ
ろ
う
。『
例
教
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』
第
三
二
輯、

五
二

1
六
五
頁
参
照
。

(
5
)
柳
川
啓

一
著
『
宗
教
学
と
は
何
か
』

三
八

1
四
O
頁
参
照
。

(
6
)
『前
掲
書』

四

一
頁
参
照
。

(
7
)
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
僧
侶
側
が
、
安
易
に
割
り
切
っ
た
言
動
を

な
す
こ
と
は
、
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
8
)
今
後
は
、
布
教
師
の
方
々
と
も
連
携
し
、
浄
土
宗
と
し
て

「通

夜

・
葬
儀
」
に
提
示
し
説
く
べ
き
教
え
、
「
満
中
陰
」
に
提
示
し
説

く
べ
き
教
え
、
「

一
周
忌
」
に
提
示
し
説
く
べ
き
教
え
等
々
を
き
ち

ん
と
整
理
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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編
集
後
記

マ

浄
土
宗
総
合
研
究
所
発
行

『仏
教
福

祉
』
第
十
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

本
誌
は
石
上
善
膳
所
長
の
も
と
仏
教

福
祉
研
究
班
(
研
究
代
表

・
長
谷
川

匡
俊
)
が
担
当
し
た
も
の
で
す
。

マ

今
回
の
第
九
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は

「
寺
院
を
拠
点
と
し
た
福
祉
活
動
の

現
状
と
諜
題
」
を
テ

l
マ
に
、

コミ、

ユ
ニ
テ
ィ
テ
ン
プ
ル
運
動
に
つ
い
て

実
際
の
寺
院
活
動
を
め
ぐ
っ
て
の
諸

問
題
、
寺
院
を
中
心
と
し
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
等
に
つ
い
て
提
言
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

マ

パ
ネ
ラ
!
と
し
て
御
出
席
い
た
だ
き

ま
し
た
、
元
全
国
浄
土
宗
青
年
会
理

事
長
の
若
麻
績
享
則
先
生
、
寿
光
院

住
職

-
N
G
O
活
動
家
の
大
河
内
秀

人
先
生
、

K
T
福
祉
研
究
所
代
表
の

松
藤
和
生
先
生
に
は
、

貴
重
な
御
意

見
を
賜
り
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
な
お
、

コ
l
デ
ィ
、
不

l

タ
ー
は
長
谷
川
匡
俊
研
究
代
表
が
勤

め
ま
し
た
。

マ

四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
の
谷
山
洋

三
先
生
か
ら
は
、
「
日
本
的

・
仏
教

的
要
素
を
加
え
た
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル

ケ
ア
論
」
と
題
す
る
論
文
を
頂
戴
い

た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
浄
土
宗
総
合

研
究
所
研
究
ス
タ

ッ
フ
の
吉
水
岳
彦

先
生
か
ら
は
、
「
浄
土
宗
に
お
け
る

児
童
教
化
の

一
考
察
」
と
題
す
る
論

文
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

マ

淑
徳
大
学
准
教
授
の
藤
森
雄
介
先
生

か
ら
は
、
三
宅
敬
誠
著

「寺
院
の
社

会
福
祉

家
族
を
守
る
仏
教
』
に
対

す
る
書
評
原
稿
を
頂
戴
い
た
し
ま
し

た
。
大
正
大
学
非
常
勤
講
師
曽
根
宣

雄
先
生
か
ら
は
、
「
悲
嘆
ケ
ア
に
つ

い
て
|
浄
土
宗
の
教
え
に
関
連
し
て

ー
」
と
題
す
る
研
究
ノ

l
ト
を
頂
戴

い
た
し
ま
し
た
。

マ

「
浄
土
宗
寺
院

・
住
職
の
社
会
福
祉

意
識
に
つ
い
て
|
社
会
実
践
を
支
え

る
理
念
に
つ
い
て
|
|
」

は
、
平
成

nh
u
 

十
六
年
度
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
仏

教
福
祉
班
で
行
い
ま
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
の
報
告
の

一
部
で
す
。
今
回

は
、
寺
院

・
住
職
が
活
動
を
行
う
上

で
支
え
と
な
っ
て
い
る
理
念
に
つ
い

て
の
考
察
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に

は
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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(1)調査の概要については、浄土宗総合研究所 仏教福祉研究班長谷川匡俊 ・坂

上雅翁 ・曽根宣雄 ・鷲見宗信 ・藤森雄介 ・関徳子 ・渡治義昭「浄土宗 社会事

業 ・活動に関するアンケー ト調査 集計報告(1 ) J及び(2) (W仏教福祉』第

8号、浄土宗総合研究所干IJ、2005、140'"93頁、『仏教福祉』第 9号、浄土宗総

合研究所刊、 2006、128'"99頁所収)にて報告がされている。
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福祉実践があると捉える傾向である。

最後にこれらの現状をふまえ、今後の課題として次の点をについて触れて

いきたい。今回の考察では社会福祉を実践してしぺ上での考え方をまとめて

いった結果、上記の 2点が明らかとなった。 しかし一方では社会福祉実践へ

とつながる理念について明らかとはならなかった。その事が「社会福祉実践

よりも「布教・教イ七」活動が優先される」、または「仏教者であるから社会

福祉実践をする必要があるのか」とし寸意見につながっていると考えられる。

その背景にあるのは浄土宗寺院 ・住職の活動と社会福祉実践が宗義の上でど

のように結びついていくかがはっきりとしていない点にある。従って上記の

2点のように「仏教者」 ・「浄土宗教師」 ・「寺院」の実践活動は社会福祉実践

を行っていくための理念を含むと考えつつも、社会の中で存在感を示してい

かなければ寺院の護持が難しいと考えつつも、 従来の寺院護持 ・布教・教化

活動の一部と位置づけられている限り、肉体的にも精神的にも負担を伴う社

会福祉実践とへとつながるエネルギーとはならないので、ある。

浄土宗において「基本計画」にあるような f21世紀社会への変化とそれへ

の働きかけ」をしていくためには「仏教であるから社会福祉実践に関わる」

ではなく「浄土宗の教えであるから社会福祉実践に関わる」と言う視点に基

づく、宗義による社会との接点についての考え方ががどうしても必要となる。

この問題について本研究班として今後の課題としていきたい。

表8 表 3-7の各項目の数値をまとめたもの

4田
剖 S

3田

3国

250 

2∞ 
150 

1田

50 

。
仏敏

者

.，u十 3" 

.‘ 2 1.6‘ 

... 
回.. 翻

隠雪闘

隠 闘 掴 山田'

浄土
寺院 :.1安 tflzt宗像

86156 200 I 14 31 17 

6.9‘ '.5‘ 160司1.1" 2.5も 0.6"

巨亙E

'" 闘
闘

悶
関旦闘誌 5 ，悶函・
す|仲介|す122122|嗣 |51|布施|宗
19919125122 15 1112<4 127 16 

15叫 0.1唱 2.0私自.8¥I 004也 01も 1剖 2剖 0.5喧
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の自由記述分類

|固;o叙厳回答なし{肱当総件徴37件)・軸|

16 

14 

12 

10 • 8 

6 ト一一一ー

4 トー一一一
円

円
2 

。。 。。円。。 。 o 0 0 ・on n 。 n n 0 ri 0 

主[~ [: ZM12121211 T|21212121212121緑 2121212121212 
自週択匝図書与し〈麟当III件費度37件} 151 0 I 0 8 I 0 I 0 I 1 I 0 I 0 51010101010101111 J I 0 I 1 I 1 I 0 I 1 I 0 

.。‘ 岨司0仇 a叫 21叫0叫 0倒 2，7判。叫0師 13司0叫 0刷 0叫 0叫 0刷 0刷 2.7%12.7 8叫0叫 2瑚 2，7刻。叫2刊 0.0附

4.終わりに

浄土宗寺院 ・住職が社会福祉を実践してし当く上でどのような考えを持ち、

どのような理念を背景と しているかについて整理を行った。上記の表 3-7の

グラフの数値をま とめたものが以下の表8となる。

多い意見を取り上げると「寺院 ・住職の性格に基づくもの」に分けられ

る「仏教者J27.6%、「布教 ・教化J 16%、「社会参加 ・社会奉仕J 15.9%と

なった。「仏教の理念 ・浄土宗の教義に基づくもの」としては「慈悲J4.4%、

「共生J 3.7%、「救済J3.6%となった。

これらの分類の結果と自由記述の内容を合わせてみると大き く次の 2点の

傾向にまとめられる。第 l点は「仏教即福祉」というような「仏教者」 ・「浄

土宗教師」 ・「寺院」 ・「布教 ・教化」といった菩薩道実践者または念仏信者 ・

浄土宗教師としての実践活動が、福祉の実践につながる「福田」 ・「自利利

他」・「布施」 ・「生老病死J・「慈悲」 ・「縁」等具体的な仏教理念または仏教理

念を基にした「共生」 ・「救済」 ・「精神的ケア」等を含み、その各実践に より、

仏教と社会福祉の関係を捉える傾向である。この考え方が最も多い意見であ

った。

第 2点は現状の寺院のあり方に関する危機意識から、浄土宗寺院 ・住職が

「社会参加1.社会奉仕」 ・地域の「拠り所」として社会の中で、存在感を持って

行かなければ社会の中で埋没してしまうと捉え、その方法のーっとして社会

- 9-
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の回答があった層である。該当する項目件数 76件であり、「仏教者J46.1%、

「布教 ・教化J22.4%、「社会参加 ・社会奉仕J9.2%と言 う結果であった。

il.より積極的に関わるべきである」と同じ傾向が見られるが、自由記述

の内容を見ると選択肢 i2.現状のままでよし 'J で見受けられるように、寺

院 ・住職として社会福祉実践の必要性は認めているが、寺院の繁忙さや ・老

齢のため実践に至れないとの回答が多く見受けられた。また選択肢 i3.特

に関わる必要がなし￥」と同じく福祉と宗教又は仏教は異なるものであり、寺

院の維持や布教・教化活動に力を注ぐべきであるとの意見も多数見受けられ

た。

表 6 iアンケート調査」の設問 [問 10]選択肢 i4.その他」を選択した回

答者の自由記述分類

|ロ週視船【陣量島梓盤刊件}・"l

;~ r!畢
30 

" 
" 

"三ヨ" s 

21212 よ|愛1:1::1引官|21212151212:1緑|引引す1:1:1:1:
回選択股4(陸当総件敵76件)3511 10 17 I I I 0 I 0 7 I 0 I 1 I 0 I 0 I 0 I 2 I 3 I 0 6 I 3 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 ... 46.111.3"'0.0¥ 22411.3也 0.0唱0.0¥9.2唱。。、1.3唱 0.0唱0.0'410.0¥12，5'''3，9耳 0.0"7.9冒 3.9国 0.0情。0¥10.0¥10.0"'0.0弛 0.0110.0¥

3-6 問 10選択肢回答無しの自由記述の分類結果

問 10は全部で 4つの選択肢が設定されていたが、回答の中には選択肢を

選択せず、自由記述の回答のみがなされているものもあった。本来であれば、

削除されるべきものであるが、本考察は浄土宗教師の「社会福祉」活動につ

いての理念を整理することが目的であるため これを取り上げていきたい。

ここでは「仏教者J40.5%、「布教 ・教イじJ21.6%、「拠り所J 13.5%、と言う

結果となった。他の4つの選択肢の分類結果に対し、 大項目「 仏教の理念・

浄土宗の教義に基づくもの」の回答比率が 21%と最も高い数値を示した。

表7 iアンケー ト調査」の設問 [問 10]選択肢回答無しを選択した回答者
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浄土宗の教義に基づくもの」に関わる部分の回答率が最も低い選択肢であっ

た。

こちらも、「仏教者」 ・「布教 ・教化」に高い数値が現れたが、自由記述の

内容を見ると上記の 2つの選択肢を回答した層と異なり、寺院 ・住職が福祉

活動に関わる事への否定的意見が多数見受けられた。しかし注意しておきた

い点は、否定的にも 2つの傾向が見受けられることである。

第 l点は福祉と宗教又は仏教は異なるものであり、福祉活動に関わる時間

があるならば寺院住職の本分である「布教 ・教化」に時間をかけるべきであ

るとの意見である。第2点、は寺院 ・住職の活動そのものが福祉的要素を含む、

つまり寺檀関係による檀家間のふれあいや住職 ・寺院との関係による精神的

な福祉を担っているので他の活動を行う必要がないと考えている点である。

この間 10選択肢 3の自由記述の分類結果は主に第 2点の立場に立った

方々の意見の結果であり、「仏教の理念 ・浄土宗の教義に基づくもの」に関

わる部分の回答率が最も低かった理由は主に第 lの意見が反映していたため

と考えられる。

表 5 iアンケー卜調査」の設問 【問 10]選択肢 i3.特に関わる必要がな

い」を選択した回答者の自由記述分類

|図週侠厳3(飯当総体徴24件}・%J

10 • 8 

4 調 2 2 

~ nr;;-mt D 11 D 11 0 0 11 0 0 ;， 0 0 0 0 0 0 0 ;， 0 0 。
222Z|愛 312211ltJ2121231212121・1:1:1=1:1:1:1:

回置lRl支3(1車当I!件舷24件) 8 I1 2 I 5 I 0 2 I 0 2 I 0 I 0 2 I 0 I 0 1 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I 0 I 0 I 0 

.，も 33.3 .，‘ 8.3‘ 20.810.0也8.3"10凹 8.3¥10.0唱 0.""8.3司 0.0唱 0.'"4.2"10.0110.0冒0.0"10.0也 0.0弛 0.0"10.0冒4.2"10.0"10.0弛0.0喧

3-5 問 10選択肢4の自由記述の分類結果

問 10選択肢4の自由記述の分類結果をグラフ化したものが以下の表 6で

ある。問 10選択肢4は i4.その他」であり、「アンケート 調査」では約 9%
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124件である。結果を見ると「仏教者J 28.2%、「布教 ・教化J 20.2%、「社

会参加・社会奉仕J 14.5%と言 う結果となった。上記の表 3と比べて、「仏

教者」・「布教 ・教化」の同点で共に高い数値を示している。

'1.より積極的に関わるべきである」に比べると矛盾するように見られる

が、自由記述の中では社会福祉実践への必要性は承知しているが、寺院活動

が繁忙でーあり、実践には至れないとの回答が多く見受けられた。また専門的

技術や知識の必要な福祉活動へ参加することに対し、現状の力量では難しい

との意見、老齢であり実際に活動することが難しいと言う意見も多数見受け

られた。

回答する選択肢は異なっているが、'1.より積極的に関わるべきである」

と '2.現状のままでよしりは社会福祉実践への必要性について考えを同じ

くしている点が見受けられる。

表4 'アンケート調査」の設問 [問 10]選択肢 '2.現状のままでよい」を

選択した回答者の自由記述分類

|ロ遭択肢2(餓当能件融124件)・崎|

40 

30 

20 

10 

3-4 問 10選択股3の自由記述の分類結果

問 10選択肢3の自由記述の分類結果をグラフ化したものが以下の表 5で

ある。問 10選択肢3は '3.特に関わる必要がない」であり、「アンケート

調査」では約 5%の回答があった層である。回答数そのものが少ないため

該当件数は 24件となった。結果としては「仏教者J33.3%、「布教 ・教化」

20.8%、その他何件か該当する項目が見られた。大項目である「仏教の理念・

-6-
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3-2 問 10選択服 1の自由記述の分類結果

問 10選択肢 lの自由記述の分類結果をグラフ化したものが以下の表 3で

ある。問 10選択肢 lは'1.より積極的に関わるべきである」であり、今回

の「アンケー卜調査」でも表 lのように約 60%と最も高い回答が見られた

社会福祉への参加意欲が強く表れている層である。自由記述の中で仏教と社

会福祉の関係について述べられている該当件数が 991件となった。結果を見

ると最も多い理由が「仏教者J 25.4%、「社会参加・社会奉仕J 17.4%、「布

教 ・教化J 14.6%となった。自由記述の中でも仏教者としての実践として現

代において必要とされていると感じ、開かれた寺院として地域活動へ参加し

ていくことが重要であるとの意見が多く見受けられた。また「布教・教化」

としても社会福祉実践が有効であると捉えて、「自利利他」・「布施」 ・「慈

悲」 ・「救済」といった「仏教の理念 ・浄土宗の教義に基づくもの 」の項目に

も多く該当する回答が見受けられた。寺院活動が忙しいことがあるが、それ

でも活動をしていきたいという意見が多数がみられた。

表 3 'アンケート調査」の設問 [問 10]選択肢'1.より積極的に関わるべ

きである」を選択した回答者の自由記述分類

拘置問l ( þ当総件僻91件) ・~

300 m 

200 

100 官官uts1.。
教 22Z|愛 1=I~ I~ 1 引す I:I~I:I:I:I:I:I ・ 1:1:1:1:1:1:1:

白選択限1(蹟当能件数991件) 252 75149 14511312715 1721 9 I 17 I 9 I 5 I 1 I 20 I 24 I 5 461714112 I 9 421514 I 7 

.，‘ 25_4 
76‘ 4_9'‘ 14.611.3司m .1首 0.5¥11.410.9¥11.7覧 09也 05首 0.1幅 20唱 2.'也 0.5耳 4.6'410.7も ".1¥10.2'410.9也 4.2'410.5首 0.4¥10.7首

3-3 問 10選択肢2の自由記述の分類結果

次に問 10選択肢 2の自由記述の分類結果をグラフ化 したものが以下の表

4である。問 10選択肢2は '2.現状のままでよしりであり、「アンケート

調査」でも約 26%の回答があった層である。自由記述に於ける該当件数は
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結果自由記述の回答総数 1942件に対し、自由記述において仏教と社会福祉

の関係で述べられている理念は 1252件となった。その 1252件について統計

をまとめたものが3-2以降のグラフである。

表 2 Iアンケート調査」の設問 [問 IOJの 自由記述分類の基準となる用語

説明

大項目 中項目

仏教者

浄土宗教師

寺院

寺院 ・住 布教・教化実践

職の性格 愛

に基づく 精神的ケア

もの 社会浄化

社会参加1・社会奉仕

仲介

拠り所

地域住民として

21世紀努頭官百

福田

自利利他

布施

仏教の理 生老病死

念・浄土 主.lc.~主非dじρ

宗の教義 縁

に基づく 共生
もの 平等

お陰様

救済

報恩

慈善

弱者理解

分類の基準

仏教者であれば、等

浄土宗教師 ・念仏信者であれば

寺院は昔から、 社会福祉に携わってきた、寺院

であれば等

社会福祉を教化・布教として捉える

愛の精神で、等

仏教者は、精神的な悩みに対処する、等

社会浄化のため、等

地域社会に参加し、社会に奉仕する為、等

ぉ談関係を活用し、行政と協力して、両齢者等

に関わる、等

地域の拠り所として、寺院を憩いの場、新しい

いやしの場としたい、等

福祉には仏教者としてではなく地域住民として

参加する、 等

i21世紀努頭官百に基づいて」等

福田の教えにより

自利利他の教えにより

布施の教えにより

仏教は生老病死に関わる

慈悲の教えにより

縁起の教えにより

強制の理念によって

平等の理念により

お陰様の心により

困っている人を救済する、等

仏様の恩に報いるため、等

福祉は慈善事業である、等

仏教者は弱者の力持ちを理解する、等
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るべきである」が約 60%、'2.現状のままでよし勺が約 26%、'3.特に関わ

る必要がなしり約 5%、「その他」約 9%という結果であった。この結果から

住職の意識として社会福祉に関わるべきであるとの回答が6割に及ぶ事が分

かった。(表 lを参照)

786 

26.23% 5.44% 

3. 【問 10】の白山記述の分類について

社会福祉実践を行っていくための理念についてどのように捉えられている

か、自由記述の回答から用語をピックアップして整理を行った。

3-1 分類項目について

自由記述から、取り上げていった用語は次の表 2のようにまとめられた。

まず大きく 「寺院 ・住職の性格に基づくもの」と「仏教の理念 ・浄土宗の教

義に基づくもの」に分類し、これを大項目とした。 3-2以降のグラフで明

らかなように、各選択肢別の自由回答を見ても「寺院 ・住職の性格に基づく

もの 」と「仏教の理念 ・浄土宗の教義に基づくもの」の対比は約 9対 1'"'-'8

対2の比率となる。自由記述の回答を見ると 80%以上が浄土宗寺院 ・住職

の大半が福祉活動に関わることを寺院の護持 ・布教教化活動等と同じく寺

院・住職の固有のものと考えていることがわかる。

次に中項目として 25項目に分類を行った。表の左側が大・中分類項目で

あり、右側がその分類項目に当てはめる際の基準である。この基準に従い、

問 10の各選択肢別に分類を行った。但し、 一回答ごとに複数の項目が当て

はまる場合、例えば「仏教の慈悲や共生の理念によって、社会福祉を実践し

ていきたしり等の場合、慈悲 ・共生で lつずつカウントを行っている。その
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「寺院の開放」 ・「家庭 ・地域 家庭教育 ・幼児教育 ・ターミナルケア ・介

護サービスー」 ・「コミュニティ ー一寺子屋 ・ボランティア 」等をあげら

れている。そして「社会に存在感のある浄土宗」 を作り出すのは主体的な浄

土宗教師一人一人の活動にあるとしている。

しかし今回の「アンケー ト調査」の結果を見ると少なくても「社会福祉」

またはその関連する分野においての実践率は高いとはいえない。今回の「ア

ンケー卜調査」では実に 90%以上が社会福祉に関心があることがわかったが、

また 70%以上が未だ実践に至っていないことが明らかとなった。この関心

はあるが実践に至らない、各浄土宗教師に働きかけていくためには浄土宗教

師一人一人の活動を支える、理念や考え方について、現状を整理する必要が

ある。本考察は 1942件に及ぶ 「アンケート調査」自由記述における様々な

意見をまとめることにより 、現状を整理し、報告することが目的である。

2. [問 10)の概要について

本考察で取り上げる 「アンケー ト調査」の設問 【問 10]は以下のように、

社会福祉と仏教者の関わり方について設問し、またその理由について自由記

述をの形式で回答をいただいたものである。設聞は以下の通りである。

問10 社会福祉と仏教者との関わりはどうあるべきだと考えますか。

回答欄の中か5該当する番号かう一つを選んでOをつけるとともに、そ

の理由について、住職個人のお考えで結構ですので、忌樺のないご意見

をご自由にお書き下さい。

1 .より積極的に関わっていくべきである

2.現状のままでよい

3.特に関わる必要はない

4.その他(

この結果は表 lの通りである。有効回答数 2996件、その他 (記述あり)

とは選択肢4の中で記述式の回答があった数である。2996件のうち自由記

述の回答数が 1942件であった。選択肢は 4つあり、i[.より積極的に関わ
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浄土宗寺院・住職の福祉意識について

一社会福祉実践を支える理念について-

はじめに

仏教福祉研究班

長谷川匡俊 ・坂上雅翁

曽根宣雄・ 鷲見宗信

藤森雄介 ・関徳子

渡遺義昭 ・吉水岳彦

石川基樹

平成 16年度に浄土宗総合研究所仏教福祉研究班(代表 長谷川匡俊、以

下「研究班」と 111各す)は「浄土宗 社会福祉事業 ・活動に関するアンケー

ト調査J (以下「アンケート 調査」と略す)(J)を行った。 この「アンケート

調査」は「浄土宗における社会福祉実践 ・活動の現状と実態の明確化を図る

とともに、その結果と他教団の調査結果との比較分析等を行なうことにより、

仏教系社会福祉事業の今後の方向性についての検討を行うこ とを主たる目的

とする。」としており、浄土宗の福祉活動を数量化して把握することを目的

として行われた。調査の対象寺院は浄土宗全 7057ヶ寺のうち兼務 ・代務等

をのぞいた正住寺院 5655ヶ寺であり、回答率は 3575ヶ寺 (63.21%)であ

った。そしてこの「アンケー ト調査」は、「寺院」の活動実態と、「住職」の

荊動実態及び意識の 2つに大別することができる。

イcJ?i察はその「アンケー卜 調査」の一部である、浄土宗寺院と住職の社

会福祉に関する意識について検討を行うものである。浄土宗では平成 14年

に「浄土宗基本構想ならびに基本計画 J (以下「基本計画」と略す)を定め、

京報 986号付録として全寺院に配布を行ーった。「基本計画」の第3章 '21世

紀社会への変化とそれへの働きかけ」では「いのち」文化を説く場として寺

院が公益の場としての機能を再構築する必要性が述べられ、その方策として
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