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O
司
会
(
曽
根
)

た
だ
い
ま
よ
り
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
催

「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
前
動
の
現
状
と
課
題
」
と
題
し
ま
し
て

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

初
め
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
所
長
の
石
上
善
臆
先
生
よ
り
ご
挨

拶
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
す
。

O
石
上
所
長

ご
多
忙
の
中
、
今
日
は
よ
う
こ
そ
お
い
で
い
た
だ

寺
C
土
AFlν
わ九
。

仏
教
福
祉
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
毎
年
開
か
れ
て
参
り
ま

し
た
。
京
都
で
や
っ
た
り
、
東
京
で
や
っ
た
り

い
ろ
い
ろ
ご
ざ

い
ま
し
て
、
今

U
は

一
番
宗
派
と
し
て
は
問
題
に
す
る
よ
う
な
題

材
を
も
と
に
し
て
ご
発
表
を
願
う
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
こ
と
に
関
し
ま
し
て
は
、

こ
こ
に
も

書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
幾
つ
か
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
が
い
ま
、
も
っ
と
増
え
ま
し
て

か
な
り
の
数
の
も
の
が
そ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
、
国
際
的
に

動
く
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
内
外
の
問
題
に
対
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
中
で
、
仏
教
制
祉
は
大
き
な
比
屯
を
占
め
て
お

り
ま
す
。
特
に
私
ど
も
は
客
員
教
授
と
し
て
お
迎
え
し
ま
し
た
長

谷
川
匡
俊
先
生
を
中
心
と
し
て
、
可
能
な
限
り
伝
統
を
踏
襲
し
な

が
ら
研
究
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
日

は
ま
た
、
非
常
に
問
題
の
多
い
「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の

現
状
と
課
題
」
と
い
う
、

い
ま
.
番
私
ど
も
が
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
率
直
に
お
出
し
い
た
だ
き
な
が
ら
、
皆
さ

ま
と
と
も
に
ご
討
議
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
ま
た
、
諸
先

生
方
、
各
教
団
か
ら
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ひ
と
つ
、

時
間
の
許
す
限
り
、
よ
ろ
し
く
ご
討
議
賜
る
こ
と
を
お
願
い
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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で
は
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

O
司
会

そ
れ
で
は
本

H
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
淑
徳
ト
入
学
学
長
、
当
研
究
グ
ル
ー
プ
代
表
で
ご
ざ
い
ま
す

長
谷
川
匡
俊
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
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。

週
の
地
初
の
日
の
午
後
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
お
忙
し
い
小
、

本
会
に
ご
山
昨
叩
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
ま
ず
も
っ
て
一陣
く
御
礼

申

L
Kげ
ま
す
。

た
だ
い
ま
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
石

t
所
長
か
ら
お
話
が
ご
ざ



い
ま
し
た
。
総
合
研
究
所
の
仏
教
福
祉
研
究
班
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
今
回
が
第
八
回
目
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
今
回
は
、
実
は
昨
年
に
引
き
続
い
て
二
回

目
に
な
り
ま
す
「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の
現
状
と
課
題
」

と
題
し
て
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て

今
日
、
ご
出
席
の
皆
さ
ま
方
の
中
に
は
、
あ
る
い
は
昨
年
、

の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
い
た
、
だ
い
た
四
つ
の
宗
団
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
こ
の
テ

l
マ
に
か
か
わ
る
ご
発
表
を
お
聞
き
に
な
ら
れ
た
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
全
体
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
内
特
に
関
し
ま
し
て
は
、
す
で
に
受
付
の
と
こ
ろ
で
お
持

ち
に
な
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「仏

教
福
祉
』
の
恥

8
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
昨
年
の

四
つ
の
宗
固
か
ら
の
発
表
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
が

収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
内
容
に
入
り
ま
す
前
に
、
今
日
、

お
忙
し
い
中
を
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ご
発
題
を
い
た
だ
き
ま
す
お
宍
方
に
つ
い
て
、

手
短
に
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
私
の
す
ぐ
お
隣
で
す
が
、
最
初
に
ご
発
題
い
た
だ
き
ま

す
種
智
院
大
学
の
佐
伯
俊
源
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
そ
の
お
隣
は
、
天
台
宗
を
ご
担
当
い
た
だ
き
ま
す
が
、
皇
事

館
大
撃
の
宮
城
洋

一
郎
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て

人
目
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
を
ご
担
当

い
た
だ
き
ま
す
龍
谷
大
学
の
村
井
龍
治
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。今

日
は
こ
ち
ら
の
三
人
の
先
生
方
に
よ
り
ま
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ

平
素
ご
研
究

・
ご
調
査
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
宗
団
に
お
け
る
社

3 

会
福
祉
活
動
の
現
状
と
課
題
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

最
初
に
こ
の
あ
と
の
進
め
方
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
、

私
の
お
隣
の
佐
伯
先
生
か
ら
二

O
分
ず
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
ご
発
表
い

た
だ
き
ま
し
て
、

一
巡
し
た
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
五
分
ず
つ
の
補
足

を
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
そ
し
て
そ
の
補
足
が
す
べ
て
終
わ

り
ま
し
た
な
ら
ば
、
休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、

そ
し
て
休

憩
後
の
再
開
は
、
主
と
し
て
質
疑
応
答
を
中
心
に
進
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
先
生
方
か
ら
ご
発



表
い
た
だ
き
ま
す
際
に
お
聞
き
い
た
だ
い
て
、
ご
質
問
や
ご
怠
見
、

あ
る
い
は
ご
感
想
等
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
ら
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て

資
料
の
中
に
「
ご
芳
名
カ

l
ド
」
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、

そ
の
裏
側
に
ご
意
見

・
ご
感
想
と
書
か
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
恐
縮
で
す
が
、

そ
こ
に
ご
質
問

・
ご
意
見
等
お
書
き

い
た
だ
き
、
多
数
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

こ
こ
に
お
書
き
い
た
だ
き
ま
し
た
も
の
を
休
憩
時
間
に
入
り
ま

す
と
き
に
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ご
質
問

・
ご
意
見
を
早
急

に
整
理
し
、
再
開
後

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
か
ら
質
問
に
答
え
て

い
た
だ
く
と
い
う
形
を
と
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で

ろ
し
く
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
終
了
は
二
応
四
時
を
予
定
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
、

た
っ
ぷ
り
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
ま
だ
ま
だ
足

り
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か

こ
れ
か
ら
次
第
だ
と
思
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
ひ
と
つ
ご
参
加
の
皆
さ
ま
方
に
は
、
こ
う
し
た
テ

1

マ
を
よ
り
深
め
て
今
後
の
私
ど
も
の
研
究
班
と
し
て
の
研
究
に

ま
た
浄
土
宗
を
は
じ
め
各
宗
国
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
事
業
や
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
く
上
で
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
窄

い
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
、
宗
教
あ
る
い
は
仏
教
と
い
う
場
合
に
、

ど

ち
ら
か
と
い
う
と
、
個
の
内
面
の
問
題

い
ろ
い
ろ
な
内
面
的
な

悩
み
や
不
安
、

そ
う
い
う
も
の
に
応
え
て
い
く
の
が
宗
教
で
あ
り
、

仏
教
も
ま
た
か
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
時

に
社
会
の
中
に
各
宗
団
と
も
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
ま
た
社

会
の
中
で
仏
教
は
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い

る
の
か
。
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
く
べ
き
か
、

~ 4 ~ 

と
い
》
つ

よ

こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
時
代
に
入
つ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
今
回
は
、
標
題
の
ご
と
く
、
各
仏
教
教
団

が
、
あ
る
い
は
仏
教
者
が
社
会
福
祉
、
も
う
少
し
広
げ
れ
ば
、
社

会
的
な
実
践
と
・
申
し
上
げ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
っ
た
も
の
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
、
ま
た
今
後
、

ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
の
宗
祖
と
そ
の
教
え
を
ふ

ま
え
な
が
ら
、

フ
ロ
ア
の
皆
様
と
共
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま



す
。そ

う
い
う
意
味
で
今
日
は
三
つ
の
宗
同
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
点
な
ど
に
つ
い
て
も
、
ぜ
ひ
お
聞

き
取
り
い
た
だ
い
て
、
多
少
な
り
と
も
宗
団
聞
の
比
較
と
い
う
こ

と
の
ご
参
考
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
私
の
ご
挨
拶
を
合
め
た
今

H
の
進
め
方
に
つ
い
て
は

以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て

さ
っ
そ
く
佐
伯
先
生
か
ら
、

「
南
部
仏
教
の
別
状
と
課
題
」
と
い
う
こ
と
で
ご
発
題
を
い
た
だ

き
ま
す
。

そ
れ
で
は
佐
伯
先
生

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
佐
伯
(
南
部
仏
教
)

皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
先
ほ
ど
、
長

谷
川
先
生
の
方
か
ら
ご
紹
介
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
朱
良
か
ら
や

っ
て
参
り
ま
し
た
佐
伯
と
申
し
ま
す
。

ま
ず
、
こ
う
い
う
場
所
で
ご
発
題
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
与

え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

標
題
に
つ
い
て
十
分
な
お
話
は
で
き
な
い
か
と
は
存
じ
ま
す
け

れ
ど
も

い
ま
、
考
え
て
い
る
こ
と
の

一
端
に
つ
い
て
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
、
皆
さ
ん
の
ご
怠
見
を
賜
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す

の
で
、

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
手
元
に
三
枚
の
レ
ジ
メ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が

そ
れ
を
チ

ラ
チ
ラ
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

お
話
の
方
も
聞
い
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

本
来
、

一
枚
に
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
が
小
さ
く
て
、
大

ぎ
く
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
行
な
ど
が
少
し
、
ず
れ
て
い
た
り
す

る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
見
苦
し
い
点
が
あ
る
の
で
す
が
、

お
許
し
を

く
だ
さ
い
。

私
の
現
在
の
所
属
が
椅
智
院
大
学
と
い
う
こ
と
を
先
ほ
ど
も
ご
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制
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
種
智
院
大
学
と
申
し
ま
す
の
は
弘
法

大
師
空
海
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
綜
芸
種
智
院
と
い
う
も
の
に
名
前

を
山
来
す
る
わ
け
で
し
て
、
現
在
で
は
仏
教
の
宗
同
で
中
し
ま
す

と
、
真
言
宗
が
経
営
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
大
学
で
す
。
そ
う
い

う
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
私
は
真
言
宗
、
去
年
こ
の
場
所
で
、
同

じ
く
真
言
宗
を
母
体
と
す
る
高
野
山
大
学
の
山
口
先
生
が
真
言
宗

智
山
派
の
取
り
組
み
と
い
う
こ
と
で
ご
発
組
い
た
だ
い
た
か
と
思

い
ま
す
が
、
私
も
真
言
宗
の
教
凶
と
い
う
こ
と
を
ご
報
告
さ
せ
て

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
も
.
つ
の
筋
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が



実
は
、
私
、
こ
う
い
う
髪
型
と
袈
裟
を
か
け
て
お
り
ま
す
と
お
り
、

現
夜
僧
侶
と
し
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
の
が
奈
良
の
西
大
寺
と
い

う
お
寺
で
し
て
、
今
日
の
お
話
は
む
し
ろ
奈
良
の
と
い
う
か
、
南

都
仏
教
の
中
に
お
け
る
西
大
寺
と
い
う
も
の
を
中
心
に
、
「
南
部
」

と
い
う
枠
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
あ
と
で
申
し
ま
す
が
、
こ
の
西
大
寺
と
い
う
の
は
、
南
都
、

す
な
わ
ち
奈
良
に
確
か
に
あ
る
の
で
す
が
、
実
は
現
代
の
宗
派
に

よ
り
ま
す
と
、
真
言
宗
の
教
川
に
も
属
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

ジ
メ
に
真
言
律
宗
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

お
そ
ら
く
こ
こ
に
お

集
ま
り
の
方
も
、
こ
の
宗
派
の
名
前
を
お
聞
き
に
な
ら
れ
た
方
は
、

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
も

普
段
「
西
大
寺
っ
て
何
宗
で
す
か
」
と
よ
く
聞
か
れ
る
の
で
す
が

「
真
言
律
宗
で
す
」
と
い
う
と
、
「
そ
れ
は
新
興
宗
教
で
す
か
」
な

ど
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
真
言
宗
の
場
介
は
尚
野
山
内
パ
J

宗
と
か
束
寺
真
言
宗
と
か
、
大
き
く
分
け
る
と

一
八
の
派
に
分
か

れ
て
い
る
の
で
す
が

そ
れ
に
は
た
い
て
い
お
寺
の
名
前
が
つ
い

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
「
真
言
宗
西
大
寺
派
」
と
い
え
ば
、
「
あ

ぁ
、
真
言
宗
な
の
で
す
ね
」
と
言
っ

て
い
た
だ
け
る
の
で
す
が
、

凶
大
寺
の
場
合
は
、
伝
統
的
に
「
真
言
律
宗
」

と
い
う
名
前
で
称

し
て
お
り
ま
す
も
の
で
す
か
ら
、
現
在
で
も
そ
う
称
し
て
お
り
ま

す
が
、
「
真
言
宗
西
大
寺
派
」
と
い
う
言
い
方
で
ご
理
解
い
た
だ

い
て
も
構
わ
な
い
わ
け
で
す
。

た
だ

お
寺
の
立
地
が
奈
良
で
し
て
、
ま
た
そ
の
創
建
も
他
の

奈
良
仏
教
、
南
都
仏
教
の
お
寺
と
同
じ
く
、
平
城
京
に
都
が
お
か

れ
て
い
た
奈
良
時
代
に
創
建
な
っ
た
お
寺
と
い
う
こ
と
で
い
い
ま

レ

す
と
、
南
部
仏
教
の

一
部
で
も
あ
る
の
で
す
。
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で
す
の
で
、
ち
ょ

っ
と
こ
れ
は
や
や
こ
し
い
の
で
す
。

私
た
ち
も
普
段
、

こ
の
「
南
部
仏
教
」
の
集
ま
り
に
も
行
き
ま

す
し

一
方
で

「
真
言
宗
」
の
集
ま
り
に
も
行
く
の
で
す
が
、

「
真

吾
日
・
宗
」

の
集
ま
り
に
行
き
ま
す
と
、
「
お
た
く
は
南
部
仏
教
で
す

か
ら
」
と
言
わ
れ
て
、

一
番
末
席
に
座
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

逆
に
「
南
部
」

の
東
大
寺
さ
ん
と
か
興
福
寺
さ
ん
の
集
ま
り
も
あ

る
の
で
す
が
、

そ
ち
ら
に
い
き
ま
す
と
、
「
お
た
く
は
点
言
宗
だ

か
ら
」
と
言
わ
れ
て
、

そ
こ
で
も

一
番
隅
っ
こ
の
方
に
座
ら
せ
て

い
た
だ
く
の
で
す
が
、

ど
ち
ら
に
い
っ
て
も
端
っ
こ
に
い
る
の
が



「
西
大
寺
」
だ
と
い
う
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
く
と

一
番

し
っ
く
り
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
非
常
に
ユ
ニ

ー
ク
な
位
置
づ
け
を
も
っ
西
大
寺
で
は

あ
る
の
で
す
が

そ
こ
の
お
話
は
ま
た
、
後
半
に
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て
、

ま
ず
は
今
日
、

お
題
を
い
た
だ
き
ま

し
た
の
が
「
南
都
仏
教
」
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
簡
単
に
ま
ず

そ
ち
ら
の
動
向
を
捉
え
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

細
か
い
こ
と
を
言
う
と
き
り
が
な
い
の
で
す
が
、
「
南
都
仏
教
」

と
い
う
言
い
方
は
、
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
も
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
仏
教
宗
派
に
つ
い
て
は
、
行
政
の

文
化
庁
が
「
宗
教
年
鑑
」
と
い
う
の
を
毎
年
出
さ
れ
て
い
ま
し
て
、

こ
こ
に

一
応
統
計
資
料
を
も
っ
て
日
本
の
宗
派
が
あ
が
っ
て
い
る

の
で
す
が
、

「商
都
」
と
は
い
わ
ず
に
「
奈
良
仏
教
」
と
い
う
言

い
方
で
統
一
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ち
ょ
っ
と
ず
っ

細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
概
念
規
定
は
違
う
わ
け
で
す
が
、
あ
ま
り

細
か
い
と
こ
ろ
は
捨
象
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
奈
良
の
都
が
花
開

い
た
奈
良
時
代
に
、
奈
良
の
地
で
仏
教
が
花
開
い
た
、

そ
の
辺
に

由
来
を
も
っ
日
本
仏
教
の
流
れ
を
大
ま
か
に

「南
都
仏
教
」
と
い

う
の
だ
ろ
う
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

こ
の
「
南
都
仏
教
」
、

言
葉
は
通
俗
化
し
て
い
ま
す
し
、
皆
さ

ん
も
あ
る
意
味
で
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
奈
良

の
地
に
来
て
東
大
寺
の
大
仏
さ
ん
を
拝
ま
れ
た
こ
と
の
な
い
方
は
、

な
い
と
い
う
か
|
|
|
そ
う
い
う
と
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
で
す
か
ね
、

日
本
人
の
中
に
は
拝
ま
れ
た
こ
と
が
な
い
人
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ

る
と
は
思
い
ま
す
が
、
非
常
に
修
学
旅
行
な
ど
で
も
メ
ジ
ャ

ー
な

お
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
と
、
馴
染
み
深
い

と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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し
か
し
、
東
大
寺
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
南
都
仏
教
と
い
う
の
は

日
本
仏
教
全
体
の
教
団
や
寺
院
と
い
う
中
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば

き
わ
め
て
特
異
で
ユ
ニ

ー
ク
な
存
在
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
わ
け

で
す
。
本
日
、
来
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
浄
土
宗
さ
ん
は
じ
め
、
現

代
仏
教
の
大
き
な
宗
団
と
い
う
の
は
、
千
、
万
で
数
え
る
単
位
の

寺
院
を
持
ち
、
浄
土
宗
さ
ん
で
約
七
千
ヵ
寺
、
真
宗
本
願
寺
派
さ

ん
で
約

一
万
ヵ
寺
ほ
ど
の
大
体
そ
う
い
っ
た
形
で
教
団
と
い
う
も

の
が
形
づ
く
ら
れ
て
現
代
で
の
仏
教
の
活
動
を
展
開
さ
れ
て
い
る

の
に
比
べ
ま
す
と

こ
の
南
都
と
い
う
の
は
、
名
前
こ
そ
有
名
で



す
が
、
教
団
の
規
模
か
ら
い
う
と
ど
れ
く
ら
い
か
、
皆
さ
ん
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。
東
大
寺
は
確
か
に
大
き
な
お
寺
で
す
が
、
実
は

東
大
寺
は
今
現
在
で
は
事
厳
宗
と
い
う
南
都
の
宗
派
、
並
び
に
奈

良
仏
教
以
来
の
宗
派
を
名
乗
っ
て
お
り
ま
す
が
、
教
団
規
模
で
い

い
ま
す
と
、
正
式
な
数
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
、
約
五

O

ヵ
寺
で
す
ね
。
五

O
ヵ
寺
と
い
っ
た
ら
、

「
あ
あ

そ
う
か
」

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

ほ
と
ん
ど
の
末
寺
と
称
さ
れ
て

い
る
お
寺
さ
ん
は
、
も
う
い
ま
は
本
山
の
東
大
寺
さ
ん
と
あ
ま
り

関
係
は
な
い
、

む
し
ろ
そ
の
お
寺
さ
ん
に
行
き
ま
す
と
、
看
板
で

は
、
本
来
は
華
厳
宗
の
末
寺
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
真
言
宗
と

か
、
別
宗
の
石
板
を
か
け
て
出
動
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ

う
で
す
。
で
す
か
ら
、
京
間
と
い
う
も
の
が
な
い
と
い
う
と
語
弊

が
あ
り
ま
す
が
、

な
い
に
等
し
い
と
い
っ
て
梢
わ
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

東
大
与
で
す
ら
そ
れ
で
す
か
ら
、

た
と
え
ば
、
奈
良
で

一
帯

華
々
し
く
舵
史
的
に
展
開
し
た
法
相
宗
、
本
山
で
い
い
ま
す
と
薬

師
寺
と
興
一州
在
で
す
ね
。
こ
こ
は
わ
ず
か
-
一
O
ヵ
寺
の
教
問
で
す
。

他
で
い
い
ま
す
と
、
有
名
な
位
舛
辿
産
第
-
り
の
法
降
寺
さ
ん
で

す
ね
、
あ
そ
こ
は
も
と
は
法
相
宗
を
名
乗
っ
て
い
た
の
で
す
が

明
治
以
降
の
流
れ
の
中
で
現
夜
は
聖
徳
宗
を
称
し
て
お
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
は
卵
鳩
町
の
法
隆
寺
さ
ん
の
近
隣
の
二
O
ヵ
寺
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
何
千
ヵ
寺
、
何
万
ヵ
寺
と
い
う
よ
う
な
現
代
仏
教

の
宗
派
、
教
団
に
比
べ
る
と
、
少
な
く
と
も
量
的
な
側
面
で
は
か

と

な
り
微
々
た
る
存
在
で
す
。
逆
に
い
う
と
、
宗
派
と
い
っ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も

そ
の
お
寺

一
つ
単
独
で
宗
派
を
形
成
し
て
い
る
と

い
う
の
に
ほ
ぼ
近
い
と
お
考
え
い
た
だ
い
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
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で
す
か
ら
、
華
厳
宗
と
か
法
相
宗
と
か
、

そ
う
い
う
南
部
仏
教

と
い
う
の
が
歴
史
的
に
存
在
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
皆
さ
ん
も

よ
く
ご
存
知
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
浄
土
宗
と
か
禅
宗
と

か
日
蓮
宗
、

そ
う
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
鎌
合
仏
教
に
由
来
す
る
よ
う

な
宗
派
、
あ
る
い
は
真
言
宗
、
天
台
宗
と
い
う
平
安
仏
教
以
降
の

宗
派
と
い
う
も
の
と
同
列
に
教
団
と
し
て
見
な
す
と
い
う
こ
と
は
、

か
な
り
こ
れ
は
無
理
が
あ
る
、

と
い
う
か

か
な
り
質
的
に
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
前
艇
で
見
て
お
か
な
い
と
、

し3

け

な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。



そ
う
い
っ
た
質
的
、
量
的
な
側
面
か
ら
出
て
く
る
現
在
の
南
都

仏
教
の
寺
院
、
教
団
の
あ
り
方
と
い
う
の
が
や
は
り
あ
る
と
思
う

の
で
す
。

そ
し
て
自
ず
と
そ
れ
が
現
代
の
寺
院
が
推
進
す
る
福
祉

的
な
取
り
組
み
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
に
も
不
即
不
離
に
密
接
に

か
か
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

ま
ず
、

そ
う
い
っ
た
側
面
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

レ
ジ
メ
の
l
、
「
南
都
仏
教
の
歴
史
的
由
来
と
そ
の
特
徴
」
。

「
歴
史
的
由
来
」
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
「南
都
仏
教
と
は
何
か
」

と
い
う
こ
と
で
、
背
の
日
本
史
の
教
科
書
を
思
い
出
し
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、
説
明
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
仏
教
が
入
っ
て
き
ま
し
て
、
仏
教
は
輸
入
の
宗
教
で
す

か
ら
、
す
で
に
飛
鳥
時
代
に
入
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
都

平
城
京
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
花
開
い
た
の
が
こ
の
奈
良
仏
教

で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
後
々
の
日
本
の
仏
教
、
千
何

百
年
の
歴
史
の
中
で
い
う
と

そ
の
発
展
の

一
番
基
本
的
な
根
本

の
部
分
で
あ
っ
て
、
奈
良
仏
教
と
い
う
の
は
、
日
本
仏
教
の
原
点

で
あ
り
、
故
郷
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
る
面
も

多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

レ
ジ
メ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
南
都
と
い
う
の
は
、
都

が
京
都
の
平
安
京
に
移
っ
て
以
降
、
奈
良
の
都
は
旧
来
の
仏
教
の

都
と
い
う
こ
と
で
、
北
に
対
し
て
南
都
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
わ
け
で
す
が
、

そ
う
な
っ
て
以
降
に
旧
来
の
国
家
の
大
寺
院
が

「
南
都
七
大
寺
」
と
い
う
枠
で
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、

そ

し
て
平
城
京
で
展
開
さ
れ
た
華
厳
宗
や
法
相
宗
に
代
表
さ
れ
る
学

問
仏
教
の
宗
派
が
「
南
都
六
宗
」
と
い
う
形
で
、

一
応

「
宗
派
」

と
い
う
体
裁
を
な
し
て
き
ま
す
。
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た
だ
、
こ
こ
で
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
宗
派
と

は
い
い
ま
す
が
、
後
々
の
い
わ
ゆ
る
、
他
と
自
分
た
ち
を
際
立
た

せ
る
(
排
他
的
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
そ
ぐ
わ
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
)
独
自
性
を
も
っ
た
教
団
と
い
う
よ
り
は

こ
れ
は
あ
る

意
味、

学
閥
で
す
ね
。
仏
教
の
歴
史
で
い
う
と

イ
ン
ド
で
部
派

仏
教
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
中
の
部
派
と
い
う
の
に

該
当
す
る
の
が
こ
の
南
都
仏
教
の
宗
派
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
，
つ
い

っ
た
意
味
で
い
う
と
、
も
と
も
と
こ
の
奈
良
仏
教
の
宗
派
と
い
う

の
は

そ
う
い
う
独
立
的
、
排
他
的
な
存
伝
で
は
な
く
て

た
と



え
ば

一
人
の
お
坊
さ
ん
が
同
時
に
複
数
の
学
問
の
宗
派
を
学
ぶ

よ
う
な
あ
り
方
で
、
も
と
も
と
奈
良
仏
教
の
宗
派
と
い
う
の
は
成

り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
奈
良
時
代
に
奈
良
の
都
で
仏
教
が
花
開
い

た
の
が
、
後
々
の
奈
良
の
仏
教
の
原
点
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
ゆ

る
が
せ
に
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
多
く
の
仏
像
や

絵
画
や
建
築
な
ど
が
あ
り
ま
し
て
、
現
在
で
も
た
く
さ
ん
の
方
々

が
そ
う
い
っ
た
も
の
を
文
化
財
、
あ
る
い
は
観
光
資
源
と
し
て
訪

れ
ら
れ
る
の
が
こ
の
南
都
の
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ら
た
め

て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

か
と
い
っ
て
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
奈
良
仏
教
が

い
ま
か
ら

千
二
、
三
百
年
前
の
奈
良
時
代
の
仏
教
が
そ
の
ま
ま
凍
結
保
存
さ

れ
て
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

し
ろ
、
歴
史
的
に
考
え
ま
す
と

そ
の
流
れ
と
い
う
の
が
歴
史
上

何
度
も
分
断
さ
れ
て

そ
し
て
そ
の
た
び
に
復
興
さ
れ
て
現
代
に

伝
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

非
常
に
ざ
つ
く
り
と
し
た
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
奈
良
時
代
に

花
開
い
た
仏
教
は
、
後
に
歴
史
の
舞
台
か
ら
退
く
時
代
も
あ
り
ま

し
た
。
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
時
代
と
い
う
時
代
に
は
ま
た
大
き
な
波

で
復
興
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
後
に
、
近
世
の
江
戸
時
代
に

奈
良
、
大
和
地
方
の
仏
教
と
い
う
の
が
さ
ら
に
復
興
さ
れ
て
現
代

に
至
っ
て
い
る
、

そ
う
い
う
歴
史
的
な
波
を
も
っ
て
現
代
に
ま
で

至
っ
て
い
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
地
理
的
な
奈
良
で
展
開
し
た
仏
教
と
い
う
の
は
、
決

し
て
奈
良
時
代
の
仏
教
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

し
か
し

一
方
で
は

お
寺
サ
イ
ド
が
観
光
の
ご
案
内
な
ど
す
る
と

き
に
、
絶
え
ず
言
う
の
が
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「
奈
良
時
代
以
来
、

一
二

O
O年
、
連

綿
と
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
」
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
を
逆
に
売
り

に
し
て
説
明
を
し
た
り
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
奈
良
時

代
に
展
開
し
た
奈
良
仏
教
と
い
う
も
の
が
非
常
に
歴
史
的
に
大
き

む

な
規
制
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
奈
良
仏
教
の

一
つ
の
性
格

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん

そ
う
い
っ
た
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
戦
乱
で

お
寺
が
つ
ぶ
れ
て
も
、
ま
た
復
興
さ
れ
て
い
っ
た
。
奈
良
仏
教
の

伝
統
意
識
が
ま
た
復
興
の
原
動
力
に
も
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い

え
ま
す
が
、
逆
に
い
う
と
、

そ
れ
が
あ
る
意
味
宗
教
活
動
と
い
う



側
面
で
い
う
と
「
規
制
」
と
い
う
、
自
由
な
活
動
に
制
限
を
か
け

る
方
向
に
展
開
し
て
き
た
こ
と
も
否
め
な
い
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、

い
ま
現
在
、
奈
良
と
い
う
言
い
方
も
広
狭
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す
が
、

い
ま
言
っ

て
い
る
の
は
「
奈
良
市
」
く
ら
い
を

地
域
的
な
広
が
り
と
し
ま
す
が
、

そ
の
地
域
に
は
仏
教
会
と
い
う

の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
京
都
市
に
は
京
都
市
仏
教
会
と
い

い
ま
し
て
、
大
変
大
き
な
力
を
も
っ
て
、
結
束
力
を
も
っ
て
や
っ

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
奈
良
市
に
は
仏
教
会
が
な
い
の
で
す
。
な
い

と
い
う
よ
り
は
つ
く
れ
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
ご
本
山
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
を
標
梼
し
て
、
歴
史
的
に
重
厚
な

歴
史
も
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
よ
う
に

そ
れ
ぞ
れ
独
立
独
歩
で
、

共
通
に
歩
み
寄
っ
て
、
何
か

一
つ
の
仏
教
を
や
っ
て
い
く
と
い

う
よ
り
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
中
で
活
動
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
は
決
し
て
大
き
な
教
団
で
は
な
く
小
さ

な
教
団
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
伝
統
的
な
し
が
ら
み
、
制
約
の
中
で

共
通
に
何
か
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
は
、

で
き
て
い
な
い
と
い

う
の
が
現
代
の
奈
良
仏
教
の

一
つ
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
現
代
に
及
ぶ
特
徴
の
歴
史
性
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
わ

け
で
す
が
、

二
番
目
に
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
教
団
と
し
て
の
活
動

と
し
て
は

そ
う
い
っ
た
南
都
七
大
寺
を
中
心
と
す
る
南
都
仏
教

の
宗
派
は
、

い
わ
ゆ
る
檀
家
さ
ん
や
信
者
さ
ん
と
い
う
の
が
な
い

と
い
う
か
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
っ
た
も
の
が
表
に
出
て
き
ま
せ

ん
。
い
わ
ゆ
る
葬
式
仏
教
と
い
う
の
に
対
応
す
る
の
が
檀
家
寺
院

だ
と
す
る
と
、

そ
う
い
っ
た
担
家
と
い
う
の
が
表
だ
っ
た
制
度
と

し
て
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
い
わ
ゆ
る
祈
祷
仏
教
と
い
う
の

に
対
応
す
る
の
が
祈
祷
寺
院
だ
と
す
る
と
、

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

は

い
わ
ゆ
る
信
者
さ
ん
と
い
う
の
は
当
然
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
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そ
う
い
っ
た
お
寺
と
い
う
の
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
真
言
系
統
の

寺
院
に
該
当
す
る
。
奈
良
盆
地
の
周
辺
に
は
真
言
宗
の
ご
本
山
が

取
り
巻
く
よ
う
に
し
て
あ
る
の
で
す
が
、

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に

は
、
祈
祷
で
多
く
の
信
者
さ
ん
を
集
め
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
密
接
に
南
都
仏
教
の
お
寺
と
も
重
な
り
合
っ
て
は
い
る
の
で

す
が
、
少
な
く
と
も
、
南
都
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
粗
信
徒
が
主

な
活
動
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
何
を
現
代
の
.
番
主
な
活
動

に
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
歴
史
性
、
伝
統
、

文
化
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
観
光
と
い
う
形
で
現
代
に
あ
ら
わ
し



て
い
く
、
観
光
仏
教
に
対
応
す
る
観
光
寺
院
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

あ
る
い
は
政
治
的
な
行
政
の
絡
み
で
の
仏
教
と
い
う
こ
と
で
い
い

ま
す
と
、

そ
う
い
っ
た
主
要
な
も
の
に
は
本
山
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
こ
に
宗
務
所
が
置
か
れ
て
、
宗
団
の
行
政
的
な
側
面
を
預
か
っ

て
い
く
。
し
か
し
こ
れ
は
教
団
自
体
が
あ
ま
り
大
き
く
あ
り
ま
せ

ん
か
ら

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
ま
り
大
き
く
取
り
ざ
た
さ
れ
る

こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら

一
番
際
立
っ

て
い
る

の
が
観
光
仏
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
組
織
と
い
う
こ
と
で
い
き
ま
す
と
、
先
ほ
ど
言

つ

た
こ
と
と
同
じ
で
す
が
、
全
国
的
な
末
寺
展
開
を
い
た
し
ま
せ
ん
。

浄
土
宗
さ
ん
や
日
蓮
宗
さ
ん
な
ど
の
、
鎌
行
仏
教
、
平
安
仏
教
の

お
寺
は
全
国
に
教
同
末
寺
を
凶
閲
す
る
わ
け
で
す
が
、
よ
問
都
は
ほ

と
ん
ど
本
山
の
み
で

一
つ
の
宗
団
、
宗
派
を
形
成
し
て
い
る
。

す
か
ら
、
当
然
そ
の
宗
団
・
宗
派
は
小
規
模
で
あ
り
ま
す
。
京
大

与
と
い
う
大
き
な
お
寺
で
も
、
僧
侶
と
し
て
お
ら
れ
る
点
は
わ
ず

か
a
-

一O
人
ほ
ど
で
す
。

一
五
軒
の
寺
内
の
子
院
で
い
ま
、
師
一慌
で

あ
る
お
父
さ
ん
と
弟
子
の
息
子
さ
ん
で
、

一
五
軒
で
二
人
ず
つ
で

大
体

L
O
人
ぐ
ら
い
で
同
定
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、

地
域
的
に
も
こ
の
奈
良
と
い
う
土
地
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
と
い
う

性
絡
が
出
て
き
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
側
面
を
と
ら
え
ま
す
と
、
浄
土
宗
さ
ん
の
よ
う
に

大
き
な
教
団
を
形
成
さ
れ
て

ま
た
大
正
期
ぐ
ら
い
か
ら
そ
う
い

っ
た
教
団
を
中
心
と
す
る
社
会
事
業
を
活
発
に
推
進
さ
れ
て
こ
ら

れ
た
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
宗
団
と
い
う
も
の
と
は
か
な
り
色
合
い

が
違
う
。

マ
ス
コ
ミ
的
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
、
観
光
的
に
有
名
で
は
あ
り
ま
す
が
、
現
実
的
に
社
会
的
な
存

在
と
し
て
考
え
て
い
く
場
介
に
は
、
例
々
の
お
寺
の
取
り
組
み
と

つ臼

い
う
形
に
な
っ
て
き
て
、
宗
団
と
し
て
大
き
な
動
向
、
何
か

一
つ

の
福
祉
運
動
、
事
業
に
つ
な
げ
て
い
く
よ
う
な
こ
と
と
い
う
の
は
、

な
か
な
か
歴
史
的
に
与
え
て
も
、
明
治
以
降
、
戦
前
に
至
る
ま
で

で

ほ
と
ん
ど
む
ず
か
し
い
状
況
が
続
い
た
よ
う

の
聞
と
い
う
の
は

で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
個
別
的
な
寺
院
活
動
の
巾
で
の
制
祉
事

業
の
推
進
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
奈
良
の
地
で
、
あ

る
意
味

ユ
ニ

ー
ク
な
存
在
と
し
て
社
会
福
祉
に
関
わ
っ
て
こ
ら

れ
た
よ
う
な
年
院
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
結
構
注
目
さ
れ
る
存
伝



が
あ
り
ま
す
。

レ
ジ
メ
に
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
二
つ
ば
か
り
あ
げ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
聞
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
社
会
福
祉
法
人
の

こ
と
で
、
社
団
法
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
大
寺
さ
ん
に
は
、
現

在
東
大
寺
福
祉
事
業
団
と
い
う
の
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、

そ
の
中
で
肢
体
不
臼
由
児
の
施
設
で
あ
る
「
東
大
寺
整
肢
園
」
と

い
う
施
設
を
お
も
ち
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
一
九
五
五

年
で
す
か
ら
五

O
年
前
に
で
き
ま
し
て
、
も
う
現
在
奈
良
の
地
で

は
非
常
に
確
固
と
し
た
実
績
を
も
っ
施
設
と
し
て
活
動
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ま
た
壷
阪
寺
と
い
う
、

こ
れ
は
奈
良
と
い
っ
て
も
ず

っ
と
南
の
庁
に
あ
る
お
与
な
の
で
す
が
、
衆
徳
会
と
い
う
社
会
福

祉
法
人
を
お
つ
く
り
に
な
り
ま
し
て
、
日
本
で
最
初
の
養
護
育
老

人
ホ

l
ム
の
慈
母
国
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
そ
う
い
っ
た
奈
良
仏
教
の
伝
統
の
中
で

た
と
え
ば

東
大
寺
さ
ん
は
点
火
守
を
創
辿
に
な
っ
た
型
武
天
皇
な
ら
び
に
そ

の
皇
后
で
あ
っ
た
光
明
皇
后
が
そ
も
そ
も
大
仏
建
立
さ
れ
た
と
き

の
詔
の
中
に
、
「
動
植
こ
と
ご
と
く
栄
え
る
」
、

つ
ま
り
動
物
も
植

物
も
す
べ
て
栄
え
る
た
め
に
大
仏
を
建
て
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も

出
て
く
る
。

つ
ま
り
、
世
の
中
の
ま
さ
に
福
祉
を
成
り
立
た
せ
て

い
く
た
め
に
そ
う
い
っ
た
願
い
を
立
て
ら
れ
て
、
大
仏
を
建
て
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
ま
た
聖
武
天
皇
、
光
明
皇
后
の
い
わ
ゆ
る
施
薬
院
や
悲

田
院
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
別
代
に
お
い
て
そ
う
い
っ
た
本
願
の

精
神
を
生
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
理
念
に
基
づ

い
で
つ
く
ら
れ
た
の
が
整
肢
園
で
あ
り
ま
す
。

一
方
、
例
え
ば
壷
阪
寺
さ
ん
な
ど
で
も
、
こ
こ
は
常
盤
勝
憲
さ

13 

ん
と
い
う
大
変
有
名
な
お
坊
さ
ん
が
こ
の
慈
ほ
園
を
つ
く
ら
れ
た

の
で
す
が
、
や
は
り
お
寺
の
伝
統
の
中
で
、
歌
舞
伎
の
演
目
に
も

な
っ
て
い
ま
す
が
、
宵
人
の
こ
と
を
題
材
に
扱
っ
た
大
里
、
沢
市

の
観
背
信
仰
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
由
来
の
中
で
語
ら
れ
て
き
た
伝

承
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
盲
老
人
ホ

l
ム
と
い
う
も
の
を
つ
く

ら
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
ユ
ニ
ー
ク
な
寺
院
の
、
奈
良

仏
教
、
南
部
仏
教
の
歴
史
的
伝
統
に
基
づ
い
て

そ
れ
を
現
代
に

い
か
に
生
か
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
寺



院
が
取
り
組
ま
れ
る
中
で
、
福
祉
事
業
と
い
う
も
の
を
戦
後
に
な

っ
て
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
形
が
こ
こ
で
伺
い
知
れ
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
い
よ
い
よ
私
の
所
属
し
て
お
り
ま
す
西
大
寺
、
真
言

律
宗
で
は
い
か
な
る
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
お
話
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
も
う
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る

二

O
分
が
ほ
ぼ
尽
き
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
に
つ
い
て

は
あ
と
で
補
足
で
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

一
言
だ
け
言
っ
て
お
き
ま
す
と
、
西
大
寺
も
基
本
的
に
は
宗
問

と
い
う
よ
り
は
個
別
的
な
寺
院
の
取
り
組
み
と
い
う
形
で
、
特
に

戦
後
注
目
さ
れ
る
社
会
福
祉
法
人
が
設
立
さ
れ
て
福
祉
活
動
を
す

す
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
さ
ら
に
昨
年
あ
た
り
、
宗
団
レ

ベ
ル
で
そ
う
い
う
も
の
を
さ
ら
に
組
織
化
し
て
い
く
と
い
う
動
き

も
み
え
は
じ
め
て
お
り
ま
す
。

中
身
に
つ
い
て
は
ま
た
あ
と
で
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
中
途
半
端
で
中
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
、

大
ま
か
な
南
都
仏
教
と
い
う
も
の
の
枠
の
中
で
の
ご
説
明
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

O
長
谷
川

佐
伯
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
南
都
仏
教
」
と
申
し
ま
し
て
も
、
な
か
な
か
耳
慣
れ
な
い

ま
た
そ
の
実
態
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い

方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

た
だ
い
ま
の
佐
伯
先
生
の

お
話
で
、
徐
々
に
南
都
仏
教
を
担
っ
て
い
る
寺
々
、
あ
る
い
は
そ

の
規
模
が
通
常
い
う
と
こ
ろ
の
仏
教
教
団
と
は
少
し
性
格
が
違
う

と
い
う
点
で
ご
理
解
い
た
だ
け
た
と
存
じ
ま
す
。
後
ほ
ど
、

ま
た

補
足
を
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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そ
れ
で
は
次
に
天
台
宗
系
教
団
の
問
題
に
入
り
ま
す
。
{
円
城
先

生
の
方
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
宮
城
(
天
台
宗
系
教
団
)

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
皇
事
館
大
学
の
宮
城
と
申
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
お
手
元
に
「
仏
教
福
祉
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

・
天
台
宗
系

教
同
の
戦
後
社
会
福
祉
事
業
」
と
い
う
レ
ジ
メ
が
配
ら
れ
て
い
る

か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
私
が
研
究
テ
!
マ
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
数
年

前
に
長
谷
川
先
生
を
中
心
と
し
た
文
部
特

(
W
1
時
)

の
科
学
研
究



費
の
方
の
助
成
を
い
た
だ
い
た
「
戦
後
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
事

業
」
と
い
う
テ
l
マ
で
、

天
台
宗
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

私
は
名
前
の
と
お
り
、
全
く
の
俗
人
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
界

と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
の
で
す
が
、

た
ま
た
ま
、
前
任
校
が
佐

伯
先
生
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
種
智
院
大
学
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、

そ
の
共
同
研
究
で
は
天
台
宗
と
真
言
宗
の
両
方
、
担
当
し

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い
た
だ
い
た
の
で

す
が
、

二
つ
の
教
団
の
戦
後
史
を
勉
強
す
る
と
い
う
の
は
大
変
な

こ
と
で
す
の
で
、

真
言
宗
の
方
は
佐
伯
先
生
に
お
願
い
し
て
、
私

は
、
天
台
宗
の
方
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
天
台
宗
と
い
っ
て
も
、
開
祖
の
伝
教
大
師
最
澄
、
慈

覚
大
師
円
仁
と
い
っ
た
祖
師
方
の
ご
活
躍
は
理
解
し
て
お
り
ま

す
が
、
教
団
内
部
の
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
の
門
外
漢
で
す
の
で
、

暗
中
模
索
の
状
況
の
中
で
調
べ
を
進
め
て
い
っ
た
次
第
で
す
。

で
す
か
ら
、

今
回
、
私
が
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
問
題
も
、
宗

団
の
内
部
か
ら
の
把
握
で
は
な
く
て
、
全
く
宗
団
の
外
か
ら
観
察

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
お
断
り
を

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
比
叡
山
延
暦
寺
を
本
山
と
す
る
天
台
宗
に
も
、
ま
た

今
日
述
べ
る
四
天
王
寺
、
浅
草
寺
、
あ
る
い
は
西
教
寺
な
ど
の

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
に
は
社
会
福
祉
に
関
わ
る
部
局
な
ど
も
あ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が

こ
》
つ
い
っ
た

方
向
で
戦
後
史
の
な
か
か
ら
捉
え
返
し
て
い
く
、
も
し
く
は
天
台

宗
系
の
教
団
の
社
会
福
祉
事
業
を
ま
と
め
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と

は
、
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
観
点
で
い
え
ば
、
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パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
意
味
を
持
つ

て
い
る
と
い
え
ま
す
し
、
別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
全
く
の
門
外

漢
が
何
を
言

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
も
あ
れ
、
外
か
ら
把
握
し
た
天
台
宗
系
の
戦
後
社
会
福
祉
事
業

と
い
う
の
は
ど
う
い
っ
た
展
開
を
果
た
し
て
き
た
の
か
を
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
も
と
も
と
長
谷
川
先
生
と
同
じ
よ

う
に
仏
教
史
研
究
を
出
発
と
し
て
き
ま
し
た
の
で

こ
れ
ま
で
の

歴
史
的
分
析
の
手
法
を
生
か
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い

ま
A

エ9
0

I
、
天
台
宗
の
嗣
祉
思
想
と
庶
民
信
仰



日
本
に
お
い
て
天
台
宗
を
聞
か
れ
た
伝
教
大
師
最
澄
は
、
天
台

宗
の
独
立
を
訴
え
た
「
六
条
式
」

の
な
か
で
「
悪
事
は
己
に
向
へ
、

好
事
は
他
に
与
え
、

己
を
忘
れ
、
他
を
利
す
る
は
、
慈
悲
の
極
み

な
り
」
と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
慈
悲
」

と
は
、
ご

承
知
の
よ
う
に
慈
し
み
、
あ
わ
れ
む
と
い
う
原
始
仏
典
以
来
の
仏

教
思
想
の
基
礎
と
な
る
教
え
で
す
。
こ
の

「
慈
悲
」

と
い
う
こ
と

を
、
「
悪
事
は
己
に
向
か
へ
、
好
事
は
他
に
与
え
」

る
と
い
う
こ

と
に
、

そ
の
意
味
が
あ
る
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま

さ
に
福
祉
を
担
う
援
助
者
の
主
体
と
し
て
の
あ
り
ょ
う
が
、

こ
れ

ほ
ど
明
確
に
、

し
か
も
短
い
言
葉
で
簡
潔
に
表
現
さ
れ
た
も
の
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
非
常
に
優
れ
た

「
慈
悲
観
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

ま
た

四
天
王
寺
、
浅
草
守
の
二
つ
の
お
寺
も
、
輝
か
し
い
歴

史
を
刻
ん
で
き
ま
し
た
。
四
天
王
寺
の
場
合
は
、
聖
徳
太
子
の
建

立
で
あ
り
、
有
名
な
問
箇
院
(
敬
田
院
、
療
病
院
、
施
薬
院
、
悲

田
院
)
に
よ
っ
て
、
福
祉
実
践
が
展
開
さ
れ
た
地
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
中
世
に
は
、
聖
徳
太
子
信
仰
と
と
も
に
広
が
っ
た
浄
土
信

仰
で
も
ひ
ろ
く
庶
民
の
信
仰
を
集
め
、
大
阪
の
地
で
発
展
を
し
て

い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
浅
草
寺
も
鎌
倉
時
代
以
来
の
観
音
信
仰
の
霊
地
と
し
て
、

庶
民
信
仰
の
場
と
し
て
栄
え
、
江
戸
時
代
に
は
多
く
の
強
力
な
外

護
者
を
得
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に

四
天
王
寺
、
浅
草
寺
は

そ
れ
ぞ
れ
庶
民
信
仰

の
場
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
戦
前
、
戦
後
を
通

し
て
、
福
祉
活
動
を
発
展
さ
せ
て
い
く
大
き
な
要
因
と
な
り
得
た

と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
そ
う
し
た
歴
史
的
な
出
発
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

2
、
戦
前
の
制
祉
活
動

ま
ず
、
戦
前
の
活
動
か
ら
は
じ
め
て
い
き
ま
す
。
浅
草
寺
は
明

治
三
四

年

(
一
九

O
こ
、
関
東

・
東
北
地
方
の
大
水
害
に
際
し

て

「
浅
草
寺
救
療
所
」
を
設
け
て
お
り
ま
す
。

宇
品
名
九
、

四
天
王
寺
は

昭
和
六
年
(
一
九
三

二

聖

徳

太

子

一
三
二

O
年
の
御
遠
忌
記
念
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
病
院
を
建
設

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
の
四
天
王
寺
の
前
に
あ
る
天
王
寺
病
院

の
こ
と
で
す
。
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そ
の
建
設
か
ら
数
年
後
に
、
現
在
の
羽
曳
野
市
に
悲
田
院
と
い

う
施
設
を
建
設
し
て
い
ま
す
。
先
述
の
四
箇
院
の

つ
で
、
特
に

貧
困
に
陥
っ
た
人
々
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
「
悲
田
院
」
を
現

代
に
匙
ら
せ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
こ
の
地
は
現
在

四

天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
の
学
園
キ
ャ
ン
パ
ス
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

3
、
戦
後
復
興
則
の
社
会
制
祉
事
業

」
う
し
た
戦
前
の
福
祉
活
動
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
戦

後
の
社
会
改
革
の
も
と
で
天
台
宗
系
の
有
力
寺
院
が
宗
派
を
離
脱

し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
昭
和
二一

年
に
四
天
王
寺
が
独
立
し
て
、
和
宗
と
い
う

宗
派
を
形
成
し
ま
す
。
ま
た
、
西
教
寺
も
、
以
前
は
天
台
律
宗
と

祢
し
た
と
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、
間
利
二
一

年
に
天
台
真
盛
宗
と

し
て
独
立
い
た
し
ま
す
。
室
町
期
に
活
躍
さ
れ
た
兵
盛
上
人
の
成

律
を
重
視
す
る
教
え
を
継
承
し
て
い
ま
し
た
。
ぇ
=
り
に

J

l

i

 

p

-

げ

m川
手
小
1

二
五
年
に
は
浅
草
寺
が
聖
観
青
宗
と
し
て
独
立
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
有
H
h
J
院
が
天
台
宗
の
も
と
か
ら
独
立
し
て
い
く
と

い
う
状
況
の
小
で
、
福
祉
事
業
が
ど
う
担
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず

四
天
王
寺
で
は
、
悲
田
院
を
中
心
に
、
社
会
福
祉
法
人

四
天
王
寺
福
祉
事
業
団
と
し
て
出
発
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
法
人

は
、
さ
ら
に
天
王
寺
病
院
も
包
括
し
た
、
医
療
と
福
祉
を
併
せ
も

つ
総
合
的
福
祉
事
業
団
と
い
う
現
代
の
課
題
を
受
け
継
い
だ
事
業

団
と
な

っ
て
い
く
の
で
す
。

ま
た
西
教
寺
で
は
、
内
齢
将
の
た
め
の
施
設
「
真
盛
養
老
院
」

を
建
設
し
て
い
き
ま
す
。
昭
和
二
三
年
(
一
九
四
八
)

に
西
教
寺

の
隣
接
地
に
新
制
中
学
校
を
つ
く
る
計
画
が
起
こ
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
後
の
市
町
村
合
併
に
よ
り
計
岨
が
断
ち
切
れ
と
な
っ
た
た
め
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に
こ
の
「
真
盛
養
老
院
」
が
建
設
さ
れ
た
の
で
し
た
。

こ
，
っ
し

た
建
設
の
経
緯
も
あ
っ
て
、
山
l
初
は
運
営
を
大
津
市
が
担
い
、
実

務
は
同
教
与
が
引
き
受
け
る
こ
と
で
出
発
し
た
の
で
し
た
。

浅
草
寺
は
、

明
治
期
に
造
ら
れ
た
救
療
所
が
浅
川
子
守
病
院
と
な

っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二

O
年

二
一
月
に
こ
の
病
院
を
再
開

さ
せ
、

さ
ら
に
社
会
福
祉
法
人
に
組
織
変
更
し
て
、
救
療
活
動
と

い
う
形
で
、
医
療
を
小
心
に
し
た
社
会
制
祉
法
人
と
し
て
出
発
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

浅
草
与
の
場
合
は
、
福
祉
施
設
と
い
う
も
の
を
特
に
設
け
る
と



い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
救
療
活
動
を
中
心
と
す
る
と
い
う
点
に

問
天
王
寺
と
の
若
干
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
戦
後
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
が
福
祉
拠
点
と
し
て
の
病

院
や
施
設
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

4
、
尚
度
経
済
成
長
期
の
社
会
福
祉
事
業

こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
高
度
経
済
成
長
期
に
は
ど
の
よ
う
に

展
開
を
遂
げ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

比
叡
山
延
暦
寺
を
本
山
と
す
る
天
台
宗
の
場
合
は
、
戦
後
復

興
期
に
は
顕
著
な
動
き
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
昭
和
四
三
年

(
一
九
六
八
)
に
天
台
宗
の
宗
務
総
長
で
あ
っ
た
木
下
寂
元
師
が
、

伝
教
大
師
の
ご
述
忌
法
要
に
合
わ
せ
て
、
天
台
宗
と
し
て
伝
教
大

師
の
ご
精
神
を
現
代
に
乍
か
す
教
化
運
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と

を
提
唱
さ
れ
、
翌
年

二
一
月

二

隅
を
照
ら
す
運
動
」
を
実
施
し

て
い
く
こ
と
と
な
り
、
街
頭
で
の
托
鉢
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

こ
で
、
集
ま
っ
た
寄
付
金
を
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
福
祉
凶
体
に

寄
贈
さ
れ
る
な
ど
、
社
会
へ
の
働
き
か
け
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
活
動
で
は
、
代
表
で
あ
る
会
長
に
作
家
で
あ
り
天
台
宗
僧
侶

で
あ
っ
た
今
東
光
師
を
起
用
、
副
会
長
に
は
サ
ン
ト
リ
ー
の
鳥
井

道
雄
氏
が
就
任
さ
れ
る
な
ど
、
大
い
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
も
影
響

力
を
広
げ
た
と
い
え
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

天
台
宗
に
お
け
る
福
祉
事

業
、
福
祉
活
動
が
出
発
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

与
え
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
先
述
の
六
条
式
の
言
葉
で
あ
る

二

隅
を
照
ら
す
」
と
い
う
、

社
会
実
践
へ
の
導
き
を
与
え
る
言
葉
を

支
え
に
す
る
こ
と
で
、
本
格
的
な
社
会
教
化
運
動
を
展
開
し
、
宗

祖
の
精
神
を
現
代
に
生
か
す
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

Q
U
 

こ
う
し
て
社
会
教
化
と
街
頭
募
金
と

一
体
化
さ
せ
て
、
集
ま
つ

た
募
財
を
福
祉
機
関

・
施
設
等
に
寄
付
す
る
と
い
う
活
動
と
し
て

結
実
さ
れ
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
募
財
を
基
本
と
す
る
活
動
は
浅
草
寺
に
お
い
て
も

， 

、ー

積
極
的
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
庶
民
信
仰
の

小
心
で
あ
る
浅
草
年
は
大
変
な
参
詣
客
で
に
ぎ
わ
う
と
こ
ろ
で
す

か
ら
、
成
木
の
助
け
合
い
運
動
で
は
、
多
額
の
募
金
が
集
ま
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
事
業
を
継
続
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、

浅

草

寺

に

あ

っ

て

は

昭

和

ベ
一五

年



(
一
九
六

O
)
に
、
浅
草
寺
福
祉
会
館
が
完
成
し
て
、
相
談
事
業

を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
に
お
参
り
に
来
ら
れ
た
方
々
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
も
っ
た
方
も
お
ら
れ
、
そ
の
悩
み
や
お
願
い

を
観
音
様
に
さ
れ
る
と
い
う
参
詣
の
意
味
を
考
え
ま
す
と
、

そ
う

し
た
悩
み
や
願
い
を
受
け
止
め
る
場
が
あ
れ
ば
、
参
詣
者
に
と
っ

て
は
大
き
な
出
会
い
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
こ
に
、
福
祉
会
館
の
相
談
事
業
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
こ
う
し
て
、
観
音
様
へ
の
参
詣
を
と
お
し
て
、
相
談
者

と
山
会
い
、
問
題
解
決
の
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
こ
に
、

信
仰
と
現
実
と
の
一
体
感
を
具
体
化
す
る
事
業
展
開
と
な
る
こ
と

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
福
祉
会
館
は

一
つ
の
拠
点
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
作

極
の
講
座
を
聞
く
こ
と
も
可
能
と
な
り
、
女
性
教
養
講
座
な
ど
が

開
設
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
浅
草
寺
に
縁
の
あ
る
新

村
さ
ん
と
い
う
方
が
基
金
を
拠
出
し
て
浅
市
観
音
新
村
育
英
会
も

設
立
さ
れ
る
な
ど
、
経
済
的
理
由
で
進
学
を
あ
き
ら
め
て
い
る
若

者
に
進
路
を
保
障
す
る
た
め
の
支
援
を
し
て
い
く
な
ど
、
社
会
実

践
へ
と
つ
な
が
る
意
義
を
持
つ
事
業
も
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
相
談
事
業
は
昭
和
四

O
年

(
一
九
六
五
)
を

ピ
ー
ク
に
し
て
、
減
少
傾
向
に
転
じ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
き

ま
す

そ
の
理
由
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
か
と
思
う
の

で
す
が
、
高
度
経
済
成
長
の
広
が
り
に
よ
り
、
参
詣
さ
れ
る
方
々

の
思
い
も
多
様
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
そ
う
し
た
多
様
化
傾
向
は
、
相
談
事
業
と
い
う
方
向
で

は
、
十
分
に
参
詣
者
の
ニ

l
ズ
に
応
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ニ

ー
ズ
の
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変
化
が
、
後
の
事
業
展
開
の
見
直
し
を
促
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。

内
犬
主
寺
の
福
祉
事
業
の
展
開
を
み
て
い
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は

昭
和
四
七
年
(
一
九
七
二
)
に
兵
庫
県
に
あ
っ
た

「た
か
わ
し
寮
」

を
大
阪
府
羽
曳
野
市
に
あ
る
四
天
王
寺
悲
田
院
に
移
転
さ
せ
た
の

で
す
が

そ
こ
で
は
大
阪
府
が
鐙
設
資
金
を
山
し
、
事
業
経
営
は

社
会
福
祉
法
人
四
天
王
寺
制
祉
事
業
団
が
行
っ
て
い
く
と
い
う
官

設
民
営
方
式
と
い
う
形
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
三
卜
余
り
の
施
設
が
こ
の
四
天
王
寺
福



祉
事
業
団
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、

多
く
の
場
合
、
大
阪

府
や
大
阪
市
な
ど
の
地
方
公
共
団
体
が
建
設
を
担
い
、
運
常
は
福

祉
事
業
団
が
担
う
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
こ
の
方
式
に
よ
り
事
業

団
は
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

」
う
し
て
阿
天
王
寺
は
古
代
か
ら
大
阪
の
地
に
あ
る
寺
院
と
し

て
、
そ
し
て
中
世
以
降
は
庶
民
信
仰
の
聖
地
で
あ
っ
た
と
い
う
歴

史
的
伝
統
を
支
え
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
歴
史
の
重
み
の
あ

る
寺
院
が
経
営
母
体
と
な
っ
て
い
る
事
業
団
が
運
営
を
担
う
こ
と

は
、
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
非
常
に
大
き
な
安
心
の

材
料
で
あ
る
と
い
え
、
ま
た
戦
前
か
ら
の
社
会
福
祉
事
業
の
経
験

を
持
つ
数
少
な
い
事
業
問
で
も
あ
る
こ
と
で
、
大
阪
府
下
に
お
け

る
民
間
社
会
福
祉
事
業
団
と
し
て
は
非
常
に
打
力
な
引
荒
川
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
発
展
し
て
い
く
礎
の
ひ
と
つ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

西
教
寺
で
は
、
こ
の
高
度
経
済
成
長
期
に
お
い
て
、
社
会
福
祉

法
人
と
し
て
の
組
織
変
更
を
お
こ
な
い
、
大
津
市
か
ら
独
立
し
て

独
白
の
運
常
基
盤
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
住
築
物

も
い
ま
ま
で
の
木
造
建
築
か
ら
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
へ
と
施
設
の

充
実
を
阿
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、

西
教
寺
の
も
と
に
あ

る
「
貞
盛
園
」
と
し
て
地
域
社
会
と
深
く
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら

発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

5
、
低
経
済
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
期

こ
の
期
を
代
表
す
る
動
き
と
し
て
天
台
宗
の
動
向
を
あ
げ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

天
台
宗
で
は
、

附
和
凶
四
年
(
一
九
六
九
)
に
天
台
宗
教
講
師

会
、
さ
ら
に

一
O
年
後
に
天
台
宗
保
護
司
会
、

そ
の
後
、
天
台
宗

民
生
委
員

・
児
屯
委

μ
・
LE
任
児
竜
委

un会
等
が
創
設
さ
れ
て
い

き
ま
す
。
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こ
れ
ら
の
組
織
は
、
ご
ぷ
知
の
よ
う
に
、
民
間
人
の
地

域
で
の
福
祉
活
動
、

と
り
わ
け
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
戦
前

か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
心
的
担
い
手

に
寺
院
の
僧
侶
の
方
々
が
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
台
宗
系

寺
院
の
住
職
の
方
の
な
か
に
は
、
教
諦
削
や
保
護
司
、
あ
る
い
は

民
生
委
員
等
に
就
任
な
さ
っ
て
い
る
例
が
多
く
み
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
地
域
で
活
動
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
な
く
て
、
天
台
宗
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
、
相
丘
に
連

帥出し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
天
台
宗
の
関
係
者
を
集
め
た
全

同
組
織
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。



こ
う
し
た
組
織
の
先
駆
け
と
し
て
天
台
宗
保
育
連
盟
(
昭
和

二
七
年
創
設
)
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
が
さ
ら
に
こ
う
し
た
形

で
広
が
り
を
つ
け
た
こ
と
で

九
九

0
年
代
に
入
っ
て
天
台
宗

社
会
福
祉
事
業
推
進
協
議
会
も
で
き
、
福
祉
事
業
を
担
う
方
々
を

一
堂
に
会
す
る
組
織
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
も
う

一
つ
、
附
和
五
六
年
(
一
九
八
こ

に
ロ

l
マ
教

皇
ヨ
ハ
ネ

・
パ
ウ
ロ

二
世
が
来
日
し
、
比
叡
山
に
来
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
「
国
際
化
」

の
方
向
を
と
っ

て
い
き
ま
す
。

こ
の
同
際
化
の
方
向
が
機
縁
と
な
り
、
天
台
宗
で

は
「
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
救
援
金
」
を
集
め
、

そ
れ
を
ユ
ニ
セ
フ
の

パ
ン
コ
ッ
ク
事
務
所
に
附
は
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
福
祉

事
業
を
国
際
的
な
観
点
か
ら
展
開
し
て
い
く
新
た
な
方
向
が
獲
得

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
、

ひ
と
つ
は
囲
内
の
福
祉
関
係
者
を
中
心
と
す
る
有

志
の
連
合
体
の
活
動
、

さ
ら
に
、
国
際
化
を
推
し
進
め
な
が
ら
支

援
事
業
を
展
開
す
る
と
い
う
事
業
と
い
う
、

二
つ
の
方
向
が
出
て

ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
天
台
宗
の
福
祉
事
業
の
基
礎
が

で
き
て
い
く
と
出
わ
れ
ま
す
。

浅
草
寺
福
祉
会
館
で
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
相
談
者
の
減
少
と

い
う
大
き
な
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
わ
け
で
す
が

一
九
七

0
年
代
に

こ
の
問
題
の
改
革
を
図
る
た
め
に
、
福
祉
会
館
を
担
っ
た
方
々
を

中
心
に
改
革
が
着
手
さ
れ
、

「地
域
社
会
の
資
源
の
動
員
」
、
「
地

域
福
祉
達
成
の
た
め
の
ソ
l
シ
ャ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
を
実
行
す
る
」

と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
へ
と
転
換
を
図

っ
て
い
こ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
参
詣
者
と
い
う
不
特
定
多

数
の
方
々
の
相
談
に
応
じ
る
と
い
う
従
来
の
形
の
限
界
を
地
域
社

会
の
組
織
化
を
通
し
て
い
事
業
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
こ
う
と
い
う
、

現
代
的
な
課
題
を
接
伴
し
て
い
く
方
向
が
と
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
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時
間
が
米
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
ま
で
の
段
階
で
の
報
告
と
さ
せ

て
頂
き
、
残
り
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
段
階
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
浄
土
宗
、
浄
土
真

宗
な
ど
鎌
倉
時
代
に
登
場
し
て
き
た
宗
派
が
、
近
代
化
の
中
で
非

常
に
大
規
模
な
福
祉
事
業
へ
の
礎
を
つ
く
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、

天
台
宗
系
の
各
教
団
の
場
介
は
、
個
々
の
有
力
寺
院
を
中
心
に
し

て
福
祉
予
業
の
礎
を
獲
得
し
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、

そ
の
場
合
の

特
色
的
な
と
こ
ろ
は
、
非
名
年
院
で
あ
る
こ
と
の
利
点
を
ふ
ま
え



て
募
金
等
を
通
し
た
事
業
展
開
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
う
し

た
著
名
さ
を
生
か
し
て
地
域
と
の
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
国
際
的

な
方
向
と
い
う
と
こ
ろ
へ
導
い
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

O
長
谷
川

宮
城
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
天
台
宗

系
の
場
合
の

一
つ
の
個
性
的
な
あ
り
方
と
い
い
ま
す
か
、

お
苦
闘
に

も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
有
力
寺
院
を
中
心
に
事
業
の
拡
大
、
展

聞
が
見
ら
れ
る
と
い
う
||
宮
城
先
生
の
場
合
に
は
教
団
の
中
か

ら
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
外
側
か
ら
歴
史
的
な
経
過
を
手
繰
り
な

が
ら
、
現
在
の
問
題
に
接
近
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
い
ま
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
、
有
力
寺
院

型
の
福
祉
事
業
か
ら
む
し
ろ
教
団
と
し
て
は
大
規
模
で
あ
り

か

っ
、
組
織
的
な
展
開
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の

場
合
に
つ
き
ま
し
て
村
井
先
生
の
方
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
村
井
(
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
)

龍
谷
大
学
の
村
井
と
申
し
ま

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

私
の
使
命
は
浄
七
宗
本
願
h
J
派
の
戦
後
に
お
け
る
社
会
福

祉
、
仏
教
制
祉
を
ど
う
取
り
倣
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
の
中
で
、

「
組
織
化
」
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
本
日
は
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
宵
城
先
生
の
ご
挨
拶
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
私
も
龍
谷

大
学
と
い
い
ま
す
と
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で

す
が
、
私
自
身
と
し
て
は
、
教
義
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
は
門
外

漢
で
、
も
と
も
と
福
祉
畑
で
「
障
害
者
福
祉
」
が
中
心
で
す
。
た

だ
、
私
の
恩
師
、
本
来
で
い
い
ま
し
た
ら
、
私
が
こ
こ
に
座
る
よ

り
も
私
の
恩
師
で
あ
り
ま
す
現
在
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
に
お

ら
れ
ま
す
中
垣
先
生
が
お
話
し
さ
れ
る
方
が
ず
っ
と
中
身
に
つ
い
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て
も
ご
存
知
で
す
し

そ
れ
か
ら
今
日

お
話
を
し
ま
す
本
願
寺

の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
の
発
足
に
か
か
わ
ら
れ
た
先
生
で
す
の

で
一
番
お
わ
か
り
の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
私
と
し
て
は

歴
史
的
な
経
緯
の
中
で
そ
う
い
う
も
の
が
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
客
観
的
に
み
る
と
い
う
立
場
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

焦
点
と
し
て
は
、
戦
後
の
社
会
福
祉
活
動
の
組
織
、
本
願
寺
が

ど
の
よ
う
な
組
織
を
構
築
し
て
き
て

そ
れ
が
実
際
に
仏
教
福
祉

と
い
う
活
動
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
焦



点
化
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

レ
ジ
メ
は
、
簡
単
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が

そ
こ
の
と
こ

ろ
で
「
主
要
な
内
容
」

は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
け
る

「社
会

福
祉
推
進
協
議
会
」

の
発
足
の
理
念
と
取
り
組
み
の
実
際、

そ
し

て
そ
の
後
の
理
念
の
見
直
し
、
活
動
の
あ
り
方
の
見
直
し
を
通
じ

て
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
目
指
し
て
い
る
社
会
福
祉
活
動
と
は

何
か
を

そ
の
あ
た
り
を
皆
さ
ん
方
と

一
緒
に
考
え
さ
せ
て
い
た

だ
け
た
ら
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

教
団
と
し
て
は
福
祉
活
動
に

一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

特
に
近
代
に
入
っ
て
か
ら
活
発
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
中

心
、
教
静
師
の
活
動
で
あ
っ
た
り
、
免
囚
保
護
な
ど
の
更
生
保
護

事
業
と
児
童
に
関
わ
る
よ
う
な
問
題
へ
の
取
り
組
み

た
と
え

ば
保
育
問
題
で
あ
っ
た
り
、
孤
児
養
育
な
ど
の
問
題
で
あ
っ
た
り

そ
の
時
々
の
社
会
的
な
問
題
に
対
応
し
て
活
発
に
行
わ
れ
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
組
織
的
に
取
り
組
ん
だ
の
が

「大
日
本
仏

教
慈
善
会
財
団
」
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
本
来
の
、モ
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
戦
後
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
と
の
関
連
で
個
々
の
問
題

を
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

戦
後
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
社
会
福
祉
活
動
の
特
徴
の
ひ
と

っ
と
し
て
、
組
織
化
に
早
く
か
ら
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
戦
後
ま
も
な
く
社
会
部
を
置
き
、
そ
の
中
に
活
動
を
支
え

る
組
織
と
い
う
の
が
ど
ん
ど
ん
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
先
ほ
ど

お
話
の
あ
っ
た
天
台
宗
は
そ
の
辺
が
少
し
遅
か
っ
た
と
い
う
の
に

対
し
て
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
早
く
に
で
き
る
わ
け
で
す
。

現
在
の
組
織
闘
を
示
し
た
の
が
レ
ジ
メ
の

2
で
す
。

そ
の
中
に
伝
道
社
会
部
と
い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
の
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主
題
に
な
り
ま
す
本
派
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
と
い
う
の
は
こ
の

中
に
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
本
派
関
係
の
高
齢
者
施
設
連
絡
協
議
会
が
あ
り
ま
す

fs 

こ
れ
も
本
派
の
お
寺
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
る
高
齢
者

の
施
設
の
協
議
会
で
、

一
九
七

0
年
代
以
降
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、

そ
う
い
う
高
齢
者
施
設
の
組
織
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く

中
で
協
議
会
が
で
き
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
と
も
と
の
矯
正
教

育
と
か
更
生
保
護
と
い
う
あ
た
り
の
連
盟
や
協
議
会
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
か
ら
社
会
福
祉
事
業
セ
ン
タ
ー
と
い



う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

本
願
寺
が
直
接
社
会
福
祉
事
業
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し

て
は
、
本
願
寺
ウ
ィ
ス
タ
リ
ア
ガ
ー
デ
ン
、
も
と
も
と
は
本
願
寺

母
子
寮
と
い
う
名
前
だ
っ
た
の
で
す
が
、

い
ま
現
在
は

「母
子
生

活
支
援
施
設
」
と
い
う
の
で
、
名
前
も
新
た
に
な
り
ま
し
て
、
「ウ

イ
ス
タ
リ
ア
ガ
ー
デ
ン
」
と
い
う
母
子
支
援
施
設
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
西
本
願
寺
白
光
荘
と
い
う
更
生
保
護
施
設
、

そ
れ
か
ら

西
本
願
寺
保
育
園
、
聖
水
保
育
岡
、
誕
生
院
保
育
園
と
い
う
保
育

園
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
社
会
福
祉
事
業

を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
も
、
本
願
寺
派
の
お
守
で
は
境
内
を
使
っ
て
保
育

事
業
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
非
常
に
多
く

レ
ジ
メ
に
あ
げ

て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
保
育
連
盟
と
い
う
の
が
、
伝
道
社
会
部
以

外
の
組
織
の
中
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も

そ
の
巾
に
い
ま
尉
在
所

属
し
て
い
る
保
育
関
係
、
幼
稚
園
も
含
め
て

一
O
二
問
ヵ
所
が
述

間
の
中
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
少
年
連
盟
と
い
う
こ
と
で
、

寺
院
が
行
っ
て
い
る
日
曜
学
校
、
土
曜
校
、
子
ど
も
会
と
い
う
活

動
も
こ
の
中
に
も

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

」
う
し
た
活
動
を
組
織
的
に
は
行
っ
て
い
る
の
で
す
が

そ
の

活
動
を
支
え
て
い
く
組
織
と
し
て
、
も
っ
と
仏
教
福
祉
を
広
め
て

い
こ
う
と
い
う
熱
い
思
い
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
き
た
の
が
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
と
い
う
組
織
で
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
少
し
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
と
い
う
の
は
、

一
九
七
八
年
、
昭
和
五
三
年
に
設
立
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

レ
ジ
メ

に
幾
つ
か
の
焦
点
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
が

一
つ
は
、
い
わ
ゆ

る
教
学
的
な
根
拠
を
ど
こ
に
置
い
て
こ
れ
を
発
足
し
て
い
こ
う
と
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し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば

「
報
恩
行
」
「
同
山
精
神
」
と
い
う

こ
の
二
つ
に

集
約
し
て
い
ま
す
。
実
は
前
に
示
し
た
大
川
本
仏
教
慈
善
会
財
団

の
場
合
に
は
、
「
真
俗
二
諦
」
と
い
う
と
ら
え
方
の
中
で
社
会
福

祉
活
動
(
社
会
事
業
活
動
)
を
捉
え
て
き
ま
し
た
が
、
社
会
福
祉

推
進
協
議
会
の
発
足
に
関
し
て
は

「
報
恩
行
」
と
「
同
朋
精
神
」

を
活
動
型
念
と
し
ま
し
た
。

こ
の
発
足
の
と
き
に
、
龍
谷
大
学
名
誉
教
授
の
中
垣
先
生
が
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
が



「
寺
院
に
お
け
る
社
会
福
祉
施
設
の
設
置
は
、
宗
門
の
社
会

福
祉
施
策
と
し
て
推
進
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
地
方
寺
院
の

積
極
的
・
自
発
的
な
行
動
の
結
果
で
あ
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど

は
地
方
寺
院
の
住
職
や
寺
族
の
発
意
と
情
熱
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
本
願
寺
が
組
織
を
も
っ
て
や
っ
て

い
ま
す
が
、
西
本
願
寺
が
宗
門
と
し
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
き
た

か
と
い
う
と
、
多
く
の
活
動
は
、
個
々
の
寺
院
が
行
っ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
背
買
の
中
で
と
ら
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う

一
つ
は
、
教
学
と
い
う
問
題
で
す
。
第
一
回
の
本
派
の
社

会
福
祉
の
研
修
会
の
中
で
、
社
会
福
祉
を
真
宗
教
学
の
上
で
ど
う

や
っ
て
と
ら
え
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
が
ま
ず
発
題
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
真
宗
寺
院
は
地
域
社
会
の
中
に
ど
の
よ
う
に
か

か
わ
り
を
も
っ
て
い
く
こ
と
を
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
相
談
活
動
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
代
人
の

心
情
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
う
い

っ
た
問
題
意
識
を
も
っ
て
こ
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
と
い
う
の

が
出
来
た
の
で
す
。

そ
の
場
合
に
、
出
て
く
る
背
景
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
い
か
け

れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
大
日
本
仏
教
慈
善
会
財
団
に
お
け
る
対
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
日
本
仏
教
慈
善
会
財
団
と
い
う
も
の
の
設
立
に
つ
い
て
見
て

い
き
ま
す
と
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
き
て
キ
リ
ス
ト
教
が
欧
米
か

ら
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
ん
ど
ん
、
教
宣
拡

大
し
て
い
く
過
程
で
慈
蕎
事
業
と
い
う
も
の
を
行
い
布
教
活
動
を

行
っ
て
い
く
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
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そ
れ
に
対
す
る

危
機
意
識
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
実
際
に
教
静
師
の
活
動
で

も
、
仏
教
の
教
諦
活
動
の
中
心
で
あ
っ
た
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の

方
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
何
と
か
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
危
機
感
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
で

す
か
ら
、
教
義
と
し
て
出
て
く
る
宗
肖
と
慈
善
と
い
う
関
係
の
中

で
「
真
俗
二
諦
」
と
い
う
考
え
方
を
根
拠
と
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

慈
善
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

「
人
道
を
履
行
し
、

王
法
を
遵
守
す
る
、
之
を
俗
諦
と
云
ふ
、

是
則
ち
他
力
の
安
心
に
往
し
、
報
恩
の
経
営
を
な
す
も
の
な



れ
ば
、
之
を
二
諦
相
資
の
妙
旨
と
す
」

と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
、
仏
法
で
慈
善
活
動
を

俗
諦
と
し
て
と
ら
え
て
、
こ
れ
は
仏
法
か
ら
出
て
き
て
い
る
も
の

な
の
だ
、

こ
れ
が
報
恩
の
経
営
を
な
す
も
の
と
し
て
行
っ
て
い
く

と
い
う
捉
え
方
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
本
質
的
な
部

分
で
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
と
い
う
背
景
が
あ
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
が
行
わ
れ
た
背
景

を
見
て
も
、
戦
前
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
新
興
宗
教
が
対
応

し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
民
生
委
員
の
多
く
の
比
率
を
占
め
て
お
り
ま
す
の
が
、
今

ま
で
は
寺
院
関
係
で
あ
っ
た
、

そ
こ
で
も
っ
て
寺
院
の
住
職

は
忙
し
い

忙
し
い
と
い
う
ば
か
り
で

と
に
か
く
名
前
だ

け
も
ら
っ
て
何
も
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
非
難
が
出
て
き
ま

し
て
、
結
局
、

だ
ん
だ
ん
と
推
薦
委
員
会
の
庁
で
も
寺
院
の

住
職
が
推
薦
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
本
願
寺
と
他
の
宗
団
を
考

え
て
い
き
ま
す
と
、
金
光
教
と
か
生
長
の
家
と
か
、
立
正
佼

成
会
と
か
霊
友
会
と
か
解
脱
教
と
か
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
今

で
も
張
り
切
っ
て
お
り
ま
す
の
は

P
L
教
団
で
す
が
、

そ
，
っ

い
う
ふ
う
な
教
団
の
方
か
ら
は
、

ど
ん
ど
ん
民
生
委
員
に
な

ら
そ
う
と
し
て
い
る
。
保
護
司
に
も
な
ら
そ
う
と
し
て

一
生

懸
命
に
な
っ
て
い
る
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
設
立
の
段
階
の
と
こ
ろ
で
云
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。

ま
さ
に
明
治
期
に
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
が
、
真
宗
教
団
に

対
し
て
圧
迫
し
て
き
た
の
に
対
し
て
同
様
に
新
興
宗
教
が
非
常
に

大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
た
中
で
何
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

ハ
h
U

内
ノ
ト】

と
い
う
こ
と
で
の
危
機
意
識
と
同
時
に
、
も
う

一
方
で
、
地
域
の

変
貌
と
い
う
こ
と
が
あ
が
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
特
に
真

宗
の
お
寺
の
場
合
、
過
疎
地
の
お
寺
と
い
う
問
題
が
非
常
に
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
お
寺
が
寺
院
経
営
で
は
正
直
い
っ
て
食
べ
て
い
け

な
い
と
い
う
状
態
の
中
に
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
ど
ん
ど
ん
空
き

寺
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
問
題
も
出
て
く
る
。
地
域
の
住
民
の
意

識
が
ど
ん
ど
ん
お
寺
と
か
け
離
れ
て
い
っ
て
い
る
中
の
こ
と
を
ほ

と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
中
で
何
と
か
寺
院
が

「
山
山

s+LF 

域
社
会
の
変
貌
と
と
も
に
歩
む
寺
院
」
に
な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
、



そ
う
い
っ
た
機
運
の
中
で
こ
う
い
っ
た
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
を

設
立
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
い
き
ま
す
と
、
ま
さ
に
大
日
本
仏
教
慈
善
会

財
団
と
相
応
す
る
部
分
と
い
う
の
は
、
た
く
さ
ん
見
え
て
く
る
の

か
な
と
思
い
ま
す
。
寺
院
の
、
あ
る
い
は
教
団
と
し
て
の
危
機
意

識
み
た
い
な
も
の
が
福
祉
活
動
と
い
う

一
つ
の
方
法
論
を
使
っ
て

仏
教
活
動
の
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

で
は
、
教
義
の
面
か
ら
見
る
と
ど
う
か
。
実
は
先
ほ
ど
も
言
い

ま
し
た
よ
う
に
、
大
日
本
仏
教
慈
持
会
財
同
で
は

「点
併
で
諦」

と
い
う
捉
え
万
で
す
が

こ
こ
で
は

「報
恩
行
」
と

「阿
朋
精
神
」

と
い
う
捉
え
万
を
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
設
立
の
要
綱
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
普
賢
先
生
が
書
か

れ
た
文
章
の
中
に
、

「
浄
土
真
宗
の
場
合
、
他
力
で
あ
り
ま
す
の
で
、
型
道
門
仏

教
の
場
合
の
よ
う
に
慈
悲
行
の
実
践
、
大
乗
菩
薩
道
の
実
践

と
し
て
は
、
社
会
福
祉
活
動
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な

し3

L 

と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、

「凡
夫
で
あ
る
私
に
如
来
よ
り
賜
っ
た
信
心
の
具
徳
と
し
て

大
菩
薩
心
を
思
う
と
き
、

こ
の
具
徳
に
促
さ
れ
て
、

せ
ず
に

は
い
ら
れ
ぬ
、
無
為
自
然
に
に
じ
み
出
る
有
情
利
益
の
働
き

が
展
開
す
る
の
で
あ
り
ま
す
」

と
述
べ
ら
れ
、

そ
の
有
情
利
益
の
展
開
と
し
て
「
慈
善
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
報
恩
行
」
と
い
う
捉
え
方
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
「
教
学
的
根
拠
」

と
い
う
こ
と
で
先
ほ
ど
か
ら
言
つ

て
い
ま
す
よ
う
に

二
つ
の
問
題
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
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「信
心
の
大
菩
薩
心
は

わ
れ
わ
れ
の
社
会
的
実
践
に
対
し

て
無
関
係
で
は
な
い
。
信
心
の
感
味
の
七
よ
り
白
然
に
に
じ

み
出
る
有
情
利
必
と
し
て
、
常
行
大
悲
の
作
用
と
な
っ
て
展

閲
す
る
も
の
で
あ
り
」

と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
具
体
的
に
報
恩
行
と
い
う
も
の
を
行
う
と
い
う
こ
と

を

「
生
き
て
働
く
川
体
陀
如
来
の
本
願
を
聞
信
す
る
上
か
ら

報
思
行
の
日
常
的
実
践
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
あ
る
」



と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど

ご

隅
を
照
ら
す
運
動
」
と

い
う
の
が
天
台
宗
の
中
に
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
社
会
福
祉
推

進
協
議
会
の
方
で
は
、

「
み
ん
な
の
福
祉
を
あ
つ
め
る
運
動
」
と

い
う
言
い
方
を
し
て
、
提
唱
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「心
の
灯
を
掲
げ
る
こ
と
を
基
底
に
据
え
て

一
人
ひ
と
り

の
真
実
心
を
集
め
る
運
動
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」

そ
う
い
っ
た
捉
え
方
を
し
て
、
報
恩
行
が
真
宗
の
社
会
福
祉
推
進

協
議
会
と
い
う
も
の
の
考
え
方
の
基
底
に
あ
る
の
だ
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

し
か
し

そ
の
後
に
、

一
九
九
六
年
か
ら
の

「法
木
要
綱
の
改

正
」
|
|
も
と
も
と
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
が
で
き
た
と
き
に

基
本
要
綱
と
い
う
も
の
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、

れ
に
対
応
し
て
、
も
う

一
度

一
九
九
六
年
か
ら
基
本
要
綱
を
改

正
す
る
と
い
う
動
き
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
柏
会
福
祉
推
進

協
議
会
が
-
方
で
い
ろ
い
ろ
な
福
祉
活
動
を
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
作
ら
れ

A

一-
-
教
一院
ご
と
の
支
部
は
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
が

実
際
に
は
何
を
し
た
ら
い
い
か

わ
か
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
抱

え
て
い
る
の
が
実
情
で
し
た
。

さ
ら
に
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
の
中
に
「
ビ
ハ

|
ラ
」
活
動
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ビ
ハ

l
ラ
だ
け
が

一
つ
突
出
し

た
形
で
所
動
が
展
開
す
る
と
い
う
巾
で
問
題
が
出
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
「
報
恩
行
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
本
当
に
い
い

の
か
と
い
う
問
題
提
起
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
基
本
要
綱
の
改
正

が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
に
つ
い
て
は
時
聞
が
き
ま
し
た
の
で
、
補
足
の
中
で
改
正

以
後
の
こ
と
は
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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O
長
谷
川

村
井
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

浄
ト
ぃ
点
京
本
願
ヒ
ザ
派
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
前
二
者
の
場
合
と

そ

は
か
な
り
異
質
の
要
素
が
伺
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

歴
史
的
な
比
較
を
交
え
て
現
在
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
の
問
題

点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
補
足
と
い
う
こ
と
で

お

一
人
五
分
の
範
囲
で
お

方
に
そ
れ
ぞ
れ
ご
発
一一
一
口
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
佐
伯
先
生
の

方
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
佐
伯

ち
ょ
っ
と
先
ほ
ど
は
時
間
配
分
が
全
く
な
っ
て
い
ま
せ



ん
で
、
私
の
レ
ジ
メ
で
い
い
ま
す
と

ー
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
形
で
す
が
、

一
応
、
私
、
こ
の
中
で
は
袈

裟
を
か
け
て
坊
主
頭
で
教
団
の
中
と
い
う
立
場
か
ら
も
論
じ
る
と

す
れ
ば
、
私
の
所
属
し
て
お
り
ま
す
奈
良
の
西
大
寺
、

真
言
律
宗

と
い
う
宗
団
の
中
で
の
取
り
組
み
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。

実
を
い
い
ま
す
と
、

こ
の
西
大
寺
と
い
う
の
は
、
奈
良
で
い

う
と
大
変
地
味
な
の
で
す
ね
。
東
大
寺
と
い
う
と
ご
存
知
な
い
方

は
お
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
奈
良
の
方
で
も
西
大
寺
と
い
う
の
は
、

駅
は
有
名
な
の
で
す
が
、

そ
の
そ
ば
に
実
際
に
駅
の
名
前
の
由
来

に
な
っ
た
西
大
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
る
と
い
う
の
を
ご
存
知
の
方

は
少
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
東
京
の
方
な
ど
は

西
大
寺
と
い
っ
た
ら
大
き
な
お
茶
碗
で
、
大
茶
盛
と
い
う
行
事
を

毎
年
や
っ
て
い
ま
し
て
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ

ー
ス
な
ど
で
も
放
映
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
関
係
上
、

そ
の
点
で
ご
存
知
い
た
だ
い
て
い

る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
懸
案
と
な
っ
て
い
る
仏
教
福

祉
、
特
に
歴
史
的
に
そ
れ
を
考
え
て
い
く
と
き
に
は
、
西
大
寺
は

実
は
よ
く
出
て
く
る
お
寺
な
の
で
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、

レ
ジ
メ
に
名
前
の
出
て
い
る
叡
尊
と
い
う

一
人
の
お
坊
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
し
て
、

そ
の
方
が
鎌
倉
時
代
に
こ

の
西
大
寺
を
中
興
、
復
興
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
実
は
、

こ
の
叡
尊

と
い
う
方
は
西
大
寺
を
復
興
し
た
と
は
い
い
ま
す
が
、

そ
れ
よ
り

も
釈
尊
の
目
指
さ
れ
た
正
法
、
正
し
い
仏
教
に
立
ち
戻
っ

て
、
仏

教
を
復
興
し
て
い
こ
う
と
い
う
理
念
の
も
と
で
、
仏
教
再
興
の
試

み
を
さ
れ
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き

た
ま
た
ま
拠
点

と
さ
れ
た
の
が
こ
の
西
大
寺
で
あ
っ
て
、
別
に
西
大
寺
の
復
興
を

志
ざ
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
叡
尊
さ
ん
が
理
念
と
し
て
、
理
想

Q
d
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と
し
て
進
め
ら
れ
た
仏
教
を
展
開
す
る
上
で
の
拠
点
が
た
ま
た
ま

西
大
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
は
そ
の
目
指
さ
れ
た
仏
教
は
何
か

レ
ジ
メ
の
方
に
喜

い
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
詳
し
く
は
そ
の
経
歴
は
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
方

一
つ
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
を
生
涯
に

わ
た
っ
て
使
い
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

レ
ジ
メ
に
も
書
き
ま
し
た
が

「興
法
利
生
」
と
い
う
言
葉
が

そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
「興
法
」
と
い
う
の
は
、
「
興
隆
仏
法
」
で

す
。
仏
法
を
起
こ
し
、
廃
ん
に
す
る
こ
と
が

「興
法
」
で
あ
り
ま



す
。
後
半
の

「利
生
」
と
い
う
の
は
、
利
益
と
書
い
て

「ゴ
リ
ヤ

ク
」
の

「リ
ヤ
ク
」

で
す
が
、

「利
益
衆
生
」
、
す
な
わ
ち
生
き
と

し
生
け
る
も
の

こ
の
場
合
、
衆
生
と
い
う
の
は
人
間
に
限
ら
な

い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
い
う
と
民
衆
を
救
済
す
る
こ
と
、

そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、

「
興
法
利
生
」

は
「
興
隆
仏
法
」
「
利
益
衆
生
」

と
い
う
言
葉
で
す
が
、

実
は
こ
の
叡
尊
さ
ん
と
い
う
方
は
生
涯
に

わ
た
っ
て
、

一
つ
は
、

当
時
顧
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
っ
た
「戒
律
」

先
ほ
ど
天
台
律
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、

叡
尊
さ
ん
は
真
言
宗

の
お
坊
さ
ん
と
し
て
出
発
さ
れ
て
い
る
中
で
、
僧
侶
の
中
で
足
り

な
い
も
の
が
あ
る
、

真
言
宗
の
お
坊
さ
ん
の
悉
地
、
す
な
わ
ち
悟

り
に
到
達
す
る
た
め
に
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と

い
う
と
、
釈
尊
の
定
め
ら
れ
た
仏
教
徒
の
生
前
規
範
で
あ
る

「戒

律
」
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
抱
か
れ
て
、

真
言
宗
で
出
発
さ
れ
て

戒
律
を
重
視
さ
れ
た
の
で
、

「
真
言
律
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
結
局

「戒
律
仏
法
」
と
い
う
こ
と
に
後
半
の
生
涯
を
捧

げ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は

そ
う
い
っ
た
精
神
に
法
づ
い
て
で
す

が、

当
時
、
社
会
の
中
で
疎
外
さ
れ
て
い
た

「非
人
」
と
呼
ば
れ

た
人
々
が
い
た
の
で
す
が
、

そ
う
い
っ
た
人
々
に
救
い
の
手
を
差

し
伸
べ
て
い
く
非
人
救
済
、
救
貧
施
療
の
活
動
を
さ
れ
た
。

ま
さ
に
「
興
法
利
生
」

「興
隆
仏
法
」

の
方
は
、

そ
の
仏
法

の

の
内
実
は
戒
律
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

「利
益
衆
生
」
の
衆
生

救
済
と
い
う
こ
と
の

一
番
核
に
な
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
非
人
救
済

の
事
業
で
あ
っ
た
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
実
は
叡
尊
さ
ん
の
内
面

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
、
外
に
あ
ら
わ
れ
た
社
会
活
動
は
、
ま
さ
に

致
す
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

な
お
か
っ
、
叡
尊
さ
ん
は
そ
れ
を
「
興
隆
仏
法
」
と

「利
益
衆

生
」
と
い
う
別
々
の
二
つ
の
言
葉
が
仏
教
の
中
に
あ
る
の
で
す
が
、

あ
え
て
そ
う
言
わ
ず
に
、

「興
法
利
生
」
と

一
連
の
言
葉
で
生
涯

言
い
続
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
仏
教
を
復
興
し
て
、
釈
尊
の
根
本

仏
教
を
復
興
し
て
い
く
、
戒
律
を
復
興
し
て
い
く
と
い
う
興
隆
仏

法
活
動
が
と
り
も
な
お
さ
ず
民
衆
を
救
済
す
る
、

「
慈
善
救
済
」

さ
ら
に
言
え
ば

「仏
教
福
祉
」
に
つ
な
が

っ
て
い
く
よ
う
な
活
動

と
ま
さ
に

一
致
す
る
。
で
す
か
ら
理
念
と
活
動
が

一
致
す
る
と
こ

ろ
が
宗
教
者
で
あ
っ
た
叡
尊
さ
ん
の
面
目
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
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る
わ
け
で
す
。

」
の
叡
尊
の
活
動
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
日
本
の
仏

教
福
祉
史
の
中
で
は
非
常
に
注
目
さ
れ
る
存
在
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
な
お
か
っ
、

そ
の
背
後
に
あ
る
救
済
の
理

念
、
思
想
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
分

析
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
叡
尊
さ
ん
は
文
殊
信
仰
を
大
変
も
っ
て

お
ら
れ
ま
し
て
、
詳
し
く
は
宮
城
先
生
が
分
析
さ
れ
て
お
ら
れ
ま

す
の
で
、
ま
た
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
た
だ

そ
の
文
殊
信
仰
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
救
済
の
理
念

は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
叡
尊
さ
ん
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、

大
」
寺
C

ほ
ど
言
い
ま
し
た
「
興
法
利
生
」

の
精
神
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ

そ
れ
が
鎌
倉
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
真
言
律
宗
と
い
う
宗
派
の
根

本
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
道
を
継
い
で
い
る
末
資
で
あ

る
と
い
う
意
識
が
強
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
先
代
も

先
々
代
も
、

そ
し
て
五
代
ぐ
ら
い
前
の
明
治
の
大
変
困
難
な
時
代

に
あ
っ
た
当
時
の
宗
団
を
担
当
し
て
い
た
人
々
も
、

い
ろ
い
ろ
な

言
行
録
を
見
ま
す
と
、
宗
祖
の

「
興
法
利
生
」
の
精
神
と
い
う
こ

と
を
や
は
り
絶
え
ず
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
南
都
の
お
寺
は
個
別
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
変
ユ

ニ
i
ク
で
、
し
か
も
、

よ
く
も
悪
く
も
伝
統
に
縛
ら
れ
る
と
申
し

ま
し
た
が
、

わ
れ
わ
れ
も
こ
の
後
、
宗
教
活
動
を
続
け
て
い
く
上

で
、
祖
師
び
い
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
叡
尊

さ
ん
の
「
興
法
利
生
」

の
理
念
を
抜
き
に
は
現
代
の
活
動
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
宗
祖
の
思
い
を
現
代
に
ど

う
実
現
さ
せ
る
か
、
も
ち
ろ
ん
宗
祖
の
根
本
の
思
い
は
、
釈
尊
の

仏
教
を
現
代
に
匙
ら
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

q
d
 

わ
れ
わ
れ
は

叡
尊
さ
ん
を
通
じ
て
、
仏
教
と
い
う
も
の
を
現
代
に
い
か
に
再
生

し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
さ
に
そ
れ
は

「興
法
利

生
」
の
精
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
こ
で

わ
れ
わ
れ
の
宗
団
の
近
現
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
戦
前
も
も
ち
ろ
ん
、
福
祉
的
事
業
に
あ
た
る
も
の
が
全
く
な

い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
明
治
期
の
南
都
の
寺
院
は
自
分
た

ち
の
存
続
自
体
が
危
う
い
状
態
で
し
た
か
ら
、
福
祉
事
業
を
全
面

的
に
展
開
す
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
。
当
時
、
東
大
寺
は
浄
土
宗
、

知
恩
院
さ
ん

の
末
寺
と
な
り
、
薬
師
寺
や
興
福
寺
な
ど
の
法
相
宗



の
お
寺
も
真
言
宗
の
末
寺
と
な
っ
た
の
で
す
。
明
治
五
年
の
教
部

省
令
に
よ
り
ま
す
と
、
七
つ
の
宗
派
以
外
は
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、

南
都
仏
教
の
い
わ
ゆ
る
南
都
六
宗
の
宗
派
は
皆
、

ど
こ
か
ほ
か
の

宗
派
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
歴
史

・
伝
統
の
独
自
性
を
回
復
し
て
い
く
の
が
近
代
の

南
都
寺
院
の
共
通
し
た
課
題
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
明
治
の
後
年

に
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
あ
と
も
、
よ
っ
て
立
つ
経
済
的
な
根
拠
が

な
い
中
で
か
な
り
苦
難
の
歴
史
を
戦
前
は
送
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

戦
後
に
な
っ
て
い
わ
ゆ
る
観
光
事
業
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ

て
く
る
と
、
先
ほ
ど
の
宮
城
先
生
の
お
話
に
あ
っ
た
、
天
台
宗
で

も
や
は
り
有
力
寺
院
が
拠
点
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
事
業
を
展
開

し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
に
、
南
都
の
お

寺
の
中
に
も
観
光
事
業
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た
布
力
寺
院
が
、

福
祉
事
業
な
り
社
会
事
業
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。

真
言
律
宗
で
は
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
の

「宝
山
寺
福
祉
事
業
団
」
と
い
う
の
が
宗
国
の
中
に
で
き
た
。
た

だ

こ
れ
は
木
山
、
宗
聞
と
し
て
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
末

寺
で
あ
る
宝
山
寺
の
事
業
と
し
て
、
な
お
か
つ
宝
山
寺
の
そ
ば
に

あ
る
大
乗
瀧
寺
と
い
う

一
つ
の
お
寺
を
舞
台
と
し
て
、
も
と
も
と

は
戦
災
孤
児
の
救
護
、
養
護
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
建
て
ら

れ
た
「
愛
染
寮
」
と
い
う
施
設
を
出
発
に
し
て

の
ち
に
複
合
的

に
障
害
者
、
児
童
、

そ
し
て
高
齢
者
の
施
設
が
噌
設
さ
れ
て
、
現

在
で
は
二
二

ヵ
所
の
施
設
を
、
生
駒
市
を
中
心
と
す
る
三
市
に
ま

た
が
っ
て
展
開
す
る
巨
大
な
法
人
と
し
て
現
在
活
動
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
。

こ
こ
も
最
初
に
つ
く
ら
れ
た
辻
村
泰
園
師
が
言
わ
れ
る
の
は
、

フ-
つd

叡
尊
さ
ん
の

「
興
法
利
生
」
の
精
神
を
現
代
に
匙
ら
せ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

ス
ロ

ー
ガ
ン
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
が
い
か
に
内
実
に

か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
い
P

つ
の
は
、

と
り
あ
え
ず
お
く
と
し
ま
し

て
も

そ
う
い
っ
た
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ、

ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
に
触
れ
て
お
き
ま
す

と

一
昨
年
N
P
O
法
人
格
を
取
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
従
来

は
N
G
O
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
九
州
熊
本
の
末
寺

の
蓮
華
院
さ
ん
の
ケ
ー
ス
で
す
。
こ
れ
は
大
変
奈
良
の
地
か
ら
離

れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も

一
応
西
大
寺
末
寺
で
す
。
そ
の
中
で



も
ユ
ニ
ー
ク
な
お
寺
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
お
話
の
中
で
も
出
て
い

ま
し
た
け
れ
ど
も

い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
が
起
こ
り

ま
し
た

一
九
七
八
年
、
七
九
年
の
頃
に
そ
の
問
題
を
受
け
ま
し

て
、
国
際
協
力
の
上
で
貢
献
し
て
い
こ
う
と
い
う
協
会

(
A
R
T

I
C
)
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
曹
洞
宗
さ
ん
で
ち
ょ
う
ど

S
V
A

を
つ
く
ら
れ
た
の
も
こ
の
前
後
で
す
が
、
ま
さ
に
歴
史
で
い
う
と
、

S
V
A
さ
ん
と
並
び
立
っ

て
現
代
に
ま
で
継
続
し
て
き
た
組
織
で

す
。
こ
う
い
う
活
動
が
小
さ
な
教
団
で
は
あ
り
ま
す
が
西
大
寺
の

末
寺
の

一
つ
の
お
寺
で
推
進
さ
れ
て
現
代
に
及
ん
で
い
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
は
と
も
に
叡
尊
さ
ん
と
い
う
祖
師
を
現
代
で
意
識
し
な

が
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
歴
史
的
伝
統
を
意
識
す
る
中
で
で
き
上
が

っ
た
福
祉
の
団
体
あ
る
い
は
法
人
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
ん

だ
ん
歴
史
展
開
で
点
と
点
が
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
状
況
が
こ

の
五

O
年
の
聞
に
徐
々
に
進
み
、
特
に
近
年
に
な
っ
て
で
き
上
が

っ
て
き
ま
す
。

」
の
宝
山
寺
福
祉
事
業
団
と
れ
ん
げ
同
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会

(
A
R
T
I
C
)
 と
は
全
く
別
の
由
来
で
始
ま
っ
た
の
で
す
が

共
に
実
は
ス
リ
ラ
ン
カ
と
い
う
同
を
媒
介
と
す
る
共
通
し
た
活
動

も
あ
り
ま
す
。
国
際
協
力
の
場
合
は
現
地
の
団
体
を
カ
ウ
ン
タ
ー

パ
ー
ト
と
し
て
、

そ
こ
を
支
援
す
る
と
い
う
形
が

一
般
的
に
と
ら

れ
る
の
で
す
が
、
実
は
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
日
本
に
来
ら
れ
た
シ
ロ

ガ
マ

・
ウ
イ
マ
ラ
さ
ん
と
い
う

一
人
の
僧
侶
の
方
が
、

宝
山
寺
で

勉
強
さ
れ
、

ス
リ
ラ
ン
カ
に
一炭
ら
れ
ま
し
て
、
大
変
向
こ
う
の
国

で
は
有
力
な
福
祉
活
動
を
進
め
ら
れ
、
上
座
部
仏
教
の
固
な
の
に

日
本
の
大
乗
仏
教
を
学
ば
れ
て
、
利
他
の
精
神
で
人
々
の
救
済
の

施
設
、
児
意
提
設
の
施
設
を
つ
く
ら
れ
た
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
大

統
領
な
ど
か
ら
も
非
常
に
高
い
評
価
を
い
た
だ
く
ぐ
ら
い
の
大
き

33 

な
組
織
な
の
で
す
。
そ
こ
を
こ
の
蓮
華
院
さ
ん
が
国
際
協
力
の
カ

ウ
ン
タ

l
パ
l
卜
と
し
て
提
携
を
と
っ
て
い
く
、

ま
さ
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
キ
ン
グ
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い

っ
た
こ
と
が
個
々
の
発
意
か
ら
始
ま
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り

収
束
し
て
い
く
の
は
、
叡
尊
さ
ん
の

「興
法
利
生
」
の
精
神
と
い

う
こ
と
を
絶
え
ず
説
く
巾
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
さ
れ
て
い
く

の
か
な
と
思
い
ま
す
。

一
昨
年
な
の
で
す
が
、

N
G
O
の
真
言
律
宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会

と
い
う
の
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
全
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織



で
は
あ
り
ま
す
が
、
叡
尊
さ
ん
の
ご
生
誕
八

O
O年
記
念
事
業
の

開
と
し
て
、
従
来
か
ら
の
宗
団
内
の
福
祉
法
人
や

N
P
O
な

ど
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
現
代
で
わ
れ
わ
れ
が
観
光
事
業
や
、

あ
る
い
は
植
務
や
祈
祷
と
い
う
従
来
の
仏
教
の
活
動
以
外
に
も

っ
と
も
っ
と
現
代
社
会
に
生
き
る
人
々
を
相
手
に
し
て
い
け
る
よ

う
な
何
か
を
つ
く
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宗

派
の
思
い
の
巾
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
と
い
う
も
の
が
発
足
い
た

vし
宇
品

l
v
わ~
。

た
だ

こ
れ
は
発
足
し
た
も
の
の

そ
の
中
身
の
具
体
的
な
部

分
は
未
知
数
で
す
。
決
し
て
財
源
的
に
も
忠
ま
れ
て
は
お
り
ま
せ

ん
。
形
は
徐
々
に
で
き
上
が
っ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に

い
か
な
る
内
容
を
盛
っ
て
い
く
か
は
、
実
は
い
ま
別

h

代

わ

れ

わ

れ
に
任
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
-一一日
い
ま
し
た
よ
う

に
叡
尊
さ
ん
と
い
う
存
在
を
媒
体
と
し
て
仏
教
復
興
に
か
か
わ
っ

て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
う
い
っ
た
面
で
の
教
学
的
な
裏
づ
け

あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
理
念
が
実
践
に
い
か
に
影
響
ル
を
も
ち
う

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

も
っ
と
も
っ
と
私
な
ど
の
立
場
で
は
具

体
化
し
て
い
き
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
他
の
先

進
的
宗
団
に
比
べ
て
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
と
い
う
形
で
あ
り
、
ま
た

南
部
と
い
う
狭
い
世
界
で
は
あ
り
ま
す
が

い
ろ
い
ろ
な
事
例
を

参
院匂
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
進
め
て
い
く
段
階
で
あ
り
ま
す
。

補
足
に
し
て
は
長
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
な

点
を
西
大
寺
の
取
り
組
み
と
し
て
補
足
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
宮
城
先
生

お
願
い
し
ま
す
。

O
宮
城

先
の
報
告
を
受
け
て
、
「
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
以
後
か
ら

現
代
」
に
あ
た
る
-
九
九
J

一年
か
ら
二

O
O
O年
に
至
る
時
期
に

- 34-

つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

先
述
の
よ
う
に
、
天
台
宗
で
は
国
際
化
の
方
向
か
ら
、
募
金
活

動
を
広
げ
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
救
援
、
あ
る
い
は
福
祉
施
設
等
に
寄

付
を
す
る
と
い
う
事
業
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
た
事
業
形
態
は

(
慈
斧
活

チ
ャ
リ
テ
ィ

1
ワ
l
ク

動
)
と
い
い
、
現
代
の
社
会
福
祉
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
前
時
代

的
な
方
式
で
は
な
い
の
か
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り

お
金
を
出
す
だ
け
で
、
自
分
が
福
祉
主
体
と
し
て
活
動

し
て
い
る
と
い
う
実
感
が
も
て
な
い
わ
け
で
す
。
寄
付
さ
れ
た
ご



本
人
自
体
は
、

お
金
を
出
し
た
こ
と
だ
け
で
満
足
を
し
て
し
ま
っ

て
、
自
己
完
結
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
自
分
の

行
い
が
、
た
と
え
利
他
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
で
よ
か
っ

た
の
だ
と
い
う
満
足
感
し
か
残
ら
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
で
は
社

会
一柏
祉
の
意
味
が
成
り
立
っ
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
相
手
側
の
人

た
ち
と
の
共
感
と
い
う
心
の
働
き
が
な
い
以
上
、

そ
れ
は

一
方
通

行
的
な
働
き
か
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う

そ
う
で
あ
っ
て
は
「
社

会
福
祉
」
と
い
う
考
え
方
と
は
離
れ
た
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
街
頭
募
金
等
の
活
動
の
限
界
性
と
い
う
と
こ
ろ

を
打
ち
破
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
が
、

天
台
宗
に
あ
っ
て
は
、

.
九
九
三
年
.
一川
に
ラ
オ
ス
で
小
学
校
建
設
資
金
を
贈
呈
し
た
際

に、

日
本
人
の
大
学
生
が
小
学
校
建
設
を
し
て
い
る
奉
仕
隊
と
山

会
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、

や
は
り

向
分
た
ち
も
汗
を
流
し
て
、
現
地
の
人
た
ち
と

一
緒
に
そ
の
人
た

ち
の
た
め
の
施
設
を
つ
く
っ
て
い
く
、

そ
の
点
び
と
い
う
も
の
を

体
験
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
次
の
年
に
ラ
オ
ス
に
お
い
て
独
自
に
学
校
建
設
を
す
る
隊
を

派
遣
し
て
、

そ
こ
で
現
地
の
人
々
と
共
感
的
な
出
会
い
が
な
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
が
、
「
比
叡
山
寺
報
」
等
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
い
う
形
で
募
金
活
動
に
終
始
し
た
事
業
が
大
き
な
転
換
を

迎
え
た
と
い
う
こ
と
を
、
特
色
と
し
て
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
意
味
で
、
延
暦
守
を
中
心
と
す
る
天
台
宗
は
国
際
化

と
い
う
方
向
の
中
か
ら
、
福
祉
事
業
の
真
の
あ
り
方
に
つ
な
が
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

浅
草
寺
で
は
、
平
成
三
年

(
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九
九
二
に
、
大
正
大
学
の
石

川
到
覚
氏
を
代
表
と
す
る
将
来
構
想
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
同
五

年
に
最
終
報
告
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
報
告
で
は
、
地
域

社
会
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り

a

層
明
確
に
し
た
将
来
機
組
案
を
た

て
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
地
域
ニ

1
ズ
へ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
積
み
重
ね
る
、

先
見
性
に
と
ん
だ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
提
示
す
る
、
福
祉
会
館
で
な

け
れ
ば
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
民
川
活
動
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
先

駆
的
事
業
の
開
発
と
実
施
の
必
要
性
、

こ
れ
ら
三
点
を
あ
げ
ま
し

て
、
浅
草
寺
福
祉
会
館
の
将
来
像
を
提
起
し
、

そ
の
方
向
の
中
か



ら
、
浅
草
寺
の
地
元
で
あ
る
台
東
区
と
の
連
携
を
中
心
に
し
た
一桐

祉
事
業
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
課
題
を
獲
得
す
る
こ
と
で
不
特
定
多
数
の
参
詣
者
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
い
う
方
向
か
ら
、
地
域
社
会
と
の
辿
慌
を
岡

り
、
そ
の
ニ

l
ズ
に
応
え
て
い
く
と
い
う
方
向
へ
転
換
し
て
い
く

こ
と
で
、
現
代
の
仏
教
福
祉
の

一
つ
の
あ
り
方
を
提
起
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

四
天
王
寺
の
場
合
を
み
て
い
き
ま
す
と

平
成

一
O
年

(
一
九
九
八
)
に
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
に
人
間
福
祉
学
科
が

開
設
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
福
祉
事
業
団
を
も
ち
な

が
ら
、
福
祉
人
材
の
養
成
を
こ
の
段
附
で
着
手
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
施
設
の
拡
充
の
方
向
か
ら
、
事
業
問
の
精
神
を
体
現
す

る
人
材
の
育
成
と
い
う
課
題
を
持
つ
こ
と
で
、
新
た
な
福
祉
の
時

代
を
迎
え
る
山
中
で
、

一
つ
の
大
き
な
転
換
を
は
か
つ
て
い
く
と
こ

ろ
に
大
き
な
怠
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
向
の
中
か

ら
、
名
も
実
も
含
ん
だ
福
祉
事
業
団
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が

西
教
寺
が
経
常
母
体
と
な
っ
て
い
る

「真
憾
園
」

で
は
、
平
成

一一

年

(

九
九
九
)

に
創
立
記
念
事

業
を
行
い
、
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
の
増
築
工
事
を
完
成
さ
せ
て

お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
出
発
か
ら
現
時
点
に
至
る
ま
で
、

立

し
て
当
地
で
の
運
営
を
柱
に
、
施
設
の
拡
充
、
充
実
を
阿
っ
て
き

宇
品

l
v
h九

。

し
か
も
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
主
体
と
す
る
高
齢

者
福
祉
に
限
っ
て
運
営
を
な
さ
っ
て
こ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
を

起
点
に
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
等
々
の

ι宅
部
門
で
の
事
業

展
開
に
も
つ
な
げ
て
き
ま
し
た
。
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こ
う
し
た
.
民
性
を
優
れ
た
特

色
と
し
て
み
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に

そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
備
え
た
事
業
展
開
を
と

お
し
て
、
教
川
の
相
祉
問
動
の
あ
り
庁
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
牛
か
し

そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
天
台
宗
系
教
川

は
、
次
の
課
題
を
担
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



そ
れ
で
は
村
井
先
生
、

お
願
い
し
ま
す
。

O
村
井

先
ほ
ど
、
最
後
の
課
題
と
し
て
お
り
ま
し
た

一
九
九
六

年
の
基
本
要
綱
の
改
正
に
な
っ
た
き
っ
か
け
み
た
い
な
も
の
に
つ

い
て
少
し
お
話
し
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

本
願
寺
派
の
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
の
発
足
と
い
う
の
は
、

「報
恩
行
」
と

「同
刷
新
神
」
と
い
う
も
の
に
立
脚
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
説
明
で
は
「
報
恩

行
」
の
説
明
の
み
で
し
た
が
、
実
は
「
報
思
行
」
と
い
う
考
え
方

が
後
に
浄
土
真
宗
の
基
幹
運
動
の
中
で
問
題
と
さ
れ
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
根
本
の
与
え
方
そ
の
も
の
に
大
き
な
ゆ
ら
ぎ
が
生
じ
て
き

た
の
が
、
改
正
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
小
で
は
、

た
と
え
ば

「ど
う
し
て

『報
思
行
』
で
社
会
制

祉
惟
進
協
議
会
の
煙
念
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と

い
う
こ
と

そ
れ
か
ら
「
基
幹
運
動
の
理
念
と
違
っ
て
い
る
で
は

な
い
か
」
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
「
出
動
そ
の
も
の
の
只
体
性

が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
問
題
、

そ
れ
か
ら

「社
推
協
の
い
ま
ま

で
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
援
助
対
象
と
い
う
ぷ
現
で
、

t
に
立

っ
て
も
の
を
考
え
る
と
ら
え
五
が
強
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

問
題

そ
れ
か
ら
、

こ
れ
は
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
社
推
協

の
活
動
の
中
に
あ
っ
た
ビ
ハ

l
ラ
活
動
が
別
の
動
き
を
み
て
、
非

常
に
活
発
に
独
自
の
動
き
を
し
て
い
る
巾
で
、
社
推
協
と
、

そ
れ

か
ら
ビ
ハ

1
ラ
と
い
う
関
係
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
か
と
い
う
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
、

二
O
年
ぐ
ら
い
の
問
に
い
ろ
い
ろ
出
て
き
た

わ
け
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
真
宗
の
全
体
の
問
題
と
し
て
も
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
『囚
わ
れ
て
い
ま
す
。

「念
仏
者
に
と
っ
て

一
番
大
切
な
こ
と
は
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ど
こ
ま
で
も
往

生
浄
L
L

の
道
で
あ
り
、
社
会
問
題
(
福
社
)
に
関
わ
る
こ
と

は
、
本
筋
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
「
信
心
を
得
て
、
住
生
治
定
の
L
し

か
ら
制
限
思
行
と
し
て
関
わ
る
と
い
う
考
え
万
が
あ
る
」
と
い
う
こ

と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、

そ
う
い
う
与
え
カ
で
あ
れ
ば

つ
は
、

非
常

に
個
人
の
内
面
的
な
問
題
に
陥
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

問
題
と
、

そ
れ
か
ら
同
時
に
、
辺
動
や
実
践
性
と
い
う
の
が

一
人

ひ
と
り
の
も
の
に
な
り
に
く
く
て

こ
の
世
の
矛
盾
と
か
不
合
理



こ
れ
は
特
に
基
幹
運
動
が
問
題
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
社

会
そ
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
基
幹
運
動

の
中
で
は
、
人
権
や
差
別
と
い
う
問
題
を
か
な
り
正
而
に
向
け
て

取
り
組
ん
で
き
た
か
ら
、
報
恩
行
そ
の
も
の
も
そ
う
で
す
が
、
も

と
も
と
、
特
に
戦
争
責
任
と
い
う
上
で
は
、
国
の
戦
争
と
い
う
も

の
に
対
し
て
、
真
宗
者
そ
の
も
の
が
是
と
し
た
、

そ
の
考
え
方
の

中
に

「
報
恩
行
」
と
か
、
先
ほ
ど
の
「
俗
諦
」
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
捉
え
万
も
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
推
進

協
議
会
と
し
て
こ
の
報
恩
行
を
あ
げ
て
社
会
福
祉
実
践
を
進
め
て

い
く
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、

か
な
り
抵
抗
感
が
山
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
上
で
、

「
御
同

も
と
も
と
あ
り
ま
し
た

「
4
Hリ
川
川

1
hu，
』

L
H
r

-ド
ド
山
川
ψ

桁
ね
'
」

胞
」「
御
同
行
」
と
い
う
考
え
方
を
中
心
に
し
て
社
会
福
祉
は
今

後
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
、
円
以
後
に
浄
土
真
宗
の
社
会
福
祉
活
動
指
針
と
い
う
小
に、

「と
も
に
旅
す
る
仲
間
た
ち
が
集
ま
り
、
御
同
朋
・
御
同
行

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
づ
く
り
を
目
指
す
と
こ
ろ
が
仏
教
制
祉

の
原
点
で
あ
る
」

と
い
う
捉
え
方
を

一
つ
し
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
同
じ
立
京

と
し
て
御
同
胞
、
御
同
行
と
し
て
そ
う
い
う
地
域
社
会
を
つ
く
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
仏
教
福
祉
の
原
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、

「如
来
の
眼
は
、
福
祉
を
見
つ
め
る
眼
で
あ
り
、
如
来
の
心

は
福
祉
を
行
て
る
心
で
あ
る
。
如
来
と
共
に
生
き
る
限
り
の

な
い
道
は
、
命
に
輝
く
道
で
あ
り

み
ん
な
と
歩
く
念
仏
道

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
」

と
い
う
捉
え
方
。
そ
れ
か
ら
、

「
わ
れ
わ
れ
は
、
行
政
責
任
が
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

- 38 

い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
、
行
政
の
対
応
が
遅
れ
た
り
、
不
卜
分

で
あ
る
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
先
駆
的
、
開
拓
的
、
自
発
的
な

取
り
組
み
を
使
命
と
し
て
も
っ
て
い
る
」

と
い
う
捉
え
方
を
し
て
、

一
九
九
六
年
の
要
綱
そ
の
も
の
を
報
恩

行
と
い
う
考
え
方
を
払
拭
し
た
中
で
御
同
胞
、
御
同
行
と
い
う
同

胞
精
神
の
も
と
で
こ
れ
を
行

っ
て
い
く
と
変
え
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

日
刈
九
三
こ

M
E

l
J
r

a'

j
1
 

ど
れ
だ
け
進
ん
だ
の
か
。
実
は
最
初
に

--
O
年

間
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
は
支
部
の
活
動
で
は
教



区
活
動
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
く
て
、
本
山
に
あ
り
ま
す
社
会
福
祉

推
進
協
議
会
が
い
ろ
い
ろ
な
会
議
体
と
か
連
盟
と
か
と
の
管
理
を

や
っ
て
き
た
だ
け
で
し
た
。

同
時
に
あ
と
の
一

O
年
と
い
う
こ
と
で
い
ま
、

ど
p

つ
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、

い
ま
言
い
ま
し
た
よ
う
に

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
づ
く
り
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
を
も
っ
て
や
っ

て
い
こ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
福
祉
ネ
ッ
ト
「
寺
」
と
い
う
、

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
ん
で
い
き
な
が
ら
、

そ
こ
に
情
報
を
集
め
て

情
報
を
発
信
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
活
動
が
い
ま
展
開
さ
れ

そ
れ
を
中
心
に
考
え
ら
れ
、

そ
こ
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
結
集
し
て

い
く
と
か
、

実
際
に
い
ま
ま
で
か
か
わ
れ
な
か
っ
た
、

い
ま
ま
だ

行
わ
れ
て
い
な
い
公
的
な
福
祉
で
は
立
ち
行
か
な
い
よ
う
な
も
の

に
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
立
ち
向
か
っ
て
い
く
の
か
、

そ
う
い
っ
た
動

き
が
い
ま
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
報
告
を
終
わ
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
で

一
通
り
、
補
足
を
含
め
て
お
三
方
か
ら
の
ご
発
表
を
終

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
お
約
束
ど
お
り
、

し
ば
ら
く
休
憩
に
入
り
ま
す
が
、

そ
の
際
に
質
問
紙
の
方
に
ご
意
見
あ
る
い
は
ご
感
想
を
含
め
て
発

題
者
に
対
す
る
質
問
等
々
、
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
お
書
き
込
み

い
た
だ
い
て
、
ま
も
な
く
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。そ

の
整
理
そ
の
他
も
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

一
応、

コ
一時

ネ

一
五
分
に
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

し
ば
し
休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Q
u
 

q
u
 

(
暫
時
休
憩
)

O
長
谷
川

再
開
が
予
定
の
時
刻
よ
り
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
申

し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
い
ま
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
再
開
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
間
に
ご
参
加
の
特
さ
ま
方
か
ら
多
数
の
ご
意
見
、
ご
感
想
、

あ
る
い
は
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の

一
つ
一
つ
に

ト
分
答
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
時
間
の
制
約
も
あ
り
ま
す
が

で



き
る
限
り
、
皆
さ
ま
方
か
ら
の
ご
質
問
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ

て
ご
意
見
に
関
連
し
て
各
発
題
者
か
ら
、
ま
た

コ
l
デ

ィ

ネ

|

タ
ー
で
あ
る
私
に
対
す
る
ご
質
問
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
少
し
で
も
お
答
え
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

質
問
へ
の
お
答
え
に
つ
い
て
は
、
少
し
集
中
す
る
点
も
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
発
題
の
順
序
に
従
っ
て
お
答
え
い
た
だ
き
、

さ
ら
に
全
員
に
対
す
る
ご
質
問
も
あ
り
ま
し
た
の
で

そ
れ
ら
に

つ
い
て
も
触
れ
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
佐
伯
先
生
へ
の
ご
質
問
、
、

「
戦
後
の
展
開
の
社
会
福
祉
法
人
宝
山
寺
福
祉
事
業
団
と

A

R
T
I
C
へ
、
教
団
と
し
て
の
公
的
な
財
政
、
人
材
支
援
等

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
宗
団
と
し
て
の
取
り
組
み
と
い
う

占…で」

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た

「
運
営
あ
る
い
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
支
援
等
を
含
め
て
お

教
え
い
た
だ
き
た
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
お
願
い
し
ま
す
。

O
佐
伯

私
ど
も
の
宗
団
の
末
寺
個
別
寺
院
と
し
て
大
乗
滝
寺

さ
ん
と
い
う
お
寺
の
中
に
宝
山
寺
福
祉
事
業
団
が
あ
り
、
熊
本
の

蓮
華
院
誕
生
寺
さ
ん
が
れ
ん
げ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
と
い
う
の

を
も
っ
て
お
ら
れ
る
と
先
ほ
ど
お
話
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
れ

は
宗
団
か
ら
何
か
の
資
金
的
あ
る
い
は
人
的
な
援
助
が
あ
る
の
か

と
い
う
ご
質
問
と
承
り
ま
す
。

」の
宝
山
寺
福
祉
事
業
団
は
も
う
五

O
年
以
上
続
い
て
い
る
社

会
福
祉
法
人
、

一
方
蓮
華
院
国
際
協
力
協
会
と
い
う
の
も
、

い
中
志

で
は
も
う
二
五
年
続
い
て
い
る

N
G
O
で
あ
り
、
近
年
ま
で
は
そ

れ
ぞ
れ
個
別
の
末
寺
と
い
う
立
場
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一
寺
院
と
し
て
の
事
業
と
し

て
進
め
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。
た
と
え
ば
宗
団
の

予
算
か
ら
そ
ち
ら
に
幾
分
な
り
と
も
資
金
な
り
が
回
る
と
い
う
こ

と
は
今
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

--、よ
-、

乎
J

争
J

こ
の
宝
山
寺
福
祉
事
業
団
と
い
う
の
は
、
実
は
真
言

律
宗
総
本
山
は
西
大
寺
な
の
で
す
が
、
関
岡
の
方
は
生
駒
山
の
生

駒
聖
天
宝
山
寺
と
い
う
お
寺
は
大
変
有
名
で
、
正
月
の
三
ケ
け
に

二

O
万
人
初
詣
で
集
ま
る
大
変
大
規
模
な
祈
祷
寺
院
で
す
。
西
大

寺
と
並
ん
で
真
言
宗
の

一
八
本
山
の
中
の

一
つ
で
も
あ
る
わ
け
で

す



こ
れ
は
や
や
こ
し
い
の
で
す
が
、
宗
派
と
し
て
は
真
言
律
宗
な

の
だ
け
れ
ど
も
、
名
前
に
も
な
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

宝
山
寺
と

い
う
一
つ
の
大
本
山
が
経
営
母
体
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
実
際

の
経
営
は
し
て
い
な
く
て
、
経
営
は
大
乗
滝
寺
の
ご
住
職
さ
ん
が

理
事
長
で
あ
り

そ
の
先
代
住
臓
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
方
が
た

ま
た
ま
宝
山
寺
さ
ん
に
お
勤
め
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
関
係
で
、
こ

の
事
業
団
を
宝
山
寺
の
傘
下
に
設
立
さ
れ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
宝
山
寺
か
ら
は
毎
年
、
も
ち
ろ
ん
運
営
資
金
は
出

て
い
ま
す
し
実
際
の
運
営
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
し
、
法
人
の

長
に
は
宝
山
寺
住
職
が
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
宗
派
全
体
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
は
今
ま
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
同
じ
宗
祖
を
仰
い
で

そ
の
祖
師
の
理

念
を
現
代
に
生
か
す
と
い
う
形
で
個
別
展
開
し
て
き
た
点
と
点
の

事
業
が
ネ
ッ

ト
ワ
ー
キ
ン
グ
し
て
き
た
と
い
う
話
を
先
ほ
ど
し
た

と
思
い
ま
す
。
当
然
小
さ
な
教
団
で
す
か
ら
、
皆
そ
う
い
っ
た
活

動
は
従
来
か
ら
知
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
自
分
の
お
寺
が

そ
こ
に
い
き
な
り
活
動
を
も
っ
て
ゆ
く
か
と
い
う
と

し
カ
な
い

の
で
す
が
、

た
と
え
ば
国
際
協
力
の

N
G
O
は
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ア

ー
と
い
う
形
で
現
地
視
察
の
ツ
ア
ー
を
毎
年
や
ら
れ
る
の
で
す
が

そ
う
い
う
ツ
ア
ー
に
誘
っ
て
い
た
だ
い
て
参
加
す
る
。
私
も
い
ま

ま
で
何
回
か
参
加
し
て
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
行
っ
て
み
る
と

百
聞
は

一
見
に
し
か
ず
で
、

実
際
に
自
分
で
実
体
験
を
も
っ
て
そ

う
い
う
場
に
か
か
わ
っ
て
み
る
と
、

そ
の
意
義
と
い
う
の
が
自
分

の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
、
そ
う
い
う
こ
と
が
宗
内
の
個
々
の

お
寺
や
人
々
の
間
で
だ
ん
だ
ん
塵
も
積
も
れ
ば
山
と
な
っ
て
い
つ

た
段
階
で
、

「あ
あ
、

」
れ
は
や
は
り
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
や
っ

て
い
く
べ
き
こ
と
で
、

し
か
も
そ
れ
は
宗
祖
の
思
い
と
も
か
か
わ
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っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
宗
派
を
あ
げ
て
真
言
律
宗
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
会
と
い
う
組
織
も
生
ま
れ
出
て
き
た
。

で
す
か
ら
、
公
的
に
宗
固
か
ら
の
資
金
援
助
と
か
人
的
援
助
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ
い
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
逆
に
い
う

と
、
こ
う
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
が
で
き
た
と
い
う
の
は
、
形
を

変
え
て
、
宗
団
全
体
と
し
て
そ
う
い
っ
た
活
動
を
新
し
い
段
階
に

も
っ
て
い
く

一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
に
対
し
て

は
宗
派
か
ら
予
算
も
出
て
い
ま
す
し
、
本
山
の
ス
タ
ッ
フ
な
ど
も

い
ろ
い
ろ
な
企
画
や
ら
推
進
に
関
わ
り
ま
す
。



で
す
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
脆
弱
で
あ
り
、
今
後
に
つ
い
て
は
ま
だ

暗
中
模
索
で
は
あ
り
ま
す
が
、
点
が
線
に
な
り
、

更
に
面
に
広
が

り

一
応
そ
う
い
う
流
れ
で
き
て
、
進
ん
で
は
お
る
の
か
な
と
い

う
こ
と
で
す
。

ち
ょ
っ
と
十
分
な
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
わ
か
り
ま

せ
ん
が
・
・
・
。

O
長
谷
川

し
よ
う
か
。

ご
質
問
い
た
だ
き
ま
し
た
戸
松
先
生
、

よ
ろ
し
い
で

O
戸
松

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

O
長
谷
川

い
ま
の
よ
う
な
問
題
は
お
そ
ら
く
他
の
宗
団
に
お

け
る
寺
院
が
社
会
福
祉
法
人
を
設
置
し
て
い
事
業
を
展
開
す
る
場
合
、

教
団
か
ら
の
財
政
的
な
支
援
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
人
的
な
面

と
い
い
ま
し
ょ
う
か

む
し
ろ
事
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
す
と
か

フ
ト
面
で
の
い
ろ
い
ろ
な
支
援
と
い
う
の
は

お
そ
ら
く
求
め
ら

れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
れ
は
私
見
で
す
が
、
大
切
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は

さ
ら
に
佐
伯
先
生
に
、

「真
言
律
宗
に
つ
い
て
、
叡
尊
さ
ん
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
パ

イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
を
宗
団
と
し
て
も
っ
と
宣
伝
し
た

方
が
よ
い
と
思
う
。
熊
本
蓮
華
院
は
東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
や

チ
ベ
ッ
ト
難
民
に
対
し

(
こ
れ
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
法
王
を
合

む
)
、
積
極
的
な
援
助
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
住
職
さ

ん
は
何
か
特
別
の
理
念
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
」

そ
れ
か
ら
併
せ
て

「全
真
言
宗
救
援
機
構
と
い
う
組
織
が
智
山
派
を
中
心
に
カ

ン
ボ
ジ
ア
等
で
救
援
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
真
言
各
宗

派
自
体
の
福
祉
活
動
は
低
調
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
弘
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法
大
師
は
弟
子
た
ち
に
対
し
て
自
利
行
と
利
他
行
は
車
の

両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
を
残
さ
れ

て
い
る
由
で
す
が
、
福
祉
活
動
、
特
に
檀
信
徒
以
外
の
人
へ

ソ

の
福
祉
活
動
に
注
力
す
る
余
裕
が
あ
ま
り
な
い
の
で
し
ょ
う

か

と
い
う
ご
質
問
だ
と
思
い
ま
す
が
、
先
ル
ー

よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

O
佐
伯

今
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
方
は
、

真
言
律
宗
の
内
情
に

つ
い
て
よ
く
ご
存
知
の
方
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
確
か
に
わ



れ
わ
れ
宗
団
の
祖
師
の
叡
尊
さ
ん
と
い
う
の
は
、
仏
教
福
祉
の
歴

史
を
ひ
も
と
き
ま
す
と

か
な
り
大
き
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
少

な
く
と
も
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
。
歴
史
や
伝
統
に
よ
く
も
悪
く

も
制
約
を
受
け
て
い
る
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
教
同
で
す
か
ら
、

れ
を
も
っ
と
前
面
に
押
し
出
し
て
、
福
祉
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
目
指
し
て
い
く
。
ま
た
そ
う
い
っ
た
広
報
も
も
っ
と
積
極
的

に
や
っ
て
い
く
と
い
う
の
が

わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
教
団
の
あ
り

方
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
も
言

い
ま
し
た
よ
う
に
、
何
せ

お
寺
の
名
前
も
地
元
で
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
宣
伝

下
手
の
教
川
で
す
の
で
、
ま
だ
ま
だ
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
卜
分

に
で
き
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
地
味
な
お
守
の
歴
史

・
ト
い
統
を
い

ま
で
も
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
ろ
そ
ろ
脱
皮
を
考
え
な

い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
皆
気
づ
い
て
い
る
段
階
か
と
思
い

ま
す
。

ち
ょ
っ
と
先
ほ
ど
の
ご
質
問
と
絡
め
て
お
時
間
と
っ
て
恐
縮
な

の
で
す
が
、
補
足
的
に
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
各
個
別
の

お
寺
さ
ん
で
や
っ
て
い
た
点
と
点
の
事
業
が
だ
ん
だ
ん
ネ
ッ
ト
ワ

ー
キ
ン
グ
し
出
し
て
、
本
山
に
も
あ
る
程
度
彬
斡
を
及
ぼ
し
て
い

く
と
い
う
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
先
駆
的
に
そ
う
い
う
事
業
に

関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
お
寺
さ
ん
の
存
在
が
大
き
く
社
会
の
中
で
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
、
出
円
が
そ
れ
を
認
め
出
し
て
き
た
と

そ

い
う
こ
と
も
あ
る

一
方
で
、

い
ま
ま
で
あ
ま
り
福

そ
れ
以
外
の
、

祉
に
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
お
守
さ
ん
が
、
最
近
、
非
常
に
危
機
感

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。

お
手
元
に
チ
ラ
シ
を
お
配
り
し
て
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ

に
ろ
く
か
い

れ
は
私
ど
も
が
や
っ
て
お
り
ま
す
南
都
二
六
会
と
い
う
会
が
あ
る

の
で
す
。
毎
川
・

一六
日
に
集
ま
り
を
聞
く
の
で

二
六
会
と
い
う
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名
前
な
の
で
す
が
、

い
ま
に
至
る
ま
で
約
三

0
年
間
統
け
て
き
て
、

わ
れ
わ
れ
の
先
代
の
頃
に
立
て
ら
れ
て
ず
っ
と
続
い
て
い
る
会
な

の
で
す
。
地
元
の
奈
良
の
、
観
光
を
主
な
生
業
と
し
て
い
る
お
年

さ
ん
が
月
に
一
回
集
ま
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
親
睦
と
と
も

に
考
え
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
続
け
て
い
る
会
で
、
今

年
ー

ー
た
ま
た
ま
来
月
な
の
で
す
が
|

|
チ
ラ
シ
に
書
い
て
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
地
域
と
生
き
る
与
を
目
指
し
て
、
十
マ

・
福
祉

・
地

域
社
会
と
い
う
テ
ー
マ
で
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は

毎
年
、
環
境
問
地
と
か
、
仏
教
に
関
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
で



ゃ
る
の
で
す
が
、
今
年
こ
の
テ

l
マ
で
や
る
と
い
う
の
は
、
会

H

の
山中
で
、
従
来
お
寺
は
、
観
光
事
業
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
柏

家
さ
ん
の
あ
る
お
寺
は
檀
務
な
ど

そ
れ
が
自
分
た
ち
の
仏
教
活

動
で
あ
り
、

そ
れ
を
や
っ
て
い
れ
ば
、

お
寺
が
経
営
で
き
る
と
い

う
状
削
だ

っ
た
の
で
す
が
、

ど
う
も
近
年
そ
う
い
っ
た
旧
来
の
市

動
と
い
う
も
の
が
か
な
り
危
う
く
な
っ
て
き
た
、
限
界
に
な
っ
て

き
た
。
と
い
う
の
は
、
檀
家
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い
き
ま
す
。
観

光
客
も
、
修
学
旅
行
な
ど
で
パ
ス
で

A

時
に
多
人
数
で
乗
り
つ
け

て
や
る
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
奈
良
の
ト八
仏
尚
法
と
い
う
の
で
す
が

そ
の
よ
う
な
状
況
が
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
う
い
う
状
況
で
い
き
ま
す
と
、

い
ま
か
ら

-O
年
後
、

二
O

年
後
、
自
分
の
お
守
と
い
う
も
の
は
.
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
あ
る
種
の
危
機
感
で
す
ね
。
こ
れ
は
あ
る
怠
味
、
大
き
な

時
代
の
流
れ
で
す
か
ら
、
無
く
な
る
も
の
は
な
く
な
れ
ば
い
い
と

い
う
考
え
庁
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、

お
与
の
ご
住
職
さ
ん
に

と
っ
て
は
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
お
寺
を
維
持
す
る
た

め
の
現
代
社
会
と
マ
ッ
チ
し
た
何
か
方
策
と
い
う
の
は
な
い
の
か
。

本
木
転
倒
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

よ
り
社
会
の
ニ

l
ズ
に
合
わ
せ

て
、
円
分
た
ち
の
活
動
を
再
編
成
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の

で
は
な
い
か
、

お
互
い
気
づ
き
山
し
て
き

そ
う
い
う
こ
と
に
皆
、

た
。
こ
れ
は
か
な
り
遅
れ
ば
せ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
奈
良
の
よ
う

な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
。
だ
け
ど
、
各
お
寺
さ
ん
の
間
で
そ

の
よ
う
な
戸
が
あ
が
っ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を

一
緒
に
考
え
よ
う

で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
流
れ
が
こ
こ
数
年
前
か
ら
出
て
、
今

年
は
こ
う
い
う
タ
イ
ト
ル
で
セ
ミ
ナ
ー
を
や
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
先
駆
的
な
福
祉
事
業
を
や
っ
て
い
た
お
寺
は

しミ

ち
早
く
円
分
た
ち
の
活
動
を
現
代
社
会
に
マ
ッ
チ
さ
せ
て
い
た
が
、
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そ
う
で
な
い
寺
々
は
近
年
に
な
っ
て
危
機
感
を
も
っ
中
で
、
現
代

社
会
に
マ
ッ
チ
す
る
活
動
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
真

言
律
宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
と
い
う
の
も
、
先
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
並

華
院
の
川
原
さ
ん
と
い
う
人
が
、
京
会
の
小
で
本
山
で
こ
れ
を
つ

く
る
べ
き
だ
と
強
く
プ
ッ
シ
ュ
さ
れ
ま
し
て
、
皆
も
賛
同
し
た

か
ら
で
き
た
わ
け
で
す
。
但
し
、
鼠
初
は
克
一一一一
日
作
示
同
際
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
会
と
い
う

「国
際
」
と
い
う
こ
字
が
入

っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
に
関
し
て
は
末
寺
の
ご
住
職
さ
ん
た
ち
が
皆
、

異
口
同
背

に
「同
際
」
と
い
う
の
は
ど
う
か
、
自
分
た
ち
の
身
の
周
り
に
い



ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
中
で
、
な
ぜ
遠
く
海
外
の
福
祉
援
助
と
い

う
こ
と
に
ま
ず
取
り
組
ま
な
い
と
い
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
、

い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
り
ま
し
て
、
結
局
「
国
際
L

が
外
れ
た
の
で

す
。
た
だ
現
実
的
に
は
、

い
ま
は
主
に
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
の
支
援

を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
で
受
け
手
側
と
い
う
か
、
福
祉
事
業
と
は
縁
遠

か
っ
た
従
来
の
宗
囲
内
の
寺
々
に
そ
う
い
う
機
運
が
盛
り
上
が
つ

て
き
た
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
質
問
と
絡
め
て
少
々
違
っ
た
こ
と
を
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
申
し
わ
け
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
川
原
さ
ん
と
い
う
の

は
そ
の
蓮
華
院
の
ご
住
職
で
す
が
、
何
か
特
別
な
理
念
を
お
も
ち

な
の
か

と
い
う
質
問
で
し
た
ね
。
実
は
蓮
華
院
の
国
際
協
力
協

会
は
先
代
さ
ん
が
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
先
代
さ
ん
は
や
は
り
現

代
的
な
意
味
で
の
仏
教
の
活
動
も
志
さ
れ
、

や
は
り
そ
の
根
本
に

は
叡
尊
さ
ん
の
救
済
理
念
を
重
視
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
、
蓮

華
院
さ
ん
は
非
常
に
ユ
ニ

ー
ク
で
し
て
、
実
際
に
九
州
の
蓮
華
院

に
い
く
と
、
叡
尊
さ
ん
を
表
立
っ
て
杷
つ
て
は
お
ら
れ
な
い
の
で

す
ね
。
代
わ
り
に
皇
円
大
菩
薩
、
こ
の
皇
円
さ
ん
と
い
う
の
は

日
本
の
仏
教
を
ひ
も
と
き
ま
す
と
、

「
扶
桑
略
記
」
と
い
う
歴
史

書
の
著
者
で
法
然
上
人
の
お
師
匠
さ
ん
で
す
ね
。
そ
の
皇
円
さ
ん

が
誕
生
さ
れ
た
の
で
蓮
華
院
誕
生
寺
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

と
に
か
く
皇
円
大
菩
薩
を
お
租
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
叡
尊

さ
ん
の
こ
と
は
表
立
っ
て
問
っ
て
お
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
は
地
元
九
州
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
自
分
た
ち
の

本
来
の
宗
教
活
動
を
や
っ
て
い
く
と
き
の
ア
ピ
ー
ル
は
そ
う
だ
け

れ
ど
も
、
決
し
て
叡
尊
さ
ん
を
軽
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

理
念
か
ら
始
ま
っ
た
福
祉
で
は
な
く
て
、
逆
に
現
代
に
マ
ッ
チ
し
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た
活
動
を
し
て
い
く
中
で
い
ろ
い
ろ
な
福
祉
理
念
を
逆
に
見
出
さ

れ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
蓮
華
院
さ
ん
な
ど
は
わ
れ

わ
れ
か
ら
す
る
と
以
上
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
現
代
の
宗
教
活
動

を
非
常
に
し
な
や
か
に
進
め
て
お
ら
れ
る
。
「
し
な
や
か
」
と
い

う
言
葉
も
、

い
ろ
い
ろ
な
受
け
取
り
方
が
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で

節
操
が
な
い
と
い
う
人
も
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
現
代

で
仏
教
寺
院
が
で
き
る
こ
と
は
何
か

そ
の
と
き
に
た
ま
た
ま
国

際
協
力
に
お
も
む
か
れ
た
。
た
だ
、

そ
の
背
景
を
あ
と
で
掘
り
返

し
て
い
く
と
、
当
然
、
宗
祖
の
叡
尊
さ
ん
の

「
興
法
利
生
」
の
精



神
な
ど
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
形
で
や
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
大
き
な
事
業
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
理
念

か
ら
入
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と

一
歩
も
進
め
な

い
が
、
蓮
華
院
さ
ん
な
ど
は
ま
ず
は
現
代
社
会
に
マ
ッ
チ
し
た
活

動
を
進
め
る
所
か
ら
出
発
さ
れ
る
。
短
期
間
に
大
き
な
事
業
を
進

め
ら
れ
た

一
つ
の
要
因
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
と
思
い

ま
す
。
但
し
決
し
て
理
念
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

で
す
よ
。

た
と
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
の
支
援
な
ど
も
、
政
治
的
な
絡
み
で
い
い

ま
す
と
、

い
ろ
い
ろ
問
題
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が

の
辺
は
蓮
華
院
さ
ん
独
向
の
ス
タ
ン
ス
を
お
も
ち
だ
と
い
う
こ
と

は
、
私
も
直
接
、

川
原
ご
住
職
さ
ん
と
お
話
し
す
る
機
会
の
中
で

承
っ
て
お
り
ま
す
。

詳
し
く
は
ご
本
人
さ
ん
に
聞
い
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
で
す
が
、

そ
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
所
見
で
す
。

長
く
な
り
す
み
ま
せ
ん
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
次
に
村
井
先
生
に
対
す
る
ご
質
問
で
す
。
幾
つ
か
あ

り
ま
す
が
、
ま
ず
順
不
同
で

「
地
方
寺
院
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
会
福
祉
施
設
は
、
各
寺

院
の
住
職

・
寺
族

・
門
信
徒
の
熱
意
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と

あ
り
ま
す
が
、
熱
意
が
生
じ
た
背
景
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
」

O
村
井

熱
意
と
い
う
と
こ
ろ
に
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

各
寺
院
が
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
真
宗
の
お
寺
の
方
で
や

っ
た
か
と
い
〉
つ
北
両
景
に
は
、
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つ
は

や
は
り
そ
の
地
域
の
社
会

の
中
で
寺
院
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
の
受
け
継
い
で
き
た
も
の

そ

が
あ
る
、
要
す
る
に
地
域
の
住
民
の
中
に
、

た
と
え
ば
子
ど
も
が

い
た
ら
、
子
ど
も
が
お
寺
に
来
る
の
が
当
た
り
前
の
世
界
が
保
育

所
等
に
い
っ
た
と
い
う
背
景
の
部
分
と
、
戦
後
社
会
の
中
で
は
も

芦つ

一
つ
は
、

お
寺
が
地
域
変
貌
の
中
で
徐
々
に
食
べ
て
い
け
な
い

お
よ
イ
、
小
さ
な
檀
家
数
の
少
な
い
お
寺
な
ど
、
や
は
り
何
か
事
業

を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
経
常
基
盤
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

か
っ
た
背
景
と
い
う
の
は
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

単
に
経
営
基
盤
を
つ
く
る
だ
け
で
は
な
し
に

そ
れ
で
は
寺
と
し



て
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
中
で
、
福
祉
事
業
と
い
う
の
は
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
の
が

一
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は
、
地
域
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
要
望
が
出

て
き
て
、
こ
れ
は
す
べ
て
で
は
な
い
の
で
す
が
、
幾
っ
か
散
見
し

て
知
っ
て
い
る
の
で
は
、

た
と
え
ば
婦
人
会
な
ど
や
っ
て
い
る
と
、

当
時
、
婦
人
会
に
来
ら
れ
た
方
が
四

O
代
、
五

O
代
を
中
心
と
し

た
も
の
が
い
ま
で
は
七

O
代、

八
O
代
を
中
心
と
し
た
婦
人
会
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
中
で
通
っ
て
こ
ら
れ
る
も
の
が
な

か
な
か
来
れ
な
か
っ
た
り
と
か
、

そ
れ
か
ら
実
際
に
講
賂
を
聞
か

れ
る
の
も
椅
子
で
な
い
と
聞
け
な
い
と
か
、

そ
の
う
ち
、
だ
ん
だ

ん
来
れ
な
い
方
が
お
ら
れ
る

そ
う
い
う
人
た
ち
を
で
き
た
ら
来

て
い
た
だ
く
よ
う
な
子
立
て
、
別
に
お
寺
で
な
く
て
も
い
い
か
ら
、

お
寺
に
併
設
し
た
と
こ
ろ
で
何
か
こ
う
い
う
活
動
に
参
加
し
て
も

ら
え
る
よ
う
な
形
で
サ
ロ
ン
活
動
を
や
っ
た
り
、
託
名
所
を
や
っ

た
り
と
か
と
い
う
中
の

一
方
で
そ
う
い
う
形
の
中
で
、
最
近
で
は

少
し
ず
つ
そ
う
い
う
活
動
な
ど
も
榊
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

O
長
谷
川

ご
質
問
を
さ
れ
た
三
輪
様
、
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま

し
よ
う
か
。

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
次
の
質
問
で
す
が
、
先
ほ
ど
真
言
律
宗
に
つ
い
て
ご

質
問
い
た
だ
い
た
方
か
ら
の
も
の
で
す
。

ま
ず
、
少
し
む
ず
か
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
が
、
本
願
寺
派

に
つ
い
て
、
報
恩
行
に
対
す
る
質
問
と
し
て
、

「信
心
を
得
て
か
ら
行
う
の
は
大
多
数
の
凡
夫
に
と
っ
て
む

ず
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
菩
薩
行
で
あ
る
六
波
羅
蜜
の
実
践

(
布
施
行
な
ど
)
と
教
義
と
の
関
係
は
ど
う
で
す
か
」
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と
い
う
こ
と
で
す
。

O
村
井

最
初
に
一.け
い
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
徒
と
し
て
非
常

に
浅
い
も
の
で
す
か
ら
、
き
ち
ん
と
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
う
の
で
す
が
、
真
宗
の
中
で
常
に
、
報
恩
行
の
中
で
も
言
わ
れ

ま
し
た
が
、
結
局
、
他
力
団
向
と
い
い
ま
す
か

「他
力
」
と
い

う
こ
と
を
中
心
に
し
て
考
え
て
い
る
中
で
、
や
は
り
「
自
力
」
に

よ
る
聖
道
門
と
い
う
も
の
か
ら
浄
土
門
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま

す
の
で
、
「
他
力
」
を
小
心
に
し
た
考
え
方
で
い
く
と
、
菩
薩
行
、

布
施
行
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
に
し
て
も
、
浄
+
し
点
宗
の
小
で



は
あ
ま
り
と
ら
れ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
と
し
て

何
か
社
会
福
祉
を
進
め
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
で
い
ろ
い
ろ
な
考

え
方
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
「
同
朋
」

と
い
う
と
こ

ろ
に
き
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
私
は

門
外
漢
の
部
分
も
あ
り
ま
す
の
で
、
間
違

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で

そ
れ
は
お
許
し
願
い
た
い
と
思
い
ま

す
。

O
長
谷
川

ご
質
問
い
た
だ
き
ま
し
た
島
津
様
、

た
だ
い
ま
の
お

答
え
に
対
し
て
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

私
は
門
外
漢
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
立
ち
入
っ
た
こ
と
は
申
し
上

げ
ら
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
別
代
の
福
祉
事
業
や
活
動
を
な
さ
っ

て
お
ら
れ
る
方
々
に
聞
き
取
り
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

と
え
ば
浄
土
宗
と
か
日
蓮
宗
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
に

所
属
し
て
、
そ
の
教
団
の
い
わ
ば
教
義
、
こ
れ
を
し
っ
か
り
踏
ま

え
て
、

そ
こ
か
ら

一
歩
も
出
な
い
と
い
う
か
、
厳
密
に
そ
れ
を
実

践
す
る
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
立
場
に
立
た
れ
て
い
る
場
合

と
、
他
方
、

い
わ
ゆ
る
通
仏
教
的
な
立
場
と
位
存
さ
せ
て
実
践
さ

れ
て
お
ら
れ
る
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

特
に
内
向
き
と
外
向
き
、

つ
ま
り
内
向
き
と
い
う
の
は
、
た
と

え
ば
寺
院
の
柏
信
徒
に
対
し
て
で
す
と
、

そ
の
宗
派
の
教
義
を
踏

ま
え
て
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
値
信
徒
以

外
の

よ
り
オ
ー
プ
ン
に
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
庁
々
か
ら
協
力
を

得
る
と
い
う
立
場
に
立
ち
ま
す
と
、
特
定
の
宗
派
の
教
義
だ
け
で

は
な
か
な
か
賛
同
や
協
力
を
得
に
く
い
、

し
た
が
っ
て
外
に
向
か

つ
て
は
通
仏
教
的
な
形
で
説
い
て
い
く
と
い
う
、

そ
う
い
う
両
面

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
の
場
合
に
、
宗
義
と
通
仏
教
の
教
え

が
並
び
立
つ
論
理
を
明
確
に
し
て
お
か
な
い
と
、
組
論
的
に
破
綻
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し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
の
か
な
と
い
う
、

そ
う
い
う
こ
と
を
こ

こ
で
は
感
じ
ま
す
。
こ
の
点
は
特
に
真
宗
の
場
合
、
先
ほ
ど
村
井

た

先
生
か
ら
伺
い
ま
す
と
、

か
な
り
厳
密
に
問
題
に
さ
れ
る
と
い
う

点
も
あ
り
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
問
題
か
な
と
思
い

ま
す
。

そ
れ
か
ら
村
井
先
生
に
さ
ら
に
、

「
ビ
ハ

|
ラ
の
活
動
を
社
会
福
祉
活
動
と
し
て
ど
の
よ
う
に

位
向
づ
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
調
べ
た
範
囲
で
は

ビ
ハ

l
ラ
研
修
受
講
者
が
で

-0
0
0名
を
超
え
た
に
も
か
か



わ
ら
ず
、
医
療
の
現
場
で
は
定
着
し
て
い
か
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
が
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
」

そ
れ
か
ら
こ
れ
は
質
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ビ
ハ
|
ラ
に
関
連

し
て
、
先
ほ
ど
の
方
か
ら
、

「築
地
本
願
寺
で
は
、

ビ
ハ

l
ラ
の
活
動
に
力
を
入
れ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
外
部
(
宗
団
外
)

へ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

は
い
な
い
よ
う
な
気
も
い
た
し
ま
す
」

と
い
う
ご
感
怨
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
村
井
先
生
、

お
願
い

し
ま
す
。

O
村
井

ビ
ハ

l
ラ
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
、
社
推
協

の
問
題
の
中
で
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
外
向
け
に
は
あ
ま
り
活
発

性
と
い
う
の
は
見
ら
れ
て
い
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
教
団
内
と
し
て
は

な
り
「
ビ
ハ

l
ラ
」
と
い
う
の
は
福
祉
活
動
と
し
て
の
位
置
づ
け

と
し
て
は
、
相
談
活
動
と
い
う
活
動
の
中
で
所
発
で
動
い
て
い
る

の
が
現
実
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
、
先
ほ
ど
一言
い
ま
し
た
よ
う
に
社
推
協
の
動
き

と
ビ
ハ

l
ラ
の
動
き
と
い
う
の
を
分
け
て
い

っ
た
ら
ど
う
か
、
今
、

組
織
化
改
革
が
ビ
ハ

1
ラ
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
実
践
者
の
組
織
を
本
位
に
し
た
も
の
を
つ
く

っ
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
の
と
、

そ
れ
か
ら
そ
う
い
う
パ
ツ

ク
ア
ッ
プ
で
き
る
ス
タ
ッ
フ
を
も
っ
た
組
織
と
い
う
の
も
き
ち
ん

と
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
動
き
が
い
ま
宗
派

内
に
動
き
と
し
て
あ
る
。

現
実
に
、
先
ほ
ど

よ
く
ご
存
知
だ
な
と
思
っ
た
の
は
、

三

O
O
O人
を
超
え
る
と
い
う
話
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
確
か
に

三

O
O
O人
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
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そ
の
う
ち
、
ど
う
い
う
と
こ

ろ
で
実
際
に
活
動
し
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
現
在
、
病
院
関

係
で
は
全
国
で
三
七
ヵ
所

そ
れ
か
ら
老
人

・
保
健
施
設
で
は

六
七
施
設
、

そ
う
い
っ
た
数
の
定
期
的
に
い
く
よ
う
な
場
所
が
あ

台、

っ
て
、
大
体
各
支
部
、
局
の
ビ
ハ

|
ラ
で
は
大
体
片
に

一
阿
か
ら

二
回
ぐ
ら
い
そ
こ
で
活
動
を
行
う
と
な

っ
て
い
ま
す
。

私
見
で
す
が
、

ビ
ハ

l
ラ
活
動
が
変
わ
っ
て
き
た
な
と
思
っ
た

の
は

一
九
九
五
年
の
阪
神

・
淡
路
大
震
災
の
時
か
ら
で
す
。
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
、

そ
れ
ま
で
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
い
〉
っ
か
、

そ
こ
に
中
心
を
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
出
か
け
て
い
っ
て
相
談



す
る
、
心
の
ケ
ア
を
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
と
い
う
の
が
活
発

に
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
以
降
、
自
分
た
ち
の
活
動
を
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
そ
う
い
う
も
の
に
か
な
り
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る

と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
中
で
、

た
と
え
ば
、
単
に
病
院
施
設

だ
け
で
は
な
し
に
、
在
宅
訪
問
と
か
在
宅
ケ
ア

そ
れ
か
ら
が
ん

の
患
者
の
語
ら
い
の
集
い
で
あ
っ
た
り
と
か
、
認
知
症
の
老
人
を

抱
え
る
家
族
の
会
と
か
、
生
と
死
を
考
え
る
会
、
あ
る
い
は
タ

l

、
ナ
ル
ケ
ア
懇
話
会
等
々
、
各
地
域
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

で
の
活
動
と
い
う
の
は
、
脳
傾
的
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
ど
う
し
て
も
活
動
そ
の
も
の
は
あ
る

一
定
の
人
た
ち
に
提
起

を
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら

外
向
け
に
は
見
に
く
い
の
で
す
が

全
体
と
し
て
の
活
動
は
非
常
に
前
発
に
や
っ
て
い
る
状
況
が
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
も
っ
と
外
向
け
に
宗
派
の
役
割
と
し
て

ど
の
よ
う
に
今
後
や
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は

一
つ
の
諜
題
で

は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
た
め
の
組
織
を
き
ち
ん
と
整
え
て

い
か
な
い
と
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
の
は
現
実
か
な
と
思
い
ま
す
。

O
長
谷
川

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
何
か
あ
り
ま
し

た
ら
ど
う
ぞ
。

0 
間

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
私

一
昨
年
で
す
か
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
と
い
う
英
語
の
雑
誌
で
、

日

本
の
エ
ン
ゲ

l
ジ
ド

・
ブ
デ
ィ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
の
取
材
を
し
た
い

と
い
う
こ
と
で
、
記
者
と

一
緒
に
東
京
ビ
ハ

l
ラ
の
会
の
西
原
先

生
を
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
活
動
は
前
か
ら
聞
い

て
い
た
の
で
す
が
、
実
際
に
お
話
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、

た
と
え
ば

が
ん
看
者
と
の
語
ら
い
の
会
で
も
、
実
際
に
い
ら
し
て

い
る
の
は

看
護
師
さ
ん
だ
っ
た
り

が
ん
の
患
者
さ
ん
と
そ
の
家
族
の
方
と

七、

で

お
坊
さ
ん
と
か
幼
守
さ
ん
と
か

ハU
p
h
J
 

そ
う
い
う
方
は
あ
ま
り

い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
い
う
お
話
を
伺
っ
た
ん
で
す
。
も
う

一
レ白山、

大
正
大
学
の
弓
山
先
生
が
、
簡
単
な
聞
き
取
り
で
す
が
、
長
岡
の

ビ
ハ

l
ラ
道
場
の
調
査
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
に
私
も
い
ろ
い

ろ
伺
っ
た
ん
で
す
が

そ
こ
で
も
な
か
な
か
、
必
ず
し
も
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
た
だ
い
ま
の
お
話
に
あ
っ

た
よ
う
な

お
寺
の
宗
教
活
動
の
中
で
の
檀
家
さ
ん
と
の
か
か
わ

り
と
か

お
話
を
聞
く
と
か
、

そ
う
い
う
意
味
で
の
ビ
ハ

|
ラ
活

動
は
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
非
常
に
希
望
が
あ
る
と
私

も
思
い
ま
す
。
し
か
し

一
方
で

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
と



し
て
の
ビ
ハ

l
ラ
と
い
う
の
は
定
着
し
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
に

つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

O
村
井

私
自
身
が
か
か
わ
っ
て
い
な
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い

と
こ
ろ
で
す
が
、
現
実
に
会
貝
の
方
の
割
合
で
み
ま
す
と
、
僧
侶

の
方
が
半
数
、
最
近
は
徐
々
に
門
信
徒
の
方
が
増
え
て
き
て

れ
か
ら
女
性
の
占
め
る
割
合
が
ず
い
ぶ
ん
増
え
て
き
て
い
る
。

う
い
う
中
で
実
際
、

お
寺
さ
ん
の
袈
裟
を
つ
け
た
方
が
現
場
で

云
々
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
な
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の

真
宗
の
教
義
を
き
ち
ん
と
理
解
し
た
上
で
ビ
ハ

|
ラ
と
い
う
相
談

活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
き
て
い
た
だ
け
る
方
が
少
し
ず
つ

明
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
も
先
ほ
ど
言

い
ま
し

た
よ
う
に
、

ど
う
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
き
る
の
か
、
宗
門
と
し
て
ど

の
よ
う
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少

し
き
ち
ん
と
し
な
い
と
、
結
局
、
個
人
の
活
動
だ
け
で
終
わ
っ
て

い
く
と
い
う
の
は
、

い
ま
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
お
り
か
な
と
思
い

ま
す
。
そ
の
あ
た
り
ま
た
、
帰
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
一育
っ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

O
長
谷
川

そ
れ
で
は
も
う
‘
つ
、

村
井
先
便
に
お
願
い
し
ま
す
。

「
親
鷺
聖
人
七
五

O
回
の
大
遠
思
を
迎
え
て
、
こ
う
い
っ
た

よ
う
な
こ
と
が
、
真
宗

一
O
派
で
福
祉
問
題
が
話
題
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ

O
村
井

ち
ょ
っ
と
私
は
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
、
門
外
漢
で
す

そ

け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
聞
い
て
い
な
い
で
す
ね
。
真
宗

一
O
派
で
何

か
と
い
う
こ
と
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。
す
み

ま
せ
ん
、
も
う

一
度、

そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
か
調
べ
て
お
き
ま
す
。

O
長
谷
川
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そ
れ
で
は
質
問
さ
れ
た
方
、
了
承
い
た
だ
き
た
い
と

存
じ
ま
す
。

次
に
宮
城
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。

「
官
設
民
営
の
方
式
と
い
う
の
は
、
現
在
、
全
同
的
に
見
て

ど
う
な
の
で
す
か
」

先
ほ
ど
の
先
生
の
ご
発
表
に
も
あ
り
ま
し
た
が

よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

O
宮
城

官
設
民
営
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た

よ
う
に
、
高
度
経
済
成
長
期
を
中
心
に
し
た
段
階
に
お
い
て
地
方



自
治
体
が
そ
の
豊
か
な
財
政
を
基
礎
に
施
設
を
つ
く
り
、
民
間
の

事
業
団
に
運
営
を
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
大
阪
な
ど

で
は
感
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、

地
方
自
治
体
に
財
政
力
が
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、

厚
生
労
働
省
の
福
祉
施
策
の
転
換
も
あ
っ
て
、
施
設
福
祉
か
ら
在

宅
福
祉
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
で
き
て
い
る
現
在
で
は
、
こ
う
い

っ
た
方
式
は
ほ
と
ん
ど
と
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

そ
の
点
は
、
施
設
運
常
に
詳
し
い
村
井
先
生
に
説
明
を
お
願

い
し
ま
す
。

O
村
井

官
設
民
営
に
つ
い
て
は
向
城
先
生
の
ご
説
明
の
通
り
で

す
が
、
最
近
の
動
向
と
し
て
指
定
管
理
者
制
度
と
い
う
制
度
が
各

自
治
体
で
動
き
出
し
て
い
ま
す
の
で

そ
れ
に
つ
い
て
少
し
だ
け

補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
指
定
管
理
有
制
度
は
、

ん日
設
の
建

物
を
で
き
る
だ
け
有
効
に
活
用
で
き
る
た
め
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
社
会
福
祉
関
連
の
会
館
を
従
来
は
福
祉

関
係
法
人
等
が
管
理
運
営
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
運
営
を
民
間
に
任

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
費
の
節
減
や
収
益
性
を
あ
げ
て
い
く
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、

い
ろ
ん
な
福
祉
事
業
の

中
に
、
収
益
性
と
か
経
費
の
節
減
な
ど
の
与
え
が
強
ま
っ
て
い
て
、

経
営
を
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
補
助
金
に
頼
っ
た
社
会
福
祉
事

業
の
運
営
円
、
管
理
は
見
直
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
経
営
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る

実
情
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

O
長
谷
川

ご
質
問
さ
れ
た
方
、

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
は
次
に
宗
派
を
超
え
て
、
仏
教
界
全
体
に
関
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
ま
た
、
今
阿
は
発
題
者
が
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
前

回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
と
き
に
お
ら
れ
た
浄
土
宗
の
場
合
に
つ
い
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て
、
ご
意
見
、
ご
質
問
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
を

し
て
、
私
に
対
す
る
質
問
に
つ
い
て
若
干
お
答
え
い
た
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

「日
本
の
仏
教
界
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
福
祉
問
題
に
取

り
組
ま
れ
て
い
る
か

そ
の
共
通
認
識
が
あ
る
か
」

仏
教
界
が
宗
派
横
断
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

「
浄
七
宗
で
の
社
会
福
祉
活
動
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
教
え

て
ほ
し
い
。
各
宗
派
ご
と
の
活
動
の
発
展
も
重
要
だ
け
れ
ど



も
、
こ
れ
か
ら
宗
派
を
超
え
て

一
つ
の
仏
教
と
し
て
の
福

祉
の
取
り
組
み
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、

の
点
に
つ
い
て
の
お
考
え
を
お
話
し
し
て
ほ
し
い
」

「
浄
土
宗
と
し
て
の
取
り
組
み
、
理
念
を
聞
き
た
か
っ
た
、

機
会
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い
」

「
私
見
で
は
あ
る
が
、
浄
ヒ
宗
は
個
人
救
済
の
企
画
が
強
す
ぎ

て
、
公
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
比
較
的
薄
い
の
で
は
な
い
か

む
し
ろ
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
す
ら

あ
る
。
こ
の
あ
た
り
を
ど
う
お
考
え
で
あ
る
か
知
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
で
き
得
れ
ば
、
法
然
上
人
は
こ
れ
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
教
え
を
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
次
川
で
結
構
で
す
」

と
い
う
よ
う
な
ご
質
問
、
あ
る
い
は
ご
意
見
等
が
寄
せ
ら
れ

て
お
り
ま
す
。

最
初
の
、
仏
教
界
と
い
う

一
つ
の
宗
派
横
断
的
な
組
織
と
し
て

福
祉
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
共
通
認
識
が
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
福
祉
の
問
題
に
具
体

的
に
提
言
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
な
、

う
い
う
宗
派
横
断
的
な
組
織
は
現
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
前
期
、

そ

そ
し
て
戦
後
の
あ
る
時
期
に
、
昭
和
二
0
年
代
の
後
半
か
ら
三

O

年
代
初
頭
に
か
け
て
、
全
国
レ
ベ
ル
で
、
あ
る
い
は
地
域
ブ
ロ
ツ

ク
レ
ベ
ル
で
、
全
日
本
仏
教
社
会
事
業
連
盟
、
東
日
本
仏
教
社
会

事
業
連
盟
な
ど
と
い
っ
た
組
織
が

一
時
的
に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
な
か
な
か
笑
動
を
み
る
に
至
ら
ず
に
消
え
て
し
ま
っ
た

ょ
う
で
す
。

」
れ
は
推
測
で
あ
り
ま
す
が
、
宗
派
横
断
的
な
場
合
と
い
う
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
聞
の
規
模
と
か
考
え
方
等
々
の
泣
い
も
あ

っ

て
、
そ
れ
を
超
え
て
大
同
団
結
し
て
い
く
と
い
う
点
で
の
む
ず
か

し
さ
が
伴
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
は
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
の
研
究
班
が
調
査

・
研
究
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
各
宗
団
の
社
会
福
祉
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
取
り

組
み
の
実
況
と
い
う
も
の
を
参
考
に
し
つ
つ
、

さ
ら
に
横
に
手
を

結
ん
で
い
く
よ
う
な
、

そ
う
い
う
組
織
づ
く
り
の

一
端
を
担
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
で
数
年
前
か
ら
取
り
組
ま

そ

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

円
台

υ

F
h
d
 



た
だ
、
こ
れ
を
同
体
と
か
事
業
体
と
い
う
実
践
レ
ベ
ル
で
の
組

織
化
に
ま
で
も
っ
て
い
く
こ
と
に
は
、

か
な
り
難
関
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

ま
た
、
浄
土
宗
に
つ
い
て
の
進
む
べ
き
方
向
に
関
し
て
、
個
人

数
済
の
面
が
強
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
も
う
少
し
社
会
的
な
方

に
舵
を
切
っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
ご

意
見
も
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
法
然
上
人

あ
る
い
は
浄
土
宗
の
教
義
と
社
会
福
祉

と
の
接
点
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
と
い
う
場
合
に
、
参
考
に
な
る

文
献
と
し
て
、

一
つ
は
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
し
た
浄
土
宗
総
合

研
究
所
で
発
刊
し
て
お
り
ま
す
『
仏
教
福
祉
』
と
い
う
機
関
誌
と
、

も
う

一
つ

『教
化
研
究
』
と
い
う
教
化
に
閲
す
る
研
究
誌
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

必
要
が
あ
れ
ば
、

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
具
体
的
に
お
知
ら
せ
い

た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
も
う
四
時
を
ま
わ
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

」

v
」

で
フ
ロ
ア
か
ら
さ
ら
に
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
受
け
し
、
も

し
な
け
れ
ば
、
今
日
の
全
体
を
通
し
て
の
感
想
で
も
結
構
で
す
が

お
三
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
手
短
か
に
、
総
括
的
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
ご
質
問
等
、
ご
、
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
は
佐
伯
先
生
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
佐
伯

川
陥
初
に
申
し
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
私
自
身

が
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
非
常
に
あ
り
が
た
か
っ
た
な
と
い

う
こ
と
で
す
。
何
回
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
奈
良
と
い
う
と
こ
ろ

は
非
常
に
特
殊
で
す
。
特
殊
と
言
っ
て
も
、
結
局
ど
こ
の
教
団
も
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そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
事
情
が
あ
る
し

そ
う
い
っ
た
意
味
で
い
う
と

奈
良
だ
け
が
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り
今
日
、

申
し
上
げ
た
意
味
で
の
独
特
さ

ユ
ニ

ー
ク
さ
が
あ
る
。
仏
教
社

会
事
業
に
始
ま
り
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
も
の
が
戦
後
展
開
し

て
き
た
中
の
こ
と
で
い
い
ま
す
と
、
や
は
り
そ
う
い
っ
た
動
向
か

ら
少
し
か
け
雌
れ
た
と
こ
ろ
で
南
都
仏
教
と
い
う
も
の
が
歴
史
を

重
ね
て
き
た
も
の
が

よ
う
や
く
奈
良
に
も

そ
う
い
っ
た
社
会

福
祉
の
動
向
と
い
う
も
の
が
よ
り
実
践
的
な
面
で
押
し
寄
せ
て
き

た
の
が
こ
の
一二

世
紀
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。



逆
に
教
団
規
模
は
小
さ
い
だ
け
に
、
そ
れ
こ
そ
、
個
別
の
寺
院

が
表
だ
っ
て
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
大
き
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
皆
さ
ん
も
そ
う
い
っ
た
意
味
で
奈
良
を
見
守
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
大
仏
商
法
の
よ
う
な
奈
良
と
は
何

か
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
う
、

こ
れ
か
ら
一二

世
紀
の
お
寺
と
し
て
ア

ビ
ー
ル
で
き
る
面
が
皆
さ
ん
の
お
日
に
と
ま
る
よ
う
な
面
が
出
て

く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
自

己
変
革
で
あ
り
、
本
来
の
仏
教
が
目
指
し
て
い
る
活
動
の

一
環
と

し
て
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
断
末
魔

の
叫
び
に
な
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

そ
う
な
ら
な
い

よ
う
に
、
小
さ
い
な
が
ら
、
教
団
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
私
も

一
応
、
そ
う
い
っ
た
面
に
つ
い
て

研
究
と
い
う
立
場
で
も
か
か
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、
袈
裟

を
か
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

実
践
と
い
う
と
こ
ろ
を
中
心
に
お
話

し
ま
し
た
が

ほ
か
の
教
団
と
の
比
較
を
含
め
て
、
宗
派
を
超
え

て
、
通
仏
教
的
に
こ
う
い
っ
た
も
の
を
評
価
し
て
、
今
後
に
生
か

し
て
い
く
と
い
う
道
も
あ
わ
せ
て
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
思
い
を
今
日
ま
た
新
た
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

O
宮
城

天
台
宗
系
教
団
の
仏
教
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
、
外

か
ら
し
か
把
握
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
や
は
り

時
代
の
変
選
と
と
も
に
各
教
団
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
培
っ
た
地
域

の
檀
信
徒
の
方
々
と
の
結
び
つ
き
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
試
み
て
き

た
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
祖
師
の
理
想

・
理
念
を
現
代
社
会
に
ど
う
生
か
し
て
い
く
か

は
、
現
実
に
教
団
を
担
っ
て
い
る
一
人
ひ
と
り
の
僧
侶
の
活
動
に

依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
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そ
れ
と
同
時
に
こ
の

二一

世
紀
の
社
会
は
、

「地
域
」
が
大
き
な

キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
地
域
と
の
結
び
つ
き

は
、
江
戸
時
代
以
来
、
教
団
仏
教
が
展
開
し
て
き
た
課
題
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
課
題
に
も
う

一
度
応
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
江
戸
時
代
的
な
寺
院
の
役

割
を
、
現
代
社
会
に
あ
っ
た
役
割
に
ど
う
変
え
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

O
村
井

佐
伯
先
生
や
宮
城
先
生
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
、
宗
団

の
大
き
さ
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
の
が
自
分
の
中
で



も
か
な
り
比
較
で
き
た
の
で
、
お
聞
か
せ
願
え
で
あ
り
が
た
か
っ

た
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
と
も
う

一
つ
は
、
こ
う
い
う
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
社
会
福
祉
が
専
門
で
、
仏
教
は
専
門
で
は

な
い
の
で
す
が
、
仏
教
福
祉
を
考
え
る
と
き

い
か
に
教
義
と
き

ち
ん
と
す
り
合
わ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
も
う
少

し
自
分
向
身
、
教
義
に
つ
い
て
学
習
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
な
と
い
う
思
い
を
こ
こ
で
も
た
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
非
常

に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
本
山
ー
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

O
長
谷
川

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
お
三
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
総

括
す
る
よ
う
な
意
味
で
ご
感
想
を
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
三
方
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

「地
域
」
と
か

教

義
」
と
か
、
非
常
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の

仏
教
と
社
会
制
祉
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
て
い
く
場
合
に
、
押
さ

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
地
域
の
問
題
と
そ
こ

に
所
在
す
る
寺
院
の
福
祉
活
動
、
こ
こ
に
焦
点
を
あ
て
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
教
義
に
か
か
わ
り
ま
し
て

は
、
「
祖
師
の
教
え
と
福
祉
思
想
」
と
い
う
テ

l
マ
で
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
も
不
断

に
問
い
返
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、
今
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
も
取
り
上
げ
て
参
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

前
回

四
つ
の
宗
団
、

そ
し
て
今
回
三
つ
の
宗
団
、
都
合
七
つ

の
仏
教
系
の
宗
派
教
団
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
福
祉
活
動
に
関
す
る
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取
り
組
み
の
現
状
や
ら
、
ま
た
そ
こ
で
の
問
題
点
や
課
題
が
少
し

ず
つ
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
わ
が
浄
土
宗
総
合
研
究
所

と
し
ま
し
で
も
、
今
後
の
浄
土
宗
と
し
て
の
取
り
組
み
を
考
え
て

い
く
上
で
貴
重
な
参
考
資
料
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
得
が
た
い
ヒ

ン
ト
を
与
え
て
く
だ
さ
る
ご
発
題
の
数
々
で
あ
り
ま
し
た
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終

f
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
会
場
の
皆
様
、
最
後
ま
で
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
三
方
に
拍
手
を
も

っ
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



法
然
浄
土
教
に
お
け
る
生
死
観

「生
」
の
視
座
を
中
心
と
し
て
|

問
題
の
所
在

法
然
ヒ
人
(
一
.コ二
一丁

二

二

二

以
下
、
敬
称
略
)
の
み

教
え
を

二百
口
で
表
せ
ば
、
専
修
念
仏
に
よ
る
極
楽
往
生
の
救
い
の

宗
教
、
と
表
現
で
き
る
。
そ
の
往
生
が
現
実
判
界
に
お
け
る

「死
」

を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
念
仏
者
と
し
て
、
念
仏
の
相

続
に
生
き
る

「生
」
の
中
よ
り
、
「
死
」
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め

捉
え
て
い
く
の
か
を
話
題
と
し
な
け
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に

照
ら
さ
れ
た
念
仏
者
と
し
て
の

「生
」
が
空
虚
な
も
の
と
な
っ
て

(
I
)
 

し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

「死
」
は
人
聞
に
と
っ
て
耐
え
難
い

〆-、、

'--'" 

大
河
内

大

博

恐
怖
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
然
と
最
も
離
れ
た
所
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
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だ
が
、
念
仏
に
生
き
た
法
然
は
、
「
い
け
ら
ば
念
併
の
功
つ
も
り
、

し
な
ら
ば
浄
土
へ
ま
い
り
な
ん
。
と
て
も
か
く
て
も
此
身
に
は

思
ひ
わ
づ
ら
ふ
事
、ぞ
な
き
と
思
ぬ
れ
ば
死
生
と
も
に
わ
づ
ら
ひ
な

(
2
)
 

し
」
と
、
生
死
を
表
裏

一
体
に
捉
え
る
な
か
に
念
仏
を
通
し
た

生
死
の
超
克
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
然
の
生
死
の
捉
え
方
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か

ら
生
起
し
て
く
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

「死
」
と
い
う
根
本
苦
と
向
き
合
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

現
代
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る



も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
法
然
の
教
示
し
た
生
死
の
思
想
を

そ
れ
が
現
代
に
生
き
る
私
達
に
念
仏
実
践
を
通
し
て
い
か
に
生
き

抜
き
、

ど
の
よ
う
に
死
を
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
指
南
し
て

い
る
か
、
と
い
う
視
座
を
軸
に
し
な
が
ら
検
討
し
、
法
然
浄
土
教

(3) 

に
お
け
る
生
死
観
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
第

一
歩
と
し
て
、
本
稿
で
は
生
き
る
こ
と
の
底
流
に
あ

る
思
想
を
踏
ま
え
、
法
然
が
命
あ
る
存
在
を
い
か
に
捉
え
、

ど
の

よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
教
示
し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い

く
。
尚
、
こ
こ
で
用
い
る
「
生
」
と
は
、
既
に
述
べ
て
い
る
如
く
、

、
、
、
、
、

「
今
在
る
」
と

い
う
生
き
て
い
る
聞
を
中
心
と
す
る
も
の
と
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
問
題
は
、
極
め
て
主
体
的
な
要
素
を
多
分
に
合
ん

で
い
る
実
存
的
な
問
題
と
も
J
え
よ
う
。

で
は

本
論
に
入
る
前
に

州
語
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た

し泊。

一
般
的
に
仏
典
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
生
死
」
と
い
う
言

は
、
「
サ
ン
サ

l
ラ

(
E召
包

E
一
輪
廻
)
」
を
意
味

す
る
こ
と
が
多
い
。
法
然
迫
文
に
見
ら
れ
る
「
生
死
」
と
い
う
吾一
川

(
4
)
 

葉
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
「
生
死
を
は
な
る
〉
み
ち
」
や
「
速

(5) 

に
生
死
を
出
づ
ぺ
き
な
り
」
な
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
輪
廻
、

葉
(
漢
訳
)

迷
い
の
世
界
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
視
点
に
お
い
て
法
然
浄
土
教
を
見
て
い
く
に
あ
た
っ

て、

こ
れ
ら

「輪
廻
」
と
し
て
の
生
死
の
意
味
を
離
れ
、

今
日
一

般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
生
か
ら
死
へ
、
あ
る
い
は
死
か
ら
生
へ

と
、
私
達
の
命
を
見
つ
め
る
際
の
生
と
死
を
意
味
す
る
も
の
と
し

て
捉
え
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
現
代
的
な
生
死
観
の
定
義
に
つ
い
て
、
藤
田
宏
達

「
生
の
中
に
死
を
見
つ
め
て
い
く
、
あ
る
い
は
死
を
通
し
て

(6) 

生
を
考
え
る
観
念
体
系
な
い
し
思
想
構
成
」
と
端
的
に
ま
と
め

氏
が

Q
U
 

Fh
d
 

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
「
生
死
観
」

は
、
藤
田
氏
の
定
義
を
用

い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二

法
然
の
現
世
観

仏
教
の
根
本
は

四
苦
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
一
切
皆
苦
」

と
し
た
人
間
界
の
捉
え
方
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
私

達
人
聞
は
、
六
道
を
流
転
し
続
け
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
今
ま
さ

に
そ
の
真
っ

uハ中
に
あ
る
こ
の
私
が
、

ど
の
よ
う
に
救
わ
れ
て
い



く
か
を
主
題
と
し
た
宗
教
で
あ
る
。
要
は
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ

出
た
こ
の
瞬
間
を
山
隊
の
総
と
受
け
と
め
、
且
つ

一
刻
も
早
い

解
脱
の
道
を
求
め
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
利
那
の
中
を
、
私
達

は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
眼
た
る
浄
土
教
に
お
い
て

は
、
殊
に
「
五
濁
悪
世
の
劫
濁

・
見
湖

・
煩
悩
濁

・
衆
生
濁
・
命

(7
)
 

制
」
の
裟
婆
国
土
と
末
法
の
世
に
お
け
る
荒
廃
し
た
時
代
を
問
題

と
す
る
た
め
、

そ
の
よ
う
な

「今
、
こ
こ
に
在
る
」
現
世
と
い
う

「時
」
を
見
定
め
る
こ
と
は
重
要
な
視
点
と
な

っ
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
浄
ヒ
教
に
と
っ
て
も
、

ゴ
1
タ
マ

・
ブ
ッ
ダ
以
来

の
八
万
四
千
の
法
門
と
同
様
、
現
世
は
迷
い
そ
の
も
の
の
「
械
土
」

で
あ
り
、
特
に
死
後
往
生
の
教
え
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
尚

の
こ
と
、

い
ち
早
く
こ
の
械
上
か
ら
浄
土
へ
と
往
く
こ
と
が
口
指

さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
世
観
に
つ
い
て
、
先

ず
は
法
然
に
行
き
着
く
ま
で
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。

小
同
の
机
削
よ
り
、
円
安
鷺
(
凶
じ
」ハ
|
五
四
二
)
を
見
て
み
る

(8
)
 

と
、
現
世
を

「生
死
の
欄
林
」
と
表
現
し
、
人
間
世
界
は
迷
い
の

世
界
、
煩
悩
の
密
林
で
あ
る
と
の
受
け
と
め
を
し
て
い
る
。
続
い

て
、
道
紳
(
圧
し
ハ
-
A
l
Lハ
凹
五
)

は
、
現
世
を

「裟
婆
世
界
は
即

(
9
)
 

ち
是
れ
械

t
の
末
慮
な
り
」
と
し
、

「余
、
既
に
自
ら
火
界
に
屑

(
問
)

せ
り
、
質
に
想
ふ
に
怖
れ
を
懐
く
」
と
、
こ
の
世
に
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
火
事
に
な
っ
た
家
に
居
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、

と
て
も
安
心
で
き
た
も
の
で
は
な
い
、
と
吐
露
し
て
い
る
。
ま
た

善
導

(六

一
三

六
八
二
も
現
世
を
「
裟
婆
の
苦
界
は
、
雑
悪

八
苦
相
焼
き
、
動
す
れ
は
違
返
を
成
ず
」
と
捉
え
、

同
く
居
し
、

道
紳
と
同
僚
に
、
「
余
は
す
で
に
こ
れ
生
死
の
凡
夫
、
智
慧
浅
短

(ロ)

な
り
」
と
迷
い
の
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
自
党
を
吐
露
し
て

い
る
。
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以
上
の
ご
と
く
、
法
然
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
浄
土
五
祖

に
挙
げ
ら
れ
る
浄
土
教
家
等
は、

等
し
く
現
位
を
迷
い
の
世
界

械
し
し
と
し
て
促
え
て
い
る
。
特
に
道
紳
、

善
導
が
迷
い
の
世
界
に

「今
、
住
る
」
こ
と
を
自
党
し
、
吐
露
し
て
い
る
こ
と
は
た
い
へ

ん
意
義
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

そ
の
自
覚
か
ら
は

じ
め
て
、
救
わ
れ
る
道
、
願
往
生
心
が
芽
生
え
て
念
仏
を
修
す
る

」
と
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。

続
い
て
法
然
の
現
世
観
を
見
て
い
く
と
、
先
ず
法
然
が
生
き
た

時
代
は
、
向
ら

「世
す
で
に
末
法
に
な
り
、
人
み
な
悪
人
な
り
」



と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
乱
の
世
で
あ
り
、

末
法
思
想
が
顕
著

に
民
衆
の
不
安
を
煽
っ
た
、
社
会
不
安
や
動
乱
に
満
ち
た
時
代
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
乱
位
の
衆
生
が
一
人
残
ら
ず
救
わ
れ
る
道

を
目
指
し
た
法
然
に
と

っ
て
、
目
の
当
た
り
に
し
た
現
実
か
ら
受

け
た
影
響
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
想
像
に
難

:
、A

O

/
¥
ふ
似
し

で
は
実
際
に
、

法
然
は
現
世
を
い
か
に
受
け
と
め
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
先
ず
、
法
然
遺
文
の
中
で

(は
)

数
確
認
で
き
、

「
浄
土
宗
略
抄
」
に、

「
臓
土
」
と
い
う
言
葉
は
複

ふ
か
く
信
を
お
こ
し
て
、
棋
士
を
い
と
ひ
極
楽
を
ね
か
ふ
へ

(日
)

き
事
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
浄
土
教
特
有
の

「厭
離
械
土
・
欣
求
浄
土
L

思
想
が
、

法
然
に
も
は
っ
き
り
と
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
さ
ら
に
法
然
は
、
現
世
の
無
常
を
次
の
如
く
詳
細
に

捉
え
て
い
る
。

位
ヲ
イ
ト
ナ
ム
事
ナ
ケ
レ
ハ
、

四
方
ニ
馳
牌
セ
ス
、
衣
食
卜

モ
ニ
カ
ケ
タ
リ
ト
イ
エ
ト
モ
、
身
命
ヲ
オ
シ
ム
コ
コ
ロ
切
ナ

ラ
ヌ
ハ

ア
ナ
カ
チ
ニ
ウ
レ
へ
ト
ス
ル
ニ
オ
ヨ
ハ
ヌ
、

コ
コ

ロ
ヲ
ヤ
ス
ク
セ
ム
タ
メ
ニ
モ
、

ス
テ
候
ヘ
キ
ヨ
ニ
コ
ソ
候
メ

レ
。
イ
ハ
ム
ヤ
無
常
ノ
カ
ナ
シ
ミ
ハ
、
メ
ノ
マ
へ
ニ
ミ
テ
リ
、

イ
ツ
レ
ノ
月
日
オ
カ
、

オ
ハ
リ
ノ
ト
キ
ト
期
セ
ム
。
サ
カ
へ

ア
ル
モ
ノ
モ
ヒ
サ
シ
カ
ラ
ス
、
イ
ノ
チ
ア
ル
モ
ノ
モ
マ
タ
ウ

レ
エ
ア
リ
。
ス
ヘ
テ
イ
ト
フ
ヘ
キ
ハ
六
道
生
死
ノ
サ
カ
ヒ
、

ネ
カ
フ
ヘ
キ
ハ
浄
土
菩
提
ナ
リ
。
天
上
ニ
ム
マ
レ
テ
タ
ノ
シ

こ
一
ホ
コ
ル
ト
イ
エ
ト
モ
、
五
衰
退
没
ノ
ク
ル
シ
ミ
ア
リ
。

人
間
ニ
ム
マ
レ
テ
園
王
ノ
身
ヲ
ウ
ケ
テ
、

一
四
天
下
オ
ハ
シ

タ
カ
フ
ト
イ
へ
ト
モ
、
生
老
病
死
愛
別
離
苦
怨
憎
曾
苦
ノ
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事
モ
マ
ヌ
カ
ル
ル
事
ナ
シ
。

コ
レ
ラ
ノ
苦
ナ
カ
ラ
ム
ス
ラ
、

σコ

カ 三
カ悪
イ道
卜 ニ
ハカ
サへ
/レ/レ
へオ
キC ソ

o，u レ

ア
リ

イ

コ
コ
ロ
ア
ラ
ム
人
ハ
、

こ
こ
で
法
然
は
、

諸
行
無
常
の
理
を
命
の
有
限
性
、
栄
枯
盛
衰

で

四
苦
と
愛
別
離
苦
で
示
し

そ
し
て
、
迷
い

一
切
皆
苦
を

の
途
中
で
あ
る
こ
と
を
三
悪
道
の
恐
怖
で
語
る
こ
と
で
、
こ
の
世

を
厭
い
離
れ
る
べ
き
世
界
で
あ
る
こ
と
を
纏
々
教
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
然
に
と

っ
て
現
世
は
械
土
そ
の
も
の
で
あ
り

無
常
で
苦
し
み
に
満
ち
た
世
界
故
、
速
や
か
に
厭
い
離
れ
る
べ
き



世
界
で
あ
る
、

と
の
現
世
否
定
的
な
受
け
と
め
を
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
現
世
に
生
き
る
衆
生
の
素
質
に
つ
い
て
、

(
げ
)

裟
婆
世
界
に
愚
療
の
者
は
多
く
、
知
恵
の
者
は
少
し

ま
た
、

と
述
べ
、
ま
た
仏
道
を
求
め
る
僧
侶
た
る
も
例
外
で
は
な
く

末
法
ノ
中
ニ
ハ
持
戒
モ
ナ
ク
、
破
戒
モ
ナ
シ
、
無
戒
モ
ナ
シ
、

(同
)

タ
タ
名
字
ノ
比
丘
ハ
カ
リ
ア
リ

と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
は
、
釈
尊
在
世
よ
り
時
が
く

だ
っ
た
末
法
の
世
に
お
い
て
は
、
現
世
が
無
常
で
乱
れ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
衆
生
も
ま
た
愚
擬
の
者
で
あ
り
、
無
智
の
衆
生
で
あ

る
、
と
の
凡
夫
観
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
よ
う
な
凡
夫
観
は
、
自
分
自
身
に
も
む
け
ら
れ
、

シワ
テカ
生ミ
死ハ
ヲ無
マ始
ヌ ヨ
カリ
jレコ
へ ノ
キカ
ミ タ
チ罪
ナ悪
キ， 生̂
， "死
ノ
凡
夫

度

と
吐
露
し
、

わ
が
こ
の
身
は
、
戒
行
に
お
い
て
一
戒
を
も
た
も
た
ず
、

-蝉

定
に
お
い
て

一
も
こ
れ
を
え
ず
、
智
慧
に
お
い
て
断
惑
謹
果

(初
)

の
正
智
を
え
ず

や

我
こ
れ
無
智
の
身
な
り

(
忽
)

な
ど
と
、
自
身
を

「十
悪
の
法
然
房
」
「
愚
療
の
法
然
房
」
と
評
し
、

道
紳
や
善
導
と
同
じ
く
、
実
に
厳
し
い
自
己
洞
察
を
経
た
自
覚
の

(
お
)

上
に
立
脚
し
て
い
る
b

以
上
の
ご
と
く
、
法
然
は
現
世
を
械
土
と
し
て
捉
え
、
ま
こ
と

に
争
い
、
悪
業
の
絶
え
な
い
、
無
常
で
苦
し
み
に
満
ち
た
迷
い
の

世
界
で
あ
る
、

と
認
識
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
現
世
に
生
き

る
こ
の
私
も
、
迷
い
の
世
界
を
佑
偉
い
続
け
て
い
る
愚
療
、
耐
熱
智

の
身
で
あ
る
、
と
い
う
自
覚
の
中
に
生
き
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

円
ノ
-

E
U
 

だ
か
ら
こ
そ
、
法
然
は
そ
の
よ
う
な
出
離
の
縁
な
き
衆
生
が
救
わ

れ
て
い
く
道
を
求
め
、

「我
、
浄
土
宗
を
立
つ
る
意
趣
は
、
凡
夫

(M) 

往
生
を
示
さ
ん
が
為
な
り
」
と
し
て

一
宗
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
現
世
否
定
の
視
点
に
立
っ
て
、
死
後
往

生
を
説
示
す
る
法
然
浄
土
教
に
つ
い
て
、

田
村
芳
朗
氏
は
、
叡
山

浄
上
教
が
本
覚
思
想
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
現
実
肯
定
的
な
不

一一

・
相
即
論
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
た
点
と
比
較
し
て
、

「法

然
は
、
現
実
肯
定
的
な
不
二

・
相
即
論
の
カ
バ
ー
を
は
ず
し
、
現

実
否
定
な
い
し
相
対
的
-
一元
論
と
し
て
の
浄
土
念
仏
を
独
立
さ
せ



日(

"，，25 
し一 、d

と
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
先
述
し
た
道
紳
、
善
導
の
現
世
否
定
的

E
つ
罪
悪
生

死
の
凡
夫
観
に
立
脚
し
た
浄
土
教
の
特
徴
を
法
然
に
も
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
こ
そ
が
法
然
の
現
世
観
の
特
徴
で
あ
る
と
指

摘
で
き
よ
う
。

一二
「
生
」

の
理
解

先
で
管
見
し
た
よ
う
に
、
法
然
に
と
っ
て
現
世
は
、
厭
い
離
れ

(お
)

る
べ
き
械
上
で
あ
り
、

「速
ニ
信
心
ヲ
護
シ
テ
生
死
ヲ
過
度
」
す

ベ
き
川
界
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
世
否
定
的
な
側
面
だ
け
を

見
る
と

一
体
こ
の
世
に
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
怠
味
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
い
兼
ね
ず
、
表
面
上
は
、
実

に
消
極
的
な
生
き
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か

し
、
法
然
は
八

O
年
の
生
涯
を

一
期
と
し
、
今

H
ま
で
そ
の
法
灯

が
受
け
継
が
れ
る
ほ
ど
の

一
宗
を
築
き
、
弟
子
や
伝
家
信
者
な
ど
、

幅
広
く
多
く
の
人
々
に
州
依
さ
れ
て
い
た
史
実
か
ら
鍛
み
る
と

そ
の
生
き
方
が
決
し
て
消
概
的
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
想
像
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
命
あ
る
「
生
」
を
法
然
は
ど
の
よ
う
に
捉

え
た
の
か
を
、キ
l
タ
l
ム
を
挙
げ
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三

一

「生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
理
解

法
然
が
教
示
し
た
多
数
の
詞
の
中
、
次
の

「黒
田
の
聖
人
へ
つ

か
は
す
御
文
」
の

一
説
は
、

よ
く
拝
読
さ
れ
る
法
語
で
、
念
仏
者

と
し
て
の
理
想
的
な
自
覚
を
、
簡
潔
且
つ
明
瞭
に
説
き
示
し
て
い

る
と
言
え
る
。
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ウ
ケ
カ
タ
キ
人
身
ヲ
ウ
ケ
テ
、

ア
ヒ
カ
タ
キ
本
願
ニ
マ
ウ
ア

ヒ
、
オ
コ
シ
カ
タ
キ
道
心
ヲ
オ
コ
シ
テ
、

ハ
ナ
レ
カ
タ
キ
愉

姻
ノ
里
ヲ
ハ
ナ
レ
、

ノ、
、

ム
マ
レ
カ
タ
キ
浄
七
ニ
往
生
セ
ム
コ
ト

(
幻
)

ヨ
ロ
コ
ヒ
ノ
中
ノ
ヨ

ロ
コ
ヒ
ナ
リ
。

人
身
受
け
難
し
と
す
る
視
点
は
、
そ
の
他
の
迫
文
に
も
催
認
で

(お
)

き
、
そ
の
縁
の
得
難
さ
は
と
一言
う
と
、

人
身
を
う
け
る
事
は
、
先
天
よ
り
糸
を
く
た
し
て
、
大
海
の

(
山
口

)

そ
こ
な
る
針
の
あ
な
を
と
を
さ
ん
か
こ
と
し

と
言
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て



難
ν
受
人
身
を
う
け
な
が
ら
、

ん
こ
と
は
、

む
な
し
く
三
途
に
揖
り
給
は

(
初
)

か
な
し
み
て
も
猶
齢
あ
り

と
こ
の
機
会
を
逃
さ
ぬ
よ
う
諭
し
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
、
法
然
の
械
土
観
に
は
、
「
生
ま
れ
る
」
こ
と
へ

の
否
定
ま
で
は
な
く
、
出
離
の
縁
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
械
土
た

る
現
世
に
生
ま
れ
出
た
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
先
の
「
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
」
の

一
説
に
お
い
て
、

「ウ
ケ
カ
タ
キ
人
身
」
が
、
続
く

「
ア
ヒ
カ
タ
キ
本
願
」
に
出
会
い

「オ
コ
シ
カ
タ
キ
道
心
」
を
起
し
て
、
念
仏
者
と
し
て
生
き
る
こ

と
で
、
往
生
と
い
う

「
ヨ
ロ
コ
ビ
」
の
中
で
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ

て
い
く
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
逆
説
的
に
見
る
と
、

い
た
ず

ら
に
こ
の
世
を
生
き
て
い
る
な
ら
ば
、
械
土
た
る
現
世
に
生
ま
れ

出
た
こ
と
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
ず
あ
り
得
な
い

こ
と
だ
ろ

P

つ
。

つ
ま
り
、
法
然
浄
土
教
に
お
い
て

「生
ま
れ
る
」
こ
と
は
、
迷

い
の
途
中
で
は
あ
る
も
の
の
、
念
仏
と
い
う
実
践
、
信
仰
を
通
し

て
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
出
た
こ
と
は
肯
定
的
事
象
と
な
り
、
ま

た
積
極
的
に
現
世
を
生
き
る
こ
と
へ
と
昇
華
せ
ら
れ
て
い
く
と
指

摘
で
き
よ
う
。

一
方
、
人
身
と
し
て
得
た
そ
の
身
体
に
つ
い
て
、

「逆
修
説
法
」

第
六
七
日
に
は
、
仏
の
功
徳
を
説
く
中
に
、

相
好
ノ
功
徳
ハ
併
ノ
六
根
吾、
凡
夫
六
根
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
ハ
物
也
。

(引
)

但
γ

例
ノ
六
根
ハ
勝
レ、
凡
夫
ノ
六
根
ハ
劣
凡
許
リ也
。

と
あ
り
、
相
好
の
功
徳
と
し
て
勝
劣
は
あ
る
も
の
の
、
仏
と
同
じ

六
根
を
具
え
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
観

占

が
生
起
で、 イム

き""と、"Cの

そ関
の係
深性
!冒か
にら
は

か
ら
は

「
い
た
だ
い
た
身
体
」
と
い
う
視

「
い
た
だ
い
た
命
(
生
か
さ
れ

- 64-

て
い
る
命
)
」
と
い
う
視
点
も
意
識
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

一一1
二

「寿
命
」
を
め
ぐ
る
生
命
観

で
は
、
人
身
と
し
て
い
た
だ
い
た

「
こ
の
命
」
と
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
浄
土
教
と
い
う
宗
教
の
範
暗
に
お

い
て

「命
」
を
語
る
場
合
、

そ
こ
に
は
、

「生
き
る
命
(
肉
体
的

生
命
)
」
と

「生
か
さ
れ
て
い
る
命
(
宗
教
的
生
命
)
」
と
い
う

座
標
が
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
先
述
し
た

よ
う
な

「
い
た
だ
い
た
身
体
」
か
ら

「
い
た
だ
い
た
命
(
い
か
さ



れ
て
い
る
命
)
」

へ
の
深
ま
り
の
ご
と
く
、
信
仰
・実
践
を
通
じ
て
、

「
生
き
る
命

(
肉
体
的
生
命
)
」
が
「
生
か
さ
れ
て
い
る
命
(
宗
教

的
生
命

・
い
の
ち
)
」
と
し
て
深
化
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
、
宗

教
的
な
生
き
方
で
あ
ろ
う
と
も
与
え
う
る
の
で
あ
る
。

そ
の
深
化
し
た

「生
か
さ
れ
て
い
る
命
(
宗
教
的
生
命

・
い
の

ち
)
」

は
、
有
限
性
を
超
克
し
、
無
限
な
る
も
の
へ
と
深
甚
し
て

い
く
。
殊
、
浄
土
教
に
至
っ
て
は

そ
の
深
甚
は
極
め
て
重
要
な

体
験
で
あ
り
、
呪
世
で
の
命
か
ら
、
浄
土
で
の
命
へ
と
変
化
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化
と
は
.
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の

、、、、

か
を
問
う
こ
と
は
、
受
け
難
い
と
受
け
と
め
ら
れ
る
人
身
に
生
ま

れ
た
命
を
小
き
る
仁
で
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
観
点
で
あ
る

と
出
わ
れ
る
。
以
下
、
生
き
死
に
が
存
在
す
る
有
限
な
命
を

「肉

体
的
生
命
」
、
生
死
を
離
れ
た
命
を

「宗
教
的
生
命
」
と
使
い
分
け
、

(
幻
)

考
察
し
て
い
き
た
い
。

先
ず
、
本
項
で
は

「寿
命
」
を
キ

l
タ
1
ム
に
、
法
然
の

「坐」

の
理
解
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
場
介
、
浄
ト

L

・
1

部
経
に
説
示

さ
れ
て
い
る
寿
命

・
生
命
に
つ
い
て
、

々
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
紙
耐
の
都
合
上
こ
こ
で
は
訓
愛
し
、
法
然
説
一引
の
検
討

、
組
斗

F
n
e
d
 

か
ら
は
じ
め
た
い
。

法
然
が
寿
命
に
つ
い
て
教
示
し
た
も
の
で
、
ま
と
ま
っ
た
も
の

に
「
逆
修
説
法
」
第
二A

七

H
の

一
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

阿
弥
陀
仏
の
寿
命
功
徳
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
箇
所
で
あ
る
。

惣
y

論
一ニ

仰
ノ
功
徳
↓
有
U

能
持
所
持
ノ
二

義
九

以
三
蒔
命
ゴ
玄
ニ

能
持
↓
、
円
鈴
ノ
諸
ノ
功
徳
ヲ
悉
ク
云
ニ
所
持
↓

也
。
毒
命

ハ
能
ク
持
ニ

諸
ノ
功
徳
¥

一
切
ノ
高

徳

ハ
皆
悉
寿
命
ニ
所
サ
持
故
也
。
此
ハ

首
座
ノ
導
師
ヵ
私
義
也
。
即
彼
ノ
悌
ノ
相
好
光
明
説
法
利
生
等
ノ

.
切
ノ
功
徳
、
反
園
土
ノ一

切
荘
厳
等
ノ
諸
ノ
快
祭
事
等
、リ
ハ
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仰
のハ

彼
ノ
仰
ぷ
命
-
者
、
彼

等ノ

功
徳
荘
厳
等
依
守

何
一吋
一

間
ル。

然
将
四
十
八
願
ノ
中
-
三
詩
命
無
量
ノ
願
ニ
納

吋
'H
除
ノ
請
ノ

願
寸
山
。
設
ヒ
雄
市
第
十
八
ノ
念
併
往
生
ノ
願
似
。
鹿
出

一
諸
機
-

而
前
度
吋

一一、
例
寄
若
短
者
、
其
ノ
願
桝
ヲ
不
ν
由
。
比
(故
布
、
若
ンハ

百
歳
千
歳
、
若
二

劫

二

劫

ニ主

存
ν

坐
マンマサハ

者
、
今
時
ノ
衆
生
ハ

悉
ク
可
一
漏
一
其
ノ

願
一一。

彼
ノ
例
成
側
之
後
、
過
す

卜
劫
-
故
也
。

以
げ
之
ヲ
思
勺
之
、
桝
度
利
便
之
ト
刀
州
民
仰
の

過
日凡ハ
H
J
命
ノ
長

速
寸ニ
、
大
盤
大
悲
ノ
之
汗
願
胤
円

r
A
命
ノ
無
門
出
↓2
故
也
。
此

裟
婆
怖い
凶介
ノ
人
モ
以
ν

ぷ
ヲ
府
ニ

m
Aノ
貨
↓。

七
珍
出
資
ノ
之
満
コ



合
ノ
内一
一、
綾
羅
錦
繍
之
湛

1
箱
ノ
底
一一、
命
ノ
生
Lf

m
M
ノ
我
ヵ

(
お
)

賀
ニテ
ハ
在
レ、
眼
閉
スル
之
後
ニハ
皆
人
ノ
物
也
。

」の
a

説
は
、
名
り
の
二
義
と
し
て
光
明
と
寿
命
を
挙
げ
る
中

の
い
日
々
命
に
つ
い
て
説

4

ぶ
し
た
箇
所
で
あ
る
。
内
容
を
確
認
す
る
と

法
然
は
先
ず
仏
の
功
徳
に
能
持
と
所
持
と
が
あ
る
と
い
い
、
寿
命

を
能
持
と
し
て
、

そ
の
他

一
切
の
功
徳
が
寿
命
に
持
せ
ら
れ
る

と
捉
え
て
い
る
。
相
好
、
光
明
、
説
法
、
利
生
等
の
功
徳
や
仏
国

土
の
荘
厳
と
い
っ
た
諸
々
の
快
楽
は
、
阿
怖
陀
仏
の
寿
命
無
量
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
問
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

と
極
め
て

現
実
的
な
視
点
で
い
日々
命
無
品
な
る
こ
と
を
捉
え
て
い
る
。
大
Z
り
に

阿
十
八
願
中
の
怠
命
仙
一
世
の
胤
に
つ
い
て
触
れ

第
十
八
願
の
念

仏
往
生
の
願
が
広
く

一
切
衆
生
の
済
度
を
吋
能
に
す
る
の
は
、
」
』冴

命
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
第
卜
一・一願
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
無
量
を
現
世
の
人
間
と
相
応
さ
せ
て
、
法

然
は

「
こ
の
裟
婆
世
界
の
人
も
、

議
を
以
て
第

一
の
官
と
す
」
と

述
べ
、
私
達
人
間
に
と

っ
て
も

「
寿
」

つ
ま
り
命
が
何
よ
り
も

大
切
で
あ
る
こ
と
が
ぷ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、

「じ
珍

凶
賀
の
行
の
内
に
満
つ
る
も
、
綾
羅
錦
繍
を
箱
の
底
に
湛
た
る
も
、

命
の
生
き
た
る
我
が
費
に
て
は
在
れ
、
限
閉
す
る
の
後
に
は
皆
人

の
物
な
り
」
と、

「物
(
財
産
)」
と

「命」

の
価
値
の
U
見
極
め
を

諭
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
は
、
物
質
的
財
搾
.
は
命
尽
き

れ
ば
門
分
の
も
の
で
は
な
く
な
る
旨
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
道

に
命
は
そ
う
で
は
な
い
、

と
い
う
捉
え
方
を
掘
り
出
す
こ
と
が
で

き
よ

P

つ
。
つ
士
広
灼
ノ、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
現
世
で
の
肉
体

的
生
命
が
、
死
後
の
浄
土
に
お
け
る
宗
教
的
生
命
に
生
ま
れ
代
わ

る
連
綿
と
し
た
関
係
に
あ
る

と
の
捉
え
方
が
看
守
で
き
る
。

ま
た
、
法
然
は
寿
命
無
ハ
引
な
る
願
が
、
川
必
陀
仏
白
身
の
た
め

66 -

で
な
い
こ
と
を
断
る
。

つ
ま
り

嫡
陀
如
来
ノ
設
すマ
ヒ7JJ
J
命
無
祉
ノ
願
↓、
非
下両日
一御
身
リ
求
ペ
フニハ

長
書
之
巣
報
日、
局
ロ
桝
度
利
生
ノ
吋
一
久
寸

X
局
げリ

令
勺
衆

生
ヲ〆
護
寸
欣
求
之
心
↓
山
。」

切
衆
生
ハ
比'N
願
一
H
d
長
ナラ一

J

」到
み
故

(
叩
岬

)

也
。

と
い
い
、
別
世
に
お
け
る

「長
寿
を
願
う
人
間
」
の
そ
れ
と
は
‘

線
を
州
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
改
め
て

誠
--
知
ヘシ
、
諸
仰
ノ
功
徳
一事
以
ザ
寿
命
↓
局
ニ
第
-
功
徳
寸

衆
ル
↑
.

(
竹
川
)

之
究
室
以
げ
命
↓
民
三
第

一ノ

賀
リ
云
事
ヲ。



と
い
い
、
前
述
の
箇
所
と
は
「
寿
」
と

「
命
」
の
違
い
は
あ
れ
ど

も
、
ほ
ぼ
同
様
の
己
円
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら

「
指
を
以
て
第

の
賓
と
す
」
、
「
衆
生
の
賀
に
も
命
を

以
て
第

の
賀
と
す
」
と
い
う
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
は
、

迷
え
る
身
で
あ
る
凡
夫
が
、
受
け
難
い
人
身
を
受
け
て
、

β

(
命
)

を
得
て

「
生
ま
れ
る
こ
と
」
を
誠
に
尊
い
こ
と
と
し
て
捉
え
、

の
寿
(
命
)

を
何
よ
り
も
大
切
に
す
る
こ
と
が

「生
き
る
こ
と
」

の
般
本
で
あ
る
、

と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
肉
体
へ

の
執
着
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
極
め
て
現
実
的
な
「
生
」
の
受

(
お
)

け
と
め
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
附
仰
陀
仏
の
々
命
無
祉
な
る

理
由
が
、
衆
供
一
計
一
肢
の
た
め
で
あ
る
、

と
い
う
点
と
相
応
さ
せ
る

な
ら
ば
、
「
舟
(
命
ご
あ
る
限
り
、
そ
の

一
生
を
念
仏
を
中
心
に

す
え
た
生
慌
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
念
仏
者
と
し
て
の
あ

る
べ
き
生
活
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

続
い
て
法
然
は
、
述
修
の
法
会
が
長
々
の
業
で
あ
る
と
し
て
次

の
よ

h

つ
に
述
べ
て
い
る
。

欣
ニ
知
ョ
此
ノ
逆
修
五
十
ケ

H
ノ
間
ノ
供
仰
脳
州
川
之
必
門
町三ハ
‘
併
号

露
命
長
遠
ノ
業
也
。
設
ヒ
不
守
修
ニ
吐(ノ
業
因
寸
得
一
生
一
彼
ノ

園
-
者
、
唯

由
討
仰
願
力
一-
備
コ
無
量
蒜
-。

何
況

ャ
知
け
是
重
テ

修
ニ
業

困
↓
坐
ン
ヂ
字。

然レ
ハ
則

既
ニ
挑
一一一テ

四

十

八

燈
↓
亦
備
一

四
イ
八
種
↓、
向
然
長
久
ノ
書
ノ
上
ェ
重
テ
副

一
一無
量
之
占
寸

任

(
ぬ
)

運
得
生
ノ
光
ノ
上
ニ
猶
増
す

最
勝
之
光

↓山
。

そ

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
世
で
の
逆
修
と
い
う
行
い
、

さ
ら
に
は
四
十
八
の
灯
明
を
さ
さ
げ
、

四
十
八
種
の
も
の
を
供
え

る
こ
と
は
、
単
に
現
附
で
の
長
寿
、
延
命
を
望
む
も
の
で
は
な
く
、

業
同
に
よ
る
長
寿
の
報
い
は
、
そ
の
ま
ま
往
生
後
の
無
量
な
る
い
い
刈
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へ
と
積
み
重
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
万
が
俄
認
さ

れ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
法
然
が
現
肘
に
お
け
る
肉
体
的
生
命
を
、

米
問
で
の
宗
教
的
生
命
へ
と
連
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ

(
刊
)

と
が
何
い
知
れ
る
。

肉
体
的
生
命
か
ら
宗
教
的
生
命
へ

そ
の
質
的
変
化
|

( 

) 

住
生
前
の
質
的
変
化

雌
上
市
沖
彦
氏
は
、
『
選
択
集
』
第
十

s

市
所
説
の
山
市
川導
教
二
小

「別



益

・
当
鋒
」
、
道
紳
教
示
「
始
益

・
終
益
」
を
取
上
げ
、

そ
れ
ら

の
利
益
が
現
世
と
来
世
に
渡
る
点
に
着
目
し
て
、
「
念
仏
は
生
死

の
器
と
し
て
の
生
命
を
宗
教
的

『
い
の
ち
』

へ
と
高
め

そ
し
て

そ
の
生
命
の
終
わ
り
に
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
無

(引
)

量
の
い
の
ち

(
寿
命
)
』
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」

と
論
及
し
、
質
的
変
化
を
「
高
ま
る
」
と
い
う
表
現
で
指
摘
し
て

い
る
。
案
ず
る
に
、
こ
の
場
合
の
生
命
が
高
ま
る
背
景
に
は
、
念

仏
を
通
し
た

H

信
仰
の
深
ま
り
μ

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

法
然
浄
土
教
に
お
い
て
、
心
(
安
心
)
と
行
(
起
行
)
は
捨
離
し

(
位
)

な
い
相
応
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
念
仏
実
践
を
通
し
て

得
ら
れ
る
安
心
の
深
ま
り
、
換
言
す
れ
ば
決
定
心
は
、
信
仰
の
深

展
へ
と
繋
が
っ
て
い
き

そ
の
生
命
観
へ
の
変
化
に
も
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

そ
の
よ
う
な

信
仰
の
深
ま
り
が
、
「
い
た
だ
い
た
命
」

の
観
点
を
生
起
せ
し
め
、

「生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
気
づ
き
を
通
じ
て
、
宗
教
的
生
命

へ
と
繋
が
っ
て
い
く
(
尚
め
ら
れ
て
い
く
)
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
生
命
の
質
的
変
化
を
見
る
と
き

そ
の
初
見
は
、
信

仰
生
活
へ
の
入
口
に
お
い
て
篠
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
出
た
こ
と
を

「
受
け
難
い
」

こ
と
と
し
て
認
識
し
、

そ
れ
が
往
生
と
い
う
喜
び
へ
と
繋
が
る
た

め
に
は
、
仏
法
に
会
い
、
道
心
を
起
し
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信

じ
て
念
仏
実
践
に
入
る
過
程
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
心
の
芽
生
え
(
気
づ
き
)
カま

ま
さ
に
最
初
の
質
的
変
化
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
は
、
現
世
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
た
る
称
名
念
仏

に
出
会
い
、

そ
の
実
践
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
肉
体
的
生
命
が
宗

教
的
生
命
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
く
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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そ
の
十両
ま

り
と
い
う
質
的
変
化
は
、
表
現
を
変
え
る
と
、
阿
弥
陀
仏
や
そ
の

浄
土
と
の
関
係
性
の
深
み
、

と
も
ニコ守
え
る
か
と
思
う
。
そ
の
関
係

性
で
言
う
な
ら
ば
、
念
仏
行
を
通
し
た
三
縁
の
利
益
は
、
ま
さ
に

阿
弥
陀
仏
と
行
者
と
の
関
係
が
、
山
市
に
親
し
く
、
近
い
関
係
と
な

り
、
臨
終
の
迎
え
の
約
束
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

一一
.
縁
の

一
々
に
つ
い
て
の
検
討
は
紙
幅
の
都
合
ヒ
割
愛
す
る

が
、
藤
堂
恭
俊
氏
は
二
一縁
中
親
縁
に
つ
い
て
、

善
導
の
「
彼
此
の

(
ね
)

三
業
相
捨
離
せ
ず
」
、
法
然
の
「
か
れ
こ
れ
ひ
と
つ
に
な
り
て
、

(判
)

併
も
衆
生
も
お
や
子
の
こ
と
く
な
る
」
に
着
目
し
、

「ま
さ
し
く



凡
か
ら
仏
へ
、
仏
か
ら
凡
へ
と
い
う
人
絡
的
呼
応
関
係
が
、
称
名

念
仏
の

一
行
の
上
に
具
現
す
る
。
こ
の
こ
と
は
俗
の
言
葉
を
も
っ

て
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
『
手
ご
た
え
』
で
あ
り
、
仏

・
凡
の
双
方

(
何
)

に
お
い
て
感
取
す
る
『
手
ご
た
え
』
で
あ
る
。」

と
述
べ
、
仏
凡

の
人
格
的
呼
応
関
係
が
、
念
仏
行
に
よ
っ
て
感
得
さ
れ
う
る
こ
と

を
、
親
縁
を
通
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
双
方
向
の
関
係
性
は
、
行
者
の
意
識
を
阿
弥
陀

仏
の
世
界
へ
と
止
拐
さ
せ
て
い
き
、
益
々
、
心

・
行
と
も
に
深
展

し
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
と
の
繋
が

り
の
意
識
は
、
此
の
生
命
(
肉
体
的
生
命
)
と
彼
の
生
命
(
阿
弥

陀
仏
の
寿
命
)
と
の
関
係
に
も
影
山
科
を
り
え
、
山
、
ず
と
宗
教
的
生

(
伺
)

命
へ
と
い
尚
め
ら
れ
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
H
)
 

往
生
後
の
質
的
変
化

往
生
を
契
機
と
し
た
、
肉
体
的
生
命
と
山
教
的
供
命
の
決
定
的

違
い
は
、
有
限
な
る
も
の
か
ら
無
限
な
る
も
の
へ
と
変
化
す
る
こ

(
灯
)

と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
質
的
変
化
を
も
た
ら
す
傾
楽
浄
し
し
は
、
阿
弥
陀
仏

自
身
の
覚
り
の
功
徳
が
成
就
し
た
世
界
で
あ
り
、
善
導
は
浄
土
を

(

川

崎

)

(

的

)

「
無
為
混
然
界
」
、
「
無
漏
無
生
之
界
」

と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
無
生
を
体
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、

(
印
)

は

「無
生
の
生
」
を
得
る
と
も
言
え
よ
う
。
換
一再
す
る
と
、
肉
体

そ
れ

的
生
命
を
も
っ
た
衆
生
が
、
往
生
を
期
に
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
う

る
宗
教
的
生
命
は
、
仏
と
川
じ
無
量
の
々
命
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ

は
無
生
の
生
命
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
極
楽
浄
土
に
お

け
る

「無
午
一の
生
」
に
つ
い
て
の
法
然
の
見
解
は
、
「
東
大
寺
卜

(日
)

問
答
」
に
見
え
る
に
留
ま
り
、
詳
し
い
と
こ
ろ
は
判
然
と
し
な
い
。
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そ
こ
で
、
浄
土
教
祖
師
等
の
見
解
を
縦
認
し
て
み
る
と
、
日
当
鷺

は、

「彼
の
浄
上
は
足
れ
附
怖
陀
如
来
の
清
浄
本
願
無
生
の
生
な

(
臼
)

り
」
と
述
べ
、
道
紳
も
円
安
鷺
と
ほ
ぼ
同
じ
、
「
彼
の
浄
土
は
す
な

(
幻
)

は
ち
枯
れ
附
怖
陀
如
来
の
清
浄
本
願
無
生
の
生
な
り
」
と
し
て
お

り
、
先
に
示
し
た
善
導
の
「
彼
の
界
は
位
、

け疋
れ
無
漏
無
生
の
川介

(
日
)

な
り
」
は
、
そ
れ
ら
先
達
の
誌
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
善
導
は
、

「
我
等
刷
出
艇
の
'
身
、
断
劫
よ
り
来
た
流
轄
し
て

A
J
釈
迦
仏
の
末
法
の
遺
跡
た
る
弥
陀
の
本
誓
願
、
極
楽
の
要
門
に

逢
え
り
。
定
散
等
し
く
週
向
し
て
、
速
に
無
位
の
身
を
話
せ
ん



(
出
)

り
」
と
述
べ
て
い
る
。
高
橋
弘
次
氏
は
、
「
愚
擬
の
身
」
た
る
衆

生
が
、

「無
生
の
身
」
を
証
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
、

「『
無
生
の
身
』

と
は
生
死
の
世
界
を
超
え
た
身
と
い
う
意
味
で
あ
り

い
わ
ば
宗

教
生
命
(
無
量
寿
)

を
い
っ
て
い
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

」

と
述
べ
、
さ
ら
に
良
忠
の
「
速
諮
知
県
坐
身
」
の
解
釈
を
断
ま
え
て
、

「往
生
し
て
不
退
(
阿
毘
蹴
致
)
を
う
る
、

そ
の
こ
と
が
無
生
と

い
う
宗
教
生
命
を
う
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
」
と
指

(%) 

摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
住
生
後
の
生
命
(
宗
教
的
生
命
)
は
、

加
熱
生
の
生
命
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
現
世
で
有
す
る
「
生
き
て
い
る
命
」
た
る
肉
体
的
生
命

は
、
念
仏
行
と
い
う
信
仰
生
前
に
お
い
て

「生
か
さ
れ
て
い
る
命
」

へ
の
気
づ
き
を
通
し
て
宗
教
的
使
命
へ
と
い
同
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

三
縁
の
利
益
な
ど
に
見
ら
れ
る
阿
弥
陀
仏
と
の
聞
係
性
の
深
化
に

よ
っ
て
宗
教
的
生
命
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
往
生
後
に
は
無
祉
な
る
、

そ
し
て
無
仙
の
示
教
的
生
命
を
生
き
る
こ
と
に
な
る

と
別
解
さ

れ
よ
う
。

l
l

H
凶
・uv

 
法
然
の
病
気
観

先
に
特
比
し
て
き
た
よ
う
に
、
重
層
的
な
生
命
を
生
き
て
い
る

現
世
に
お
い
て
、
病
と
い
う
回
避
で
き
な
い
苦
し
み
が
存
在
す
る
。

法
然
自
身
も
何
度
か
病
気
を
患
っ
て
お
り
、
鈴
木
成
元
氏
は
伝
記

(
日
)

煩
か
ら
一二
度
の
病
気
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
内
、
詳
細
に
病
状

が
知
れ
る
の
が
、
建
久
九
年
に
宛
て
た
と
さ
れ
る
津
戸
三
郎
へ
の

(
犯
)

手
紙
に
お
い
て
で
、
正
月
の
別
時
で
無
理
を
し
た
た
め
風
邪
を
こ

じ
ら
せ
て
し
ま
い
、
医
師
に
も
火
事
に
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
、

お
灸
を
す
え
た
り
、
中
岡
の
薬
を
飲
ん
だ
り
し
て
、

(
関
)

く
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
度
々
風
邪
に

- 70-

よ
う
や
く
よ

催
っ
て
い
る
様
態
と
、
平
癒
に
気
を
つ
か
っ
て
い
る
様
子
が
伺
え

る
。
そ
の
他
、
醍
醐
本

「法
然
上
人
伝
記
」
に、

「或
る
時
、
上

(ω
)
 

人
櫨
病
の
こ
と
有
り
。
種
々
の
療
治
に
.
切
に
叶
は
ず
」
と
あ
り
、

嬬
病
(
マ
ラ
リ
ア
)
に
擢
っ
た
こ
と
と
、
あ
れ
こ
れ
治
療
を
試
み

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
然
も
例
外
な
く
病
気
を
患
い
、

そ
の
治
癒
に

は
色
々
と
苦
慮
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
法
然
の
病
気
観
に
も
ま
た
、

念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
が
ポ
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
し
う
る
。
す



な
わ
ち
、又

宿
業
か
き
り
あ
り
て
、
う
く
へ
か
ら
ん
や
ま
ひ
は

し通

カ〉

な
る
も
ろ
も
ろ
の
ほ
と
け
か
み
に
い
の
る
と
も
、

そ
れ
に
よ

る
ま
し
き
事
也
。
い
の
る
に
よ
り
て
や
ま
ひ
も
や
み

しミ

の

ち
も
の
ふ
る
事
あ
ら
は
、

た
れ
か
は

一
人
と
し
て
や
み
し
ぬ

る
人
あ
ら
ん
。
い
は
ん
や
文
例
の
御
ち
か
ら
は
、
念
例
を
信

す
る
も
の
を
は
、
鱒
重
腔
受
と
い
ひ
て
、
宿
業
か
き
り
あ
り

て
、
お
も
く
う
く
へ
き
や
ま
ひ
を
、
か
ろ
く
う
け
さ
せ
給
ふ
。

い
は
ん
や
非
業
を
は
ら
ひ
給
は
ん
事
ま
し
ま
さ
〉
ら
ん
や
。

さ
れ
は
念
併
を
信
す
る
人
は
、

た
と
ひ
い
か
な
る
や
ま
ひ
を

う
く
れ
と
も
、

み
な
こ
れ
宿
業
山
。
こ
れ
よ
り
も
お
も
く
こ

つ
く
る
な
り
と

そほ
は と
申け
すの
事御
なち
れっか

むら

で

そ
う
く
へ
き
に
、

こ
れ
ほ
と
も

と
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
然
は
、
病
が
治
る
こ
と
は
誰
し
も

が
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
も
の
の
、
仏
に
祈
っ
て
治
る
な
ら
ば
、
誰

一
人
と
し
て
病
に
催
り
、
そ
し
て
死
ぬ
も
の
は
い
な
い
で
は
な
い

か
と
射
実
的
視
点
で
病
気
平
癒
と
現
世
利
益
的
信
仰
の
関
係
を

品
じ
て
い
る
。
そ
の
卜
.
で
、
念
仏
者
に
は
、
伯
業
に
よ
っ
て
引
く

受
け
る
は
ず
の
病
が
、
阿
弥
陀
仏
の
力
に
よ
っ
て
軽
く
な
る
と
い

う
「
転
重
軽
受
」

の
利
益
が
あ
る
こ
と
を
教
示
し

ど
の
よ
う
な

病
も
「
阿
弥
陀
様
の
お
か
げ
で
、
軽
く
し
て
い
た
だ
い
た
の
だ
」

と
い
う
思
い
で
受
け
と
め
る
よ
う
諭
し
て
い
る
。

そ
の
特
徴
を
見
て
い
く
と
、
病
気
を
宿
業
と
い
う
形
で
捉
え
、

そ
の
上
で
念
仏
に
よ
る

「
転
重
軽
受
」

の
益
が
あ
る
と
こ
ろ
に
法

然
の
病
気
観
の
特
徴
が
看
守
で
き
よ
う
。
神
居
文
彰
氏
は
、
法
然

の
「
転
電
軽
受
」
説
は
、
現
世
の
命
の
状
況
を
、
病
を
通
し
語
る

(
位
)

と
指
摘
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
に
肯
繋
が
あ
る
、

一
方
で
、
先
に
法
然
が
白
'
身
の
病
に
、
あ
れ
こ
れ
と
治
癒
し
て

い
た
点
を
確
認
し
た
よ
う
に
、
病
気
へ
の
対
応
や
日
頃
の
用
心
に

つ
い
て
は
、
ご
く

一
般
的
な
解
釈
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
往

小
し
浄
上
用
心
」
を
見
て
み
る
と
、
魚
や
烏
は
出
来
る
だ
け
食
べ
る

べ
き
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も

又
臨
終
に
は
、

さ
け
い
を
と
り
き
に
ら
ひ
る
な
ん
と
は
い
ま

れ
た
る
事
に
て
似
へ
は
、
や
ま
ひ
な
ん
と
か
き
り
に
な
り
て

は
、
く
ふ
へ
き
物
に
て
は
候
は
ね
と
も
、
富
時
き
と
し
ぬ
は

か
り
は
候
は
ぬ
や
ま
ひ
の
、
月

H
つ
も
り
苫
痛
も
し
の
ひ
か



た
く
候
は
ん
に
は
、

ゆ
る
さ
れ
候
な
ん
と
お
ほ
え
候
。

と
、
病
気
の
時
に
は
例
外
的
に
魚
や
鳥
を
食
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
と
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
病
気
に
掛
か
っ
た
時
の
栄

養
摂
取
を
許
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
然
は
続
け
て
、

御
身
た
〉
し
く
て
念
例
申
さ
ん
と
お
ほ
し
め
し
て
、
御
治
療

(
例
)

候
へ
し

と
、
そ
ん
な
時
に
も
念
仏
す
る
よ
う
進
め
、

そ
し
て

い
の
ち
お
し
む
は
、
往
生
の
さ
は
り
に
て
候
。
や
ま
ひ
は
か

(
日
)

り
を
は
、
療
治
は
ゆ
る
さ
れ
候
な
ん
と
お
ほ
え
候

と
、
病
気
の
治
療
は
大
事
で
あ
る
が
、

「
死
に
た
く
な
い
」

と
言

っ
て

す
べ
て
の
病
気
を
何
と
か
し
よ
う
と
し
て
は
、
往
生
の
妨

げ
に
な
る
と
し
、
あ
く
ま
で
も
治
る
病
気
に
限
っ
て
、
治
療
と
し

て
の
魚

・
烏
等
の
肉
食
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

の
病
気
が
治
る
も
の
か
ど
う
か
を
見
定
め
る
必
要
を
説
い
て
お

り
、
無
mm
な
延
命
を
望
む
こ
と
を
戒
め
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き

る
以
上
、
法
然
の
病
気
観
を
概
観
し
た
が

そ
の
特
徴
は
、
病
は

宿
業
に
よ
る
も
の
と
し
、
念
仏
七
に
よ
っ
て
そ
の
桁
業
が
「
転
重

粍
受
」
と
な
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、
世
俗
的
な
病
気
の
治
癒
や
用

心
に
は
寛
容
で
あ
り
な
が
ら
も
、

そ
の
よ
う
な
時
で
も
念
仏
は
怠

る
こ
と
な
く
勤
め
る
よ
う
す
す
め
そ
の
病
気
の
見
定
め
を
し
て
、

平
癒
へ
の
執
着
が
往
生
の
妨
げ
に
な
ら
ぬ
よ
う
戒
め
て
い
る
点
も

注
目
に
値
し
よ
う
。

四

念
仏
者
の
生
き
方

法
然
浄
土
教
に
お
け
る
「
生
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
生
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活
の
有
り
様
も
ま
た
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
法
然
の
遺

文
を
紐
解
く
と
、
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
が
、
実
に
生
き
生
き

と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
裏
を
返
す
と

そ
れ
だ
け
、

そ

門
弟
や
信
者
は

「
い
か
に
生
き
る
(
生
前
す
る
)

べ
き
か
」
と
い

う
こ
と
を
問
う
て
い
た
も
の
と
も
推
察
し
う
る
。
「
亡
父
の
遺
言
、

(
山
山
)

4
の
底
に
と
ゾ
ま
り
て
、
心
の
う
ち
に
わ
す
れ
ず
」
に
生
き
た
法

然
は
、
現
世
に
お
け
る
こ
の
命
を
生
き
る
生
活
の
有
り
様
を
、
念

仏
に
出
会
い
し
者
へ
い
か
に
教
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
項
で

は
、
法
然
が
指
し
示
し
た
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
に
着
眼
し



生
死
観
を
探
る
端
緒
と
し
た
い
。

Hu-
-

H
Uト
1
1
t

生
ま
れ
な
が
ら
の
念
仏
と
刷
統

ー
念
仏
中
心
の
生
活
|

法
然
の
主
唱
し
た
称
名
念
仏
は
、
九
日
巾
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え

る
念
仏
相
続
が
基
本
と
な
る
。

「
現
世
を
す
ぐ
べ

そ
の
た
め
に
は

(
幻
)

き
様
は
、
念
例
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
」
よ
う
に
生
活
を
整
え
、
「
只
、

(
鴎
)

所
詮
念
仏
の
相
続
す
る
様
、
相
計
る
」
こ
と
を
根
本
と
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
念
仏
お
と
し
て
の
生
き
方
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
そ
し
て

川
パ体
的
な
相
続
に
つ
い
て
は

日
課
念
仏
の
数
を
定
め
る
の
も
念

仏
相
続
の
た
め
で
あ
り
、
珠
数
を
持
つ
の
も
、
念
仏
を
心
掛
け
る

(ω
)
 

た
め
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、

「
一
食
の
あ
ひ
た
に
、

一-一度
は
か

(刊
)

り
お
も
ひ
い
て
ん
は
よ
き
相
続
に
て
候
」
と
、
理
想
的
な
相
続
に

つ
い
て
も
説
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、

一
見
す
る
と
日
々
の
生
前
に
勤
し
む
布
に
と
っ
て

念
仏
相
続
は
そ
う
容
易
で
は
な
い
。
だ
が
、
法
然
は
生
活
が
忙
し

い
者
こ
そ
、
念
仏
を
修
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
仮
す
る
。
す
な
わ

ち

又
世
間
の
い
と
な
み
ひ
ま
な
け
れ
は
こ
そ
、
念
例
の
行
を
は

修
す
へ
け
れ
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
男
女
貨
践
、
行
住
座
臥
を
え

ら
は
す
、
時
慮
諸
緑
を
諭
せ
す
、

こ
れ
を
修
す
る
に
か
た
し

と
せ
す

0

・:
(
中
略

蝕
の
行
は
、
ま
事
に
世
間
勿
々

の
中
に
し
て
は
修
し
か
た
し
。
念
例
の
行
に
か
き
り
て
は
、

在
家
出
家
を
え
ら
は
す
、
有
智
無
智
を
い
は
す
、
稲
念
す
る

に
た
よ
り
あ
り
、
世
間
の
事
に
さ
へ
ら
れ
て
、
念
例
往
生
を

(引
)

と
け
さ
る
へ
か
ら
す
。

と
あ
る
そ
れ
で
あ
る
。
世
間
の
常
み
を
過
ご
し
て
い
る
と
、
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な
か

な
か
仏
迫
を
修
す
る
暇
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

い
つ
で
も
ど
こ

で
も
山
米
る
念
仏
行
を
修
す
る
べ
き
で
あ
る
、

と
法
然
は

J
う
。

そ
し
て
、
在
家
出
家
、
有
知
H

無
智
を
条
件
と
し
な
い
念
仏
行
が
、

現
世
を
念
仏
の
唱
え
易
い
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
念
仏
は
忙
し
い
毎
日
を
過
ご
す
万
人
へ
向
け

中ら
に れ
生 た
き 行
つ で
くあ
念り
仏
を 法
言 然
う の
の 言
でう
あ社i
る(続。72)は

そ
の
よ
う
な
生
活
の

大
工
り
に
、

そ
の
よ
う
な

ι氷
山
山
本
等
を
川
題
と
し
な
い
所
に

法
然
の
考
え
る
念
仏
将
の
生
き
ん
の
特
徴
を
い
川
川

μる
こ
と
が
で



き
る
。
「
念
例
往
生
要
義
抄
」
に
は
、

出
家
者
と
伝
家
有
の
念
仏

に
つ
い
て

川
て
い
は
く
。
聖
人
の
申
す
念
仰
と
、
在
家
の
も
の
〉
巾
す

念
仰
と
、
勝
劣
い
か
む
。
答
て
い
は
く
、
聖
人
の
念
仰
と
、

仙
一
間
お
の
念
仰
と
、
功
徳
ひ
と
し
く
し
て
、
ま
た
く
か
は
り

(
刀
)

め
あ
る
べ
か
ら
ず
。

と
、
そ
の
優
劣
の
な
き
こ
と
を
示
し
、
智
者
と
愚
者
に
つ
い
て
も
、

(
と
い
っ
)

間
口
い
は
く
、
智
弘
刊
の
念
仰
と
愚
者
の
念
例
口
口
口
れ
も

差
別
な
し
ゃ
。
符
て
い
は
く
、
ほ
と
け
の
本
願
に
と
づ
か
ば

(
刊
)

す
こ
し
の
産
別
も
な
し
。

と
、
そ
の
差
別
が
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
ぶ
し
て
い
る
。

そ
の
前
提
と
な
る
の
が
、
「
念
例
山
中
す
機
は
、
む
ま
れ
つ
き
の
ま
》

(
花
)

に
て
申
す
也
」
と
い
う
「
坐
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
」
山
中
す
念
仏
で
あ

る
。
法
然
の
説
き
示
し
た
念
仏
は
、
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
削
え
、

心
に
阿
弥
陀
仏
助
け
た
ま
え
と
思
う
、
実
に
シ
ン
プ
ル
な
教
え
で

あ
り

そ
の
た
め
に
は
学
識
も
出
家
在
家
も
-
切
の
条
件
を
必
要

と
し
な
い
、

「生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
」
申
す
念
仏
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
法
然
の
教
化
姿
勢
に
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
武
L
L

と
し
て
生
ま
れ
た
者
に
は

づ
箭
の
家
に
生
れ
た
る
人
、
た
と
ひ
戦
場
に
命
を
失
ふ
と
も

念
例
し
て
終
ら
ば
、
本
願
に
答
て
来
迎
に
預
り
作
生
を
遂
ん

(
叩
山
)

事
、
ゆ
め
ゆ
め
疑
ふ
べ
か
ら
す
。

と
、
武

t
の
ま
ま
で
も
来
迎
に
預
か
る
こ
と
を
説
き
、
遊
女
と
し

て
の
生
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
に
は

た
と
ひ
ょ
の
計
略
な
し
と
い
ふ
共
、
身
命
を
顧
み
ざ
る
志
あ

ら
ば

又
此
業
を
捨
べ
し
。
持
又
齢
の
計
略
も
な
し
、
身
命

也会を
む 捨

る
，じρ

も
な
く
ば
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た
ゾ
そ
の
'H
到
な
が
ら
辱
念
仰
す
べ
き

と
、
今
の
生
業
を
続
け
ざ
る
を
仰
な
い
な
ら
ば

そ
の
身
の
ま
ま

念
仏
す
る
よ
う
教
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
法
然
が
示
し
た
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
は
、
生

活
の
中
心
に
念
仏
行
を
置
き
、
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
念
仏
を
巾

(
市
)

と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

し
て
相
続
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、



四
ー
一
一
念
仏
お
の
埋
想
像

法
然
は

ー
法
然
の
相
続
に
よ
る
向
上
性
|

(内
)

「
道
修
説
法
」
第
五
七
日
で
、
浄
土
五
祖
の
説
明
の
冒

頭
に
、
制
帥
の
門
像
を
拙
く
瑚
由
と
し
て
二
義
を
挙
げ
る
中
、

二

つ
円
に
「
賢
を
見
て
は
斉
等
か
ら
ん
事
を
思
ふ
故
」
と
述
べ
、
「
今

浄
土
を
欣
は
ん
人
は
、
こ
の
宗
の
祖
師
を
学
ぶ
べ
き
な
り
」
と
、

念
仏
者
と
し
て
の
理
想
像
を
祖
師
に
求
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
然
の
教
説
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
生
ま

れ
な
が
ら
の
念
仏
」
午
前
を
説
き
つ
つ
も

よ
り
念
仏
行
に
励
む

ょ
う
す
す
め
て
い
る
辿
丈
も
俄
認
で
き

そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、

『観
耐
燃
は
舟
純
』一
州
説
の
日
川
位
で
ご
一日
う
と
こ
ろ
の
上
口
聞
を
意
識
し

た
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

丸
山
博
正
氏
は
、
法
然
の
教
示
す
る
相
続
に
つ
い
て
着
目
し

そ
こ
に
は

「
往
生
で
き
る
か
否
か
」
と
「
よ
り
向
上
す
る
往
生
」

の
二
つ
の
次
厄
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
て
、

そ
の
向
上
性
に
は
、
行
け
パ
の
ベ
心
と
、

三
心
の
浅
深
と
念

仏
の
多
少
に
よ
っ
て
品
作
が
附
進
す
る
、
と
い
う

(
関
)

仔
夜
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一点
が
遺
文
に

先
ず
、
法
然
の
九
品
観
を
確
認
し
て
お
く
と
、
「
十
二
問
答
」
に

極
楽
ノ
九
日間

ハ
禰
陀
ノ
本
願
ニ
ア
ラ
ス
、

(創
)

コ
レ
ハ
釈
尊
ノ
巧
一一一一
日
ナ
リ
。

四
十
八
願
ノ
中
ニ

ナ
シ

と
あ
り
、
九
日
山
の
差
別
は

「
釈
尊
ノ
巧
言
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
他
の
法
然
の
遺
文
を
見
る
と
、
丸
山
氏
の

言
う
「
よ
り
向
上
す
る
住
生
」
的
な
教
説
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
こ
に
は
上
品
往
生
を
意
識
し
た
内
容
が
込
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
往
生
後
、
現
世
に
還
っ
て
衆
生
を
済
度

す
る
選
相
川
向
の
内
符
を
ぶ
す
法
語
、
消
息
類
は
多
数
指
摘
し
う
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る
。
そ
の
以
を
日以
も
端
的
に
説
き
示
し
て
い
る
の
が
、
「
三
部
経

ト
人
志
」

の
次
の
‘
説
で
あ
る
。

ト
L
H
川
ハ
大
乗
ノ
凡
夫

芹
提
心
等
ノ
行
也
。
菩
提
心
ハ
諸
宗

各
ノ
得
タリ

怠

-一
五
卜
モ
、
浄
土
宗
ノ
心
ハ
沖
土
ニ
生
レ
ム
ト

願
ル
ヲ
菩
提
心
ト
云
へ
リ
。
念
併
ハ
是
大
乗
行
也
、
無
上
功

そ

徳
山
。
然
ハ
上
品
ノ
往
生
手
ヲ
ヒ
ク
ヘ
カ
ラ
ス
。

(中
附
)

ト
L
H
川
ヲ
欣
フ
卒
、
我
身
ノ
局
ニ
ア
ラ
ス

カ彼
府ノ

版印

レ
ヲ
ワ

ア

カ
へ
リ
テ
疾
ク
衆
生
ヲ
化
セ
ム



先
ず
、
上
品
を
「
大
乗
ノ
凡
夫
」
と
す
る
善
導
の
考
え
に
立
っ
た

(
幻
)

九
品
観
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ト
L

品
に
よ
る
往
生
を
「
手
ヲ

ヒ
ク
へ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
日
折
す
よ
う
す
す
め
、

さ
ら
に
上
品
往

セ
を
円
指
す
こ
と
は
臼
分
の
た
め
で
は
な
く
、
「
カ
へ
リ
テ
疾
ク

衆
侠
ヲ
化
セ
ム
カ
局
」

で
あ
る
と
し
て
、
還
相
回
向
を
教
示
し
て

い
λ
出。

こ
の
よ
う
な
選
相
回
向
を
視
野
に
入
れ
た
上
品
往
生
を
す
す
め

る
教
説
は

そ
の
他
の
遺
文
で
は
消
息
類
に
多
く
指
摘
し
う
る
。

そ
の
内
政
什
を
凡
て
み
る
と
、

し仁
川
山
性
生
を
す
す
め
る
理
由
は
、
以

点下
v の
〆丸 一

仏っ
f J: に

品3
むら
たれ

~84 え

「太
仙
の
太
郎
夫
秀
へ
っ
か
は
す
御
返
事
」

「正
如
一回
へ
っ
か
は
す
御
文
」
、
「浄
土
宗
略
抄
(
鎌
倉
二
位

の
柿
尼
へ
逃
せ
ら
れ
し
汗
)
」

(
筋
)

【②

仏
教
を
誹
読
す
る
お
を
数
済
す
る
た
め
}

「沖
一戸
の
二
郎
へ
つ
か
は
す
御
返
事
(
九
月

一
八
日
付
ご

「鎌
打
の
.
.
 

仇
の
仰
い
出
へ
進
ず
る
御
返
事
」

本
節
の
訂
版
で
あ
る
念
仏
将
の
生
き
β
と
い
う
視
点
か
ら
、
法

然
の
こ
れ
ら
品
位
の
向
仁
性
を
思
慮
す
る
に
、

①
と
し
て
語
ら
れ

る
と
こ
ろ
の
向
と
性
は
、
念
仏
行
を
相
続
し

層
励
む
に
と
て

も
労
気
づ
け
ら
れ
る
J
説
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
よ
う

(
叫
叫
)

な
説
示
が
、
信
将
に
向
け
ら
れ
た
消
息
に
見
ら
れ
る
点
か
ら
も
、

尚

一
層
、
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
と
解

(肝
)

釈
し
う
る
の
で
あ
る
。

五

「やし
」
の
制
時
か
ら

「-先
」

'̂ 

-
「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」
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創
世
に
生
を
受
け
た
以
ト
し、
遅
か
れ
早
か
れ
死
す
る
宿
命
を
も

っ
て
私
達
は
中
き
て
い
る
。
法
然
の
教
示
し
た
浄
土
教
が
、

そ
の

よ
う
な
.
比
を
免
れ
る
と
J
H

う
意
味
で
の
克
服
で
は
な
く
、
生
死
の

緑
を
絶
ち
き
る
、
死
の
屈
克
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

次
市
で
詳
し
く
論
ず
る
が
、
現
世
に
お
け
る
生
き
死
に
は
私
達
の

思
い
計
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
表
裏

一
体
の
関
係
で
、
死
は

川
市
に
横
た
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
定
め
の
な
か

も
ひ
て

「心
に
は
あ
み
だ
ほ
と
け
、

(
山
∞
)

日
に
は
よ
間
無
川
淵
陀
仰
と
明
る
」
念
仏
生
活
の
中
で

生
き
る
私
達
は

た
す
け
給
へ
と
お



」
の
命
を
肉
体
的
生
命
か
ら
宗
教
的
生
命
へ
と
高
め
な
が
ら
生
き

抜
き
、
仏
の
来
迎
を
契
機
に
往
き
生
ま
れ
て
死
の
超
克
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
。

」
こ
で
は

そ
の
よ
う
な
来
迎
に
あ
ず
か
る
ま
さ
に
そ
の
瞬

間
(
命
終
)
を
前
念
と
し
て
、
後
念
に
往
生
す
る
こ
と
を
示
す
善

導
の
「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」

の
教
説
を
手
が
か
り
に
、
「
生
」

か
ら
「
死
」

へ
と
続
く
生
命
の
動
態
性
を
考

L

察
し
た
い
。

先
ず
は
、
山
内
噂
の
教
説
を
確
認
す
る
と

『
往
生
礼
讃
』
に
、

仰
キ
願
ハ一

切
ノ
往
生
ノ
人
等
善
ク
向
ラ
思
量
セョ

己
ニ
能
ク
今
身
ニ

願
可
午
4
J
ト
彼
ノ
凶
一
点
ハ
行

住

坐

臥
ニ
必
ス
須
コ
岡
山
心
ヲ
削
げ

己
レヲ

古
夜
見
り
版
ス凡可

回
革
命
ヲ
為
f
期
ト
上
在
一一

形
一
一
似
一-
如陀

少
斥
一一
前
念
ニ
命
終

y

後
念
ニ
即
，
生
一
一彼
ノ
園一
一長
時
永
劫
常
ェ

月三

無
為
ノ
法
仰
木
↓
乃
至
-成
仰

-.T経
三
生
死
↓
量
ェ
非
レ
快
ニ
哉

(
川
凹
)

陪
ν
知

と
あ
り
、
法
然
は

『
選
択
集
』
第

一
.tv
で
同
所
を
引
用
し
て
い

(卯
)

る
。
「
前
念
に
命
終
し
、
後
念
に
す
な
は
ち
彼
国
に
生
ま
れ
る
」

と
一一
一
け
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
住
生
を
遂
げ
る
前
後
の
出
来
事

で
あ
る
こ
と
は
一行
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
前
念
と
後
念
の
関
係
に

つ
い
て
、
公
鷺
は
、
「
此
の
間
の
般
名
の
人
の
中
に
於
て
五
念
門

(
剖
)

を
修
す
る
に
、
前
念
は
後
念
の
た
め
に
因
と
な
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
意
か
ら
善
導
を
解
釈
す
る
と
、
前
念
(
命
あ
る
時
)
の

念
仏
が
因
と
な
っ
て
、
後
念
に
往
生
す
る
と
な
る
。
し
か
し
法
然

lま

前

念

後

念

省

卜‘
比

一一
命
チ
寵
テ
後

一一
受
一
生
時
分
也
、
非
ニ

行
ノ
念一
円
、
往
生
ハ
柄
名
古
、
相
名
ハ
正
覚
ノ
業
古
。
然
則
栴
名
手

(

川

出

)

命
終
見
、
正
白
河
ノ
巾
ニンテ

終
ハn
者
也
云
々

と
述
べ
、
前
念
と
後
念
の
関
係
を
、
前
念
H

命
室
、
後
念
H

受
生

- 77-

と
い
う

「時
間
」
と
し
て
受
け
と
め
、

さ
ら
に
は
っ
き
り
と
「
行

の
念
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
読
み
進
め
る
と

「往

牛
い
は
称
名
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
後
の
関
係
に
貫
か
れ
て

い
る
の
が
念
仏
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

高
橋
弘
次
氏
は
、

善
導
の
「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」

の
「
人
必
」

に
つ
い
て
、
先
の
引
川
文
の
続
き
の
「
無
為
の
法
楽
を
う
く
成
仏

ま
で
、
生
死
を
へ
い
す
」
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
で
言
う

「念」

と
は
、

人
間
の
こ
こ
ろ
の
作
川
と
し
て
の
念
で
あ
る
「
い
き
の
う
ち
(
午

内
)
」

H

い
き
ざ
ま
μ

と
し
て
の
念
(
生
内
)

で
あ
り
、
ま
た
「
前



念
に
命
終
し
て
、
後
念
に
性
小
じ
す
る
」
念
と
は
、
念
仏
の
念
で
も

あ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
区
別
さ
れ
て
も
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い

(
川
町

)

も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
高
橋
氏
の
言
葉
を

借
り
る
な
ら
ば
、
私
達
が
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
念
(
い
き
ざ
ま
)

の
う
ち
に
、

「前
念
後
念
」
が
存
在
し
、
念
仏
相
続
に
よ
っ
て
、

そ
の
念
仏
の
閃
が
生
死
を
組
え
る

「即
生
彼
国
」

へ
と
繋
が
っ
て

、必
、
ノ
¥

eB
U
V
 

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
か
ら
は
、
死
す
る
作
化
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
、

つ

い
か
な
る
緑
に
よ
っ
て
死
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
見
当
だ
に
出

米
な
い
附一
界
を
小

L

き
る
私
達
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
念

仏
信
仰
に
よ

っ
て
死
す
る
存
作
の
縁
を
絶
ち
き
っ
て
い
く
の
が
法

然
の
教
え
で
あ
る
と
折
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、

「人
の
死
の
線
は
、

(
似
)

か
ね
て
お
も
ふ
に
も
か
な
ひ
候
は
す
」
の
小
で
、

「
い
き
ざ
ま
」

た
る
念
の
利
加
を
、
念
仏
を
通
し
て
乍
き
る
こ
と
が
、
法
然
浄
土

教
に
お
け
る

「生
」

で
あ
る
と
-パ
え
よ
う
。
さ
ら
に
は

い
つ
、

い
か
な
る
念
が
以
後
で
あ
ろ
う
と
も
仏
の
来
迎
に
あ
ず
か
り
、
救

わ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
法
然
浄
卜
.
教
の
救
済
が
ぷ
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
法
然
の
下
附
し
た
祢
名
念
仏
は
、

「生」

の
聞
の

♂
瞬
た
り
と
も
無
駄
に
は
し
な
い

「念
」

し
て
生
き
き
る
う
ち
に
、

死
生
と
も

わの
づ中
らを
ひ
な念
L;;;，仏
」ど行

とを
い通

う
午

d

死
の
超
克
が
比
い
だ
さ
れ
て
い
く
教
え
で
あ
る
と
換
言
で
き

ょ，つ
。

J

、、
、
t
1

一，，，
，，
、ゐ五扇町司

し当

法
然
に
と

っ
て
刷
附
と
は
、
苫
に
満
ち
た
厭
い
離
れ
る
べ
き
世

(
間
四

)

界
で
あ
り
、
向
身
は

「愚
・
擬
の
法
然
」
た
る
出
離
の
縁
な
き
衆
生

。。
ゥ，

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
現
世
観
、
白
己
洞
察
か
ら
は
、
現
世
再

定
的
要
素
が
卜
宇
占
分
に
指
摘
で
き
、
法
然
浄
土
教
に
お
け
る

「生
」

は
耐
え
難
い
も
の
の
よ
う
に
も
受
け
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
生
ま
れ
る
こ
と
の
尊
さ
、
仏
法
に
会
え
る
得
難
さ
に
気
づ
い

た
時
、
生
ま
れ
難
い
浄

t
に
往
生
で
き
る
喜
び
の
中
に
、
念
仏
と

い
う

A

行
を
過
し
た
抑
き
に
満
ち
た

「生
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
気
づ
き
と
念
仏
行
は
、
肉
体
的
に
限
り

あ
る
使
命
が

杭
小

L

を
契
機
と
し
た
無
量
な
る
も
の
へ
と
繋
が
つ

て
い
く
宗
教
的
生
命
を
生
き
る
こ
と
へ
と
変
化
し
て
い
く
。



そ
し
て
、
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
は
、
身
分

・
能
力
に
関
係

「
生
ま
れ
な
が
ら
」

(
仰
)

に
よ
る
生
活
を
常
み
、
念
仏
者
で
あ
る
以
上
、
祖
師
を
手
本
と
し
、

の
な
い

の
念
仏
を
修
し

「
只

一
向
念
仏
」

t
口
問
往
生
を
も
諦
め
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
向
上
的
な
生
き
方
が

示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
法
然
の
姿
勢
か
ら
は
、
現
怖
いを
否

定
的
に
捉
え
つ
つ
も
、
消
極
的
に
侠
き
る
要
素
は
何
ら
見
い
だ
さ

れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
法
然
沖
上
教
に
お
け
る

「生」

を
概
観
し
た
時
、

法
然
の
主
附
し
た
祢
名
念
仏
の
実
践
仏
教
が
、
私
達
の
肉
体
的
生

命
を
宗
教
的
生
命
と
の
辿
綿
と
し
た
関
係
へ
と
深
甚
さ
せ
、
械
土

に
存
在
す
る
私
速
に
積
極
的
に
現
世
を
生
き
抜
く
指
針
を
与
え
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」

の
H

い
き
ざ

ま
H

た
る
念
の
辿
統
を
念
仏
の
中
で
生
き
る
こ
と
で
、
「
乍
」

の

う
ち
に
「
死
」
を
見
つ
め
た
、
充
実
し
た
「
今
在
る
」
こ
の
命
を

抗
日
倒
的
に
生
き
る

「生
」
が
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

キ
+ム

(l
)
佐
藤
成
順
氏
は
浄
仁
教
に
お
け
る
生
死
の
思
想
に
つ
い
て
、

「浄

上
教
で
は
、
人
間
の
死
を
厳
粛
な
事
実
と
し
て
率
直
に
う
け
と
め

死
後
の
世
界
の
信
仰
を
説
く
仏
教
で
あ
る
だ
け
に
、
生
死
の
思
想

が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
o
」
(
「
曇
鷺
の
生
死
観
」
『日
本
仏

教
学
年
報
」
閃
六
、

一
九
八

一
年、

三一

五
頁
)
と
そ
の
着
目
の
重

要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

(2
)
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」(「
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
」

以
下

「附
法
全
』
と
略
記
、
凶
九
五
頁
)
。

(3
)
論
を
反
問
す
る
に
あ
た
り
、
ひ
と
先
ず
、
法
然
の
思
想
に
見
ら

れ
る
生
死
制
限
を
、

「生
」
と
「
死
」
と
い
う
二
座
標
に
分
け
て
考
え

て
い
く
。
「生
死

一
如
」
た
る
そ
れ
ら
を
、
敢
え
て

「
生
」

と

「
死
」
と
に
分
断
す
る
所
以
は
、
生
死
観
は
、
こ
の
命
を
生
き
る

「生
」
の
う
ち
に

「死
」
に
つ
い
て
考
え
、
そ
し
て
「
死
」
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
る
小
に
、
こ
の
命
あ
る
「
生
」
の
何
た
る
か
が
問
わ

れ
て
く
る
べ
き
思
初
心
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

(4
)
「浄

t
宗
略
抄
」
(
『昭
法
全
』
五
九

O
頁
)
。

(5
)
「逆
修
説
法
」
第

一
仁
H

(『昭
法
全
」
二
三
六
頁
、
原
漢
文
)。

(6
)
峰
山
宏
述
杭

「原
始
仏
教
に
お
け
る
生
死
観
」

『印
度
哲
学
仏
教

学
』
第
二
り、

一
九
八
八
年
、

一:
八
頁
。

(
7
)『
阿
弥
陀
経
』
(『浄
ヒ
宗
全
書
』
以
下

「浄
全
』
と
略
記
、

一
・五
五
頁
、
原
漢
文
)。

(
8
)
「仲
代
牛
込
川
註
』
巻
F

(『浄
全
』
一

・二
凶
O
頁
上
、
原
漢
文
)。

(9
)
「安
楽
集
」
巻
上

(「
浄ん卜
』一

-

L

ハ八
五
頁
上
、
原
漢
文
)
。

(ω
)「安
楽
集
』
巻
上

(「
浄
全
』一

・
六
九
O
頁
上
、
原
漢
文
)。

(日
)「
観
経
疏
』
定
普
義

(『
浄
全
」
二

・
四
四
頁
下
、
原
漢
文
)。

(ロ
)「
観
経
疏
』
散
善
義

(『
浄
全
』
二

・七
二
頁
上
、

原
漢
文
)
0
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(日
)「
念
偽
作
生
要
義
抄
」
(
「附
法
全
』
六
八

一
貞
)
0

(凶
)「
J
a

部
経
大
意
」
(
『附
法
全
』
間
二
頁
)、
「往
生
大
要
紗
」

(『昭

法
全
」
五
問
、
五
七
頁
)
等
。

(日
)
『昭
法
全
」
六
O
五
頁
。

(凶
)「
要
義
問
答
」
(
『昭
法
ん
と

しハ

一
三
頁
)。

(げ
)「
観
川
県
量
寿
経
釈
」
(
「川
町
法
令
』
一
一
一

一
貞
、
原
漢
文
)。

(凶
)「
十
二
問
答
」
(
『附
法
全
」
しハ
三
四
頁
)
。

本
所
は
、
帰
澄
の

『末
法
灯
明
記
』
の
引
用
で
あ
る
が
、

「逆
修

説
法
」
第
二
七
H

(『昭
法
全
」
二
四
三
頁
)
に
、
同
書
を
引
用
し

た
中
で
、
レ
本
法
の
世
は
戒
す
ら
な
い
故
、
破
戒
と
い
う
こ
と
も
な

い
、
と
い
う
厳
し
い
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
然
も
同

様
の
捉
え
万
を
し
て
い
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

(ω
)「念
例
大
意
」
(
『昭
法
全
』
四
O
九
頁
)。

(却
)「
宅
光

t
人
体
説
の
詞
」
共
二一(『
昭
法
全
』
四
五
九
頁
)。

(幻
)「
明
光
一防
に
示
さ
れ
け
る
御
訓
」
民
-
一ヒ

(『昭
法
全
』
七
五
二
頁
、

Mm
決
文
)

(泣
)「
聖
光
|
人
体
説
の
詞
」
比

一
(
「昭
法
全
』
四
五
八
頁
)
。

(お
)
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
白
己
洞
察
は
、

二
種
深
信
中
の
「
信
機
」

と
し
て
豆
安
な
信
仰
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

(剖
)「

一
則
物
一品
」
(
『附
法
九
上
』
問
問

O
民
、
原
漢
文
)
。

(お
)
町
村
万
則
杭

「鎌
合
新
仏
教
に
お
け
る
生
死
観
」

『仏
教
思
想
叩

死
」
所
収
、
仏
教
思
想
研
究
会
編
、
平
楽
寺
書
庖
、

一
九
八
八
年
、

三
六

一頁
。

(お
)「二
一
部
経
大
意
」

(
「附
法
令
」
間
三
頁
)
。

(幻
)
『附
法
全
」
内
九
九

1
五
O
O頁
。

(お
)
例
え
ば
、

「念
働
大
背
中
」

(
『昭
法
全
』
凶

一一

頁
、
四

一
五
頁
)
、

「熊
谷
入
道
へ

っ
か
は
す
御
返
事

(九
月
十
六
日
付
)
」
(
「昭
法
全
』

五
三
七
頁
)
、
「
要
義
問
答
」
(
「昭
法
全
」
六
一

三
頁
)、
「念
偽
往

生
義
」
(
「附
法
全
』
六
九
O
頁
)
等
。

(却
)「
卜
二
筒
僚
の
問
答
」
(
「陥
法
全
』
六
七
八
頁
)
。

尚
、
同
じ
よ
う
な
説
示
に

「
た
と
へ
は
日
し
ゐ
た
る
か
め
の
、

う
き
木
の
あ
な
に
あ
へ
る
か
こ
と
し
」
(
「
登
山
状
」
「昭
法
全
』

四

一
七
頁
)
が
あ
る
。

(ぬ
)
「
市
「
丞
衡
の
川
に
念
例
往
生
を
示
す
御
詞
」
(
『昭
法
全
」
ヒ
三
九

-l

，、J
O

I
h'
身
、

(訂
)
『附
法
全
」
二
六
九
頁
。

(辺
)
「
仏
か
ら
い
た
だ
い
た
」
と
受
け
と
め
る
に
は
、
後
述
す
る
信
仰

の
深
ま
り
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
一古
川
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

法
然
に
は
少
な
く
と
も
'
身
体
を
父
り
よ
り
分
け
ら
れ
た
も
の
、
と

の
け
凡
万
を
雌
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
に
復
る

す
べ
て
の
人
の
け
や
鼻
が
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
説
明
の
例
え
と
し
て
、
「
警
ハ如
U

此
ノ裟
婆
世
界
ノ人
ノ子
ノ身

惚
髪
府
‘
併
予分
汁
父川り

J

身
リ」(「
逆
修
説
法
」
第
五
七
日

『昭
法
全
」

一六
二
一
民
)
と
い
う
筒
所
で
あ
る

(お
)
こ
の
よ
う
な
会
ゴ
正
的
生
命
観
の
悦
座
に

つ
い
て
、
水
谷
幸
正
氏

は
、
生
物
学
的

・
供
学
的

・
科
学
的
な
生
命
を
「
見
え
る
い
の
ち
」

と
し
、
析
学
的

・
宗
教
的
な
生
命
を
「
見
え
な
い
い
の
ち
」
と
分

け
て
論
じ
て
お
り

(「
社
会
福
社
と
仏
教
」
『二
十

一
世
紀
の
社
会

ハU
O
O
 



福
祉
を
め
ざ
し
て
l
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
構
築
|』
所
収
、
例

教
大
学
通
信
教
育
部
編
、
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房、

二
O
O
一
年、

九
九
頁
)、
高
橋
弘
次
氏
は
、
現
実
世
界
に
お
い
て
輪
廻
転
生
す
る

生
き
永
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
命
を

「肉
体
生
命

『生
死
の

い
の
ち
』
」
、
生
き
永
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
生
命
を
「
宗
教
生
命

「無
生
死
の
い
の
ち
』
」
と
し
て
捉
え
て
い
る

(「
浄
土
教
に
お
け
る

生
命
の
問
題
」
「続
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
所
収
、
山
喜
一
房
偽
書

林、

二
O
O
五
年
、

二
二
頁
)
。
ま
た
藤
本
浮
彦
氏
も
、
人
間
の
生

命
を
、
生
物
学
的
な
生
命
と
宗
教
的
な
生
命
と
に
分
類
し
、
便
宜

的
に
前
者
を

「生
命
」、
後
者
を

「
い
の
ち

(寿
命
ご
と
し
た
二

元
的
な
視
点
で
、
法
然
浄
土
教
の
生
命
観
を
論
じ
て
い
る

(「
法
然

浄
土
教
に
み
ら
れ
る
生
命
観
」

『法
然
浄
土
教
の
宗
教
思
想
』
所
収
、

法
成
館
、

二
O
O
三
年
、
凹
三
O
頁
)。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
三
氏
と
も
、

一
度
は
二
元
的
な
生
命
観

に
立
ち
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
は
往
生
に
よ

っ
て、

「大

い
な
る

一
つ
の
い
の
ち
」
(
水
谷
氏
、
前
掲
稿
、

一
O
O
頁
)、
「永

遠
の
生
命
」
(
向
橋
氏
、
前
掲
稿

三

O
O
五
一、
三
三
頁
)、
「無

量
の
い
の
ち

(寿
命
)
」
(
藤
本
氏
、
前
掲
稿
、
四
三
六
頁
)
と
連

な
っ
て
い
く
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(お
)『
加
熱
泣
寿
経
』
、
『観
無
長
寿
経
』
所
説
の
生
命
に
つ
い
て
は
、
同

橋
氏
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い

(向
精
稿
、
前
掲
杭

一二

O
O
五一

、
ヒ

1
一
九
頁
)。

尚
、
本
項
の
法
然
の
寿
命
を
め
ぐ
る
生
命
観
に
つ
い
て
は
、
そ

の
多
く
を
高
橋
氏
の
論
考
を
下
地
と
し
た
。

(お
)
『昭
法
全
」
二
四
八

1
二
四
九
頁
。

(お
)『
昭
法
全
」
二
四
九
頁
。

寿
命
無
量
の
願
を
衆
生
済
度
の
た
め
と
す
る
説
は
、
「三
部
経
大

意
」
(
『昭
法
全
」
一
二
一

1
三
二
頁
)

に
も
確
認
で
き
る
。

(幻
)
「昭
法
全
』
二
四
九
頁
。

(お
)「
秘
勝

一一房
俗
説
の
詞
」
(
「昭
法
全
』
四
六
三
頁
)
に、

「ま
し
て

往
生
程
の
大
事
を
は
げ
み
て
、
念
偽
申
さ
ん
身
を
ば
、
い
か
に
も

い
か
に
も
は
ぐ
、
み
た
す
く
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
体
を
労
る
よ
う
す
す
め
る
姿
勢
か
ら
も
、
法
然
の

寿
命
を
大
事
と
す
る
姿
勢
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

(ぬ
)
『附
法
全
』
二
五
O
頁
。

(ω
)寿
命
を
根
本
と
す
る
捉
え
方
は
、
善
導
の
思
想
に
も
確
認
で
き
る
。

つ
ま
り

『観
経
疏
』
序
分
義
に
、

「舌
口一

慈
心
不
殺
↓者
此
レ明
日一

切
ノ

衆
生
皆
ナ以
げ命
ヲ為
弓
本
ト若
y

見
可ハ
悪
縁
↓怖
走
リ裁
遊
A
A
者
但
タ為
けリ
護
サ

命
ヲ也

絞
ニ云ク

一
切
ノ諸
ノ衆
生
鑑
…
一不
川J-Z

1

愛
三時
時命
↓勿
U

殺
1

勿
り行
い杖
ヲ

恕
一巳
ヲ可
F
為
ν
験
ハ即
為
ν
讃
ト也
」
(
「浄
全
』
二
・コ二

頁
上
)
と
あ

る
そ
れ
で
あ
る
。

「経
に
一一ム
く
」
と
は
、
良
忠

(一一

九
九
一

一二
八
七
)
の

『伝

通
記
』
(『浄
全
』
二

・
二
O
五
頁
下
)
に
よ
る
と
、

『十
善
戒
経
』

(「大
正
蔵
』
一
四・

一
O
J
一凹
「以
上
)
と

『浬
般
市
経
』
(『大
正
蔵
』

一二

・六
六
八
頁
上
)
と
を
指
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
は
、
法

然
の

「寿
命
」
の
捉
え
万
は
、
善
導
、
さ
ら
に
は
仏
典
を
通
し
た

捉
え
方
を
踏
襲
し
、
展
開
し
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(引
)
族
本
稿
、
前
掲
稿
、
四
三
六
頁
。

。。



(必
)「
浄
上
宗
略
抄
」
(
『mm
法
全
』
五
九
三
頁
)

に
は
、
「
浮
土
門
に

い
り
て
お
こ
な
ふ
へ
き
行
に
つ
き
て
申
さ
は
、
心
と
行
と
相
感
す

へ
き
也
。
す
な
は
ち
安
心
起
行
と
な
っ
く
」
と
あ
る
。

(時
)
『観
経
疏
」
定
善
義

(「浄
全
」
二
・
四
九
頁
上
、
原
漢
文
)
。

(
H
H
)

「往
生
浄
土
用
心
」

(「昭
法
全
』
五
五
九
頁
)。

(
江川

)
藤
堂
恭
俊
著

『
法
然
上
人
研
究

二
』
、
山
喜
房
偽
書
林、

一
九
九
六
年
、
五

O
頁
。

(必
)
こ
の
他
に
、

一二
昧
発
得
体
験
に
つ
い
て
も
質
的
変
化
の

一
因
と

し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、

三
味
発
得
は
極
め
て
稀
れ
な
体
験

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。

(
灯
)『
無
尽
寿
経
』
に

「何
ノ不
一カ
メテ為
ζ
青
島
芯り
ハ道
ヲ之
自
然
ナリ
著
ニ〆於

鉱
山
L
L
T州
連
対
=泡
際
-
丘
一各
勤
新
進

y

努
力
テ'
月
求
γ
之
ヲ必
得
U

ハ
超

絶
シ去
テ往

=生
r
J
安
養
闘
一
係
誠
一五
怒
趣
↓
悪
趣
自
然

一一閉
チ
昇
一
、
道
一-無ハ
ン

窮
極
-易
一作
事而
純
一
ハ人
トは
ハノ凶
手
逆
述
べ自
然
ノ之
所
一
リ牽
何
ゾ不
口高木一す
世

事
↓勤
れ
〆求
心
道
徳
日
可
わ
獲
↓極
長
生
7
d
築
無
ド
有
川一
位
リ」
(『
浄
全
』

了

-
一山一
頁
)
と
あ
り
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
彼
ノ例
ノ露
命
及
其
ノ

人
民
無
ほ
無
溢
阿
川
川
祇
幼
ち
放
名
口阿
掛
川
陀
日」

(『
浄
全
』
了
五
J
4

貞
)
と
あ
る
。

ま
た
、
道
料
は

『安
楽
集
」
巻
下
に
お
い
て
、
現
世
と
海
土
で

の
寿
命
の
長
短
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
浄
土
で
の
寿
命
は
仏
と

同
等
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る

(
『
浄
全
」

一
・
七

O
六
頁
下

1

ヒ
O
じ
点
下
)。

(必
)
『法
事
讃
」
巻
下

(
『浄
全
」
凶・

二
一
頁
上
)
。

(刊
)
『制
限
経
疏
』
定
義
義

(『浄
令
』
二

・四

一
頁
上
)。

(叩
)
『浄
土
宗
大
事
典
3
』
「無
生
」
項、

三
八
四
頁
参
照
。

(日
)「
罪
滅
す
る
物
は
無
生
を
う
、
加
熱
生
を
う
る
物
は
金
色
の
は
た
へ

と
な
る
」

(
「附
法
全
」
六
四
七
頁
)
。

(臼
)
『往
生
論
註
』
巻
下

(
『浄
全
』

一
・二
四
五
頁
上
、
原
漢
文
)
。

(臼
)
『安
楽
集
」
巻
ヒ
(
『浄
全
」
一

・六
八
九
頁
上
、
原
漢
文
)
。

(日
)
『観
経
疏
』
定
普
義

(
「浄
全
』
二
・四

一
頁
上
、
原
漢
文
)。

(日
)
『観
経
疏
』
玄
義
分
(
「浄
全
』
二

・
一
頁
上
、
原
漢
文
)。

(日
)
市
橋
稿
、
前
掲
稿

三

O
O
五
一
、
二
0
1
一
一
一
頁
。

(訂
)
鈴
木
成
元
稿

「法
然
と
病
気
」

「印
度
挙
例
教
皐
研
究
』
第
十
二

巻
第

一
鋭、

一
九
六
閃
年
。

(回
)「
津
戸
三
郎
へ

っ
か
は
す
御
返
事
(
四
月
二
十
六
日
付
)
」
(
『昭

法
全
」
五
五
五
頁
)
。

(印
)
中
村
生
雄
氏
は
、

「没
後
遺
誠
」
を
し
た
た
め
る
ほ
ど
の
大
病
を

し
た
佳
久
九
年
の
病
気
に
着
目
し
、
同
年
に
起
っ
た
、

三
昧
発
得

体
験
、

二
祖
対
而
、

『選
択
集
』
の
国
供
述
を
無
関
係
な
も
の
で
は
な

い
と
す
る
興
味
深
い
考
察
を
し
て
い
る

(中
村
生
雄
稿
「
法
然
の

ヴ
イ
ジ
ョ
ン

l
病
の
彼
方
か
ら
照
ら
す
〈
聖
な
る
光
〉
!
」

『カ
ミ

と
ヒ
ト
の
精
神
史
日
本
仏
教
の
深
層
構
造
』
所
収
、
人
文
書
院
、

一
九
八
八
年
)。

藤
本
伊
彦
氏
も
ま
た
、
建
久
九
年
の
病
気
と

「選
択
集
』
撰
述

と
の
関
述
に
つ
い
て
、

「
『選
択
集
」
撰
述
前
に
は
、
身
体
的
な
緊

張
の
も
と
で
、
念
仏
三
昧
の
深
い
体
験
の
中
に
あ
り
、
口
称
念
仏

の
な
か
で
熟
し
て
い
っ
た
行
的
世
界
の
発
露
が

「選
択
集
」

へ
と

結
実
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
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(藤
本
浮
彦
著

『法
然
の
宗
教
思
想
』
、
平
楽
寺
書
庖
、

年、

二
二
二
頁
)
。

(印
)
『昭
法
全
」
四
四
O
頁
、
原
漢
文
。

(臼
)
「
浄
土
宗
略
抄
」

(「昭
法
全
』
六
O
四
1
六
O
五
頁
)
。

(位
)
神
居
文
彰
稿

「病
の
備
荒

|
転
重
軽
受
に
つ
い
て
|
」
『印
度

準
備
教
皐
研
究
」
第
四
十
五
巻
第

一
一
抗
、
一
九
九
六
年
、

一
七
三
頁
。

(臼
)
『昭
法
全
』
五
六
六
頁
。

(臼
)
同
右
。

(臼
)
同
右
。

(前
)「
母
儀
に
受
山
の
許
を
乞
は
れ
け
る
時
の
御
詞
」
其
二
(
『昭
法

全
」
八

一
九
頁
)
。

(肝
)「
制
勝
一
房
鯨
説
の
詞
」
(
「昭
法
全
」
凶
六
二
頁
)
。

尚、

「十
二
問
答
」
(
「昭
法
全
』
六
四
O
頁
)
に
も
同
意
の
教
示

が
見
ら
れ
る
。

(回
)「

一
期
物
語
」
(
「附
法
全
」
四
四
四
頁
、
原
漢
文
)
。

(的
)「
往
生
均
土
用
心
」
(
「昭
法
全
』
五
六
五
頁
)
0

尚
、
法
然
の
念
仏
相
続
の
考
え
は
、
第
十
八
願
の

「
乃
至
」
を

受
け
た
善
導
の

「
t
道
二

形
↓
下
至

す
十
啓

一
撃
等

一-
」
(
『往
生

礼
讃
」
『
浄
全
』
凶・
三
五
六
頁
下
)
に
依
っ
て
お
り
、
相
続
は
本

願
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る

(丸
山
博
正
稿

「法
然
の
九
日
間
観

と
熊
谷
直
実
の
上
品
上
生
往
生
立
願
」
「三
康
文
化
研
究
所
年
報
』

第

一
九
号
、

三
康
文
化
研
究
所
編
、

一
九
八
六
年
、
二
一
頁
参
照
)。

(叩
)「
往
生
浄
土
用
心
」
(
『昭
法
全
』
五
六
五
頁
)。

尚、

「
十
二
問
答
」
(『
附
法
全
』
六
三
五
頁
)
に
も
同
意
の
説
示

。。

が
見
ら
れ
る
。

(九
)「
念
働
往
生
義
」

(『昭
法
全
」
六
九

O
頁
)
。

(η
)
生
活
を
念
仏
の
申
し
易
い
よ
う
整
え
る
法
然
の
特
徴
が
最
も
よ

く
表
れ
て
い
る
の
が
、

「衣
食
住
の
三
は
、
念
偽
の
助
業
也
」
(
「
続

勝一
房
僻
説
の
詞
」

『昭
法
全
』
凶
六
三
頁
)
と
い
う
念
仏
と
生
活
と

の
関
係
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
理
想
的
な
相
続
と
し
て
は

「御
念
仰
の
程
は
こ
と
事
を

ま
せ
す
」

(「
往
生
浄
土
則
心
」
「陥
法
全
』
五
六

O
頁
)

に
申
す
念

仏
で
あ
る
と
す
る
。

(刀
)
「昭
法
全
」
六
八
三
頁
。

(引け
)
「昭
法
全
」
六
八
七
頁
。

(万
)「
蹄
勝
一房
に
し
め
す
御
詞
」
(
『昭
法
全
」
四
六
四
頁
)
。

尚、

「
椀
勝
房
傍
説
の
詞
」
(
「昭
法
全
」
四
六
二
頁
)
、
「
三
心
料

簡
お
よ
び
御
法
語
」
(『
附
法
全
」
四
五

O
頁
)
に
も
同
意
の
文
言

が
み
ら
れ
る
。

(苅
)「
甘
粕
太
郎
忠
綱
に
示
す
御
詞
」
(
「昭
法
全
」
七

一
七
頁
)
0

(け
)
「
定
の
津
の
遊
女
に
-不
しさ
れ
け
る
御
詞
」
(
『昭
法
全
」
七

一
八
頁
)。

(沌
)
相
続
に
つ
い
て
は
、

「又
か
け
て
候
は
ん
御
所
作
を
、
っ
き
の
日

巾
い
れ
ら
れ
候
は
ん
事
、
さ
も
候
な
ん
。
そ
れ
も
あ
す
申
い
れ
候

は
ん
す
れ
は
と
て
、
御
ゆ
た
ん
候
は
ん
は
あ
し
く
候
」

(「
往
生
浄

l
-用
心
」
「昭
法
全
』
五
六
五
頁
)
と
、
念
仏
を
明
日
や
れ
ば
い
い

だ
ろ
う
と
、
先
送
り
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
言
葉
が
見
ら
れ
、

法
然
の

「
そ
の
日
、
そ
の
日
を
生
き
き
る
」
生
き
様
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
、
念
仏
者
の
有
る
べ
き
生
活
と
し
て
、
西
向
き
に
小
便
す

る
こ
と
を
戒
め
る

「
示
或
人
制
」
(
「昭
法
全
」
五
八
七
頁
)
の
内

容
な
ど
も
注
目
に
値
す
る
。

(乃
)
「昭
法
全
」
二
六
三
1
二
六
問
頁
、
原
漢
文
。

(却
)
丸
山
稿
、
前
掲
稿
、

一二

1
一
五
頁
。

(剖
)
『昭
法
全
』
六
三一三

1
六
三
四
頁
。

(位
)
「附
法
全
」
凶
凶

1
凶
五
貞
。

(お
)『
観
経
疏
』
玄
義
分

(「
浄
全
」
二

・
八
頁
上
)。
「
上口叩

ノ
三
人
ハ

是
レ
過

パ
大
ニ
凡
夫
」

(制
)「
太
胡
の
太
郎
実
秀
へ
っ
か
は
す
御
返
事
」
(
『昭
法
全
』
五
二
六

頁
)
、
「正
如
房
へ
つ
か
は
す
御
文
」
(
『昭
法
全
』
五
四

一
頁
)
、
「
浄

土
宗
略
抄

(鎌
倉
二
位
の
椀
尼
へ
進
せ
ら
れ
し
書
)
」
(
『昭
法
全
』

六
O
三
頁
)
。

(部
)「
冷
戸
の
二
・
郎
へ
っ
か
は
す
御
返
事

(九
月

一
八
日
付
)
」
(
「昭

法
全
』
五
O
三
頁
)
、
「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」

(
「昭
法
全
」
丘
二
九

1
五
二
O
貞
)。

(お
)
藤
本
汐
彦
氏
は
、
数
民
壮
行
的
性
絡
と
は

一
線
を
画
す
法
語

・
消

息
類
の
特
性
に
つ
い
て
、

「法
話
や
消
息
文
に
は
、
法
然
そ
の
人
の

宗
教
的
な
現
実
存
在
と
心
と
忠
怨
と
が
、
常
に
脈
打

っ
て
い
る
と

号口
え
る
よ

と
指
摘
し
て
い
る

(藤
本
浮
彦
著

『法
然
浄
土
教
の
宗

教
思
想
』
平
楽
寺
書
庖
、

二
O
O
三
年
、
二
七
六
頁
)。

(釘
)
こ
こ
で
は
、
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
に
着
服
し
た
た
め
、
還

相
川
向
の
教
義
的
な
検
討
は
行
わ
な
か
っ
た
。

(部
)
「
つ
ね
に
仰
ら
れ
け
る
御
詞
」
(
「昭
法
全
」
四
九
二
頁
)。

(加
)
「浄
全
』
問
-
J

一五
じ
貞
上

1
三
五
七
頁
下
。

(卯
)
『選
択
集
」
(土
川
本
)、
二
三
頁
。

(引
)
「往
生
論
註
』
巻
上

(『浄
全
』
一

・主

二

頁
下
、
原
漢
文
)。

尚
、
道
紳
も

「安
楽
集
』
巻
上

(
『ゆ
全
』一

・
六
八
九
頁
下
)
に
、

公
驚
と
全
く
同
じ
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

(回
)「
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
一訪
問」

(
『昭
法
全
』
四
五
二
頁
)
。

(回
)
高
橋
弘
次
杭

「浄

t
教
に
お
け
る
生
命
の
問
題
」

『績
法
然
浄
土

教
の
諸
問
題
」
所
収
、
山
喜
房
偽
書
林
、

二
O
O
五
年
、

二
七
i

二
九
頁
。

尚
、
品
脚
本
崎
市
彦
氏
は
、
「
念
」
を
「
念
い
(
お
も
い
こ
と
し
て

捉
え
、
や
は
り
高
橋
氏
と
同
様
、

「
生
き
て
い
る
時
の
念

(お
も

い
)
の
つ

ら
な
り
の
前

・
後
が
、
こ
の
よ
う
に
命
終
・
往
生
で
と

ら
え
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
が
念
仏
に
よ

っ
て
貰
か
れ
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
(
藤
本
添
彦
稿

「法
然
浄
土
教
に
み
ら
れ
る
生

命
観
」
「
法
然
浄
土
教
の
宗
教
思
想
」
所
収
、
平
楽
寺
書
底
、

二
0
0
.一.
午
、
問
.
二
内
氏
)。

(倒
)「
往
生
浄
土
川
心
」(『
附
法
全
」
五

L

ハ
凶
頁
)。

(町
)
「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」
(
「昭
法
全
』
四
九
五
頁
)。

(伺
)「
聖
光
ヒ
人
俗
説
の
制
」
其

一

(『昭
法
全
』
四
五
八
頁
)。

(W
)
そ
の
他
、
念
仏
者
の
生
き
万
と
し
て
、

「煩
悩
は
心
の
客
人
」、

「念
仏
は
心
の
主
人
」
と
す
る
煩
悩
具
足
の
身
と
し
て
生
き
る
有
り

様
に
つ
い
て
の
教
一ポ
も
、
注
目
に
値
す
る

(「
七
箇
僚
の
起
請
文
」

『附
法
全
』
八
O
九
頁
)。
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律
儀
の
保
持
は
福
祉
実
践
の
機
縁
と
な
る
か

ー
菩
薩
行
に
み
ら
れ
る

μ

例
教
福
祉
ρ

の
源
泉
に
関
わ
る

一
考

察

|

①
は
じ
め
に

H

悌
教
福
祉
H

と
い
う
こ
と
ば
に
関
し
て
、
抱
く
イ
メ
ー
ジ
が

極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
。
あ
る
人
は
宗
教
的
な
慈
善
行
為
や
教
化

活
動
と
し
て
捉
え
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
社
会
福
祉
学
で
論
じ
ら

れ
る
宗
教
福
祉
と
い
わ
れ
る
実
践
哲
学
の

一
っ
と
考
え
た
り
見
解

が
存
在
す
る
よ
う
に
、
用
語
は
同

一
で
あ
っ
て
も
ま
っ
た
く
違
う

意
味
を
持
っ
て
し
ま
い
、
用
語
と
し
て
の
意
味
の
統

ま
こ
ま
士

斗
弓
乎

J
t
u
t
j

類
が
困
難
な
た
め
未
だ
繋
理
さ
れ
て
は
い
な
い
の
が
現
状
と
い
え

よ》つ
。

で
は
こ
の
中
、

H

例
教
福
祉
H

の
領
域
で
実
践
の
主
体
と
な
る

上

千

年

田

べ
き
岱
薩
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
学
に
お
け
る
菩
薩
の
位
置
づ
け
と
は
異
な
る
こ
と
が
み
ら

「

D0
0
 

れ
る
。
日
本
で
は
、
神
で
あ
る
八
幡
大
菩
薩
と
い
う
呼
祢
や
、
行

基
菩
薩
と
い
う
よ
う
に
有
徳
の
祖
師
の
祢
号
等
、
極
端
な
例
で
は

美
し
い
女
性
を
呼
び
慣
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
菩
提
心
を
起

こ
す
人
或
い
は
、

菩
提
心
に
関
し
て
強
い
信
念
を
持
つ
人
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
何
れ
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
?
(
尤
も
菩
薩
を
女

性
の
呼
称
と
し
た
の
は
、
慈
付
観
t
u
の
慈
悲
の
曲
解
と
い
わ
れ
て

い
る
。
慈
悲
も
菩
提
心
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ

て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
)

附設け
薩
は
菩
提
心
(
仏
教
的
実
践
を
願
う
信
念
あ
る
い
は
情



念
?
)
を
起
こ
そ
う
と
し

そ
の
完
成
を
強
く
願
い
努
力
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
菩
薩
が
現
代
の
求
め
る
「
福
祉
社
会
」

に
於
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
せ
る
の
で
は
と
期
待
す
る
。

上
田
千
秋
氏
は
「
福
祉
社
会
と
仏
教
の
現
代
化
」
(
水
谷
幸
正

先
生
古
稀
記
念
論
集
『
悌
教
福
祉
研
究
』

一
九
九
八
、

二
四
三

1

四
頁
)

で
福
祉
社
会
に
関
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

福
祉
社
会
は
少
な
く
と
も
資
本
主
義
、
自
由
主
義
が
も
た
ら

し
た
欲
得
本
位
、
競
争
本
位
の
社
会
か
ら
の
離
脱
を
望
む
社

会
で
あ
り
、
基
軸
宗
教
の
衰
退
、
責
任
感

・
道
義
感
の
減
退

を
も
た
ら
す
寛
容
社
会
を
否
定
す
る
社
会
で
あ
る
。
住
民
の

権
利
一山
の
み
が
強
調
さ
れ
、
義
務
の
側
面
が
欠
落
し
て
い
る

現
代
風
潮
を
改
め
、
権
利
は
義
務
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
行
動
す
る
社
会
が
福
祉
社

会
で
あ
る
。
ホ
ブ
ソ
ン
は
福
祉
社
会
の
実
現
に
は
、

「誰
も

が
一
制
祉
同
家
に
お
い
て
享
受
す
る
権
利
を
補
完
す
べ
き
義
務

を
、
埋
解
し
受
け
入
れ
る
こ
と
」
が
第
一
の
条
件
に
成
る
と

し
て
、
労
働
の
義
務
、
経
済
を
崩
壊
さ
せ
な
い
義
務
、
法
を

遵
守
し
秩
序
維
持
に
参
加
す
る
義
務
を
例
示
し
て
い
る
。
私

遠
の
周
囲
を
取
り
巻
く
対
立
、
利
己
心
及
び
合
意
の
欠
如
に

満
ち
た
社
会
に
は
、
福
祉
社
会
に
到
達
す
る
道
が
な
い
と
す

れ
ば
何
が
人
間
と
し
て
お
互
い
に
(
よ
き
生
活
)
に
な
る
の

か
を
真
剣
に
考
え
、
実
行
す
る
社
会
が
福
祉
社
会
に
い
た
る

道
と
な
ろ
う
。
福
祉
社
会
は
政
府
が
上
か
ら
押
し
つ
け
る
も

の
で
は
な
く
、
主
体
的
自
己
を
取
り
戻
し
、
共
同
体
意
識
に

目
覚
め
た
住
民
が
集
ま
っ
て
序
々
に
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の

で
あ
る
。
(
中
略
)
今
後
の
住
民
が
為
す
べ
き
最
重
要
課
題
は

今
も
な
お
有
限
の
世
界
で
無
限
の
拡
大
を
求
め
、
無
目
的
に

F
0
 

0
0
 

し
か
強
制
的
に
作
用
し
て
い
る
諸
力
を
抑
え
込
め
る
よ
う
な

新
し
い
自
己
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
自
己
の
確
立
に
菩
薩
と
い
う
概
念
は
寄
与
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
菩
薩
の
強
い
意
志
に
因
る
お
こ
な
い
は
、
こ

こ
で
述
べ
る
福
祉
社
会
の
実
現
の
可
能
性
を
含
む
の
で
は
な
い

か
っ
-

H

例
教
福
祉
H

は
、
そ
こ
に
仏
教
的
精
神
の
存
在
を
認
識
し

か
っ
そ
の
な
か
に
凡
い
だ
さ
れ
る
福
祉
に
閲
し
て
論
究
す
る
。
ま

た
、
仏
教
に
み
ら
れ
る
福
祉
精
神
を
概
観
し
つ
つ
、
日
本
の
社
会



福
祉
の
源
泉
で
あ
る
歴
史
的
事
象
に
あ
ら
わ
れ
る
仏
教
者
の
実
践

活
動
に
関
し
て
検
証
す
る
。

更
に
、
以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
現
代
に
お
け
る
社
会

福
祉
概
念
へ
の
寄
与
に
重
点
を
置
き
、
現
代
の
仏
教
社
会
福
祉
事

業
あ
る
い
は
、
仏
教
社
会
福
祉
の
展
開
を
意
図
し

一
方
で
社
会

福
祉
と
し
て
の
性
格
を
備
え
る
べ
く
宗
教
的
慈
善
行
為
か
ら
の
脱

却
を
は
か
る
。

そ
の
実
践
者
が
い
わ
ゆ
る
菩
薩
で
あ
る
と
考
え
る
。
歴
史
的
な

人
物
は
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
有
徳
の
有
志
も
菩
薩
と
い
え
る
の
で

+
A
F
P由
当

、

a
o

l
f
し
カ

そ
し
て
彼
の
菩
薩
は
慈
悲
を
具
え
る
べ
き
で
あ
る
。

諸
々
の
学
碩
は

グ併
教
福
祉
。
に
む
け
る
主
体
的
な
動
機
、
「主

体
的
契
機
」
を
明
ら
か
に
し
再
確
認
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で

仏
教
教
理
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
関
し
て
も
言
及
し
て
い
る
。
更

に
そ
の
何
れ
も
が

長
川
悲
μ

が
統

一
の
見
解
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

て
い
る
と
主
張
す
る
。

確
か
に
現
在
に
至
る
ま
で
か
例
教
福
祉
H

と
い
う
概
念
規
定
を

構
築
す
る
上
で

長
山
悲
H

と
い
う
仏
教
的
な
規
範
に
着
目
し
た
研

究
が
非
常
に
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
先
ず

H

慈
悲
H

が

ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か

さ
ら
に
そ
の

位
置
付
け
と
か
悌
教
福
祉
H

と
し
て
の
学
問
的
ア
プ
ロ

ー
チ
を
確

認
し
、
あ
わ
せ
て
菩
薩
の
特
微
を
考
え
て
み
た
い
。

②
慈
悲
と
菩
薩
行

dω
悲
H

に
関
し
て
二
つ
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

道
端
良
秀
氏
は
仏
教
が
慈
悲
の
宗
教
で
あ
る
か
ら
こ
そ
社
会
福

祉
事
業
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
と
述
べ
て
い
る
。
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仏
教
の
あ
る
と
こ
ろ
、
広
義
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
あ
り
、

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
仏
教
は
慈
悲
の
宗
教
で
あ
り
、

大
乗
の
菩
薩
行
な
の
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
仏
教
の
社
会

教
化
か
ら
、
自
分
の
肉
身
を
も
与
え
て
、
飢
餓
人
を
救
お
う

と
す
る
、
仏
教
徒
の
捨
身
の
行
ま
で
、

こ
と
ご
と
く
社
会
福

祉
の
事
業
で
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
福
原
亮
厳
氏
は
『
仏
教
福
祉
学
』
の
巻
頭
で
、

仏
教
と
は
、
仏
陀
す
な
わ
ち
覚
者
の
教
え
を
い
う
。
そ
の

覚
者
と
は
、
自
身
が
覚
る
と
と
も
に
、
他
の
人
を
覚
ら
し
め
、



覚
り
の
行
が
円
満
徹
底
し
て
い
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

を
歴
史
的
に
い
え
ば
、

そ
う
い
う
覚
者
は
唯
だ
釈
尊
だ
け
で

あ
る
。
も
し
自
身
が
真
の
幸
福
を
と
ら
え
た
と
し
て
も
、

他

の
人
び
と
を
幸
福
に
す
る
実
践
を
欠
く
と
く
は
、
覚
者
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
言
え
な
い
。
実
に
幸
福
と
は
自
身
と
自
身
を
と
り
ま
く
他

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

者
す
べ
て
と
の
関
係
に
お
い
て
慈
悲
の
実
践
を
と
お
し
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

創
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
(
傍
点
は
引
用
者
)
も
し
そ

の
他
者
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、

幸
福
な
ど
あ
り
え
な
い
。

(
中
略
)

つ
ま
り
こ
の
地
上
に
仏
陀
(
覚
者
)
が
誕
生
し
た

こ
と
は

す
な
わ
ち
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
福
祉
を

増
進
す
る
た
め
の
な
の
で
あ
る
。
そ
芦
つ
い
旨
つ
こ
と
に
つ
い
て
、

『
大
典
尊
経
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「世
尊
は
、

無
病
健
在
な
れ
ば

と
わ
に
生
存
し
た
も
う
べ
し
。
そ
は
衆

生
の
幸
福
の
た
め
、
衆
生
の
安
楽
の
た
め
、
世
間
に
対
す
る

同
情
の
た
め
、
人
天
の
利
益
・

幸
福

・
安
楽
の
た
め
な
り
。

」

こ
う
し
た
仏
陀
の
精
神
を
受
け
入
れ
て
、
人
び
と
の
幸
福
の

た
め
に
実
践
す
る
こ
と
が
、
仏
教
徒
の
っ
と
め
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
仏
教
福
祉
学
と
そ
の
実
践
は
仏
教
学
本
道

の
本
流
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
。

と
あ
り
、
慈
悲
の
実
践
こ
そ
が
悌
教
福
祉
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

た
だ
し
今
回
は
表
題
の
よ
う
に
概
念
整
理
お
よ
び
類
型
化
を
目
的

と
は
し
て
い
な
い
の
で
、
慈
悲
の
実
践
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い

き
た
い
。

井
上
真
六
氏
は
「
仏
教
と
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
於
い
て

d叫

悲
H

に
つ
い
て
は

「四
無
量
心
」
と
し
て
言
及
し
て
い
る
(
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
研
究
報
告
書
『
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
実
践
』
財

団
法
人
社
会
福
祉
研
究
所
、

一
九
七
六
、

二
五
頁
)
。
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四
無
量
心
の

「慈
」
と
は
仁
に
似
た
心
で
す
。
人
と
人
の
親

愛
感
、

「ご
機
嫌
ょ
う
、

お
達
者
で
す
か
」
と
そ
の
願
い
と

共
に
一
言
う
心
で
す
。「
悲
」
と
は
共
患
同
苦
の
心
で
、
人
の

苦
し
み
悲
し
み
を
見
て
自
分
も
心
が
痛
み

そ
の
憂
い
苦

し
み
を
共
に
感
ぜ
ず
に
い
ら
れ
な
い
気
持
で
人
が
そ
の
悲
し

み
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
を
願
う
心
で
す
。
「喜」

と
は
人
の

た
め
に
喜
び
あ
れ
か
し
と
願
い
、

そ
の
喜
び
を
共
に
喜
ぶ
心
。

「捨
」
と
は
人
間
が
間
違
っ
た
執
着
を
雌
れ
、

つ
ま
ら
な
い

心
を
捨
て
、
正
し
い
智
慧
に
照
ら
さ
れ
て
あ
れ
か
し
と
願
う



心
で
す
。
そ
し
て
「
す
べ
て
の
衆
生
」
を
対
象
に
し
て
、
こ

の
四
つ
の
心
を
か
ぎ
り
な
く
遍
満
さ
せ
て
ゆ
く
想
念
の
集
中

を
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
即
ち

「願
く
は
す
べ
て
の
衆

生
が
苦
し
み
を
雌
れ
平
安
で
あ
れ
か
し
、
願
く
は
す
べ
て
の

衆
生
が
悲
し
み
か
ら
救
わ
れ
て
あ
れ
か
し
、
願
く
は
す
べ
て

の
衆
生
に
喜
び
ゃ
よ
き
こ
と
あ
れ
か
し
。
願
く
は
す
べ
て
の

衆
生
が
正
し
い
智
慧
に
照
ら
さ
れ
て
迷
い
を
離
れ
て
あ
れ
か

l
v
。

」
と
い
う
想
念
に
心
を
集
中
し
、
而
も
そ
れ
を
限
り
な

く
全
世
界

・
全
空
間
に
遍
満
さ
せ
て
ゆ
く
精
神
統

一
で
す
。

慈
悲
の
展
開
に
閲
し
て
は
種
々
の
タ
イ
プ
が
あ
る
が
、
以
上
挙

げ
た
よ
う
な

7
例
教
福
祉
H

と
は
仏
教
が
社
会
に
於
い
て
展
開

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
立
場
な
ら
ば
、
社
会

へ
向
け
た
行
動

が
慈
悲
の
実
践
で
あ
り

そ
の
こ
と
が

で
あ
る
と

H

例
教
福
礼
飢
μ

捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、

菩
薩
行
と
言
い
換
え
る
場
合
が

非
常
に
多
く
慈
悲
の
実
践
は
菩
薩
行
と
同
義
で
あ
る
と
い
え
る
な

ら
ば
主
体
は
菩
薩
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に

仏
教
に
於
い
て
心
と
行
は
同
時
に
働
く
こ
と
は
周
知

で
あ
る
が
、
慈
悲
と
い
う
こ
こ
ろ
の
働
き
が
起
こ
る
と
き
、

そ
れ

に
伴
う
お
こ
な
い
が
起
v

」り、

そ
れ
は
菩
薩
行
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
そ
こ
で
菩
陸
行
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
仏
典
中
に
数

多
く
の
菩
薩
行
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
四
弘
誓
願
に
代

表
さ
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
に
は
、
度

・
断

・
学

・
成
(
ま
た
は
度

・
断

・
知

・
証
)

の
四
つ

「衆
生
無
辺
誓
願
度
(
こ
の
世
に
生
き
る
衆
生
た
ち
は
限

り
が
無
い
が

〔彼
ら
が
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
彼
岸
へ
〕
度
脱
で

き
る
よ
う
に
許
い
願
う
)
・
煩
悩
無
尽
誓
願
断
(
煩
悩
(
心
に
お
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こ
る
迷
い
や
欲
望
)

は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
が
断
滅
す
る
こ
と
を

汚
い
願
う
)
・
法
門
無
量
誓
願
学

(〔学
ぶ
べ

き〕

教
え
は
数
多

く
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
修
学
す
る
こ
と
を
誓
い
願
う

・
仏
道
無
ト
ぃ

誓
願
成
(
仏
へ
の
道
は
こ
の
上
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
成
就

(
成
仏
)
す
る
こ
と
を
誓
い
願
う
ご
と
い
う
句
に
整
理
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
四
句
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
異
同
は
あ
り
、

元
来
の
典

拠
は
判
然
と
し
な
い
が
、
十
札口
雌
が
起
こ
す
願
い
が
要
約
さ
れ
て
示

さ
れ
た
も
の
と
し
て
重
要
制
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

「ヒ
求
菩
提
下
化
衆
生

(
と
に
菩
提
を
希
求
し
、
下
に



衆
生
を
化
導
す
)
」
と
い
う
句
も
同
じ
よ
う
に
、
菩
躍
が
利
他
を

願
い
そ
の
た
め
に
自
己
の
完
成
に
努
め
る
こ
と
が
菩
薩
行
で
あ
る

」
と
が
認
め
ら
れ
る
。
菩
薩
が
そ
の
誓
願
を
成
就
す
る
た
め
の
実

践
と
し
て
の
行
す
な
わ
ち
、

ハ
波
羅
蜜
(
六
度
、
布
施

・
持
戒

忍
辱

・
精
進

・
禅
定

・
智
慧
)
が
説
か
れ
て
い
る
。

更
に
菩
薩
が
保
つ
べ
き
戒
律
で
あ
る
「
三
家
浄
戒
(
一
切
の
悪

を
断
ち
切
り
戒
律
を
保
つ
摂
律
儀
戒

・
一
切
の
善
行
を
実
行
す
る

摂
善
法
戒

・
す
べ
て
の
有
情
に
利
益
を
施
す
鏡
益
有
情
戒
(
摂
衆

生
戒
)
)
」
に
よ
っ
て
も
菩
薩
の
行
為
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
芹
薩
と
い
う
観
点
か
ら
菩
薩
行
を
与
え
た
場
合
、

「
菩
薩
の
階
位
(
菩
薩
が
菩
捉
心
を
発
し
て
か
ら
修
行
し
て
倍
り

を
得
て
仏
と
な
る
ま
で
を
能
力
に
応
じ
て
区
分
し
た
段
階
)
」
と

い
わ
れ
る
段
階
が
設
定
さ
れ

そ
の
階
位

・
能
力
に
応
じ
て
種
々

の
修
行
が
説
か
れ
て
い
る
た
め

そ
れ
ら
は
す
べ
て
が
斧
隆
行

と
な
る
か
ら
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
特
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

ま
た
実
践
す
る
た
め
の
具
体
的
な
行
為
や
修
行
の
様
相
は
、
多
額

多
様
で
あ
る
。

宅
布
は
、

日
本
に
お
け
る

H

例
教
福
祉
H

に
み
ら
れ
る
慈
悲
の

実
践

(
菩
薩
行
)
を
具
体
的
に
示
す
も
の
を
原
典
か
ら
抽
出
で
き

な
い
も
の
か
愚
考
し
て
み
た
。
た
だ
し
経
典
あ
る
い
は
論
説
の
類

は
あ
え
て
避
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
宗
派
あ
る
い
は

宗
乗
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
っ
た
り
し
た
場
合

H

例
教
福
祉
H

と

い
う
実
践
に
お
い
て
、
他
宗
を
超
え
た
統

一
的
な
展
開
は
期
待
で

き
な
い
し
、
結
果
と
し
て
社
会
福
祉
に
於
け
る
に
補
完
的
な
役
割

も
担
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
何
が
残
さ
れ
た
の
か
?
実
践
的
な
徳
目
を
備
え

な
お

か
つ
統

一
さ
れ
た
見
解
を
持
ち
え
る
も
の
と
し
て
、
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そ
れ
は
戒
律

に
期
待
で
き
な
い
か
?
あ
く
ま
で
筆
者
の
拙
い
提
案
で
は
あ
る
が
、

一
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
中
心
を
担

う
ア
テ
ィ

l
シ
ャ
の
菩
薩
観
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
次
に
彼
の
著
作
で
あ
る
『
菩
提
道
燈
論
』
と
そ
の
白
註
か
ら

幾
つ
か
挙
げ
て
お
こ
う
。

③
ア
テ
ィ

l
シ
ャ
と
菩
薩
律
義

前
途
の
よ
う
に
筆
者
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仰
教
に
於
け
る
詳
雌
観
の

小
で
も
、

ア
テ
ィ

l
シ
ャ
の
論
説
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
と
与
え



て
い
る
。
そ
の
理
由
は

ア
テ
ィ

l
シ
ャ
が
十

一
世
紀
以
降
の
後

伝
期
の
チ
ベ
ッ
ト
例
教
の
に
中
心
的
な
役
割
を
持
っ
た
人
物
だ
と

み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
テ
ィ

l
シ
ャ
と
、

そ
の
弟
子
ド
ム
ト
ゥ
ン
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
た
教
義
体
系
は
、

カ
ダ
ム
派
と
な
り
、
十
四
世
紀
に
な
っ
て

そ
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
ツ
オ
ン
カ
パ
に
よ
っ
て
、
チ
ベ
ッ

ト
仰
教

最
大
の
学
派
で
あ
る
ゲ
ル
ク
派
へ
と
昇
華
し
て
い
る
し、

ア
テ
イ

ー
シ
ヤ
(
九
八
二
|

一
O
五
四
)
は
、
当
時
の
ヴ
イ
ク
ラ
マ
シ
ラ

l
僧
院
の
出
身
で
ψ
l
時
の
イ
ン
ド
例
教
を
代
表
す
る
僧
侶
の
ひ
と

り
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
は
、
成
律
を
重
ん
じ
、
唯
識
思
想
に
影
響
を
受

け
た
思
惣
を
支
柱
に
し
て
い
る
。
そ
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
著

作
が

『校門
川
町
道
燈
論
』
(
以
下
、
本
論
に
略
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。

彼
は
、

こ
れ
に
自
ら
註
釈
を
施
し
た

『菩
提
道
燈
論
細
疏
』

(
以
下
、
自
註
に
略
)
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
中
、
第
六
章
で
は
、

校
門
薩
律
儀
に
閲
し
て
言
及
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
菩
薩
が
修
め
る
べ
き
具
体
的
な
実
践
徳
目
等
を

示
し
た
も
の
で
あ
り
、
芹
陸
観
の
研
究
資
料
と
し
て
は
、
実
践
に

主
眼
を
お
く
著
述
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
前
述
の
よ
う
に

菩
薩
行
さ
ら
に
は
慈
悲
の
実
践
に
関
す
る
何
等
か
の
エ
ッ
セ
ン
ス

が
抽
出
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、

こ
の
内
容
を
吟
味
し

つつ、
H

例
教
福
祉
H

に
関
し
て
寄
与
で
き
う
る
要
項
を
抽
出
す

る
こ
と
を
最
後
の
骨
子
と
し
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
山
北門
薩
は
ど
の
よ
う
な
修
行
(
修
学
)
を
す
べ
き

か
と
い
う
見
解
が
あ
る
の
か
幾
種
類
か
挙
げ
て
お
こ
う
。

以
上
の
よ
う
な
別
解
脱
律
儀
だ
け
を
願
う
よ
う
な
心
を
起
こ

し
た
こ
と
で

〔
菩
薩
と
し
て
は
〕
十
分
だ
け
れ
ど
、
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そ
れ
の

み
を
考
察
(
希
求
)
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
彼
の
師
匠
と
な
る
シ
ャ

l
ン
テ
イ
デ

l
ヴ
ァ
の
意
見
を
挙

げ
て

師
で
あ
る
シ
ャ

l
ン
テ
イ
デ
l
ヴ
ア
に
よ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る

経
を
銭
ら
ず
、

二一
樋
の
人
の
学
習
対
象
と
お
考
え
に
な
っ
て

いヲ
Q

。
そ
れ
は
次
の
ご
と
く
で
、
大
乗
に
大
変
向
い
て
い
る

者、

中
程
度
に
向
い
て
い
る
者
、
少
し
向
い
て
い
る
者
と
い

う
よ
う
で
あ
る
。
大
変
向
い
て
い
る
者
に
関
し
て
は
、
『
大



乗
集
韮
口
経
学
論
』
も
、
「
菩
経
の
律
儀
は
広
く
は
大
乗
と
い

う
事
か
ら
生
じ
て
い
る
」
と
説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
『
入

菩
提
行
論
』
に
も

「
勝
者
の
子
〔
菩
薩
〕
が
学
ん
で
い
け

な
い
こ
と
が
ら
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。

」
と
お
説
き
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
テ
ィ

l
シ
ャ
は
師
匠
で
あ
る
ボ

l
デ
イ
パ
ド
ラ
の
意
見
を
挙

ば
り
ヲ
。
。

〔
我
が
〕
時
削
で
あ
る
、
古
祥
な
る
ボ
1
デ
ィ
パ
ド
ラ
御
自

身
か
ら
も

「
こ
の
よ
う
に
汗
雌
遠
の
学
処
の
拠
り
所
が
直
接

〔
経
典
等
に
〕
著
わ
さ
れ
て
い
る
が
、

」
れ
ら
は
要
略
で
あ

る
。
し
か
も
ま
た
、
他
に
も
、
菩
薩
達
の
学
処
は
無
量
に
あ

っ
て
究
め
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
随
所
に
お
け
る
教
説
に
従
つ

て

〔
或
る
行
い
が
〕
過
失
と
な
る
の
か

ま
た
過
失
と
は
な

ら
な
い
か
埋
解
す
べ
き
で
あ
る
。

」
と
仰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
み
る
と
芹
躍
が
行
う
べ
き
修
行
は
き
わ
め
て
多
岐
に

わ
た
る
た
め
、
自
身
の
能
力
に
応
じ
て
行
う
べ
き
こ
と
が
判
明
す

る
。
逆
に
い
え
ば
持
挺
心
を
起
こ
し
た
者
は
過
失
と
な
ら
な
い
行

為
を
求
め
て
行
う
べ
き
と
与
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

さ
て

〔
菩
薩
と
し
て
修
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
〕
中
程

度
に
向
い
て
い
る
者
に
関
し
て
も
、
『
大
乗
集
菩
薩
学
論
』

に
「
何
で
あ
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
堕
落
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

〔
そ
の
〕
要
所
を
彼
は
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
自
分
の
肉
体

と
財
産
と
三
時
に
生
じ
た
善
と
を
す
べ
て
の
有
情
に
喜
捨
し

て
、
そ
れ
を
守
れ
ば
清
浄
を
増
す
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て

い久回
。

少
し
向
い
て
い
る
名
に
関
し
て
も

そ
れ
〔
『
大
乗
集
菩
薩

フ-
Q
U
 

学
論
』
〕
に
「
そ
れ
ゆ
え
に
菩
薩
は
仏
の
眼
前
に
、
学
処
の

う
ち
か
ら
い
ず
れ
か
の
学
処
を
守
ろ
う
と
欲
し
て
誓
願
を
た

て
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
知
識
が
な
い
な
ら
ば
、
仏
と
菩
陸

の
眼
前
に
お
い
て
自
分
の
能
力
に
応
じ
て
律
儀
を
保
つ
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
の
能
力
に
応
じ
て
学
処
を

つ

だ
け
で
も
正
し
く
受
け
て
守
る
べ
き
で
あ
る
。」

と
説
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
あ
り

そ
の
能
力
が
決
し
て
高
く
な
く
と
も
誓
い
を
た
て
律



義
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
菩
薩
行
を
実
践
で
き
る
と
理
解
で
き
る
。

そ
し
て
三
衆
浄
戒
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
自
己
の
身
口
意
が
清
浄
に
な
る
因
と
な
り
、
求
道
心
に
よ

っ
て
、
自
身
に
律
儀
に
を
留
め
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
「
自
己
の
身
口
意
が
清
浄
に
な
る
因
」

と
い
う
の
は
次

の
よ
う
に
、

『
聖
如
来
大
悲
顕
示
大
乗
経
』

の
中
に
「
身
を

浄
化
し

口
を
浄
化
し
、

意
を
浄
化
す
る
の
で
あ
る
。
」
と

説
か
れ
て
お
り

つ
ま
り
律
儀
の
戒
律
に
よ
っ
て
身
口
の

2
つ
が
清
浄
に
し
た
上
で
、

義口法
を
集
め
る
戒
律
と
、
有
情

に
利
益
を
な
す
戒
律
に
よ
っ
て
意
が
浄
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

或
い
は
戒
律
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
も
身
等
の
三
者
は
浄
化
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
殺
生
等
の
七
〔
不
善
業
〕
を
捨
て

る
こ
と
に
よ
り
、
身
と
口
を
清
ら
か
に
し
て
、

食
心
等
の

〔
不
善
業
〕
を
捨
て
る
こ
と
で
、
意
を
浄
化
す
る
の
で
あ
る
。

(
こ
の
直
後
に
は
『
聖
大
樹
緊
那
羅
王
所
同
大
乗
経
』
の
引
用

が
あ
る
が
省
略
す
る
)

更
に
自
註
に
は

そ
の
中
で
、
律
儀
の
戒
律
と
は
、
断
町
責
を
保
つ
七
種
の
別

解
脱
律
儀
と
、
自
身
に
関
し
て
阿
責
を
保
つ
十
不
善

〔業〕

が
保
た
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

善
法
を
集
め
る
戒
律
(
摂
善
法
戒
)
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
で
、

〔
二
番
目
の
〕

善
法
を
集
め
る
戒
律
(
摂
善
法

戒
)
と
は
、
律
儀
を
正
し
く
受
け
た
後
、

ど
ん
な
さ
さ
い

な
〔
善
〕
も
、
身
口
意
に
よ
っ
て
、
菩
提
の
た
め
に
善
を
蓄

積
す
る
の
で
あ
り
ま
た
特
に
、
聞
思
修
を
一
様
に
喜
ん
で

修
行
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
好
い
時
に
師
達
に
対
し
て
、

円
ペ
dou 

誠
実
に
申
し
て
、
敬
礼
し
、
起
立
し
、
合
掌
し
、
敬
意
を
も

っ
て
行
動
し
、
尊
敬
を
し
て
、
有
徳
で
あ
る
と
賞
賛
を
語
り
、

一
切
の
福
徳
に
随
喜
し
、
他
人
に
よ
る
侮
辱
に
耐
え
て

切
の
善
を
菩
提
に
回
向
し
て
、

そ
の
時
々
に
、
正
し
い
様
々

な
誓
願
が
か
け
ら
れ
た
り
、
広
大
な
色
々
な
供
物
に
よ
っ

て
三
宝
に
供
養
を
し
て
、

善
に
精
進
し
て
、
放
逸
を
捨
て
て

心
に
と
め
て
自
覚
を
持
っ
て
学
処
の
基
礎
を
守
り
、
感
官
の

を
制
御
し
、
食
事
の
量
を
知
り
、
夜
の
前
半
に
も
後
半
に
も

寝
ず
に
努
力
し
て
、
正
し
い
人
に
従
っ
て
、
過
失
が
知
ら
れ



た
り
、
見
ら
れ
た
ら
捨
て
て
、
過
失
を
規
定
の
通
り
に
機
悔

し
、
以
上
の
よ
う
な
類
い
と

一
致
す
る
善
法
を
保
ち
育
て
る

の
で
あ
る
。

有
情
に
関
し
て
利
益
を
な
す
戒
律
(
鏡
益
有
情
戒
)

に
つ
い
て

lま

〔第
三
の
〕
有
情
に
利
益
を
な
す
戒
律
と
い
う
の
は
、

、ー，

の

世
で
有
情
に
利
益
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
病
等
に
苦
し
ん
で

い
る
者
達
に
、

看
病
等
の
援
助
を
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。

目
の
不
自
由
な
人
た
ち
の
道
案
内
す
る
こ
と
や
、

言
葉
に
関

し
て
不
自
由
な
人
た
ち
に
は
、
手
話
で
示
す
こ
と
や
、
手
足

の
不
自
由
な
人
た
ち
を
運
ぶ
こ
と
や
、
愛
欲
を
欲
す
る
者
た

ち
の
そ
れ
〔
愛
欲
〕
を
除
く
こ
と
や
、
他
人
に
蔑
ま
れ
、
侮

蔑
さ
れ
た
者
た
ち
彼
等
の
苦
痛
を
除
く
こ
と
や
、
道
程
(
放

浪
)
に
疲
れ
た
者
た
ち
の
た
め
に
、
食
物
や
飲
物
や
着
物
や

住
ま
い
に
よ
っ
て
手
助
け
す
る
こ
と
で
あ
る
。
医
学
に
よ
っ

て
病
人
達
を
こ
だ
わ
り
の
な
い
心
で
、
不
安
に
な
ら
な
い
よ

う
に
手
助
け
す
る
こ
と
で
あ
る
。
要
約
す
る
と
有
情
の

一
切

の
苦
を
除
く
こ
と
と
、

そ
れ
を
除
く
べ
く
発
心
す
る
こ
と
と
、

一
切
の
善
を
他
者
の
利
益
に
回
向
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
詳
細
な
内
容
は

「戒
品
」
に
よ
っ
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
が
、

菩
薩
律
儀
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
学
処

(実
践
徳
目
)
を
修
め
る
も
の
が
、
菩
薩
な
の
で
あ
る
と
ア
テ
イ

ー
シ
ャ
は
規
定
し
て
い
る
。

で
は
、
最
後
に
菩
薩
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
付

け
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
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ア
テ
ィ

l
シ
ャ
は
、
宝
友

の
説
を
挙
げ
て
い
る
。

偉
大
な
宝
友
師
が
仰
る
に
は

「菩
薩
が
発
菩
提
心
し
て
以
来

幾
世
に
も
わ
た
っ
て
、

善
趣
で
あ
る
高
き
種
姓
に
生
ま
れ
る

の
は
力
を
持
ち
、
器
な
る
こ
と
で
あ
り
、
前
位
の
記
憶
が
変

化
し
な
い
。
菩
薩
は
有
情
に
利
す
る
と
い
う
苦
に
於
い
て
も

苦
痛
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
世
間
に
於
い
て
お
金
で
買

え
な
い
奴
僕
こ
そ
、
菩
薩
で
あ
る
か
ら
、
徳
の
す
ぐ
れ
た
る

人
、
そ
れ
に
は
財
の
最
高
に
優
れ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

彼
に
よ
っ
て
尊
大
さ
と
我
執
が
起
き
や
す
、
悲
に
よ
っ
て
他
の



力
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
自
身
は

一
切
有
情
の
も
と

で
犬
の
如
く
で
あ
り
、
奴
僕
の
如
く
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
ダ
l

ラ
の
如
く
尊
大
さ
を
砕
い
て
住
し
て
い
る
の
で
、

他
人
に
よ

る
軽
蔑
と
、
害
さ
れ
る
対
し
て
忍
耐
し
て
、
疲
労
と
全
て
の

骨
折
り
を
容
認
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

④
最
後
に

以
上
の
よ
う
に
ア
テ
ィ

l
シ
ャ
の
律
儀
を
通
じ
て
、

イ
ン
ド

チ
ベ
ッ

ト
で
多
く
み
ら
れ
る
菩
薩
観
に
つ
い
て
言
及
し
た
み
た
が
、

今
後
こ
の
よ
う
な
律
儀
を
機
軸
と
し
て
、

H

悌
教
福
祉
H

と
い
〉
つ

実
践
哲
学
の
領
域
で
活
用
で
き
う
る
菩
薩
観
に
つ
い
て
考
え
て
み

'
-
3
0
 

十

九

しか例
教
福
祉
H

が
そ
の
基
底
に
仰
教
を
据
え
る
べ
き
で
あ
る
以
上
、

こ
の
よ
う
な
文
献
よ
り
の
要
項
の
抽
出
や
原
典
の
整
理
は
必
要
で

は
な
い
か
。

そ
れ
を
あ
え
て
チ
ベ
ッ

ト
仏
典
と
く
に
菩
薩
の
律
儀
を
言
及
し

た
と
こ
ろ
に
求
め
た
の
は
、

そ
こ
に
伝
播
し
た
菩
薩
観
が
具
体
的

な
実
践
徳
目
を
戒
律
の
条
項
の
中
に
加
え
た
点
を
大
い
に
活
用
で

き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
H

例
教
福
祉
H

の
た
め
の
原
典
資

料
の
整
理

・
研
究
が
す
す
ん
で
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
戒
律
や
律

儀
も
整
理
も
加
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
戒
律
あ
る
い
は
律
儀
の
保
持
は
、
菩
薩
へ
な
ろ
う
と
考

え
て
、
誓
い
を
た
て
た
か
ら
生
じ
る
事
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
菩

薩
行
を
通
し
て
利
他
を
実
践
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
私
た
ち
が

仏
教
者
そ
の
哲
い
を
守
り
社
会
へ
向
ら
か
の
寄
与
へ
と
つ
な
が
れ

ば
、
決
し
て
こ
の
こ
と
は
無
意
味
と
は
い
え
ま
い
。

(
参
考
文
献
)

『仏
教
社
会
福
祉
降
典
』
(
法
歳
館
、

二
O
O
五
、
京
都
)
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※
原
文
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
。
慈
悲
ψ

の
実
践
と
菩
薩
行
」

(
高
橋
弘
次
先
生
古
稀
記
念
論
集

『
浄
土
学
悌
教
学
論
集
』

二
O
O
四
)
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。



編
集
後
記

マ

『仏
教
福
祉
』
第
九
号
を
お
届
け
し

ま
す
。
本
誌
は
石
上
善
感
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
八
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の
現

状
と
課
題
②

|
宗
団
と
し
て
の
取
り

組
み
と
そ
の
理
念
」
と
題
し
て

昨
年
に
引
き
続
き
、
仏
教
教
団
各
宗

の
社
会
福
祉
活
動
へ
の
取
り
組
み
方

さ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
の
教
義

そ
の
教
え
か
ら
の
福
祉
実
践
に
つ
き

ま
し
て
、

三
宗
派
を
研
究
さ
れ
て
い

る
先
生
方
か
ら
ご
発
題
を
い
た
だ
き

キ
デ
し
れ
~
。

マ

パ
ネ
ラ
!
と
し
て
出
席
い
た
だ
き
ま

し
た
、
種
智
院
大
学
の
佐
伯
俊
源
先

生
、
皇
畳
館
大
学
の
宮
城
洋

一
郎
先

生
、
龍
谷
大
学
の
村
井
龍
治
先
生
の

各
先
生
に
は
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
お

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

l
は
長
谷

川
匡
俊
研
究
代
表
が
つ
と
め
ま
し
た
。

マ

係
教
大
学
大
学
院
の
大
河
内
大
博
先

生
か
ら
は

「
法
然
浄
土
教
に
お
け
る

生
死
観
(
一
)
「
生
」
の
視
座
を

中
心
と
し
て
」
と
題
す
る
研
究
論
文

を
頂
戴
し
ま
し
た
。
ま
た
、
浄
土
宗

総
合
研
究
所
研
究
員
、
上
回
千
年
先

生
か
ら
は
、
「
律
儀
の
保
持
は
福
祉

実
践
の
機
縁
と
な
る
か
|
菩
薩
律
儀

に
み
ら
れ
る
ク
例
教
福
祉
。
の
源
泉

に
関
わ
る

一
考
察
」
と
題
す
る
研
究

ノ
ー
ト
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

て7

「
浄
土
宗

社
会
福
祉
事
業

・
活
動

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

報
告

(
2
)
」
は
、
平
成
十
六
年
度

浄
土
宗
全
寺
院
に
実
践
し
た
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
報
告
の
一
部
、
と
く
に

「住
職
」

の
活
動
実
態
に
つ
い
て
の

報
告
で
す
。
寺
務
ご
多
忙
の
中
、

ン
ケ
l
ト
調
査
に
御
協
力

い
た
だ
い

た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

集
ア

ph
u
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っしゃいましたらぜひ情報を頂きたく、よろしくお願い申し上げます。{多

少とも不確実な情報でも結構ですので、現時点で思いつくことがございまし

たら、以下の記入枠に箇条書さ程度お書き添えいただければ幸いです。後目、

改めましてと連絡を取らせて頂きます。)

ご協力いただき、ありがとうございました。
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3. 陣了時児 '11の福祉に関する研修会 ・講習会

4 生前保護に関する研修会 ・講習会

5.地域福祉に関する研修会 ・講習会

6.医療福祉に関する研修会 ・講習会

7.人権 ・同和に関する研修会 ・講習会

8.その他(

問9 ご住職の社会福祉についての関心について、お尋ねします。

震当主蚤皇皇室三2立並選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1 .個人として、社会福祉そのものに関心が無い

2.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は

至っていない

3. 個人として社会福祉には関心があり、社会福祉実践も行っている

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。

回答欄の中から震当主蚤量景立皇三2主選fue'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、忌惜のないご

意見をと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 (

理由

。 情報提供のお願い

浄土宗は、本来事士会福祉実践とは浅からぬと縁をもっており、戦前期にお

いても社会事業実践に取り組んでいた記録が各種資料より確認されておりま

す。近年では、同分野についての調査・研究も少なからず行なわれてはいま

すが、まだ『十分』という段階には至っておらず、歴史の狭間で埋もれてし

まった事実も数多いと思われます。貴寺院において、戦前期の宗報等当時の

宗門の諸活動を窺い知ることができる出版物や、戦前・戦中の社会事業等に

関する資料等についてお持ちの方、またはそれらがあると思われる方がいら

29 -
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問7 ターミナルケア(終末期医療、ビハーラ)についてお尋ねします。

震当主蚤長旦去三?te立選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1. ::kf日祭に舵わっている

2. 1均心はあり、今後は|則わることも与えている

3. 1則心はあるが今のところ関わることは与えていない

4.関心はない

問8 社会福祉に関係する研修会・講習会についてお尋ねします。

過去3ヵ年の内に社会福祉に関係する研修会・講習会に参加しました

か。

震当主蚤長虫童三2主位選7.f、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1 .参加した(問 8-1'"問8-2にお答え ください)

2.参加していない

.以下、問8で、回答欄に r1 .参加した』と回答された方のみお答え下さ

¥，¥。

問8-1 参加した研修会や講習会はどこが主催したものですか。

震当主蚤主旦支竺主選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。な

お、 r4Jの番号を選んだ場合には、合わせて( )の

なかに、具体的な内容を記入して下さい。

1 .示内主催の社会福祉関係の研修会 ・諦押会

2.行政主催の社会福祉関係の研修会 ・講習会

3.上. ..; 11'，] (連盟 ・協会等)主催の社会福祉関係の研修会 ・講?司会

4.その他(

問8-2 参加した研修会・講習会はどのような社会福祉分野ですか。

回答欄の中より葦当支蚤主盟主竺主主選豆、番号にOをつけて

下さい。なお、 r8 J の番号を選んだ場合には、合わせて

)の中に、具体的な内容を記入して下さい。

1 .児童福祉に関する研修会 ・講習会

2.高齢者福祉に関する研修会 ・講習会

-28-
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5.福祉施設 .111体等のJfU'JC・顧問等 (活動年数 年)

6.任意のボランティア同体会員 (活動年数 年)

7. その他( ) (前動年数 年)

問5-2 これらの活動を行っている主たる理由はなんですか。

まず国賓慣Atl草か皇霊当支査長皇室主室長堂土2選企主

をつ比つづけた旦筆揮E礎世主葦当主るもの去三2選んで量

号にQ室主けてく主主位。なお、回答欄B群で r3Jの番号を選

回答欄A群

んだ場合には、合わせて

容を記入して下さい。

)のなかに、具体的な内

1. 行政 ・地域社会 ・宗門内 ・檀家等からの要請があったため

2 行政 ・地域社会 ・宗門内・ 檀家等からの要請の有無に関わらない

回答欄B群
「一一一一一一一

1.仏教-l'i'の社会実践のひとつとして適切であると考えたため活動している

2. 仏教刊行の社会実践のひとつとして適切であると考えたわけではないが、

たまたま機会があって前到している

3.その他(

問6 近年、社会実践の新しい組織形態として注目されている rNGOJ・

rN POJについてお尋ねします。

護当する主，(1)査一つま立選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。な

お、 r1 J または r2 J の番号を選んだ場合には、合わせて

( )のなかに、団体名を記入して下さい。

1 .実際に111体を主宰し、活動している

(団体名 :

2. 既存|吋体に参加している

(団体名:

3.関心はあり、今後は参加も考えている

4. 関心はあるが今のところ参加は考えていない

5. 関心はない
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回答欄B群 〈レ
1 (仏教おにふさわしし，)社会実践のひとつとしてこの職業が適切であ

ると与えて兼業している

2. (仏教-fi'にふさわし V')社会実践のひとつとしてこの職業が適切であ

ると与えたわけではなく、たまたま機会があって兼業している

3. その他(

問4-3 これらの兼業を行う際、仏教者としての立場が影響することはあ

りますか。

護当主蚤皇盟主主2選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1. 良い怠l床で強く影響することがある

2 どちらかといえば良い意味で!;~斡することがある

3. どちらかといえば叫し注意味で影響することがある

4. 悪い意味で強く拶押することがある。

5. どちらの場介もある

6. 仏教者の立場が派業に影響することはない

問5 ご住職が行っている、(原則として無給もしくは定期的な報酬を伴わ

ない)社会福祉関係職はありますか。

震当主蚤長旦主主つだ民選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1.ある (1悶5- 1 '""-'I，'¥J 5 -2にお答えください)

2.ない (1悶6へお進み ドさし当)

.以下、問5で、回答欄に r1 .ある」と回答された方のみお答え下さい。

問5-1 その活動内容について震当支蚤主型査支竺主選豆、回答欄の番

号にOをつけて、( )のなかに活動年数を記入して下さい。

なお、 r7Jの番号を選んだ場合には、合わせて( ) 

のなかに、具体的な内容を記入して下さい。

1 .民生委日 ・児童委口 (活動年数 年)

2. 保護司(活動作数 年)

3.社会福祉計画推進委11等、地域における行政関係 (活動年数 年)

4.教講師(活動年数 年)
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5.資料

浄上京 社会福祉事業 ・活動に閲するアンケート調査 調査票原本(問4

"'1叫10)

3. ご住職の社会福祉実践について

問4 ご住職は、寺院法務専業ですか、他の仕事と兼業ですか。

震当主蚤皇盟主互主主主1三2主立選丘、回答欄の番号にOをつけて下

さい。

~埜 2 J託業(問4-1 "'II日4-3にお答えくださし当)

4・以下、問4で、回答欄に r2.兼業」と回答された方のみお答え下さい。

問4-1 その仕事は、次のどれですか。

震当支蚤皇皇室三2主立選豆、回答欄の番号にOをつけ、

)のなかに勤続年数を記入して下さい。

1. 社会福祉施設職員(勤続 年)

2.保育所または保育園保育上(含園長) (勤続 年)

3.幼椛園教諭(含園長) (勤続 年)

4. 養護学校教諭(勤続 年)

5. (2・3以外の)学校教H (勤続 年)

6. tL会出祉関連企業社員(勤続 年)

7. 1云印li・肴護師などの阪療従事省 (勤続 年)

8. 1:記のもの以外(勤続 年)

問4-2 これらの兼業を行っている主たる理由はなんですか。

回答欄A群

まず国賓間企費世長震当支室長盟主ど室長堂土2選企主重量'<=0

室主立， ??世主~筆蹟旦霊堂皇霊当玄室主金支-?選企支重

量長。をつけてください。なお、回答欄B群で r3Jの番号を選

んだ場合には、合わせて( )のなかに、具体的な内

容を記入して下さい。

円-互百モの必要性があるため 2 生活上の必要性の有無とは関係ない
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進を図る活動」を行なっているものは 56.9%に上っている。(内閣府編 『平

成 17年版国民午活I'卜;'i~ 293頁)

( 3) 水谷幸正編 『仏教とターミナル・ケア』 法蔵館 1996年 5月 10日、

~11)，J i文彰 ・ 長谷川 1-1';俊 . I~ 1宮仁 ・藤腹iりH'著 『臨終行儀~日本的ターミナ

ル ・ケアの原点』 北).l-X'l;t 1993年 11)-J 30日等を参照

参考文献

-浄土宗宗勢調査結果研究委μ会編 n第四回浄土宗宗勢調査」結果研究報告

書~ 1991 {I二 浄土宗

・浄土宗宗勢調査委員会編 『第五|口 |浄 I~示宗勢調査報告τ'tJ 1999年 浄土宗

・ 浄土宗布教伝道史編纂委員会編 『浄 !こをj~~布教伝道史~ 1993年 浄土宗

-日本基督教社会福祉学会編『現代のキ リス ト教社会編tllー 意義 ・現状 ・課題

(全国調査報告苫).11997年 日本基行教社会福祉学会

- 平成 12~平成 14 年文部科学省科学研究白補助金(基盤研究 ( 8) (1)研究代

表者 :長谷川匡俊 (12410058) ~戦後仏教系社会福祉事業の歴史 と現状に関する

総合研究 liJf究成果報行i'iJ及び『資料編 l 戦後仏教系社会福祉史年表』及び

『資料編 2 仏教系社会制tll:施設 ・団体一覧 仏教系社会福祉事業 ・活動統計一

覧~ 2003年淑徳大学長谷川研究室
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の結果を仰ることができた。ただ実際には、その理Idlとして自由記述をして

mいた同符が 556件あり、その内容を確認する限り「社会福祉」というもの

に対する促えJjも様々であり、まして 「仏教」 との凶係においては、より個

別の見解をお持ちの方が多数おり、単純な額型化は困難で・あると痛感してい

る次第である。ただしそれらの多くは、今後の仏教社会福祉を考えていく際

に、多分にぷl疫に富む、t{楽や与え方を提示して頂いているため、今後、その

|勾特を杭ずtして細かい分:J?jjを行なうことで、より具体的な 「社会福祉と仏教

布-との|見lわり」に関する数制結果を明らかにすることができると考えている。

4. おわりに

l狗節においても触れましたとおり、ィ、;淵任にあたって、その理由を自 FEI記

述等で答えていただいた問 10をはじめ、各問において「その他」として只

体的な内特をお。!?きいただ、いたものなど、貴重な意見を整耳目してご報告しな

ければならない問所が幾っか残されておりますが、これらの報告に関しては、

紙面の関係 1--、制を改めてのご報行となってしまいます点について、何本ご

理解下さい。

また、(前けでも述べさせて国きました通り)本調査の意義をご理解国き、

全面的にご文援ドさった浄卜二，~~宗務庁及び浄七宗総合研究所の皆様、お忙し

い中、:i.'J:iHなお11与聞をさいてアンケート にこ、、協力頂いた各寺院の皆僚に、こ

の場をお{日りて心より御礼t!1しtげます。

i
 

i
s
 

( 1 ) 仏教福祉研究班長作川匡俊 ・坂上雅翁 ・曽根宣雄 ・鷲見宗信 ・藤森雄介 ・

関徳子 ・波溢義lI(j r浄上宗 社会福祉事業 ・活動に関するアンケート調査

集計報竹(1 ) J r仏教福祉 No. 8~ 浄土宗総合研究所 2005年 3)1

25 R 93'"" 140頁

(2 ) 例えば、 2005年 3月 31日現夜、特定非営利活動促進法に基づいて認証さ

れた rNPOJは21，286団体であるが、そのうち 「保健 ・医療又は福祉の明
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調育結果をみると、 'NPOJ・'NGOJに「関心がなしりと回答したもの

は布効回答数の約 2割、ターミナルケア(ビ、ハーラ、終末医療)に「関心が

なし>J と解答したものがイi効回答数の l割強に臨まっており、「何らか関心

を持っている」という点で、は双方とも非常にiRiい数値結果を得ることができ

た。ただ、そのうち「関心はあるが今のところ関わること(参加すること)

は考えていない」と答えているものが問6・問7の双方とも有効回答数の 6

割以上となっており、これら「消倒的な関心層」にどのような働きかけを行

なっていくのかが今後の活性化を考える上では重要なポイントとなっていく

と考えられよう。

問8は、社会伺ネ11:に関する研修会 ・講演会に関する参加の有無やその内容

について明らかにする項目である。参加lの度合いや宗門としての特徴的な部

分については、先の問と同様に、今後の他宗との比較検討によって明らかに

することが可能で、あると考えられるが、やはり、「行政主催の社会福祉関係

の研修会 ・講習会」が有効回答数の約 4tl;1Jと、宗門主催のものよ りも I割程

度上川っている点は気になるところではある。「社会福祉」に対して宗門と

してはどのような位置づけで考えているのか、またその為の啓蒙的な活動や

支援はどのように行なわれているのか等について、その効果も含めて今後検

討を加え、より具体的な捉百を行ってく必要があると考えている。

問9は、住職個人の(主観的な考えとしての)社会福祉についての関心に

ついて|りlらかにする項目である。幸い、 何らかの形で「社会福祉に関心があ

る」ものは有効回答数の 9割を起えているものの、実際の活動にまで、至って

いるものは有効回答数の 2割程度に留まっている。ここでも先の問からも見

えてきたように、「消極的な関心附」にどのような働きかけを行なっていく

のかが必要不可欠である。

また問 10は、客観的に見た仏教と社会福祉との関わりについて、それぞれ

明らかにする項目である。ここでは、アンケー卜調査開始時点で'1.よ り

積極的に関わっていくべきである」、 '2.現状のままでよしり、 '3.特に関わ

る必要はなしり、 '4.その他」と 4つの選択肢を設けて調査を行ない、一定

22 
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3.調奇結果に|到する留意点及び今後の課題

以上、本調資における後半部分、すなわち「住職」の活動実態及び意識

(問 4'"問 10)までの単純集計結果を記したが、ここでは、それぞれの数値

結果に関する留意点や今後の課題等について若干触れておきたい。

まず、問 4及び問 5は、住職の法務専業 ・兼業の別を問いつつ、その日々

の諸活動の中で社会福祉に関連するものがどの程度行なわれているのかを明

らかにするための項目である。例えば、兼業のうちで社会福祉に関連する仕

事についている住職 (11'.14-[)、(原則として無給もしくは定期的な報酬を

伴わなしけ社会福祉関係職を担っている住職(問 5)、といった数値結果を

どのように読み解し 3ていくのかは、今後の他宗との比較検討によって明らか

にしていきたいと考えているが、 一点のみ興味深い結果を述べるならば、兼

業を行なっている住職のうち、その仕事が f(仏教者にふさわしい)社会実

践のひとつとしてこの職業が適切であると考えて兼業している」ものが有

効回答数の約 6割に達し(問 4-2 回答欄 B群)、また(原則として無給

もしくは定期的な報酬を伴わない)社会福祉関係職を担っている住職のうち、

「仏教者の社会実践のひとつとして適切で、あると考えたため活動している」

ものが有効llil答数の 7割近くに達している(問 5- 2 回答欄 B群)ことな

どは、今後、仏教者の社会的実践のーっとして社会福祉を考えていく際に、

頼もしい数値であるといえよう 。

問6は、 fNPOJ・fNGOJに関する実践状況や関心の度合いについて明

らかにする項目であり、 rlu7は、ター ミナルケア(ビ、ハーラ、終末医療)

に関する実践状況や関心の度合いについて明らかにする項目である。いわゆ

る fNPOJ・fNGOJは、 近年、社会実践の新しい組織形態として注目され

ているものであり、その活動団体の中には社会福祉に関わる領域を目的とし

ているものも数多く見られるは)。 また、ターミ ナルケア(ビ、ハーラ、終末

医療)に関しては、歴史的な臨終行儀の作法等にも見られるように (3)、本来、

仏教者が専門とすべき領域ともいえるものである。
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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。

回答欄の中から該当する番号から一つを選んで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権ですので、忌樺のない

ご意見をと自由にお書き下さい。

問10

1 .より積極的に|刻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(

786 

26目

271 

9% 

1776 

60% 

口1

.2 

ロ3

目4

11¥j 10の有効回答数は 2996{'I・であり、そのうち、「より積極的に関わって

いくべきである」という |旦|符が 1776件で 59.28%と最も多く、次いで「現

状のままでよし'J が786件で 26.23%、「特に関わる必要はなし'J が 163件

で5.44%の順であり、「その他」は 271件で 9.05%であった。
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問9 ご住職の社会福祉についての関心について、お尋ねします。

議当主蚤長金量三?tt.位選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1. 個人として、社会福祉そのものに関心が無い

2.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

までには至っていない

3.個人として社会福祉には関心があり、社会福祉実践も行って

し通る

問9
211 

6弛

阿
国

72% 

問9の有効回答数は 3306什・であり、そのうち、「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は至っていなしりが2358件で

71.32%、「個人として社会祁>Itll:には関心があり、社会福祉実践も行ってい

る」が 737件で 22.29%、「制人として、社会福祉そのものに関心が無い」

が211件で 6.38%の順である。 また、実践の有無にかかわらず「社会福

祉に|刻心がある」という Inl答は 3095件で有効回答数に対して 93.61%であ

る。さらに、|珂心の省無にかかわらず「実践に至っていない」という回答は

2569件であり、有効回答数に対して 77.70%であった。
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72 
問8-2

2見 653 
児童

.2 
高齢者

ロ3
障害

目4
生保

539 

16帖 地域福祉

回目

医療福祉

口7
人権問和

園 8
15弛 186 12首 | その他

5首

問8-2の有効回答数は 3438件であり、そのうち、「人権 ・同和に関する

研修会 ・講習会」が891件で 25.92%と最も多く、次いで 「児童福祉に関す

る研修会 ・講習会」が653件で 18.99%、「高齢者福祉に関する研修会 ・講

習会」が 539件で 15.68%、「地域福祉に関する研修会 ・講習会」が500件

で 14.54%、「障害児 ・者の福祉に関する研修会 ・講習会」が399件で 11.61

%、 「医療福祉に関する研修会 ・講習会」が 198件で 5.76%、「生活保護に

関する研修会 ・講習会」が 186件で 5.41%の順であり、「その他」は 72件

で 2.09%であった。
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問8-2 参加した研修会・講習会はどのような社会福祉分野ですか。

問8-2
900 
800 
700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 。

回答欄の中より藍当支量皇盟主竺主主選豆、番号にOをつけ

て下さい。なお、 r8J の番号を選んだ場合には、合わせて

( )の中に、具体的な内容を記入して下さい。

1 .児童福祉に関する研修会 ・講習会

2.高齢者福祉に関する研修会 ・講習会

3.障害児 ・者の福祉に関する研修会 ・講習会

4 生活保護に関する研修会 ・講習会

5.地域制祉に関する研修会 ・講習会

6. 医療福祉に関する研修会 ・講習会

7. 人権 ・同和に関する研修会 ・講習会

8.その他( ) 

891 

J治'" ，，+ .... 会R '" 。令 も母V タ3J-4、P hA-薫4、e へJ ー可毒4今r よぷ
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問8-1 参加した研修会や講習会はどこが主催したものですか。

震当重量主盟主竺主選豆、 回答欄の番号にOをつけて下さい。

なお、r4Jの番号を選んだ場合には、合わせて( ) 

のなかに、具体的な内容を記入して下さい。

1 .宗内主催の社会福祉関係の研修会 ・講習会

2. 行政主催の社会制祉関係の研修会・前習会

3. 民間(連盟 ・協会等)主催の社会福祉関係の研修会 ・講習会

4. その他(

問8-1
45 

2百

900 

40% 

口1

宗内主催

・2
行政主催

ロ3
民間主催

国 4

その他

/I¥J8 -1のイT効回答数は 2225件であり、そのうち 「行政主催の社会福祉

関係の研修会 ・講習会」が900件で 40.45%と最も多く、次いで「宗内主催

の社会福祉関係の研修会 ・講習会」が680件で 30.56%、「民間(連関 ・協

会等)主催の社会福祉関係の研修会 ・講習会」が600件で 26.97%の)1頃であ

り、 「その他」は 451'1二で 2.02%であった。

16 -
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問8 社会福祉に関係する研修会・講習会についてお尋ねします。

過去3ヵ年の内に社会福祉に関係する研修会・講習会に参加しまし

たか。

震当するものを一つだけ選び、回答欄の番号にOをつけて下さい。

問8

1849 

56% 

1452 

44弛

問8の有効回答数は 3301件であり、そのうち、「参加した」と回答した

ものが 1452件で43.99%、「参加|し ていなし'J と回答したものが 1849件で

56.01 %と、「参加した」という 川符より「参加していない」という回答の方

が397件、 12.02%上同る結果となった。
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問7 ターミナルケア(終末期医療、ビ八一ラ)についてお尋ねします。

護当主蚤皇皇室三三つま立選豆、 回答欄の番号にOをつけて下さい。

問7

1. 実際に携わっている

2. 関心はあり、今後は関わることもイ号えている

3.関心はあるが今のところ関わることは与えていない

4. 関心はない

433 

2230 
68百

66 

2也

旧什

l・21

旧引

|冒 41

Ig] 7の有効回答数は 3276件であり、そのうち、「関心はあるが今のところ

関わることはイ号えていなしりが2230件で 68.07%と隔も多く、次いで「関

心はあり、今後は関わることも考えている」が547件で 16.70%、「関心は

ない」が433件で 13.22%、「実際に携わっている」が66件で 2.01%の順で

ある。

-14 -
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問6 近年、社会実践の新しい組織形態として注目されている rNGOJ・
rNPOJについてお尋ねします。

震当主蚤皇旦主主2主立選豆、 回筈欄の番号にOをつけて下さい。

なお、r1 Jまたは r2Jの番号を選んだ場合には、合わせて

( )のなかに、団体名を記入して下さい。

1 実際に団体を主宰し、活動している (団体名 :

2. 既存団体に参加 している ( l-tl体名 :

3. 関心はあり、今後は参加lもイ号えている

4.関心はあるが今のところ参加|は考えていない

5.関心はない

問6 37 147 

l'‘5、

1891 
64首

問6の有効凶答数は 2967nである。そのうち、「関心はあるが今のとこ

ろ参加は考えていなし当」が 1891件で63.73%と最も多く、次いで 「関心は

ない」が652f'1:で21.98%、「関心はあり、今後は参加も考えている」が240

{'I二で 8.09%、「既作同体に参加 している」が 147件で4.95%、「実際に卜tl体

を主宰し、活動している」が37件で 1.25%の順である。
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1:'，] 5 -2 -Aのイイ効1"1符数は 1062件であり、そのうち、「行政 ・地域社

会 ・米門内 ・檀家等からの要請があったため」 と回答 したものが801件で

75.42%、「行政 ・地域社会 ・宗門内 ・檀家等からの要請の有無に関わらな

し当」が 2611'1ニで 24.58%であり、「行政・地域社会 ・宗門内・檀家等からの

要訪があったため」に出動を行なっているという問答が 540件、 50.84%上

回るがiW:となった。

問 5-2-8の有効回答数は 1056件であり、そのうち、「仏教者の社会

実践のひとつとして適切であると与えたため活動している」と回答したもの

が711件で 67.33%と最も多く、次いで「仏教者の社会実践のひとつとして

適切で、あると巧えたわけではないが、たまたま機会があって活動している」

が303件で 28.69%の}I闘であり、 「その他」は 42件で 3.98%であった。

- 12-
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問5-2 これらの活動を行っている主たる理由はなんですか。

まず回答捌A欝から震当するものをどちらか一つ選んで番景に

Qをつけ、つづけて、国管棚B群から該当するものを一つ選ん

で番号にQをつけてください。

なお、回答欄B群で r3Jの番号を選んだ場合には、合わせて

)のなかに、具体的な内容を記入して下さい。

回答欄A群

1， rr政 ・地域社会 ・宗門内 ・檀家等からの要請があったため

2 行政 ・地域社会 ・宗門内 ・組家等からの要請の有無に関わらない

回答欄B群 〈レ
1，仏教者の社会実践のひ とつとして適切であると考えたため活動して

し〉る

2，仏教者の社会実践のひとつとして適切で、あると考えたわけではない

が、たまたま機会があって日-動している

3，そのイ也(

問5-2-A
261 

ロ1要請有

間5-2-8

801 

75% 

・2無関係

一 日 一

(118) 
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ロ3

711 

67% 



問5-1の有効回答数は 1653件であり、そのうち、 if呆護司」が385件で

23.29%と最も多く、次いで 「福祉施設・団体等の理事 ・顧問等」が296件

で 17.91%、「民生委員 ・児童委員」が270件で 16.33%、「任意のボランテ

イア団体会員」 が201件で 12.16%、「社会福祉計画推進委員等、地域にお

ける行政関係」が 132件で 7.99%、「教講師」が79件で 4.78%の順に多く、

「その他」は 290件で 17.54%であった。
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問5ー 1 その活動内容について震当主査長盟主主竺主選豆、回答欄の番

問5-1

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

号にOをつけて、( )のなかに活動年数を記入して下さ

い。なお、 r7Jの番号を選んだ場合には、合わせて( ) 

のなかに、具体的な内容を記入して下さい。

。I・・・ - . 
、奇ト秒や4争 '" 骨今r 中

問5-1

201 

12% 

" 。μぷe求

290 

今必
令~

ー粉 ぷ.... K.:'-'i' 
" 勺.VT ro' 

270 

ロ1

民生児童

.2 

保護司

ロ3
行政関係

23~ 教諮師

79 

5¥ 

9 
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ロ6
ボランティ7

ロ7
その他



問5 ご住職が行っている、(原則として無給もしくは定期的な報酬を伴

わない)社会福祉関係職はありますか。震当ずるものを一つだけ

選豆、回答欄の番号にOをつ付て下さい。

問5

1115 

34見

11'，] 5の有効回答数は 3246件であり、そのうち、「ある」と 11-11符したものが

1115fi:で34.35%、「なし'J と凶符したものが 21311'1二で 65.65%であり、住

臓が行なっている社会福祉関係職は「なしりと回答したものが「ある」と回

答 したものよりも 1016件、 31.3%上凶る結果となった。

-8-
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問4-3 これらの兼業を行う際、仏教者としての立場が影響すること

はありますか。

護当重量皇金支士2選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1 良い意味で強く影響することがある

2. どちらかといえば良い意味で影響することがある

3. どちらかといえば‘悪い意味で、影響することがある

4.悪い意味で強く影響することがある。

5. どちらの場合もある

6. 仏教者の立場が.，w業に影響することはない

問4-3

166 
18首

3 

0見

146 

335 
36% 

問4-3の有効回答数は 948件であり、そのうち 「どちらかといえば良い

意味で影響することがある」が335件で 35.34%と最も多く、次いで 「良い

意味で強く影響することがある」が 286件で 30.17%、「どちらの場合もあ

る」が 1661'1こで 17.51%、 「仏教者の立場が兼業に影響することはない」が

146件で 15.40%、「どちらかといえば悪い意味で影響することがある」が

12件で 1.27%、「悪い意味で強く影響することがある」が3件で 0.32%の順

であった。

-7-
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との回答が 272件で 29.28%となり、生活上の必要性により、兼業であると

の回答が多数であった。

問4-2-Bの有効回答数は 902件であり、 i(仏教者にふさわしし当)社会

実践のひとつとしてこの職業が適切であると考えて兼業している」との回答

が539件で 59.76%と最も多く、次いで i(仏教者にふさわしい)社会実践

のひとつとしてこの職業が適切であると考えたわけではなく、たまたま機会

があって兼業している」が256件で 28.38%、「その他」が 107件で 11.86%

のJI闘となっている。

6 
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問4-2 これらの兼業を行っている主たる理由はなんですか。

まず回答慣A群から設当するものをどちらか一つ選んで番号

にOをつけ、つづけて、回答捌B群から該当するものを一つ

選んで聾号にOをつけてください。なお、回答欄B群で r3J

の番号を選んだ場合には、合わせて( )のなかに、

具体的な内容を記入して下さい。

回答欄A群

[] 生活上の必要性があるため 2. 生活仁の必要性の有無とは関係ない

回答欄B群 七b
1. (仏教者にふさわしし，)社会実践のひとつとしてこの職業が適切で、

あると考えて終業している

2. (仏教名ーにふさわしし当)社会実践のひとつとしてこの職業が適切で

あると与えたわけではなく、たまたま機会があって兼業している

3. その他(

川符 Alt下

| ロ1生活上必要

657 
71% 

.2生活上無関係

回答 B群

問4-2-8 107 

256 
28目

ロ1 ロ3

539 

60私

問4-2-Aの有効回答数は 929件であり、「生活上の必要性があるた

め」との|且答が 657件で 70.72%、「生活上の必要性の有無とは関係ない」

5 
(124) 



問4-1の有効回符件数は 998件であり、そのうち、「学校教員」が 256

件で 25.65%と最も多く、次いで「保育所または保育園保育土(合園長)J

が 118件で 11.82%、「幼稚園教諭(合園長)J が 104件で 10.42%、「社会福

祉施設職員J が99件で 9.92%、「医師 ・看護師などの医療従事者」が25件

で2.51%、「社会福祉関連企業社員」が71'1ーで 0.70%、「養護学校教諭」が5

件で 0.50%の順であり、「その他」は 384件で 38.48%であった。

-4-
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問4-1 その仕事は、次のどれですか。

震当主蚤主皇室三?te立選豆、 回答欄の番号にOをつけ、

問4-1

450 

400 

350 

3∞ 
250 

2∞ 
150 

1∞ 
50 

0 

( )のなかに勤続年数を記入して下さい。

唱P ろ 4昏 4骨唱1'- ~~争 .... ~ 
d争 4争噌γ 〆効'キ .. 
d示令 dbr db-φ:y ... ~ $予 .tf

，!'~~\' ...峨¥.... .... -t!F ':> _~ゃ^~
u移~~ b 

資y
ヘ

問4-1
99 

.......... 亜~ 戸

口1

384 

や
6¥ ，ι 

'o 

社会福祉施訟膿員

256 

26% 

3 
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.2 
保育士

口3
幼稚園教諭

国 4

10首 ロ5

学校教員

ロ6
社福関連企業

ロ7

医療従事者

その他



問4

2431 

71% 

旧 1

|業|

|・ 2

|業|

II¥J 4の有効回答数は 3408件であり、そのうち、ご住職が寺院法務「専

業」であると回答したものが2431件で 71.33%、「兼業」であると回答した

ものカt977 f午で 28.67%であった。
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浄土宗社会福祉事業・活動に関する

アンケート調査集計報告(2 ) 

1 .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

、1(:成 16年度に、浄J-_宗からの全而的なご理解とご協力のもとで、浄土宗

総介研究所仏教福祉研究班の研究テーマとして実施された「浄 t宗 社会福

祉事業 ・活動に閲するアンケー卜調汽」の趣旨 ・調査概要及び、本調査の前

下部分を占める「寺|坑」の活動実態に|則する単純集計結果については、既に

前号において報告をさせて頂くことができた。(1)

本稿においては、前号に引き続いて、本調査の後半部分である、「住職」

の活動実態及び意識に関する単純集計結果を報告するものである。

2.調1r:あ'i*

3. ご住職の社会福祉実践について

間4 ご住職は、寺院法務専業ですか、他の仕事と兼業ですか。

震当支室長皇室長室皇丘三2左段違豆、回答欄の番号にOをつけ

て下さい。
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