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O
長
谷
川
(
司
会
)

た
だ
い
ま
か
ら
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
催

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
先
立
ち
ま
し
て
、
浄
土
宗
総
合
研
究

所
の
所
長
、
石
上
善
躍
の
方
か
ら
最
初
に
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
た

い
と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
で
は
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
石
上
所
長

き
ょ
う
は
お
天
気
も
そ
れ
相
応
に
よ
ろ
し
ゅ
う
ご

ざ
い
ま
す
の
に
、
皆
さ
ま
、
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

浄
土
宗
総
合
研
究
所
に
お
い
て
は
仏
教
福
祉
関
係
に
つ
い
て
は

か
な
り
前
か
ら
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
と
き
か
ら
少
し
小

休
止
し
て
お
り
ま
し
た
。
雑
誌
だ
け
は
出
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
際
、
も
う
一
回
や
り
直
し
て
、
毎
年
の

よ
う
に
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な

で
・
申
し
合
わ
せ
て
、
そ
れ
で
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
任
、

チ
ー

フ
が
研
究
所
の
客
員
教
授
、
こ
れ
は
私
、
言
い
に
く
い
の
で
す
が
、

何
し
ろ
、
私
の
も
う

一
つ
の
顔
の
方
で
い
う
と
、
長
谷
川
先
生
は

理
事
長
で
学
長
な
の
で
、
そ
の
下
に
い
る
私
が
で
す
ね
、
き
ょ
う

は
偉
そ
う
に
、
私
が
所
長
で
客
員
教
授
な
ど
と
ご
紹
介
す
る
の
も

い
さ
さ
か
ど
う
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、

毎
年
、
京
都
か
東
京
か
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
詳
し
く
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

思
い
返
し
ま
す
の
に
、
社
会
福
祉
の
研
究
家
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
吉
田
久

一
と
い
う
先
生
の
ご
本
に
よ
り
ま
す
と
、

日
本
に
お

け
る
、
特
に
仏
教
社
会
福
祉
、
社
会
事
業
の
根
幹
は
渡
辺
海
旭
、

矢
吹
慶
輝
、
長
谷
川
良
信
と
い
う
三
先
生
を
中
心
に
し
て
、
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里

塚
が
築
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む
も
の
は
い
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
の
で
す
ね
、
と
書
い
て
お
ら

れ
る
の
で
す
。

と
い
う
の
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
ど
れ
ほ
ど
の
力
を
も

っ
て
浄
土
宗
が
そ
の
と
き
、
呼
応
し
て
仕
事
を
し
て
き
た
か
、
そ

れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
下
火
に
な
っ
て
、
ま
た
、
あ
ら
た
め

て
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宿
命
を
担
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
良
信
先
生
の
ご
子
息

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
長
谷
川
匡
俊
先
生
に
中
心
に
な
っ
て
い
た
だ
い



て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
大
き
く
拡
大
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ

に
こ
し
た
喜
び
は
な
い
、
そ
う
心
か
ら
思
っ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。

本
日
は
「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の
現
状
と
課
題
」
と
い

う
題
の
も
と
に
、
各
宗
派
か
ら
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
そ

ら
く
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
が
こ
れ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ま
と
と
も
に
拝
聴
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
こ
れ
を
拡
大
し

て
い
き
た
い
と
い
う
、
そ
の
気
持
ち
を
込
め
て
最
初
の
ご
挨
拶
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
日
は
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
(
拍
手
)
。

O
長
谷
川
(
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

l
)

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。そ

れ
で
は
本
日
の
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
催
、
第
七
回
目
に
な

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の
現
状
と
課

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

最
初
に
、
今
日
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
発
題
を
い
た
だ
き
ま
す
先
生
方

の
ご
紹
介
を
申
し
上
げ
て
、
そ
の
あ
と
、
今
回
の
テ

l
マ
に
関
す

る
趣
旨
を
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

皆
さ
ま
方
か
ら
向
か
っ
て
左
側
か
ら
、
私
の
す
ぐ
お
隣
で
す
が
、

真
言
宗
智
山
派
を
ご
担
当
い
た
だ
く
、
高
野
山
大
学
の
山
口
幸
照

先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
(
拍
手
)
。
そ
の
お
隣
で
す
が
、
浄
土
宗
を

ご
担
当
い
た
だ
く
大
正
大
学
の
石
川
到
覚
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す

(
拍
手
)
。
そ
の
お
隣
は
真
宗
大
谷
派
を
ご
担
当
い
た
だ
く
、
大
谷

大
学
の
佐
賀
校
夏
文
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
(
拍
手
)
。
そ

れ
か
ら
最
後
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

日
蓮
宗
を
ご
担
当
い
た
だ

く
立
正
大
学
の
清
水
海
隆
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
(
拍
手
)
。

今
日
は
こ
の
お
四
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
団
に
お
け
る
社
会
福
祉
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の
現
状
や
ら
、
ま
た
そ
こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
も
、
大
な
り
小
な
り
、

お
触
れ
い
た
だ
け
る
と
存
じ
ま
す
。
同
時
に
ま
た
、
現
在
、
そ
れ

ぞ
れ
の
教
団
が
抱
え
て
い
る
福
祉
的
な
政
策
課
題
、
計
画
な
ど
に

も
言
及
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
ご
多
用
の
中
、
お
越
し
い
た
だ
い
て
、
ご
発
題
い
た

だ
け
ま
す
こ
と
を
大
変
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。

な
お
、
私
は
、
先
ほ
ど
石
上
所
長
か
ら
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
淑
徳
大
学
の
長
谷
川
匡
俊
と
申
し
ま
す
。
当
浄
土
宗
総
合
研
究

所
で
は
仏
教
福
祉
研
究
班
の
研
究
代
表
を
務
め
て
い
ま
し
て
、
今



回
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

l
役
を
つ
と
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

(
拍
手
)
。

昨
年
、
ち
ょ
う
ど
一
一
月
の
こ
の
時
期
に
第
六
回
目
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
折
の
テ

l
マ
は
「
仏
教
は

地
域
の
福
祉
に
い
か
に
貢
献
し
得
る
か
」
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、

ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
も
こ
の
中
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
か
と

思
い
ま
す
。

昨
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
フ
ロ
ア
か
ら
か
な
り
積
極
的
な
ご
質

聞
や
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
仏
教
が
こ
の
現
代
社
会
の
、

と
り
わ
け
生
活
に
密
接
に
か
か
わ
る
地
域
の
中
で
ど
の
よ
う
な
福

祉
的
な
役
割
を
担
い
得
る
の
か
、
最
前
線
で
そ
の
実
践
に
取
り
組

ん
で
い
る
方
、
広
く
、
宗
教
社
会
学
の
立
場
か
ら
寺
院
や
仏
教
に

対
す
る
期
待
を
込
め
て
、
社
会
学
の
立
場
か
ら
の
お
話
も
あ
り
ま

ー
し

h
ん
。

ま
た
、
社
会
福
祉
学
の
立
場
か
ら
も
、
制
度
と
し
て
の
社
会
福

祉
に
は
お
の
ず
と
そ
の
時
代
的
な
限
界
や
制
約
が
あ
り
、
そ
の
制

度
の
谷
間
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
方
々
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
そ
う
し
た
制
度
の
谷
間
に
あ
る
福
祉
的
な
課
題
に
寺
院
は
も

っ
と
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
べ
き
だ
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た

実
践
に
向
け
て
も
可
能
性
が
十
分
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
社
会
福

祉
学
の
先
生
か
ら
も
積
極
的
な
支
持
と
期
待
の
お
話
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。

そ
こ
で
今
回
は
少
し
角
度
を
変
え
て
、
昨
年
の
よ
う
な
課
題
を

一
方
で
見
据
え
な
が
ら
、
他
方
、
仏
教
に
も
皆
さ
ま
ご
存
知
の
よ

う
に
い
わ
ゆ
る
何
々
宗
、
あ
る
い
は
何
々
派
と
い
う
よ
う
に
仏
教

教
団
は
少
な
か
ら
ず
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
、
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教
団
に
よ
り
ま
し
で
も
、
社
会
福
祉
に
つ
い
て
の
考
え
方
な
り
、

あ
る
い
は
取
り
組
み
方
な
ど
、
大
な
り
小
な
り
、
温
度
差
が
あ
り

宇
品
、
し
ょ
、
っ
1ν

、
さ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
の
教
義
、
そ
の
教
え

か
ら
実
際
の
福
祉
的
な
実
践
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
導
き
出

さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
教
団
と
し
て
福
祉
実
践
と
い

う
も
の
を
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
大
変

関
心
が
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
四
つ
の
宗
派
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
こ
れ
か
ら
ご
発
題

を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
さ
ら
に
来
年
は
、
今
回
、
ご
登
壇
い
た
だ



け
な
か
っ
た
教
団
の
先
生
方
か
ら
今
回
の
続
き
の
よ
う
な
形
で
さ

ら
に
お
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
か
ら
の
進
め
方
で
す
が
、
お

一
人

一
五
分
と
い
う

短
い
時
間
の
中
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ

一
通
り
ご

発
題
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、

一
巡
し
た
と
こ
ろ
で
、

五
分
間
ず
つ

補
足
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
も

っ
と
も
、
最
初
か
ら
二
O
分
と

い
う
範
囲
で
、
あ
と
の
補
足
は
な
し
で
発
題
す
る
と
い
う
先
生
も

い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
二
O
分
を

お
使
い
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
お
願
い
を

申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

補
足
も
含
め
て
、
す
べ
て

一
巡
し
た
と
こ
ろ
で
休
憩
を
と
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
休
憩
の
聞
に
フ
ロ
ア
の
皆
さ
ま
方
か
ら

ぜ
ひ
、
お
手
元
に
届
い
て
い
る
質
問
用
紙
に
ご
質
問
や
ら
、
ご
意

見
、
ご
感
想
な
ど
お
書
き
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
質
問
の
場
合
は

ど
な
た
に
ご
質
問
さ
れ
る
の
か
、
お
名
前
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま

す
と
大
変
幸
い
で
す
。

の
ち
ほ
ど
事
務
局
の
方
で
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
整

理
し
て
休
憩
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
第
二
部
に
入
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
そ
の
際
に
は
フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質
問
、
ご
意
見
に
お
答

え
す
る
形
で
、
先
生
方
か
ら
お
話
を
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。
終
了
は
一
応
四
時
半
ぐ
ら
い
ま
で
を
目
安
に
考
え
て
お
り
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
ご
協
力
の
ほ
ど
、

お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

そ
れ
で
は
ま
ず
最
初
に
、
真
言
宗
智
山
派
の
場
合
を
中
心
に
山

口
幸
照
先
生
の
方
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

O
山
口
(
真
言
宗
智
山
派
)

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
き
ょ
う

は
発
言
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
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ま
し
た
。
長
谷
川
先
生
は
じ
め
石
上
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

私
は
長
谷
川
先
生
に
大
学
院
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
も
の
で
す

か
ら
、
「
も
う

一
回
試
験
を
や
る
ぞ
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
し
て
、
何
か
こ
こ
に
座
っ
て
い
て
い
い
の
か
な
と
い
う
感

じ
が
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

諸
先
輩
方
の
前
で
、
相
撲
で
い
え

ば
、
幕
内
の
相
撲
に
幕
下
が
入

っ
て
き
た
と
い
う
感
じ
で
す
の
で
、

前
座
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
軽
い
気
持
ち
で
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。



私
は
た
ま
た
ま
、
真
言
宗
の
お
寺
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
そ
こ
で

ず
っ
と
育
ち
ま
し
て
、

い
ま
、
そ
こ
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
私
自
身
が
障
害
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
て
、
若
い
う
ち
か
ら
社
会
福
祉
に
大
変
関
心
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
長
谷
川
先
生
の
ご
本
を
読
み
ま
し
て
、
浄
土
宗
の
渡

辺
海
旭
、
矢
吹
慶
輝
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
の
労
働
共
済
会
に
つ
い

て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
自
身
の
お
寺
の
宗
派
と
と

も
に
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
私
の
仏
教
福
祉
研
究
は

ま
だ
始
ま

っ
た
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
て
、
十
分
な
お
話
が
で
き
る

か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
精

一
杯
、
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
高
野
山
大
学
と
い
う
大
学

に
お
り
ま
す
。
高
野
山
大
学
と
い
う
の
は
、
全
国
に
六
五

O
の
大

学
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
で
も
最
高
学
府
と
い
わ
れ
て
い
る
の

で
す
ね
。
何
せ
、
最
高
学
府
と
い
う
の
は
、

一
0
0
0
メ
ー
ト
ル

の
高
い
と
こ
ろ
で
勉
強
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
私
ど
も
の
大
学

し
か
な
い
の
で
す
ね
。

先
日
、
身
延
山
大
学
に
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
、
身
延
山
は

二
0
0
0
メ
ー
ト
ル
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
が
、

三

0
0
メ
ー
ト
ル

の
地
点
で
勉
強
し
て
い
る
そ
う
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
七

O
O
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
、
私
ど
も
が
勝
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
高
野

山
大
学
は
非
常
に
高
い
と
こ
ろ
で
、
空
気
が
大
変
薄
く
て
、
気
圧

が
高
い
の
で
す
。
そ
れ
で
お
商
売
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
買

い
物
に
行
き
ま
す
と
、

ア
ン
パ
ン
な
ど
、
袋
に
入
っ
て
い
ま
す
ね
。

そ
れ
が
パ
ン
パ
ン
に
膨
れ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。

一O
O
O
メ
l

ト
ル
の
気
圧
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
思
い
ま

す
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高
野
山
大
学
は
あ
と
二
年
ほ
ど
た
ち
ま
す
と
、
創
立

二一

O
年

に
な
る
わ
け
で
す
。
高
野
山
は
弘
法
大
師
、
空
海
が
一

二
O
O年

ほ
ど
前
に
聞
か
れ
ま
し
た
。

い
ま
、
お
手
元
の
年
表
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
真
言
宗
は
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
て
、

真
言
宗
の
年
表
を
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
あ

と
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

空
海
さ
ん
は
高
野
山
と
京
都
の
東
寺
と
い
う
と
こ
ろ
で
主
に
活

動
し
ま
し
て
、

空
海
さ
ん
が
独
自
に
開
教
し
た
「
真
言
密
教
」
と

い
う
教
え
で
成
り
立
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。



そ
の
「
真
言
密
教
」
な
の
で
す
が
、
実
は
今
年
は
二
つ
、
記
念

す
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

一つ
は
、
空
海
さ
ん
が
一

二
O
O年
前
、

つ
ま
り
八

O
四
年
に

遺
唐
船
で
中
国
に
渡
っ
て
ち
ょ
う
ど

一二

O
O年
に
な
り
ま
す
。

四
つ
の
船
を
仕
立
て
て
行
っ
た
わ
け
で
す
が
、

三
番
目
と
四
番
目

は
行
方
不
明
に
な

っ
た
り
、
帰
つ
で
き
た
り
と
い
う
こ
と
が
伝
え

ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
第

一
船
に
空
海
が
乗
っ
て
、

そ
の
ま
ま

三
四
日
間
流
さ
れ
て
、

い
ま
の
福
建
省
、
台
湾
海
峡
の
先
の
と
こ

ろ
の
赤
岸
鎮
と
い
う
と
こ
ろ
に
流
さ
れ
ま
し
た
。
二
番
目
の
船
に

は
伝
教
大
師
最
澄
さ
ん
が
乗
り
ま
し
て
、
あ
と
、
向
こ
う
で
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
、

日
本
で
唯
て

三
蔵
法
師
の
称
号
を
与
え
ら

れ
た
霊
仙
三
蔵
が
第
二
船
に
乗
り
ま
し
て
、
天
台
山
の
近
く
の
港

に
た
ど
り
つ
い
た
わ
け
で
す
。
先
日
、
中
国
の
原
子
力
潜
水
般
が

日
本
領
海
を
侵
し
た
と
い
う
こ
と
で
新
聞
ネ
タ
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
ニ
ン
ポ
ウ
と
い
う
と
こ
ろ
、
海
軍
基
地
が
い
ま
あ
る
と
こ
ろ

な
の
で
す
が
、
普
か
ら
そ
の
ニ
ン
ポ
ウ
と
い
う
と
こ
ろ
は
窓
口
に

な
っ
て
い
た
そ
う
で
、
こ
れ
は
流
さ
れ
な
い
で
、
最
澄
さ
ん
と
霊

仙
三
蔵
と
空
海
さ
ん
が
、
ち
ょ
う
ど

一二

O
O年
前
に
中
国
に
行

き
ま
し
た
。

空
海
さ
ん
の
着
い
た
赤
岸
鎮
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
当
時
の
都
の

長
安
と
い
う
の
は
二
四
0
0
キ
ロ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
船
と
馬

と
歩
き
で
も
っ
て
踏
破
し
て
、

二
年
間
の
勉
強
を
し
て
帰
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。

な
ぜ
空
海
は
中
国
に
行

っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
真

言
密
教
の
重
要
な
経
典
で
あ
る

「大
日
経
」
、
正
確
に
は

『大
見

虚
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
」
と
い
う
お
経
な
の
で
す
が
、
そ
の

『大
日
経
」
と
い
う
お
経
と

『金
剛
頂
経
』
と
い
う
お
経
の
二
つ
、
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日
本
に
も
た
さ
れ
て
い
た
も
の
を
空
海
さ
ん
が
読
ん
だ
の
で
す
ね
。

し
か
し
、

読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ

っ
た
の

で
す
ね
。
残
念
な
が
ら
「
蔓
茶
羅
」
と
言
っ

て
も
、

よ
く
わ
か
ら

な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

日
本
に
は
当
時

『大
日
経
』

や

『金
剛
頂
経
」
と
い
う
お
経
を

教
え
る
先
生
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
ね
、

た
だ
、
書
物
だ
け
が
伝

え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
わ
か
る
か

と
い
う
こ
と
で
志
を
立
て
て
、
遣
唐
船
に
乗
っ
て
い
っ
た
わ
け
で

す



真
言
宗
と
い
う
の
は
も
と
も
と
イ
ン
ド
で
起
こ
っ
た
も
の
で
す

が
、
七

一
三
年
に
善
無
畏
と
い
う
人
、
こ
の
方
は
イ
ン
ド
人
で
す

が
、
こ
の
方
が
中
国
に
渡
っ
て
、
そ
の
弟
子
と
な
っ
た

一
行
禅
師
、

当
時
、
中
国
天
台
宗
を
研
究
し
て
お
ら
れ
た
一
行
禅
師
と

「大
日

経
』
を
翻
訳
す
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
遅
れ
る
こ
と
三
年
後
、
こ
れ
は
四
年
と
も

い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
七

一
九
年
ま
た
は
七
二
O
年
に
金
剛
智

と
い
う
方
、
こ
れ
も
イ
ン
ド
人
で
す
が
、
海
を
越
え
て
、
昔
の
セ

イ
ロ
ン
で
す
か
ね
、
そ
こ
を
通
っ
て
中
国
に
入
っ
て
き
て
、
不
空

と
い
う
弟
子
に
な
ら
れ
た
方
と

「金
剛
頂
経
』
を
翻
訳
す
る
。

も
、
金
剛
智
が
中
国
に
も
た
ら
し
た
そ
の
お
経
と
い
う
も
の
は
不

十
分
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
あ
と
で
不
空
が
ま
た
イ
ン
ド
に
行

っ
て
正
確
な
も
の
に
し
た
わ
け
で
す
。

こ
の

『大
日
経
』
と

「金
剛
頂
経
』
と
い
う
も
の
が
、
現
在
で

も
真
言
宗
の
経
典
の

一
番
中
心
的
な
も
の
に
な

っ
て

い
ま
す
。

そ
れ
で
空
海
さ
ん
が
八

O
四
年
に
遣
唐
船
で
行

っ
て
、
多
く
の

密
教
経
典
や
法
具
を
日
本
に
も

っ
て
き
た
あ
と
に
、
八
四
二
年
か

ら
始
ま
る
会
昌
の
大
破
仏
に
よ
っ
て
八
四
五
年
に
全
滅
す
る
わ
け

で
す
ね
。
特
に
密
教
は
全
滅
す
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
中
国
密

教
と
い
う
の
は
た
か
だ
か

一
二

O
年
ぐ
ら
い
だ
け
栄
え
た
だ
け
な

の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
中
国
で
中
国
密
教
が

一
番
隆
盛
し
た
と
き

に
空
海
が
中
国
に
渡
っ
て
、
そ
れ
を
日
本
に
も
っ
て
く
る
と
い
う

」
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で

一
二

O
O年
ぶ
り
に
、

わ
れ
わ
れ
の
大
学
で
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
組
み
ま
し
て
、
何
年
か
前
か
ら
中
国
に
真
言
宗
を
教
わ
っ

た
の
で
、

お
返
し
し
よ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
お
り

ま
し
て
、
こ
の
た
び
、
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や
っ
と
上
海
に
静
安
寺
と
い
う
密
教
の
お

で

寺
を
再
建
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
住
職
も
、
私
ど
も
で

一
番
重
要
な
伝
法
瀧
頂
と
い
う
も
の
は
中
国
で
は
現
在
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、

日
本
で
瀧
頂
を
受
け
て
も
ら

っ
て
、
向
こ
う
に
人

材
も
お
返
し
す
る
と
い
う
こ
と
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今

も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
ま
た
、
淑
徳
大
学
に
も
研
究
者
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、

五
台
山
の
不
空
や
霊
仙
あ
る
い
は
法
門
寺
、
あ
る
い
は
空
海
さ
ん

が
中
国
に
行

っ
て
教
わ
っ
た
先
生
の
恵
果
さ
ん
と
い
う
方
が
住
ん

で
お
ら
れ
た
青
竜
寺
な
ど
を
次
々
と
復
興
し
て
お
り
ま
す
。



ま
た
、
今
回
、
赤
岸
鎮
か
ら
福
建
省
の
省
都
で
あ
り
ま
す
馬
尾

と
い
う
と
こ
ろ
に
空
海
記
念
堂
を
つ
く
り
ま
し
て
、
中
国
政
府
と

タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
そ
の
周
辺
を
空
海
坊
と
い
う
地
域
に
指
定
し
て

い
た
だ
き
ま
し
て
、
観
光
ル
1
ト
を
い
ま
開
発
中
で
あ
り
ま
す
。

真
言
宗
の
中
心
的
経
典
で
あ
る

『大
日
経
」
と

「金
剛
頂
経
」

に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
す
べ
て
は
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
が
、
空
海

は、

『大
日
経
』
と

「金
剛
頂
経
」
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
、
中

国
密
教
を
日
本
に
も

っ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
そ
こ

に
空
海
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
か
、
独
自
の
も
の
が
あ

り
ま
す
。
私
ど
も
は

「中
国
密
教
」
と
「
真
言
密
教
」
と
「
日
本

密
教
」
と
い
う
の
を
厳
密
に
区
別
し
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
の
真
言
宗
の
密
教
は
「
真
言
密
教
」
と
い
う
教
え
で
す
。

「中
国
密
教
」
や

「
日
本
密
教
」
と
は
違
い
ま
す
。
そ
の
キ
1
タ

ー
ム
は
三
つ
ぐ
ら
い
な
り
ま
す
。
『
大
日
経
』
と

『金
剛
頂
経
」

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
次
の
こ
と
ぐ
ら
い
に
な
る
の
か
な
と
思

い
ま
す
。

一
つ
は

「即
身
成
仏
」。

二
番
目
が

「憂
茶
羅
」。
「
憂
茶
羅
」
と
い
う
の
は
、

サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
、
古
い
イ
ン
ド
語
で
、

マ
ン
ト
ラ
、

真
実
と
い
う
意
味

で
す
が
、
相
互
供
養
、
お
互
い
さ
ま
で
す
よ
と
い
う
こ
と
が
そ
の

絵
の
中
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
つ
目
が

「済
世
利
人
」
。
「
世
を
救
い
、
人
に
利
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
、
衆
生
救
済
が
基
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
屈
と
実
践

が

一
緒
に
な

っ
て
展
開
す
る
の
が
真
言
密
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
空
海
の
基
本
的
な
主
張
な
わ
け
で
す
。

そ
の
辺
が
真
言
宗
の
基
本
的
な
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
践
が
な
け
れ
ば
、
教
え
と
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い
う
も
の
は
何
の
意
味
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鎌
田
茂
雄
先
生
な
ど
の
本
を
読
み
ま
す
と
、
先
エ海
が
ち

ょ
う
ど
八

O
四
年
に
唐
に
行
っ
た
こ
ろ
は
、

土
木
事
業
だ
と
か
教

育
制
度
、
あ
る
い
は
社
会
事
業
と
い

っ
た
よ
う
な
こ
と
が
で
す
ね
、

そ
う
い
う
も
の
が
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
た
と
き
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
が
本
に
載
っ
て
い
ま
す
。
空
海
は
そ
の
こ
と
を
勉
強
し
に
行

っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
は
り
見
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
と
予
測
で
き
る
の
は
、
帰
っ
て
き
て
か
ら
四
国



の
満
濃
池
の
増
築
、
こ
れ
は
四
五
日
間
で
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
日
本
で
最
初
の
庶
民
の
た
め
の
学
校
と
い

わ
れ
て
い
る
「
綜
芸
種
智
院
」
と
い
う
も
の
を
お
つ
く
り
に
な
る
。

こ
れ
は
全
く
モ
デ
ル
が
・
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
唐

の
時
代
の
社
会
情
勢
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
て
、
そ
れ
を
密
教
に
生

か
そ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
飛
び
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
言
宗
は
明
治
期
に
一
宗
と

し
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
な
例
え
話
と
い
う
の
は
よ
く
な

い
の
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
天
台
と
真
言
と
い
う
の
を
比
較
す
る

と
き
に
、
天
台
宗
と
い
う
そ
ば
屋
さ
ん
は
、
天
台
の
名
義
を
お
貸

し
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

つ
ま
り
、
天
台
か
ら
出
ら

れ
た
方
々
は
、

い
ろ
い
ろ
な
宗
の
名
前
を
名
乗
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
真
言
宗
と
い
う
う
ど

ん
屋
は
、
真
言
宗
の
暖
簾
を
誰
に
も
で
も
渡
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

だ
か
ら
高
野
山
真
言
宗
を
は
じ
め
大
き
い
宗
派
だ
け
で
も

一
八
も

派
閥
が
あ
り
ま
す
。
智
山
派
、
豊
山
派
、
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
、

大
覚
寺
派
と
か
御
室
派
と
か
、
た
く
さ
ん
派
閥
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
が

一
八
、
大
き
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
大
小
含
め
る
と
、

五
O
O
と
か
六

O
O
と
か
言
わ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
だ

か
ら
、

い
い
加
減
と
い
っ
て
は
変
で
す
が
、
「
う
ど
ん
屋
さ
ん
の

暖
簾
を
ど
う
ぞ
使
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
か
な

と
思
い
ま
す
が
、
各
派
で
は
考
え
方
も
、
空
海
の
解
釈
も
相
当
違

う
わ
け
で
す
。
同
じ
真
言
宗
と
い
っ
て
も
相
当
違
い
ま
す
。

私
が
所
属
し
て
い
る
智
山
派
と
い
う
の
は
、
新
義
真
言
宗
、
こ

の
近
く
に
護
国
寺
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
豊
山
派
と
兄
弟
宗

団
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
智
山
と
豊
山
合
わ
せ
て
「
智
豊
(
チ
ブ
)
」

と
い
う
こ
と
で
、
真
言
宗
の
「
ち
ぶ

(
恥
部
)
」
と
い
わ
れ
る
の
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で
す
が
(
笑
)
、
「
ち
ぶ
」
と
い
っ
て
も
少
し
意
味
が
違
う
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
真
言
宗
の
智
山
派
、
豊
山
派
を
中
心

と
し
た
新
義
派
と
い
わ
ゆ
る
高
野
山
真
言
宗
を
中
心
と
し
た
古
義

派
の
真
言
宗
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
明
治
三
三
年
に
大
分
裂
を
す
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
以
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
第
二
次

世
界
大
戦
昭
和

一
六
年
か
ら
大
真
言
宗
で

一
つ
に
な
り
ま
す
が
、

す
ぐ
に
分
か
れ
ま
す
。

そ
れ
で
全
体
と
し
て
真
言
宗
の
社
会
事
業
活
動
は
、

ど
う
も
浄



土
宗
や
日
蓮
宗
、
あ
る
い
は
大
谷
派
等
と
比
べ
て
、
だ
い
ぶ
遅
く

始
ま
っ
て
い
る
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
宗
派
に
刺
激
を
受

け
な
が
ら
、
社
会
事
業
調
査
を
始
め
た
の
が
大
正
も
終
わ
り
の
こ

ろ
で
す
。

例
え
ば
智
山
派
の
場
合
は
智
山
社
会
事
業
協
会
と
い
う
も
の
を

発
足
さ
せ
、
そ
し
て
社
会
事
業
連
盟
か
ら
社
会
事
業
協
会
と
な
っ

て
、
そ
れ
と
同
時
並
行
で
、
智
山
伝
道
会
と
い
う
布
教
を
す
る
た

め
の
会
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
の
布
教
と
社
会
事
業
を
展
開
す

る
団
体
が

一
緒
に
な
っ
て
「
教
化
連
盟
」
と
い
う
よ
う
に
名
前
を

変
え
て
、
教
化
連
盟
の
布
教
部
あ
る
い
は
社
会
事
業
部
と
し
て
事

業
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

い
ま
の
愛
宕
山
下
に
あ
り
ま
す
真
福

寺
と
い
う
お
寺
に
智
山
派
の
別
院
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
現
在

で
は
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
全
国
の
お
寺
さ
ん
方
に
そ
う

い
っ
た
布
教
、
あ
る
い
は
社
会
事
業
の
展
開
を
し
て
い
ま
す
。

愛
宕
山
と
増
上
寺
と
は
非
常
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
き

ょ
う
、
愛
宕
山
下
で
お
仕
事
を
し
て
か
ら
こ
ち
ら
に
歩
い
て
き
た

の
で
す
が
、
徳
川
将
軍
が
増
上
寺
に
お
参
り
に
来
る
と
き
に
、
愛

宕
山
下
の
と
こ
ろ
で
愛
宕
山
神
社
の
男
坂
を
馬
で
駆
け
上

っ
た
り

す
る
丸
亀
藩
の
間
垣
平
九
郎
と
い
う
人
が
い
て
、
そ
の
人
が
徳
川

家
の
安
穏
を
祈
念
し
た
と
い
う
故
事
を
先
輩
か
ら
聞
い
て
参
り
ま

し
た
。
そ
し
て
こ
の
増
上
寺
に
徳
川
将
軍
が
お
参
り
に
来
た
と
い

ぅ
、
そ
の

一
本
道
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
の
真
言
宗
と
い
う
の
は
、
教
義
か
ら
す
れ
ば
、
「
実

践
」
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

ど
う
も
現
代
は
あ
ま
り
他
宗
派
に
比
べ
て
は
社
会
事
業
活
動
を
展

開
し
て
い
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
所
属

す
る
お
寺
と
し
て
、
私
ど
も
智
山
派
は
、
千
葉
に
あ
り
ま
す
成
田
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山
新
勝
寺
と
い
う
お
寺
が
五
大
事
業
と
し
て
、
長
谷
川
先
生
も
い

ろ
い
ろ
資
料
の
発
掘
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
が
、
成
田
山

で
の
社
会
事
業
が
大
変
有
名
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
話
を
し
た
い
の
で
す
が
、

一
五
分
ち
ょ
う
ど
た
ち
ま

し
た
。
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
と
で
少

し
補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
と
ま
り
ま
せ

ん
で
す
が
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
(
拍
手
)
。

O
長
谷
川

山
口
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

真
言
宗
と
い
う
教
団
の
開
祖
、
空
海
に
つ
い
て
の
話
や
ら
、
こ



の
レ
ジ
メ
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
福
祉
と
も
深
く
か
か

わ
り
ま
す
キ
ー
ワ
ー
ド
が
三
つ
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

真
言
宗
の
社
会
福
祉
と
い
う
も
の
が
今
日
に
至
る
経
過
に
つ
い
て

も
若
干
、
お
触
れ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
変
短
い
時
間
の
中
で
お

ま
と
め
い
た
だ
い
て
恐
縮
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
次
に
浄
土
宗
の
場
合
に
つ
い
て
石
川
先
生
の
方
か
ら

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
石
川
(
浄
土
宗
)

大
正
大
学
の
石
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
、
こ
の
壇
に
座
っ
て
お
り
ま
し
て
、
浄
土
宗
の
関
係
者
の

方
が
多
い
中
で
「
教
団
と
し
て
の
取
り
組
み
と
そ
の
理
念
」
と
い

う
よ
う
な
お
話
を
す
る
の
は
、
大
変
厳
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、

口
が
滑
っ
て
宗
団
を
批
判
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
の
で
す
が
、

し
ゃ
べ
り
出
す
と
止
ま
ら
な
い
悪
い
癖
が

あ
り
ま
し
て
、
も
し
失
礼
が
あ
っ
た
ら
い
け
な
い
か
な
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

山
口
先
生
が
相
撲
に
な
ぞ
ら
え
て
、
露
払
い
の
よ
う
な
お
役
を

言

っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
先
生
の
体
格
か
ら
す
れ
ば
、
私
が

露
払
い
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
太
万
を
持
っ
た
ら
倒
れ
て

し
ま
う
体
型
な
も
の
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
今
日
の
テ
l
マ
は
太

万
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
、
十
分
の
そ
の
太
万
を
ふ
る
え

る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

」
ち
ら
側
の
席
は
天
台
宗
か
ら
流
れ
た
グ
ル
ー
プ
が
並
ん
で
い

る
よ
う
な
印
象
を
も
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
真
言
宗
の
流
れ
と

は
若
干
異
な
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
社

会
福
祉
学
の
方
の
専
円
で
あ
り
ま
し
て
、
宗
学
、
あ
る
い
は
歴
史

の
と
こ
ろ
は
不
案
内
な
と
こ
ろ
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
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で
き
る

だ
け
現
代
的
な
福
祉
の
視
点
か
ら
整
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ご

報
告
を
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ま
の
お
手
元
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
今
日
は
三
つ
の
柱
で

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

浄
土
宗
で
は
ほ
ぼ

一
O
年
ご
と
に
浄
土
宗
の
宗
勢
調
査
と
い
う
も

の
を
全
国
の
寺
院
に
お
願
い
し
ま
し
て
、

回
収
率
が
九
八
%
、
あ

る
い
は

一
O
O
%
に
近
い
よ
う
な
、
回
答
し
な
い
と
罰
則
規
定
が

載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
調
査
が



も
う
そ
ろ
そ
ろ
始
ま
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
も
か
か
わ
ら

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

幸
A
F

れ~、

一
年
前
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
「
浄
土
宗
社
会
福
祉

構
想
検
討
会
」
が
宗
務
総
長
を
中
心
に
し
て
と
い
い
ま
す
か
、
浄

土
宗
は
社
会
事
業
宗
と
い
わ
れ
て
き
て
い
る
の
に
新
し
い
取
り
組

み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
大
号
令
の
も

と
、
検
討
を
加
え
て
き
た
中
、
席
を
ご

一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
し
か
し
な
が
ら
、
長
谷
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た

よ
う
に
、
浄
土
宗
を
代
表
し
て
は
と
う
て
い
お
話
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
私
個
人
の
見
解
と
い
う
こ
と
で
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
で
は
ま
ず
第
一
番
目
で
あ
り
ま
す
が
、

や
は
り
振
り
返
り

を
し
ま
せ
ん
と
現
在
の
状
況
が
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
振
り
返
り

を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
番
最
初
の
開
宗
の
時
期
か
ら
と
も
考
え
た
の
で
す
が
、

や
は

り
そ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
と
現
代
に
な
か
な
か
た
ど
り
つ
け

ま
せ
ん
の
で
、
浄
土
宗
が
い
わ
ゆ
る
日
本
が
近
代
国
家
を
目
指
し

た
時
期
に
、
仏
教
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
、

宗
団
が
あ
っ
た
か
と
思
い

ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
先
ほ
ど
、
所
長
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た

ょ
、
つ
に
、

い
わ
ゆ
る
大
正
期
か
ら
昭
和
の
初
期
の
こ
ろ
が
、
各
仏

教
教
団
と
も
一
番
新
た
な
宗
教
な
い
し
教
義
の
解
釈
を
し
て
、
社

会
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
の
も
と
で
、
そ
れ

ぞ
れ
活
躍
さ
れ
た
時
期
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
、
ポ
イ

ン
ト
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
と
き
に
、
私
が
所
属
し
て
お
り
ま
す
大
正
大
学
の
前
身
で
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あ
り
ま
し
た
宗
教
大
学
に
、
長
谷
川
先
生
の
お
父
様
が
主
任
を
担

っ
て
、
矢
吹
先
生
、
あ
る
い
は
渡
辺
先
生
が
社
会
事
業
研
究
室
と

い
う
も
の
を
日
本
で
最
初
に
開
い
た
、

い
わ
ゆ
る
研
究
を
は
じ
め

教
育
を
進
め
た
と
い
う
流
れ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
法
然
浄
土
教
の

福
祉
理
念
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
何
年
か
後
で
あ
り
ま
す
が
、

「
浄
土
宗
社
会
事
業
年

報
」
と
い
う
も
の
が
復
刊
と
い
い
ま
す
か
、
第

一
号
と
し
て
出
さ

れ
ま
し
た
が
、
こ
の
と
こ
ろ
が
あ
る
意
味
で
は
、
当
時
の
浄
土
宗

の
全
体
像
を
み
る
と
い
う
意
味
で
い
え
ば
、
こ
の
文
献
が
と
て
も



重
要
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
見
て
い
き
ま
す
と
、

い
わ
ゆ

る
浄
土
宗
の
福
祉
理
念
、
あ
る
い
は
実
践
形
態
と
い
う
も
の
が
、

も
う
す
で
に
、
こ
の
現
代
に
お
い
て
も
十
分
に
こ
た
え
得
る
基
本

的
な
視
点
と
い
う
も
の
を
見
定
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の

よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
り
ま
す
と
、
社
会

福
祉
制
度
の
拡
充
に
伴
い
ま
し
て
、

い
わ
ゆ
る
浄
土
宗
の
福
祉
理

念
と
い
う
も
の
が
だ
ん
だ
ん
簿
れ
て
き
ま
し
て
、
そ
の
実
践
の
独

自
性
自
体
も
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思

い
ま
す
。

こ
れ
は
ど
の
仏
教
教
団
、
宗
団
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
税
金
を
使
う
の
に
何

で
宗
教
を
そ
こ
に
折
り
込
む
の
か
と
い
う
縛
り
は
と
て
も
き
つ
い

も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
こ
で
政
教
分
離
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

社
会
福
祉
と
宗
教
が
分
離
さ
れ
て
い
く
、
こ
う
い
う
状
況
の
中
で

ま
さ
に
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
う
わ

け
で
す
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
よ
、
つ
に
、
ま
た
あ
ら
た
め
て

浄
土
宗
の
福
祉
を
ど
う
再
興
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
中

で
、
実
は
開
宗
八

O
O年
の
記
念
事
業
を
機
会
に
し
て
「
浄
土
宗

社
会
福
祉
事
業
協
会
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
と
連
動
す
る

と
い
う
形
で
沖
縄
の
「
袋
中
園
」
が

一
宗
で
施
設
を
つ
く
る
、
こ

う
い
う
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
「
現
代
の
福
祉
問
題
と
認
識
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
な

っ
て
き
ま
す
と
、
こ
の
高
度
成
長
期
の
入
り
口
の
と
き
に
考
え
ら

れ
て
い
た
も
の
と
は
大
幅
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
社
会
変
動
、

い
わ
ゆ
る
子
ど
も
が
い
な
い
、
高
齢
者
が
増
え
る
と
い
う
大
き
な
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人
口
の
転
換
な
い
し
は
地
域
の
格
差
の
厳
し
さ
、
あ
る
い
は
地
域

の
解
体
と
い
う
よ
う
な
福
祉
問
題
そ
の
も
の
が
顕
在
化
し
て
き
ま

し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
「
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
」
と
い

う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
ど
う
も
呼
応
で
き

な
い
、
相
応
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
立
ち
至
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
、
わ
が
浄
土
宗
で
は
法
然
上
人
八

O
O年
の
大

遠
忌
が
二
O
一二
年
に
控
え
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
向
け
て
ど

の
よ
う
に
新
た
な
展
開
を
図
る
べ
き
か
と
い
う
、
ま
さ
に
正
念
場



を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

ま
た

一
方
、
そ
の
よ
う
な
宗
と
し
て
の
組
織
が
い
か
が
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、

二
つ
ほ
ど
お
話
を
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
つ
は
浄
土
宗
の
福
祉
組
織
化
の
課
題
に
お
き
ま
し
て
、
振
り

返
っ
て
み
ま
す
と
、
大
正
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
「
一
寺
院

事
業
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
き
ん
で
、
何
ら
か
の

福
祉
事
業
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
声
高
に
叫
び
、
そ
し
て

実
際
に
実
践
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
区

が
社
会
事
業
協
会
を
設
立
し
、
研
修
会
等
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
地
域
の

福
祉
組
織
化
が
衰
退
し
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
、
ま
さ
に
こ
の
時

期
に
も
う

一
度
再
復
活
、
あ
る
い
は
活
性
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
、
追
加
で
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と

思
い
ま
す
。
浄
土
宗
に
お
い
て
は
「
浄
土
宗
社
会
福
祉
構
想
検
討

会
」
な
る
も
の
が
立
ち
上
が
っ
て
お
り
ま
し
て
、

二

一
世
紀
の
浄

土
宗
の
福
祉
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
提
言
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
浄
土
宗
と
し
て
象
徴
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
シ

ン
ボ
ル
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
を
実
際
に
つ
く
り
上
げ
て
い
く
と

い
う
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
議
論
の
中
で
出
て
き
て
お
り
ま
す
の

は
、
ど
う
し
て
も
教
団
、
宗
団
と
い
い
ま
す
と
、
従
来
の
ピ
ラ
ミ

ツ
ド
型
の
組
織
化
に
ど
う
し
て
も
陥
り
が
ち
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
か
ら
の
方
向
性
か
ら
い
た
し
ま
す
と
、
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

型
の
組
織
化
を
創
出
す
べ
き
方
向
性
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

実
際
に
宗
勢
調
査
の
第
四
次
の
結
果
を
見
て
い
き
ま
す
と
、

全

国
七

0
0
0
カ
寺
の
寺
院
の
中
で
も
檀
家
数
が

一
O
O軒
に
満
た

な
い
お
寺
さ
ん
が
四
割
を
占
め
る
、
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
地
域

の
中
か
ら
寺
が
消
え
る
、
あ
る
い
は
地
域
か
ら
寺
が
見
え
な
い
、

こ
う
い
う
状
況
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
含

め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、

や
は
り
も
う
一
度
理
念
を

ど
う
具
現
化
す
る
か
と
い
う
課
題
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
法
然
浄
土
教
か
ら
導
き
出
せ
る
「
福
祉
理
念
」
と
い
う
も

の
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
短
く
整
理
さ
せ
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て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
さ
に

『往
生
要
集
』
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
「
願
共
諸
衆
生

往
生
安
楽
園
」
と
い
う
、
こ
の
言
葉
の
重

み
と
い
う
も
の
を
私
は
強
く
心
に
刻
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
ま
さ
に
こ
れ
が
共
生
思
想
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
と
か
、
あ

る
い
は
ノ

l
マ
ラ
イ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
と
片
仮
名
で
言
う
言
葉
で
は
な

ぃ
、
日
本
の
福
祉
文
化
と
し
て
「
共
生
思
想
」
を
典
型
と
す
る
福

祉
理
念
を
目
的
、
概
念
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
ま
た
、

概
念
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
際
の
基
本
指
針
と
し
て

実
践
の
た
め
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て

『一

枚
起
請
文
」
を
ま
さ
に
実

践
の
理
念
的
な
も
の
と
し
て
も
う

一
度
受
け
止
め
直
す
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
ら
の
理
念
を
具
現
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
繰
り
返
し
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
教
義
か
ら
導
き
出
し
た
実
践
理
念
と

行
動
指
針
を
も
う

一
度
新
た
に
組
織
化
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
組

織
だ
け
で
き
て
も
だ
め
で
あ
り
ま
し
て
、
組
織
は
人
で
動
く
わ
け

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
材
養
成
も
必
要
で
は
な
い
か
、
特
に
教
師

養
成
の
中
で
福
祉
の
科
目
が
実
際
に
は
位
置
づ
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ

っ
て
は
、
十
分
な
地
域
活
動
が
で
き
る
教

師
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
も
ろ
も
ろ
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
課
題
は

さ
ま
ざ
ま
大
き
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め
と
し
て
、
あ
と

一
五
秒
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
変

動
に
よ

っ
て
寺
院
そ
の
も
の
の
運
営
基
盤
が
す
で
に
衰
退
し
て
い

る
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
危
機
意
識
の
希
薄
化
が
私
は

一

番
問
題
で
は
な
い
か
な
と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
は
追
加
で
そ

の
理
由
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
た
、
教
師
・
僧
侶

が
担
う
べ
き
社
会
的
役
割
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
見
失
っ
て
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い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
問
い
直
す
と
こ
ろ
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
し
、
改
革
、
改
革
と
叫
ん

で
い
る
状
況
の
中
で
も
う

一
度
き
ち
ん
と
し
た
ス
タ
ン
ス
で
日
本

仏
教
の
生
活
の
土
台
を
つ
く

っ
て
き
た
福
祉
文
化
を
踏
ま
え
た
宗

団
と
し
て
の
取
り
組
み
が
必
要
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
う

わ
け
で
す
。

少
々
、
時
聞
を
越
え
た
よ
う
で
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す

(拍
手
)。

O
長
谷
川

石
川
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



た
だ
い
ま
は
石
川
先
生
の
方
か
ら
大
き
く
一一一
点
、
特
に
後
段
の

方
の
福
祉
組
織
化
の
問
題
、
さ
ら
に
は
法
然
浄
土
教
の
福
祉
理
念

を
ど
の
よ
う
に
設
定
し
、
か
っ
こ
れ
を
具
現
化
し
て
い
く
か
と
い

う
方
向
性
の
問
題
等
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
提
起
も
あ
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。
後
ほ
ど
、
ま
た
、
補
足
を
頂
戴
い
た
し
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、

三
人
目
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
宗
大
谷
派
の

場
合
に
つ
い
て
、
佐
賀
枝
先
生
の
方
か
ら
ご
発
題
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

O
佐
賀
枝
(
真
宗
大
谷
派
)

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
大
谷
大

学
の
佐
賀
枝
で
す
。

真
宗
大
谷
派
の
取
り
組
み
を
歴
史
的
に
振
り
返
り
な
が
ら
報
告

し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
今
日
は
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
て

い
る
二
つ
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
取
り
組
み
」
と
「
保
育
事
業
の
教
団
の
取

り
組
み
」
に
焦
点
を
あ
て
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
真
宗
大
谷
派
の
取
り
組
み
の
特
色
が
出
る
か
と
思
い

ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
全
体
を
網
羅
す
る
こ
と
は
な
か
な
か

む
ず
か
し
い
の
で
、
そ
の
と
こ
ろ
を
少
し
ご
了
解
し
て
聞
い
て
い

た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

「
ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
関
与
と
取
り
組
み
」
と
い
う
の
は
、

ノ、

ン

セ
ン
病
へ
の
取
り
組
み
は
歴
史
的
に
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、

ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
取
り
組
み
を
時
代
背
景
と

と
も
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
明
確
に

区
分
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
ま
ず
ハ
ン
セ
ン
病
に
対
し
て
固
の
隔
離
政
策
に

加
担
し
て
、

い
わ
ゆ
る
隔
離
政
策
を
推
進
し
た
時
代
が
真
宗
大
谷
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派
に
も
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
の
論
点
に
な
る
か
と
思
い

ま
す
。
「
ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
関
与
と
取
り
組
み
」
の
あ
り
方
が
自

己
完
結
的
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
葉
が
足
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
自
己
完
結
的
な
活
動
が
行
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
真
宗
大
谷
派
の
反
省
と
取
り
組
み
が
い

ま
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
と
明
確
に
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
に
か

か
わ
っ
た
歴
史
的
な
事
実
を
受
け
止
め
た
上
で

い
ま
は
そ
の
対

局
に
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
現
在
、

ハ
ン
セ
ン



病
へ
の
取
り
組
み
が
真
宗
大
谷
派
の
中
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を

一
つ
の
ご
報
告
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、

一
つ
の
流
れ
の
中
で
一
貫
性
を
も
っ
た
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
く
て
、

ハ
ン
セ
ン
病
に
関
し
て
は
、
隔
離
政
策
を
推

進
し
た
時
代
に
加
担
し
て
真
宗
大
谷
派
の
教
団
が
あ
っ
た
と
い
う

」
と
が
、

ひ
と
つ
、
教
団
自
身
の
自
己
批
判
と
、
そ
の
上
に
立
つ

て
い
ま
展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ご
報
告
で
す
。

も
う

一
つ
は
、
「
保
育
事
業
に
お
け
る
教
団
の
取
り
組
み
」
に

つ
い
て
少
し
ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
他
の
教
団
も
そ
う
で

す
が
、

保
育
事
業
に
か
か
わ
っ
て
い
る
母
数
が
ず
い
ぶ
ん
多
い
も

の
で
す
か
ら
、
教
団
組
織
の
中
で
も
ひ
と
つ
、

し
っ
か
り
取
り
組

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
報
告
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

真
宗
大
谷
派
の
保
育
協
会
の
設
立
は

一
九
四
九
年
、
戦
後
ま
も

な
く
、
昭
和
二
四
年
に
大
谷
派
保
育
協
会
が
本
山
の
宗
務
機
構
内

に
誕
生
し
ま
し
た
。

主
な
活
動
は
、
初
任
保
育
者
の
研
修
、
主
任
保
育
者
の
研
修
、

中
堅
保
育
者
の
研
修
、
そ
し
て
統

一
テ
l
マ
を
決
め
て
全
国
大
会

が
開
催
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

活
動
の
目
的
は
、
当
初
か
ら
「
真
宗
保
育
の
実
践
」
を
掲
げ
て

開
催
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
協
会
設
立
当
時
は
、
わ
が
国
の
保
育
界

が
繁
明
期
で
、
研
修
シ
ス
テ
ム
も
未
発
達
な
時
代
で
し
た
か
ら
、

実
践
向
き
の
内
容
が
多
く
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

高
度
成
長
期
は
保
育
需
要
の
拡
大
期
で
、
同
時
に
保
育
現
場
と

し
て
は
事
業
拡
大
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

研
修
内
容
は
仏
教
保
育
の
原
理
や
保
育
の
あ
り
方
な
ど
、
時
宜

に
あ
っ
た
テ

l
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

」
の
問
、
同
協
会
の
動
き
と
し
て
は
、
仏
教
保
育
の
テ
キ
ス
ト
づ

く
り
が
企
画
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

一
九
七
四
年
、
昭

和
四
九
年
に
は
大
西
憲
明
を
監
修
に

『仏
教
保
育
入
門
」
を
刊
行

し
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
「
真
宗
大
谷
派
青
少
幼
年
教
化
専
門

委
員
会
」
に
よ
る
「
教
育
と
教
化
」
が

一
か
ら
三
ま
で
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
他
「
ほ
と
け
の
子
」
な
ど
の
雑
誌
刊
行
が
あ
り
ま

す

」
れ
ら
の
取
り
組
み
は
現
場
か
ら
の
声
で
教
材
、
仏
教
保
育
内

容
を
求
め
る
声
に
応
え
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
と
分
析
で
き



ま
す
。
懸
命
に
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
て
教
材
を
つ
く
ろ
う
と
し

た
時
代
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

現
状
と
し
て
は
、
保
育
事
業
の
拡
大
期
に
事
業
拡
大
と
充
実
に

追
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
新
た
な
新
機
軸
を
打
ち
出
す
こ
と

が
で
き
ず
に
過
ご
し
た
時
期
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

時
期
は
前
後
し
て
関
係
学
校
に
短
大
保
育
科
が
申
請
さ
れ
開
設
・

増
設
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
帯
広
大
谷
短
期
大
学
、
函
館

大
谷
短
期
大
学
、
札
幌
大
谷
短
期
大
学
、
飯
田
女
子
短
期
大
学
、

稲
沢
女
子
短
期
大
学

(現
、
愛
知
文
教
短
期
大
学
)
、
大
谷
大
学

短
期
大
学
部
、
九
州
大
谷
短
期
大
学
な
ど
、
保
育

・
幼
児
教
育
が

ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

次
に

一
つ
の
展
開
点
と
し
て
、
大
谷
派
保
育
協
会
は
大
谷
保
育

協
会
と
し
て
社
団
法
人
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
九
七
九
年
、
昭
和
五
四
年
に
真
宗
大
谷
派
の
保
育
協
会
は
、
社

団
法
人
の
大
谷
保
育
協
会
と
し
て
組
織
の
強
化
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

社
団
法
人
の
法
人
格
を
取
得
し
た
理
由
は
、
真
宗
の
保
育
は
普
遍

的
な
保
育
の
意
味
で

一
つ
の
宗
派
の
保
育
理
念
で
は
な
い
と
い
う

観
点
か
ら
広
く
社
会
に
開
放
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。

二
番
目
は
、
当
時
、
教
団
は
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
の
で
、

ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
自
立
性
を
確
保
し
た
い
と

い
う
理
由
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
社
団
法
人
化
の
後
、
組
織
と
運

営
は
旧
組
織
同
様
に
、
本
山
宗
務
機
構
内
に
置
か
れ
、
支
部
事
務

所
は
地
方
教
務
所
に
事
務
担
当
者
を
配
置
し
て
運
営
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

一
九
九

O
年
、
平
成
二
年
に
入
り
、
宗
派
内
で
開
設
さ
れ
た
保

育
所
・
幼
稚
園
の
園
長
設
置
者
の
世
代
交
代
の
時
期
を
迎
え
て
い
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ま
し
た
。
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
新
た
に
園
長
設
置
者
研
修
会

が
開
催
さ
れ
、
対
策
が
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
園
長
設
置
者
研

修
会
の
成
果
の

一
つ
は
、
後
継
者
が
教
区
単
位
の
交
流
か
ら
全
国

的
な
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
少
子
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
場

と
し
て
も
機
能
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

園
長
設
置
者
の
交
流
は
大
谷
大
学
を
中
心
に
同
朋
大
学
、
京
都

の
大
谷
専
修
学
院
の
卒
業
生
、
修
了
生
と
い
う
輸
の
中
で
行
わ
れ

ま
し
た
。



こ
の
よ
う
な
結
束
を
強
化
し
た
背
景
に
は
、
大
谷
大
学
の
同
窓

生
と
か
、
大
谷
専
修
学
院
の
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
・
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
先

輩
、
後
輩
な
ど
の
共
通
す
る
基
盤
が
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
も
、

次
期
後
継
者
の
交
流
を
深
め
た
要
因
で
あ
る
と
分
析
で
き
る
か
と

思
い
ま
す
。

次
に
三
番
目
の
展
開
点
で
す
が
、
保
育
心
理
士
資
格
と
資
格
養

成
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
コ
ピ

ー
し
た
も
の
を
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

一
九
九
七

年
、
平
成
九
年
に
保
育
現
場
で
抱
え
る
多
様
な
問
題
、
多
様
化
す

る
保
育
問
題
、
母
親
へ
の
対
応
な
ど
の
問
題
が
表
面
化
し
た
の
で
、

そ
れ
に
対
応
す
る
模
索
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の

一
つ
と
し
て

Q
&
A
の

「
い
っ
し
ょ
に
大
き
く
な
l
れ
』

の
刊
行
準
備
が
行
わ
れ
、
翌
年
出
版
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
出
版

を
契
機
に
、
各
支
部
で
こ
の
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
研
修
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
し
た
研
修
会

の
シ
ス
テ
ム
は
、

真
宗
大
谷
派
の
教
義
理
解
と
か
教
化
活
動
の
伝

統
的
な
活
動
方
法
の

一
つ
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

資
格
取
得
に
つ
い
て
、
目
的
は
、
子
育
て
相
談
業
務
、
障
害
児

保
育
な
ど
へ
の
対
応
が
で
き
る
保
育
者
養
成
で
始
ま
り
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、

五
年
以
上
の
保
育
現
場
経
験
を
基
礎
資
格
に
資
格

取
得
を
考
え
た
も
の
で
し
た
。

研
修
内
容
は
仏
教
の
理
解
と
保
育
観
の
形
成
、
臨
床
心
理
学
、

発
達
心
理
学
、
障
害
児
保
育
な
ど
を
中
心
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
す
。
お
手
元
に
配

っ
た
の
は
現
在
の

一
番
新
し
い
カ
リ
キ
ユ
ラ

ム
で
す
。

集
中
講
義
形
式
で
本
山
宗
務
所
内
で
始
め
ら
れ
、
現
在
は
九
州

大
谷
短
期
大
学
で
取
得
コ

l
ス
を
開
設
し
、
ま
た
大
谷
大
学
を
会
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場
に
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
ま
す
。

一
昨
年
か
ら
は
東
京
会
場
と

し
て
大
正
大
学
で
夏
季
に
講
座
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
取
得
者

向
け
に
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
講
座
と
し
て
事
例
研
究
会
が
夏
季
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
資
格
の
活
用
は
実
践
園
を
中
心
に
保
育

現
場
へ
反
映
し
て
い
ま
す
。

」
の
よ
う
に
資
格
制
度
と
し
て
の
認
知
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

す
。
課
題
と
展
望
と
し
て
は
、
資
格
取
得
は
現
任
教
育
と
し
て
期

待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
第

一
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
二
O
O
四
年

に
は
連
続
五
日
間
の
講
座
が
大
谷
大
学
を
会
場
に
京
都
の
本
山
で



開
催
さ
れ
ま
し
た
。
充
実
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
コ
ス
ト
面
な
ど

が
当
面
の
課
題
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
教
材
研
究
も
欠
か
す

」
と
の
で
き
な
い
課
題
の

一
つ
で
す
。

ま
た
、
保
育
心
理
士
の
権
威
と
信
頼
性
、
社
会
的
認
知
を
考
え

た
と
き
、

一
教
団
の
資
格
と
し
て
保
持
す
る
か
、
開
放
し
て
普
遍

化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
原
点
は
仏
教
教
団
の
教
え
と
保
育
実
践
の
あ
り
方
、
理

念
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
目
前
の
課
題
解
決
か
ら
保
育
心
理

士
資
格
の
誕
生
へ
と
展
開
し
ま
し
た
。
目
前
の
課
題
解
決
と
同
時

に
原
点
で
あ
る
仏
教
保
育
研
究
、
理
念
構
築
も
火
急
な
課
題
と
し

て
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
が
い
ま
、
教
団
の
組
織
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
今
日
的
テ

ー
マ
の
二
つ
で
す
。

ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
取
り
組
み
と
い
う
の
は
、

真
宗
大
谷
派
の

一
つ
の
ス
タ
イ
ル
か
と
思
い
ま
す
。

一
直
線
で
は

な
く
て
、
か
つ
て
行
っ
て
き
た
こ
と
へ
の

一
つ
の
き
ち
ん
と
し
た

反
省
を
踏
ま
え
て
、

い
ま
、
ど
の
よ
う
な
形
で
取
り
組
ん
で
い
こ

う
か
と
い
う
こ
と
の
取
り
組
み
の

一
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
思
い
ま
す
。

も
う

一
つ
の
保
育
に
関
し
て
は
、
保
育
心
理
士
だ
、
さ
あ
、

てコ

ろ
う
と
い
、
つ
の
で
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
し
て
つ
く
り
上
げ
た
も

の
で
す
。

」
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
社
会
に
提
供
で
き
て
、
定
着
さ
せ
る

か
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
き
な
課
題
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

こ
の
二
つ
に
関
し
て
は
、
教
団
と
現
代
社
会
の
接
点
か
と
思
い
ま

し
た
の
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
時
聞
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

拍

手
)。
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O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

佐
賀
枝
先
生
か
ら
は
、
特
に
真
宗
大
谷
派
の
場
合
に

つ
い
て
、

教
団
と
現
代
社
会
の
福
祉
を
媒
介
に
し
た
接
点
と
し
て
特
徴
と
見

ら
れ
る
二
つ
の
局
面
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
つ
は
ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
関
与
と
そ
の
取
り
組
み
、

い
ま

一
つ

が
保
育
事
業
に
関
し
て
で
あ
り
ま
し
た
。
国
の
隔
離
政
策
に
教
団

が
加
担
し
て
き
た
と
い
う
、
ま
ず
そ
の
反
省
、
自
己
批
判
に
立
つ

て
、
ど
の
よ
う
に
新
た
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い

う
ご
提
起
。



そ
れ
か
ら
保
育
事
業
の
場
合
に
は
、
仏
教
を
ベ

l
ス
に
し
た
、

あ
る
い
は
仏
教
保
育
を
ベ

l
ス
に
し
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
保
育
士
養
成
に
関
し
て
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
お
ら
れ
る
様
子
が
う
か
が
え
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
限
ら

れ
た
時
間
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
最
後
に
な
り
ま
す
が
、

日
蓮
宗
の
場
合
に
つ
い
て
、

清
水
先
生
の
方
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

O
清
水
(
日
蓮
宗
)

立
正
大
学
の
清
水
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日

は
、
こ
う
い
う
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

実
は
日
蓮
宗
は
、
ご
案
内
の
と
お
り
、
唯

一
開
祖
の
名
前
が
宗

名
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
宗
団
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
開
祖
が
言
つ

た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
言
葉
に
「
四
箇
格
言
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
「
念
仏
無
間
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、

念
仏
は
無
間
地
獄
に
落
ち
る
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
そ

の
御
本
家
の
浄
土
宗
さ
ん
で
の
講
演
で
す
の
で
、
非
常
に
緊
張
し

て
お
り
ま
す
。
明
治
に
な
り
ま
す
と
、
近
代
は
合
併
大
教
院
と
い

う
と
こ
ろ
で
浄
土
宗
と
も
仲
良
く
や
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
き
ょ

う
は
大
丈
夫
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
本
論
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
手
元
の
四
枚
綴

り
の
資
料
、
各
宗
派
の

一
番
最
後
が
日
蓮
宗
で
す
。
あ
と
、
本
日

配
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
二
枚
も
の
、
新
聞
記
事
を
両
面
コ
ピ

ー
し
た
も
の
、
そ
の
二
種
類
で
あ
り
ま
す
。

い
ま
、
先
生
方
の
ご
発
表
を
お
聞
き
い
た
し
て
お
り
ま
し
て
、

日
蓮
宗
で
も
基
本
的
、
構
造
的
に
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
と
く
に
明
治
以
降
の
流
れ
で
申
し
上

げ
ま
す
と
、
明
治
目
頭
の
「
廃
仏
致
釈
」
運
動
の
展
開
、
そ
れ
か
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ら
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
公
認
さ
れ
ま
し
て
、
日
本
に
入
っ
て
く

る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
各
宗
僧
侶
は
危
機
意
識
を
高
め
て
い
つ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
方
で
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て

は
、
江
戸
、
東
京
で
は
政
権
移
譲
が
行
わ
れ
て
い
く
中
で
混
乱
を

き
た
し
、
周
辺
地
域
も
混
乱
を
き
た
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら

日
本
の
工
業
化
が
進
ん
で
い
く
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
こ
り
、

お
寺
、
僧
侶
が
ど
う
や
っ
て
そ
れ
ら
に
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
け

ば
い
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
活
動
が
さ
れ
て
く
る
と
い
う
と
こ



ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
先
ほ
ど
石
川
先
生
が
お
話
し
に
な
っ
た
一
番
最

初
の
と
こ
ろ
の
話
と
重
な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
戦
後
か
ら
こ
こ
最
近
の
と
こ
ろ
で
は
、

い
ま
、
佐
賀

枝
先
生
が
お
話
し
い
た
だ
い
て
い
た
よ
う
に
、
熊
本
地
裁
ハ
ン
セ

ン
病
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
の
判
決
以
降
、
と
い
い
ま
す
か
、
実
は

そ
の
し
ば
ら
く
前
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
動
き
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

象
徴
的
に
い
え
ば
あ
の
判
決
以
降
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

ハ
ン
セ

ン
病
に
対
す
る
取
り
組
み
を
も
う
一
度
再
検
討
す
る
と
い
う
こ
と

が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う

一
点
、
児
童
問
題
に
つ
い

て
い
え
ば
、
少
子
高
齢
化
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
並

ん
で
い
る
メ
ン
バ
ー
は
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

l
の
長
谷
川
先
生
を

含
め
、
全
員
大
学
人
で
す
か
ら
、
学
生
が
来
な
く
な
る
と
い
う
心

配
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
は
そ
の
一
方
で
高
齢
化
問
題
が

あ
り
、
高
齢
者
問
題
と
児
童
問
題
と
い
う
の
は
こ
れ
か
ら
大
き
な

問
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

門
が
そ
こ
に
か
か
わ
り
を
も
っ
と
い
う
傾
向
は
、

や
は
り
同
一
の

流
れ
と
し
て
各
宗
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
は

い
え
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
最
初
に
山
口
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
い
た
思
想

的
な
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
で
違
っ
て
き
ま
す
が
、

や
は
り
現

実
に
社
会
に
何
ら
か
の
対
象
が
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
に
か
か
わ
り

を
も
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、
宗
派
が
違
っ
て
も
、
各
宗
団
は

同
じ
で
す
の
で
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

そ
こ
で
私
は
お
手
元
に
お
配
り
し
た
レ
ジ
メ
の
日
蓮
宗
の
戦
後

の
事
象
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
体
こ
う
い
う
流
れ
が
あ
っ

た
と
い
う
事
例
の
幾
っ
か
を
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
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思
い
ま
す
。

佐
賀
枝
先
生
が
具
体
的
な
事
例
で
お
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
私

は
数
量
で
出
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
お

手
元
に
お
配
り
し
た
資
料
の
中
で
、
昭
和
二
八
年
に
「
日
蓮
宗
社

会
教
化
事
業
名
簿
」
と
い
う
も
の
で
数
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ

の
時
点
で
日
蓮
宗
は

二
二
七
の
施
設
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
日
蓮
宗
が
宗
門
で
や
っ
て
い
る
施
設
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
蓮
宗
の
僧
侶
が
か
か
わ
っ
て
い
る
施
設
と
い
う
意
味
で
、

施
設
編
に

二
二
七
が
あ
が
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
役
職



と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、

二
四
O
名
の
名
前
が
出
て
お
り
ま
す
。

こ
の
時
期
は
、
戦
後
復
興
が
よ
う
や
く
一
段
落
を
遂
げ
つ
つ
あ

る
と
い
う
時
期
で
し
て
、
そ
こ
で
施
設
の
中
で

一
番
多
い
の
は
、

幼
稚
園
、
保
育
所
の
八
九
、
ま
た
そ
れ
に
関
係
し
て
日
曜
学
校
や

子
供
会
が
三
三
、
養
護
施
設
が
四
、
精
薄
児
、

い
ま
は
こ
の
名
前

は
使
い
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
言
い
方
で
い
え
ば
精
薄
児
施
設
が
一

で
す
か
ら
、

一
三
七
が
施
設
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
児
童
関
係
で
し
て
、
戦
後
の
関
心
が
児
童
問
題

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
次
が
、
現
在
こ
の
名
称
は
使
い
ま
せ
ん
が
、
救
癒
施
設
で

す
。
日
蓮
宗
は
明
治
三
九
年
に
本
山
の
あ
る
身
延
山
久
遠
寺
の
山

内
に
ハ
ン
セ
ン
病
救
療
施
設
が

一
つ
で
き
て
い
ま
す
。
近
年
に
な

っ
て
、
種
別
を
変
更
す
る
ま
で
、
そ
こ
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
た

施
設
で
す
。

も
う

一
つ
は
、
そ
こ
か
ら
約

一
O
年
た
っ
た
高
度
経
済
成
長
期

の
昭
和
三
六
年
に
、
「
社
会
教
化
事
業
施
設
名
簿
」
が
出
て
お
り

中
ま
し
て
、

そ
こ
で
は
幼
稚
園
、
保
育
所
の
数
が

一
八
四
、
約

一
O
O増
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
託
児
所
、
養
護
施
設
、
里
親
、

母
子
寮
、
そ
れ
か
ら
日
曜
学
校
と
い
っ
た
よ
う
な
、

や
は
り
子
ど

も
関
係
の
活
動
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
社
会
情
勢
の
中
で

一
番
最
初
に
問
題

に
な
っ
て
く
る
の
が
戦
後
期
で
す
。
鬼
童
の
問
題
、
戦
災
孤
児
と

か
引
揚
げ
孤
児
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

一
番
関
心
が
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
へ
の
対
応
が
進
ん
で

い
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
の
時
期
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
ま
す
と
、
低
成
長
期
か
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ら
バ
ブ
ル
経
済
と
な
っ
て
い
く
時
期
に
関
し
て
は
、

日
蓮
宗
で
は

家
庭
児
童
相
談
室
と
い
う
機
関
を
つ
く
り
ま
し
て
、

や
は
り
児
童

問
題
に
対
し
て
関
心
を
示
し
て
い
ま
す
。
全
国
の
都
道
府
県
に
基

幹
家
庭
児
童
相
談
室
と
い
う
も
の
を
つ
く
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、

そ
れ
は
実
際
に
は
お
寺
に
置
く
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
相
談
業
務

が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
そ
の
三
番
目
の
時
期
と
し
て
は
「
国
際
難

民
救
援
募
金
」
活
動
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
曹
洞
宗
で
非
常
に

有
名
な
S
V
A
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、

日
蓮
系
で
も
国
際
難
民



救
済
活
動
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
に
、

事
例
と
し
て
日
蓮
系
教
団
と
い
う
か
、
特
に
宗
教

法
人
日
蓮
宗
の
部
分
で
い
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

一
番
活
発

な
の
は

「災
害
救
援
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
寺
院、

並
び
に
寺
院
の
檀
信
徒
そ
の
も
の
が
催
災
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
こ
も
含
め
て
周
辺
の
方
々
に
対
す
る
援
助
活
動
を
積
極
的
に
展

関
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

お
手
元
に
、
お
配
り
し
ま
し
た
新
聞
記
事
は
こ
の
時
期
に
中
越

で
ど
う
い
う
こ
と
が
や
ら
れ
て
い
る
の
か
の
例
と
し
て
お
読
み
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
裏
面
に
は
ま
た
、
裏
面
に
は
幾
つ
か
の
具
体
的

に
日
蓮
宗
で
活
動
し
て
い
る
ケ
l
ス
、
例
え
ば
ア

l
ス
と
か
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
社
会
活
動
部
会
、
そ
れ
か
ら
私
も

一
枚
か
ん
で

お
り
ま
す
が
、

T
M
R
C
と
い

っ
た
活
動
が
出
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
新
潟
・
福
井
で
は
災
害
義
損
金
を
募
集
し
て
い
る
と
い

う
記
事
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
活
動
が
い
ま
ま
で
は
中
心
的

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
阪
神
大
震
災
以
降
、

具
体
的
な
援
助

活
動
に
入

っ
て
い
く
と
い
う
形
に
な
り
、
流
れ
と
し
て
は
現
在
は

多
少
変
わ

っ
た
動
向
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
日
蓮
宗
で
は
現
実
に
ど
の
よ
う
な
セ
ク
シ
ョ
ン
で
、

ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ

し、。
日
蓮
宗
の
組
織
と
し
て
は
、
ど
う
い
う
形
で
ど
う
や

っ
て
い
る

の
か
と
い
い
ま
す
と
、
第
十
八
号
社
会
教
化
事
業
規
程
と
い
う
こ

と
で
、
社
会
教
化
事
業
の
た
め
の
規
則
を
つ
く

っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
第

一
条
で
、

「本
宗
の
社
会
教
化
事
業
及
び
活
動
は
、
祖
願
に
立
脚
し
た

社
会
の
平
和
と
福
祉
に
寄
与
し
、
社
会
浄
化
に
貢
献
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
」

と
う
た

っ
て
お
り
ま
す
。

日
蓮
宗
の
場
合
、
「
祖
願
に
立
脚
す
る
」
と
は
何
か
、

い
ろ
い

ろ
な
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に

「立
正
安
田
」
、
「
正
義
を

立
て
て
、
国
を
安
ん
ず
る
」
と
い
う
の
が
開
祖
日
蓮
上
人
の
精
神

の
根
幹
で
す
の
で
、
そ
れ
を
具
体
的
に
す
る
こ
と
と
い
え
ま
す
。

「
安
国
」
と
い
、
つ
の
が
仏
国
土
を
現
実
の
世
界
に
実
現
す
る
こ
と

で
す
。
現
実
社
会
に
仏
国
土
を
実
現
す
る
と
い
う
の
が
日
蓮
聖
人

の
発
想
の
根
本
で
す
の
で
、
現
代
的
な
言
い
方
を
し
ま
す
と
社
会
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改
革
的
な
姿
勢
、
そ
こ
が
ま
さ
に
「
祖
願
」
だ
と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
い
う
も
の
を
担
う
セ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

第
二
条
の
と
こ
ろ
で
具
体
的
に
、
寺
院
、
協
会
及
び
結
社
が
行

う
活
動
を
「
社
会
教
化
事
業
」
、
僧
侶
が
行
う
活
動
を
「
社
会
教

化
活
動
」
と
し
て
、
第
二
条
第
二
項
で

一
か
ら
六
ま
で
に
あ
げ
る

活
動
を
具
体
的
に
行
う
。

そ
の
た
め
の
セ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
が
あ

る
か
と
い
う
と
、
第
八
条
に
、
「
日
蓮
宗
社
会
教
化
事
業
協
会
」

を
宗
務
所
管
区
ご
と
に
お
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
の
宗
務

所
管
区
は
ほ
ぼ
県
単
位
レ
ベ
ル
で
す
。
東
京
や
神
奈
川
等
は
東
西

南
北
と
か
、

一
、
・
j
二
、
四
に
分
か
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
県
を

幾
つ
か
に
割
る
ぐ
ら
い
の
レ
ベ
ル
で
、
そ
こ
に
日
蓮
宗
社
会
教
化

事
業
協
会
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
「
社
会
教
化
事
業
協
会
」
の
全
国
組
織
が
、
第
十
六
条

に
あ
る
よ
う
に
「
全
国
社
会
教
化
事
業
協
会
連
合
会
」
と
し
て
組

織
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
全
国
組
織
の
も
と
に
、
第
十
二
条
に
示
し
た
よ
う
な
「
日

蓮
宗
社
会
教
化
講
習
会
」
、

い
ま
「
社
会
教
化
事
業
講
習
会
」
が

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
佐
賀
枝
先
生
の
お
話
の
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
し
た
、
幼
稚
園
教
諭
や
保
育
士
さ
ん
に
対
す
る
講
習
会
も

こ
の
中
の

一
つ
と
し
て
ず
っ
と
や

っ
て
お
り
ま
す
。

最
近
、

よ
う
や
く
保
護
司
・
教
議
師
部
会
、
そ
れ
か
ら
民
生
委

員
部
会
が
で
き
ま
し
て
、
そ
こ
で
そ
う
い
う
方
々
に
対
す
る
現
任

訓
練
的
活
動
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
全
体
の
日
蓮
宗
社
会
教
化
事
業
講
習
会
の
全
体
講
習
会

が
あ
り
ま
す
。
全
体
講
習
会
が
終
わ
る
と
、
第
十
五
条
に
あ
り
ま

す
よ
う
に
「
社
会
教
導
師
」
と
い
う
宗
内
資
格
を
付
与
す
る
。
宗

p
h
u
 

ワ臼

内
資
格
を
付
与
し
て
、
そ
う
い
う
人
々
に
よ
っ
て
冒
頭
の
第
二
条

の
よ
う
な
活
動
を
さ
ら
に
積
極
的
に
展
開
し
よ
う
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

あ
と
、
組
織
体
と
し
て
も
う
一
つ
、
先
ほ
ど
浄
土
宗
の
沖
縄

「
袋
中
園
」
さ
ん
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

日
蓮
宗
の
場
合
は
、

宗
門
が
「
社
会
福
祉
法
人
立
正
福
祉
会
」
と
い
う
社
会
福
祉
法
人

を

一
つ
も
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
日

蓮
宗
の
家
庭
児
童
相
談
室
業
務
を
主
と
し
て
行
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
組
織
が
あ
り
ま
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
昭
和



二
六
年
以
降
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す

が
、
日
蓮
宗
の
福
祉
活
動
や
個
人
の
方
々
の
行
わ
れ
る
活
動
を
組

織
化
し
て
、
組
織
と
し
て
連
絡
調
整
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

最
後
に
、

日
蓮
宗
の
場
合
、
「
社
会
教
化
事
業
」
と
い
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
も
の
が
基
本
的
に
盛
り
上
が
り
を
示
す
の
は

一
体

い
つ
か
、
宗
祖
の
記
念
年
に
向
か
う
期
間
で
す
。
記
念
年
と
い
う

言
い
方
も
変
で
す
が
、

一
九
七

一
年
に
日
蓮
聖
人
御
聖
誕
七
五

O

年
、
八
二
年
に
は
七

O
O
遠
忌
、
そ
れ
か
ら
二
O
O
三
年
、
昨
年

は
立
教
開
宗
七
五

O
年
と
い
う
記
念
年
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
向

け
て
宗
門
の
再
活
性
化
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中

で
、
社
会
教
化
事
業
、
福
祉
活
動
も
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
さ
ら
に

て
こ
入
れ
を
さ
れ
て
く
る
と
い

っ
た
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
現
在
は
社
会
教
化
事
業
の
再
構
築
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
上
に
触
れ
ま
し
た
「
立
教
関
宗
七
五

O
年
」
に

向
け
て
、

「日
蓮
宗
社
会
教
化
事
業
活
動
の
手
引
き

理
念
編
』

が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
ま

だ
理
念
の
確
立
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
資
料
集
的
な
要
素
が

か
な
り
強
い
も
の
で
す
。

い
ま
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
下
敷
き
に
し
て
二
O
二
二
年
の
御

聖
誕
八

O
O年
に
向
け
て
の
活
動
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
の
委
員
会
が
つ
い
先
だ
っ
て
立
ち
上
が
り
ま
し
た
の
で
、
模
索

し
て
い
る
と
い
う
時
期
で
す
。

そ
う
い
う
中
で
社
会
教
化
事
業
を
組
織
的
に
ど
う
展
開
す
る
か

と
い
う
問
題
、
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
来
申
し
上
げ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

個
々
の
僧
侶
が
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
福
祉
活
動
を
日
蓮
宗
と
い

う
枠
の
中
で
ど
の
よ
う
に
組
織
化
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
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に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
最
大
の
問
題
は
、
「
立
正
安
田
」
「
成
仏
国
土
」
と
い

う
こ
と
は
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
日
蓮
宗
の
社
会
教
化
事

業
の
基
本
的
な
理
念
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
共
通
理
解

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
い
う
未
確
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の

教
義
的
な
裏
づ
け
と
い
う
も
の
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、

こ
の

一
二

世
紀
初
頭
の
と
こ
ろ
で
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

二
O
二
二
年
ま
で
に
そ
の
辺
の
確
定
を
し
た
い
と
宗
門
の
中
の
関

係
者
は
考
え
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。



最
後
に
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
「
立
正
安
国
」
を
旗
印
と
し
た
日

蓮
宗
は
、
そ
の

一
方
で
伝
道
教
団
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
ぁ

ち
ら
こ
ち
ら
で
「
伝
道
教
団
日
蓮
宗
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
伝
道
教
団
日
蓮
宗
が
「
伝
道
教
団
」
と
し
て
社
会
教
化

事
業
の
理
念
を
ど
う
や
っ
て
確
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
急
務
の

課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

追
加
分
も
含
め
ま
し
て
、

二
O
分
、
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

(拍
手
)。

O
長
谷
川

清
水
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日
蓮
宗
の
場
合
に
関
し
ま
し
て
、
特
に
戦
後
の
仏
教
福
祉
を
四

つ
に
時
期
区
分
を
さ
れ
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
と
り
わ

け
、
日
蓮
宗
の
社
会
福
祉
事
業
を
支
え
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、

あ
る
い
は
動
機
づ
け
る
理
念
と
し
て
、
「
立
正
安
国
」
と
い
う
言

葉
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
現
実
社
会
に
仏
国
土
を
実
現
し
て
い
く

と
い
う
、
こ
の
祖
願
に
立
脚
し
た
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
教
団
の

中
に
浸
透
さ
せ
て
い
く
か
、
そ
れ
が
社
会
福
祉
の
視
点
か
ら
き
わ

め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
日
蓮
宗
独
自
の
組
織
化
に
か
か
わ
る
問
題
な
ど
も

ご
提
示
い
た
だ
い
て
、
大
変
参
考
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

以
上
で
一
通
り
、

四
名
の
方
か
ら
ご
発
題
い
た
だ
き
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
こ
の
あ
と
、

五
分
程
度
、
こ
れ
だ
け
は
ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
触
れ
て
お
き
た
い
と
い
う
点
を
手
短
に
、
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、

山
口
先
生
か
ら
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

O
山
口

先
ほ
ど
、
真
言
宗
に
と
っ
て
二
つ
、
今
年
は
重
要
な
年

で
あ
り
ま
し
た
と
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。
入
唐
求
法

一
二

O
O

年
が

一
つ
で
あ
り
ま
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
実
は
今
年
の
七
月
に

。δ
q
'
'
U
 

高
野
山
と
熊
野
吉
野
が
世
界
遺
産
に
登
録
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

お
蔭
さ
ま
で
七
月
か
ら
大
変
観
光
客
が
多
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
た

く
さ
ん
お
み
え
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
大
変
大
き
な
問
題
だ

な
と
思
っ
た
の
は
、
高
野
山
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
な
っ
て
い
な
い
、

い
わ
ゆ
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
化
し
て
い
な
い
わ
け
で
す

ね
。
お
寺
と
い
う
の
は
お
年
寄
り
が
お
み
え
に
な
る
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
観
光
客
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い

う
こ
と
が
非
常
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

高
野
山
真
言
宗
の
中
に
社
会
福
祉
委
員
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま



す
。
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
議
論
し
ま
し
て
、

バ
リ
ア
フ
リ

l
、
ニL

バ
l
サ
ル

・
デ
ザ
イ
ン
化
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
先
日
決
め
ま

し
て
、
実
は
各
お
寺
に
御
宝
号
念
珠
運
動
と
い
う
運
動
を
展
開
し

て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
各
末
寺
に
社
会
福
祉
基
金
に
対
す
る
寄

付
金
の
募
金
箱
を
置
い
て
お
き
ま
し
て
、
そ
こ
に
入
れ
て
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
を
や

っ
て
お
り
ま
す
。
高
野
山
真
言
宗
だ
け
で
毎

年
三
O
O
O
万
ぐ
ら
い
の
お
金
が
社
会
福
祉
基
金
と
し
て
集
ま
り

ま
す
。
い
ま
、
基
金
と
し
て
五
億
円
ぐ
ら
い
あ
る
の
で
す
ね
。
そ

の
お
金
で
も

っ
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
か
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
設
置

し
て
、
車
椅
子
の
方
や
目
の
見
え
な
い
方
や
、

い
ろ
い
ろ
な
方
が

気
軽
に
お
参
り
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
来
年
さ

っ
そ
く
始
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
戦
後
日
本
の
社
会
福
祉
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
法
律
に
よ
る
社
会
福
祉
を
優
先
さ
せ
て
き
ま
し
て
、
仏
教

と
い
う
も
の
は
横
に
置
か
れ
る
よ
う
な
形
に
な

っ
た
わ
け
で
す
。

お
寺
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
里
山
の
風
景
と
し
で
あ

っ
た
方
が
い

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
程
度
、
あ
る
い
は
通
過
儀
礼
の
執
行
者

と
い
う
程
度
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
す
。

戦
前
は
豊
か
に
社
会
福
祉
活
動
を
し
、
展
開
し
て
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
僧
侶
が
い
た
わ
け
で
す
が
、
戦
後
は
あ
ま
り
そ
う
い

っ
た
こ

と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
法
律
が
充
実
し
て
き
た
、
社

会
が
発
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う

い
う
認
識
の
中
で
、
ど
う
も
心
の
問
題
は
ま
た
別
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
、

高
野
山
真
言
宗
で
は
、
心
の
相
談
員
と
い
う
も
の
を
養

成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
養
成
講
座
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
で
第

二
期
と
し
て
は
密
教
と
福
祉
の
講
習
会
、
研
修
会
と
い
う
の
を
始

め
ま
し
て
、

三
期
日
で
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル

・
ケ
ア
・
ワ

l
カ
l
の
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養
成
を
始
め
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
心
の
相
談
、
あ
る
い
は
そ
う
い

う
制
度
や
政
策
以
外
の
と
こ
ろ
で
ど
う
か
か
わ
れ
る
か
と
い
う
こ

と
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
委
員
会
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
対
策
で
毎
年
全
国
の
お
寺
か
ら
い
た
だ
い
た
お
金
を
有
効
に
使

っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
宗
団
と
い
う
も
の
は
、
社

会
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
存
続
は
し
な
い
と

い
う
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

「祖
師
に
返
れ
」
と
い
う
こ
と
で
、
空
海
さ
ん
の
書
い
て
あ
る



こ
と
を
見
て
も
、

い
わ
ゆ
る
密
教
の
現
代
化
と
密
教
の
実
践
化
と

い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
わ
け
で

す
の
で
、
こ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
意
味
で
実
践
を
重
視

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

O
長
谷
川

O
石
川

は
い
、
ど
う
ぞ
。

五
分
ほ
ど
追
加
と
い
う
時
間
、
そ
れ
ほ
ど
要
ら
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
、
ず
い
ぶ
ん
抽
象
的
な
と
こ
ろ
ば
か

り
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、

実
は
浄
土
宗
社
会
福
祉
構
想
検
討

会
と
い
う
の
が
二
カ
年
ぐ
ら
い
続
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
最
終
報
告
が

出
る
わ
け
で
す
。

い
ま
、
手
元
に
あ
る
の
で
す
が
、
ま
だ
検
討
中

な
の
で
渡
せ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
柱
に
な
る
よ
う
な
と
こ

ろ
を
ち
ょ

っ
と
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
ま

す

」
こ
で
は
当
然
の
よ
う
に
、
基
本
理
念
や
目
標
と
か
、
あ
る
い

は
指
針
、
ど
ん
な
方
向
で
い

っ
た
ら
い
い
の
か
、
こ
う
い
う
当
然

押
さ
え
る
べ
き
内
容
を
整
理
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
い
い
ま
す
と
、

い
わ
ゆ

る
宗
教
法
人
浄
土
宗
と
し
て
、
専
門
部
署
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
九
月
の
宗
会
で
通

っ
た
と
聞
い
て

い
る
の
で
す
が
、
社
会
福
祉
推
進
事
務
局
な
る
も
の
が
で
き
ま
し

て
、
こ
こ
で
幾
つ
か
の
事
業
展
開
を
す
る
。

一
つ
は
、
人
づ
く
り
に
ぜ
ひ
力
を
入
れ
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
、

い
わ
ゆ
る
教
育
を
中
心
と
し
た
部
署
。
二

つ
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

寺
院
が
地
域
で
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
す
る
こ
と
に
対
し
て
ど
う
支

援
し
て
い

っ
た
ら
い
い
の
か
、

い
わ
ゆ
る
全
国
を
視
野
に
入
れ
た

と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
ど
う
支
援
で
き
る
か
と
い
う
部
署
。

三
つ
目
は
、
新
し
い
浄
土
宗
と
し
て
の
福
祉
課
題
を
据
え
た
事
業

展
開
の
た
め
の
開
発
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
進
め
て

い
っ
た
ら
ど
う
か
、
こ
の
三
つ
の
部
局
が
動
き
出
す
は
ず
で
す
。

そ
う
し
た
と
き
に
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
施
設
を
ど
こ
か
に
と
い
う

議
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
ち
ょ

っ
と
ま
だ
、

よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
報
恩
明
照
会
を
中
心
に
進
め
る
と
い
う
案
が
あ

っ
た
り
、

い
ろ
い
ろ
出
て
き
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
見
え
る
形
の
活
動
と
、
そ
れ

か
ら
も
う

一
つ
は
、
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、

今
後
の
浄
土
宗
を
考

え
た
と
き
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
、
こ
の
と
こ
ろ
を



中
心
に
い
ま
具
体
化
し
つ
つ
あ
る
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
報
告

争

」

+

」

匹

、

l
l
 表
に
は
出
て
い
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、

追
加
で
ご
説

明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

以
上
で
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
佐
賀
枝
先

生O
佐
賀
枝

追
加
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
話
題
提
供
で
も
い

い
で
し
ょ
う
か
。

今
日
の
目
的
と
理
念
と
方
向
性
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
教
義
と
教

化
と
社
会
的
実
践
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
先
輩
方
、
同
僚
の
方
々

が
考
え
て
い
る
こ
と
を
か
い
つ
ま
ん
で
模
索
し
て
い
る
途
中
の
と

」
ろ
を
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
は

一
八
O
度
の
価
値
観
の
転
換
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

い
わ
ゆ
る
い
や
い
や
生
き
て
い
た
人
が
、
何
か
の
拍
子
で
生
き
生

長
C
LF
』、

い
た
だ
い
た
命
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ
の
こ

と
は
教
義
の
中
で
教
え
と
し
て
は
完
結
で
き
た
り
、
そ
の
教
え
を

い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
社
会
的
実
践
と
ど

う
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思

う
の
で
す
。

ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
、
関
東
大
震
災
の
と
き
に
、

真
宗
大
谷

派
で
は
な
い
の
で
す
が
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
九
条
武
子
さ
ん

が
自
ら
震
災
に
あ
い
な
が
ら
、
大
変
な
喪
失
体
験
を
さ
れ
て
い
き

な
が
ら
、
価
値
観
の
転
換
を
さ
れ
て
い

っ
て
、
被
災
者
で
あ

っ
た

武
子
さ
ん
が
救
済
者
に
な

っ
て
い
か
れ
る
、
あ
あ
い
う
転
換
の
仕

方
と
い
い
ま
す
か
、
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
福
祉
の
と
こ
ろ
で

考
え
得
る
か
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を

発
掘
し
て
そ
れ
を
提
示
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
い
ま
、
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い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
最
中
で
す
。

一
八
O
度
、
価
値
観
を
見
事
に
転
換
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
の

は
仏
教
の
教
え
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ど
の
宗
派
も

共
通
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
英

知
を
寄
り
集
め
て
社
会
的
実
践
に
ど
う
結
び
つ
け
て
い

っ
た
ら
い

い
の
か
と
思
い
ま
す
。

話
題
提
供
に
も
な
ら
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
と
こ
ろ

は
大
事
な
と
こ
ろ
と
思
い
ま
す
の
で
:
・
・
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

以
上
で

一
通
り
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
l
マ
に
従
っ
て

お
四
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ご
発
題
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

」
れ
か
ら
し
ば
ら
く
休
憩
に
入
り
ま
す
が
、

い
ま
、
手
元
の
時

計
で
二
時
三
八
分
ぐ
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
三
時

一
O

分
前
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
て
、
そ
の
あ
と
、

フ
ロ
ア
か
ら
の
ご

質
問
等
に
お
答
え
す
る
こ
と
を
中
心
に
こ
の
テ
I
マ
に
迫
っ
て
い

け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
で
は
し
ば
ら
く
休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
暫
時
休
憩
)

O
長
谷
川

大
変
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
さ
ま
方
か
ら
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
ご
質
問
や
ご
意
見
、
あ
る

い
は
ご
感
想
、
少
し
整
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
に
手
間
取
り
ま

し
て
遅
く
な
り
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
お
四
方
に
共
通
し
た
質
問
も
あ
り
ま
す
の
で
、
最
初

に
個
々
の
先
生
方
へ
の
ご
質
問
に
関
し
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
お
答

え
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
今
回
は
浄
土
宗
総
合
研

究
所
が
主
催
し
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
浄
土
宗
関
係
へ
の
ご
質
問
が
大
変
多
う
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
石
川
到
覚
先
生
、
大
変
な
の
で

す
が
、
あ
と
で
、
お
答
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
最
初
に
佐
賀
枝
先
生
へ
の
ご
質
問
、
そ
れ
を
二
点
ほ

- 32-

ど
ご
披
露
し
て
、
先
生
の
方
か
ら
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

ま
ず

一
つ
は
、

「
保
育
心
理
士
の
保
育
現
場
で
の
受
け
入
れ
の
実
情
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
も
の
で
す
。
保
育
心
理
士
の
保
育
現
場
で
の
受
け
入
れ
状

況
に

つ
い
て
の
お
尋
ね
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は
、
大
変
む
ず
か
し
い
問
題
で
は
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
が
、



「
真
宗
に
お
け
る

『現
世
利
益
』
を
求
め
な
い
と
い
う
教
義

は
福
祉
に
結
び
つ
き
ま
す
か
」
で
す
。

以
上
の
二
点
に
つ
い
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

O
佐
賀
枝

ま
ず
、
保
育
心
理
士
さ
ん
の
現
場
で
の
受
け
入
れ
に

つ
い
て
の
お
尋
ね
で
す
が
、
保
育
心
理
士
は
そ
の
資
格
を
も

っ
て

完
成
と
す
る
の
で
な
く
て
、
資
格
付
与
を
ス
タ
ー
ト
に
し
て
保
育

心
理
士
に
な

っ
て
い
こ
う
と
い
う
資
格
で
も
あ
り
ま
す
。
資
格
を

と
っ
て
そ
れ
で
お
し
ま
い
で
は
な
く
て
、
そ
れ
か
ら
研
鎖
を
積
ん

で
、
お
母
さ
ん
の
心
を
読
み
取

っ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
の
心
を
読

み
解
く
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
に
な
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
と
い
う
よ
う
な
資
格
で
す
。

そ
の
た
め
に
、

五
日
間
の
研
修
と
か
講
座
を
受
け
て
修

応

了
証
は
出
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
講
座
で
毎
年
事

例
研
究
を
重
ね
な
が
ら
勉
強
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で

す
。現

在
取
得
さ
れ
て
い
る
方
は
、
現
場
の
リ
ー
ダ
ー
役
の
人
が
お

取
り
で
す
の
で
、
比
較
的
受
け
入
れ
に
関
し
て
は
ま
ず
先
鞭
を
つ

け
て
、
そ
こ
か
ら
全
体
に
広
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
考
え
方
を
と
っ

て
い
ま
す
。

九
州
大
谷
短
期
大
学
で
は
、
在
学
中
に
コ

l
ス
を
履
修
す
れ
ば
、

準
保
育
心
理
士
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
あ
と
は
現
場
に
立

て
ば
、
保
育
心
理
士
と
し
て
認
定
し
ま
す
と
し
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
形
で
定
着
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、

お
尋
ね

の
と
お
り
、

い
ま
の

一
番
大
き
な
課
題
で
す
。
相
談
室
を
ど
う
し

つ
ら
え
る
の
か
と
か
、
家
庭
訪
問
を
し
て
相
談
す
る
の
か
と
か
、

グ
ル
ー
プ
ワ

l
ク
で
治
療
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
課
題
と
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、

お
尋
ね
の
と
お
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
れ
を

定
着
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の

一
番
の
テ

l
マ
か

と
思
い
ま
す
。

お
答
え
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

次
の
お
尋
ね
に
、
十
分
お
話
し
で
き
る
か
ど
う
か
、

わ
か
り
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
「
現
世
利
益
」
に
関
し
て
は
お
答
え
の
中
に
お

答
え
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
「
現
世
利
益
」
は
真
宗
の
教
義
の

中
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
:
:
:
。

私
が
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
は
、
人
生
の
中
で
の
喪
失
体
験
と

か
、
大
き
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
た
れ
た
方
、

「自
信
教
人
信
」
と



い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
ご
自
分
が
気
づ
い
た
こ
と
を
他
者
に
伝
え

て
い
く
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
中
で
実
践
者
に
な

っ
て
い
く

一
つ

の
要
素
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
転
換
し
て
い
く
と
い
い
ま
す
か
、

「
自
信
教
人
信
」
、
自
分
が
気
づ
い
た
こ
と
を
他
者
に
伝
え
て
い
き

ま
し
ょ
う
と
い
う

一
つ
の
教
え
が
あ
り
ま
す
の
で
、
大
き
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
喪
失
体
験
に
出
合
っ
て
、

一
八

O
度
の
価
値
観
の
転
換

を
は
か
っ
た
人
は
、
そ
れ
で
気
づ
い
た
こ
と
は
他
者
に
伝
え
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
そ
の
中
で
多

く
の
先
輩
た
ち
が
自
ら
援
助
者
に
な
っ
て
い
か
れ
た
と
い
い
ま
す

か
、
社
会
的
実
践
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
い
っ
た
よ
う
な
気
が
い

た
し
ま
す
。

い
つ
も
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
九
条
武
子
さ
ん
を

モ
デ
ル
と
し
て
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
匙

っ
て
生
き

て
み
ま
し
ょ
う
と
い
い
ま
す
か
、
生
き
て
い
く
基
盤
が
失
わ
れ
た

関
東
大
震
災
で
浜
離
宮
ま
で
、
築
地
か
ら
、

三
度
ほ
ど
死
ぬ
よ
う

な
思
い
を
さ
れ
て
逃
げ
惑
っ
て
こ
ら
れ
た
と
き
に
、
自
分
の
中
で

匙
っ
て
生
き
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
を
誓
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
慢
心
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
の
中
で
奪
り
高
ぶ
る
心
を
ど
う

し
た
ら
そ
れ
に
打
ち
勝
っ
て
い
け
る
か
、
新
し
い
着
物
を
お
ろ
し

ま
せ
ん
、
仕
立
て
お
ろ
し
の
着
物
を
着
飾
っ
た
り
し
ま
せ
ん
と
い

ぅ
、
あ
れ
は
や
は
り
「
借
り
着
の
誓
い
」
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す

が
、
私
は
慢
心
を
捨
て
て
生
き
て
み
た
い
、
そ
の
中
で
他
者
へ
の

眼
差
し
が
出
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

他
者
へ
の
眼
差
し
と
い
い
ま
す
か
、
自
己
中
心
的
で
あ
っ
た
自

分
へ
の
価
値
観
が
他
者
中
心
に
な
っ
て
い
く
転
換
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
こ
と
が
社
会
福
祉
の
実
践
の

一
つ
の
有
り
様
だ
と
思
い

ま
す
。

34 -

お
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど

も
、
不
十
分
で
し
た
が
、
失
礼
い
た
し
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
質
問
を
な
さ
れ
た
方
、
な
お
、
お
尋
ね
の
向
き
が
お
あ
り
か

と
思
い
ま
す
が
、

一
通
り
、
先
に
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

の
ち
ほ
ど
ま
た
、

フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質
問
を
重
ね
て
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
で
は
次
に
山
口
先
生
に
、



「
今
回
の
風
水
害
、
地
震
災
害
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
理
念

で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
、

特
に
心
の
支
え
を
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
山
口
先
生
に
お

尋
ね
し
ま
す
」

も
ち
ろ
ん
、
ほ
か
の
宗
派
の
先
生
方
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、

「
心
の
支
え
」
に
関
し
ま
し
て
、
そ
れ
で
は
お
答
え
願
い
ま
す
。

O
山
口

今
回
の
新
潟
の
中
越
地
震
で
も
私
ど
も
の
仲
間
の
お
寺

が
大
変
倒
壊
を
い
た
し
ま
し
て
、
有
名
な
小
千
谷
会
談
を
や
り
ま

し
た
、
由
緒
正
し
い
お
寺
も
倒
壊
い
た
し
ま
し
た
。
私
ど
も
智
山

派
の
お
寺
が
何
カ
所
も
そ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

神
戸
の
地
震
の
と
き
に
い
ろ
い
ろ
な
研
究
者
や
実
践
者
の
方
々
が

い
ろ
い
ろ
な
文
書
を
お
出
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
見
て
み

ま
す
と
、
被
災
に
遭
わ
れ
た
方
は
ま
ず
も

っ
て
経
済
的
な
も
の
が

必
要
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
ま
ず
も
っ
て
パ
ン
や

お
米
が
必
要
な
の
で
す
ね
。
そ
の
お
米
を
持
っ
て
い
っ
て
、
本
人

に
「
ど
う
ぞ
」
と
い
う
の
で
、
「
食
う
か
い

(
空
海
)
」
と
言
っ
た

か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
(
笑
)
、
「
ま
ず
食
べ
て
く
だ
さ
い
)

と

そ
の
次
に
く
る
の
は
や
は
り
精
神
的
な
も
の
な
の
で
す
ね
。
精

神
的
な
傷
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
う
も
の

が
必
要
な
の
で
す
が
、
そ
の
あ
と
、
ど
う
も
聞
い
て
み
ま
す
と
、

精
神
的
な
と
い
う
非
常
に
わ
か
り
つ
ら
い
言
葉
よ
り
、
そ
の
あ
と

に
「
宗
教
的
な
ケ
ア
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
か
な
と
思

い
ま
す
。
他
宗
派
の
キ
リ
ス
ト
教
や
ほ
か
の
宗
派
の
い
ろ
い
ろ
な

支
え
を
見
て
み
ま
す
と
、
ど
う
も
そ
の
点
、
仏
教
は
不
十
分
だ
っ

た
の
か
な
と
思
い
ま
す

外
国
で
は
リ
リ
シ
ヨ
ナ
ル
・
ケ
ア
と
い
う
の
が
一
般
的
に
行
わ

Fh
d
 

q
t
u
 

れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
で
い
う
宗
教
的
ケ
ア
と
い
う
の
は

ど
う
も
い
ま
の
僧
侶
の
教
育
で
は
ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
と
思
い

ま
す
。

今
度
の
新
潟
地
震
に
対
し
て
も
、
私
ど
も
の
大
学
で
は
、
空
海

さ
ん
の
教
え
に
従
っ
て
、
大
学
の
学
生
に
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

集
し
て
み
ん
な
で
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
あ
と

の
、
私
ど
も
の
大
学
だ
け
な
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ

う
い
っ
た
教
育
が
ど
う
も
文
献
学
的
な
こ
と
に
偏
つ
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
に



対
崎
し
た
と
き
に
、
僧
侶
と
し
て
、
あ
る
い
は
僧
侶
の
卵
と
し
て

ど
う
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
さ
か
お
布

施
の
金
額
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
も

私
た
ち
の
仏
教
系
の
大
学
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
い

う
と
き
に
も
ろ
に
出
て
し
ま
う
、
他
宗
派
、
仏
教
系
以
外
の
キ
リ

ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
人
た
ち
の
対
応
を
み
て
い
る
と
、

炉
」
、
っ

も
私
た
ち
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
の
か
な
と
思
え
て
仕
方
あ
り
ま
せ

ん
ま
た
、
話
は
違
い
ま
す
が
、
チ
ャ
プ
レ
ン
と
か
、
た
と
え
ば
ド

イ
ツ
な
ど
の
魂
を
み
て
い
る
人
、
ジ

l
レ
ン
ゾ
ル
ガ
!
と
か
、

う
い
う
立
場
を
見
て
い
る
と
、
私
た
ち
は
現
在
僧
侶
と
し
て
ど
う

も
も
う
ひ
と
つ
、
違
う
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

佐
賀
枝
先
生
に
は
大
変
恐
縮
な
の
で
す
が
、
「
現
世
利
益
」
を

最
も
追
求
し
て
い
る
宗
派
が
真
言
宗
の
立
場
で
す
か
ら
、
そ
れ
で

護
摩
を
た
い
て
、

い
ま
生
き
て
い
る
う
ち
に
楽
し
く
な
け
れ
ば
、

何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
問
い
ま

し
よ
う
と
い
う
非
常
に
能
動
的
な
、
積
極
的
な
立
場
を
と
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
と
対
時
し
た
と
き
に
は
、
そ
う
い
う

立
場
で
い
こ
う
と
い
っ
て
も
、
相
手
が
悲
し
み
、
苦
し
ん
で
い
る

の
に
、
心
の
ひ
だ
ま
で
わ
か
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

と
、
密
教
学
や
仏
教
学
の
先
生
は
教
え
て
く
れ
な
い
、
社
会
福
祉

学
を
や
っ
て
い
る
先
生
た
ち
も
そ
う
い
っ
た
も
の
も
教
え
て
く
れ

t

、、
手
山
首
し

日
本
で
は
残
念
な
が
ら
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
と
い
う
と

」
ろ
が
現
状
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

お
答
え
に
な

っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
正
直
な

と
こ
ろ
申
し
上
げ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

O
長
谷
川
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
後
ほ
ど
、
重

そ

ね
て
ご
質
問
が
あ
れ
ば
、
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
質
問
が
集
中
し
て
お
り
ま
す
浄
土
宗
の
石
川

先
生
の
方
に
幾
つ
か
に
区
切
っ
て
ま
ず
お
答
え
を
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
な
か
な
か
難
解
な
ご
質
問
で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、

ま
ず
、

「
偽
教
大
学
で
近
代
浄
土
宗
学
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
石
川

先
生
と
佐
賀
枝
先
生
に
質
問
を
し
た
い
の
で
す
が
、
浄
土
宗

社
会
派
の
人
々
が
自
ら
の
信
仰
と
社
会
事
業
と
の
両
立
に
苦



労
し
た
(
矢
吹
博
士
の
よ
う
に
僧
籍
を
離
れ
た
り
、
苦
労
し

た
よ
う
で
す
)。
教
学
の
側
も
宗
団
と
し
て
の
取
り
組
み
と

理
念
を
伝
統
的
な
法
然
浄
土
教
だ
け
か
ら
見
出
す
の
は
む
ず

か
し
い
と
思
い
ま
す

(特
に
理
念
を

『一

枚
起
請
文
」
か
ら

ど
う
す
る
か
)
」

そ
し
て
具
体
的
な
質
問
と
し
て
、

「
社
会
福
祉
の
現
場
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
先
生
か
ら
み
て
、
宗

団
の
教
理
と
実
際
の
活
動
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
ど
の
よ
う

な
意
義
が
あ
る
の
か
、
ま
た
は
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
の
か
、
考
え
て
い
た
だ
け
る
と
大
変
勉
強
に
な
り
ま

す
そ
れ
か
ら
二
つ
目
は
、

「
い
ま
の

一
の
質
問
で
何
ら
か
の
メ
リ

ッ
ト
が
な
い
と
教
師

に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な
り
、
養
成
講
座
の
カ
リ
キ
ユ

ラ
ム
に
組
み
込
め
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
将
来
の
展
望
を

含
め
、
先
生
の
ご
意
見
を
伺
い
た
い
の
で
す
が
・
:
・
:
」

そ
れ
で
は
こ
の
件
に
対
し
ま
し
て
お
願
い
し
ま
す
。

O
石
川

大
変
む
ず
か
し
い
ご
質
問
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
、
集
中

的
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
お
答
え
で
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が

。そ
も
そ
も
宗
教
は
救
い
を
基
本
に
し
て
い
る
、
こ
う
考
え
て
お

り
ま
し
て
、
誰
に
と

っ
て
の
救
い
な
の
か
、
こ
う
考
え
た
と
き
に

「
現
世
利
益
」
と
か
、

い
ろ
い
ろ
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
に
得
す
る

か
と
い
う
話
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
救
い
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
た
場
合
に
、
浄
土
宗
の
社
会
派
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
た

ち
は
ま
さ
に
そ
れ
を
現
在
に
生
き
て
い
る
、

一
緒
に
生
き
て
い
る

人
た
ち
に
対
し
て
ど
う
自
分
が
迫
れ
る
か
と
い
う
よ
う
に
問
い
か
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け
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
矢
吹
先
生
に
し
て
も
、
離

れ
た
く
て
離
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
、

よ

く
見
ま
す
の
で
す
ね
、
そ
の
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
背
後
に
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
ず
、

そ
の
よ
う
に
現
代
の
私
た
ち
が

一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
人
間
同
士

が
「
救
い
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
直
面
す
る
、
対
陣
す
る
と
い

ぅ
、
そ
こ
を
抜
い
て
宗
教
は
あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
と
い
う
の
が

ま
ず

一
つ
の
前
提
で
あ
り
ま
す
。

だ
と
す
る
と
、

い
わ
ゆ
る
法
然
浄
土
教
を
も
う

一
度
考
え
た
と



き
に
、
な
ぜ
法
然
上
人
が
あ
の
時
代
の
あ
の
状
況
の
中
で
、

そ
の

厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
人
た
ち
と
対
峠
し
た
の
か
、
こ
れ
は
現

在
で
も
私
は
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
状
況
を
ど
の

よ
う
に
認
識
す
る
か
が
私
は
重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

だ
と
い
た
し
ま
し
た
ら
、
「
救
い
」
と
い
う
大
変
広
い
対
象
に

つ
い
て
ご
説
明
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
意
味
で
は

一
番
救
い
を

求
め
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
何
ら
か
の
手
当
て
な
り
ケ
ア
を
求

め
て
い
る
人
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
救
い
が
よ
り
象
徴
的
に
と

い
う
か
、
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
方
々
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
受
け
止
め
ら
れ

な
い
宗
教
は
私
は
宗
教
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
場
合
に
、
宗
学
と
の
関
係
で
い
え

ば
、
ち
ょ

っ
と
こ
れ
か
ら
先
に
な
る
と
恐
い
の
で
す
が
、
も
う

一

度
現
代
的
な
解
釈
と
い
う
の
は
ど
う
成
り
立
つ
の
か
、

や
は
り
考

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思

っ
て
い
る
わ
け
で

す

そ
う
し
た
と
き
に

「一

枚
起
請
文
」
か
ら
と
い
う
と
き
に
、
私

は
以
前
、
参
考
文
献
に
も
書
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
浄

土
宗
社
会
福
祉
事
業
協
会
が

一
九
九
九
年
に

「浄
土
宗
と
福
祉
」

と
い
う
小
さ
な
単
行
本
を
出
し
ま
し
た
。
四
年
が
か
り
で
難
渋
し

た
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
山
本
先
生
が
、

パ
ロ
デ
ィ
ー
風
に

『

枚
起
請
文
」
を
福
祉
に
、
念
仏
を
福
祉
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て

お
話
し
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

た
と
え
ば

「
敵
米
わ
が
朝
に
も
ろ
も
ろ
の
智
者
た
ち
の
沙
汰
し
申
さ
る

る
観
念
の
福
祉
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
、
学
問
を
し
て
、
福
祉

口

δ
円
《

U

の
理
論
を
悟
り
て
行
う
福
祉
に
も
あ
ら
ず
」

こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
、
念
仏
と
福
祉
を

一
致
さ
せ
て
も
、
そ

う
ず
れ
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
厳
し
く
提
案
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
私
も
理
論
的
に
は
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
実
践

へ
の
熱
き
思
い
と
宗
教
者
と
し
て
の
熱
き
思
い
と
い
う
も
の
は
そ

こ
か
ら
汲
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

だ
と
い
た
し
ま
す
と
、
教
師
が
、
僧
侶
で
す
ね
、
教
師
の
養
成

課
程
の
中
で
何
の
た
め
の
念
仏
な
の
か
、
こ
う
考
え
た
と
き
に
、

一
緒
に
救
わ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
の
視
点
が



抜
け
て
い
る
教
育
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
ま
さ
に
超
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
で
は
な
い
か
、
こ
う
思
う
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
同
和
問
題
で
揺
れ
た
と
き
に
、
科

一
時
期
、

目
が
一
つ
増
え
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
解
決
し
て
い
く

問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
う
わ
け
で
あ
り

ま
す
。

ち
ょ
っ
と
挑
発
的
な
言

い
方
が

一
部
入
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
ど
う
い
っ
た
ら
い
い

の
で
し
ょ
う
、
宗
団
の
教
理
と
実
際
に
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
の
メ

リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
言
い
方
で
い
い
ま
す
と
、

メ
け
ノ
ツ

ト
論
や
デ
メ
リ

ッ
ト
論
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

つ
ま
り
基
本
に
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が

ど
う
も
、
若
干
、
認
識
の
違
い
が
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
の
で
、

い
ま
の
お
答
え
で
も
し
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
お

答
え
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す

かO
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

」
う
い
っ
た
問
題
は
あ
る
意
味
で
は
教
学
大
会
な
ど
で
も
さ
ら

に
突
っ
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と

さ
え
思
い
ま
す
が
、

ひ
と
ま
ず
、
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
そ
し
て

次
に
移
り
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、

「
仏
教
は
イ
ン
ド
哲
学
を
声
高
く
掲
げ
る
の
は
別
と
し
て
、

葬
式
仏
教
に
徹
す
る
こ
と
を
前
提
に
質
問
い
た
し
ま
す
。
両

親
の
死
は
順
番
と
し
て
受
け
入
れ
ま
す
が
、
夫
ま
た
は
妻
、

い
わ
ゆ
る
配
偶
者
、
ま
た
は
子
ど
も
の
身
内
の
死
は
想
像
を
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絶
す
る
悲
し
み
で
す
。

一
案
と
し
て
、
大
正
大
学
一
般
公
開

講
座
、

五
1
六
回
程
度
で
、
夫
、
妻
、
子
ど
も
の
死
に
対
す

る
そ
の
後
の
心
の
持
ち
方
を
浄
土
宗
の
理
念
に
沿
っ
て
教
え

て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」

二
と
し
て
、

「
私
は
浄
土
宗
寺
院
の
檀
信
徒
で
す
が
、
浄
土
宗
の
お
経
、

口
語
訳
版
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か

(
南
無
阿
弥
陀

仏
を

一
O
回
唱
え
る
こ
と
、
プ
ラ
ス
そ
の
上
を
求
め
た
い
の

で
す
ご



と
い
う
ご
質
問
で
あ
り
ま
す
。

O
石
川

ま
た
、
違

っ
た
意
味
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
り
ま
し
て
、

す
み
ま
せ
ん
。

確
か
に
人
聞
は
い
ず
れ
は
死
に
ま
す
か
ら
、

順
番
で
い
く
と
い

う
こ
と
が
受
け
入
れ
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
逆
の
場
合
、

本
当
に
想
像
を
絶
す
る
深
い
悲
し
み
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

突
然
、
今
回
の
中
越
で
も
そ
う
で
す
が
、
あ
の
、
子
ど
も
が
車

に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
母
が
死
に
、
そ
れ
は
順
番
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
幾
ら
何
で
も
そ
の
思
い
た
る
や
、

い
か
が
な
も
の
か
と
、

こ
ん
な
ふ
う
に
も
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

を
ど
う
や

っ
て
受
け
止
め
て
い
く
の
か
、
自
分
の
あ
る
が
ま
ま
の

行
き
様
を
ど
う
や

っ
て
受
け
止
め
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
お
話
が
、

実
際
は
大
正
大
学
の

一
般
公
開
講
座
の
中
で
十
分
に
お
答
え
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「私
は
こ
の
講
座
の
担
当
者
で
は
な
い
の
で
」
と
い
う
行
政
的

な
言
い
方
は
あ
ま
り
好
ま
な
い
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
、
そ

う
い
う
中
で
十
分
な
、
緑
陰
講
座
と
も
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
木
陰
で
ゆ

っ
く
り
話
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
サ
ブ
プ
ロ
グ

ラ
ム
も
ぜ
ひ
提
案
し
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、

二
つ
目
の
、

い
わ
ゆ
る
お
経
の
口
語
訳
で
す
が
、
こ
ち

ら
に
先
生
が
い
ら

っ
し
ゃ
ら
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

石
上
先
生
、
お
助
け
を
と
い
う
感
じ
で
す
。
同
じ
よ
う
に
口
語
訳

を
読
ん
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
自
身
も
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
欧
米
に
訳
さ
れ
た
も
の
を
も
う

一
度

日
本
語
に
訳
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
と
て
も
わ
か
り

や
す
い
の
で
す
。
こ
れ
は
戦
後
の
教
育
に
毒
さ
れ
た
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
英
文
仏
典
を
日
本
語
訳
に
し
た
も
の
の
方
が
何
か
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わ
か
り
や
す
い
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
し
て
、
同
じ
よ
う
な
試
み

を
総
合
研
究
所
で
も
や

っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、

石
上
先
生
、
正
確
な
お
答
え
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
お
助
け
く
だ

さ
い
ま
せ
。
後
ほ
ど
で
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
が
:
・
:
。
す
み
ま

せ
ん
。

そ
れ
で
、
そ
の
意
味
で
い
い
ま
す
と
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を

お
唱
え
す
る
と
い
う
と
き
の
そ
の
上
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
も

っ
と
深
め
て
と
い
う
か
、
心
が
も

っ
と
落
ち
着
い
て
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
お
求
め
の
よ
う
で
す
の
で
、
そ
の
場
合
、
ど
う
し
た
ら



い
い
か
は
ち
ょ
っ
と
私
も
、
お
檀
家
さ
ん
で
あ
れ
ば
お
時
間
を
と

り
た
い
な
と
思
う
の
で
す
が
、
急
に
檀
家
を
変
わ
る
と
い
う
わ
け

に
も
ま
い
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
の
あ
と
、
お
時
聞
が
あ
れ

ば
、
少
し
で
も
個
人
的
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

以
上
で
す
。

O
長
谷
川

そ
れ
で
は
ご
質
問
さ
れ
た
方
、
な
お
、

よ
り
具
体
的

に
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
後
ほ
ど
、
ま
た
時
聞
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
所
長
の
石
上
先
生
か
ら
少
し
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
石
川
先
生
に
三
点
ほ
ど
あ
り
ま
し
て
、

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
組
織
化
に
向
け
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
再
考
す
べ
き
福
祉
文
化
と
は
、
こ
れ

と
組
織
化
と
の
関
連
は
」

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
組
織
化
に
向
け
て
の
ポ
イ
ン
ト
、
そ
れ
か
ら
再

考
す
べ
き
福
祉
文
化
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
ネ
ッ
ト
ワ
l

ク
型
組
織
化
と
の
関
連
で
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

O
石
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
ご
質
問
、
頂
戴

し
て
、
背
中
、
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
す
が
、
ネ

ッ
ト
ワ

l
ク
型
組
織
化
の
対
語
と
し
て
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
型
と
申
し
上

げ
た
わ
け
で
す
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
と
い
う
の
は
、
上
意
下
達
と
い

い
ま
す
か
、
上
か
ら
命
令
す
れ
ば
、
即
迅
速
に
流
れ
る
と
い
う
、

ま
さ
に
自
衛
隊
の
問
題
で
も
め
て
お
り
ま
す
が
、
情
報
は
確
か
に

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
は
正
確
に
伝
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、
最
後
に
行
き

着
い
た
情
報
を
受
け
て
い
る
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け

止
め
て
、
ど
の
よ
う
に
活
動
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、

は
た

し
て
十
分
に
機
能
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
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い
ま
ま
で

の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
化
は
機
能
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
私
は

明
確
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、
だ
と
い
た
し
ま
す
と
、
縦
型
で
な
い
と
す
れ
ば
、

横
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
組
織
化
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、

」
う
思
う
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
福
祉
文
化
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、

た
と
え
ば
地
域
の
中
で
組
織

化
を
図
る
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、

一
般
的
に
は
町
内
会
と

か
、
幾
つ
か
の
伝
統
的
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
が
イ
メ
ー
ジ
さ



れ
ま
す
が
、
実
際
に
地
域
を
動
か
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
横
の
つ

な
が
り
の
中
で
お
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も

多
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
見
え
な
い
中
で
そ
の
地
域
活
動
は
展
開

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
多
く
の
事
例
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。

だ
と
し
ま
す
と
、
見
え
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
ど
の

よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
か
、
こ
う
考
え
ま
す
と
、
た
と
え
ば
、
今
回

の
中
越
の
地
震
の
被
災
地
で
も
あ
り
ま
し
た
長
岡
で
聞
き
取
り
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
中
に
幾
つ
か
の
と
て
も
関
心
を
も
つ
よ
う
な

取
り
組
み
が
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
地
蔵
講
か
何
講
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
議
中
が
、

子
ど
も
た
ち
と
高
齢
者
の
交
流
を
し

て
い
る
。
現
在
、
福
祉
の
方
で
は
そ
の
世
代
聞
の
交
流
と
い
う
の

は
、
大
変
重
要
だ
と
い
わ
れ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
富
山
で
は
そ

れ
に
公
的
な
お
金
を
つ
け
る
、
し
た
が
っ
て
富
山
方
式
な
ど
と
呼

ば
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
い
ろ
い
ろ
な

人
た
ち
が
出
会
う
よ
う
な
文
化
的
な
活
動
と
い
う
の
は
長
い
こ
と
、

や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
戦
後
に
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
面

倒
だ
か
ら
と
い

っ
て
切
り
捨
て
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
文
化

の
切
捨
て
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
生
活
に
と

っ
て

大
切
な
文
化
と
い
う
も
の
を
蓄
積
し
て
き
た
、
こ
れ
が
ま
さ
に
福

祉
文
化
の
蓄
積
な
の
だ
と
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
ま
さ
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
も
う

一
度
つ
な
い
で
、
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
限
り
、

地
域
づ
く
り
は
で
き
な
い
か
な
と
い
う
発
想
で
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
型

組
織
化
と
地
域
文
化
を
つ
な
い
で
申
し
上
げ
た
次
第
で
す
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
あ
と
二
つ
、
続
け
て
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

一
つ
は
、

「
浄
土
宗
で
沖
縄
の

『袋
中
園
」
が
設
立
さ
れ
て
四

O
年
経

- 42-

過
し
て
お
り
ま
す
が
、
現
在
の

『袋
中
園
」

の
現
況
や
、
ま

た
そ
れ
に
類
似
す
る
施
設
が
設
立
さ
れ
た
か
ど
う
か
」

そ
れ
か
ら
も
う

一つ
は、

「
寺
院
そ
の
も
の
の
運
営
基
盤
が
衰
退
し
て
い
る
と
い
う
指

摘
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
地
方
に
お
い
て
は

寺
の
次
代
の
継
承
自
体
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
い
ま
す
(
経

済
的
理
由
で
)
。
そ
の
よ
う
な
中
で
寺
院
の
運
営
と
社
会
事

業
に
つ
い
て
よ
い
案
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

宗
議
会

等
で
現
状
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
」



と
い
う
ご
質
問
で
あ
り
ま
す
。

O
石
川

最
後
の
「
宗
議
会
等
で
現
状
が
正
し
く
」
と
い
う
の
は
、

私
は
宗
議
会
議
員
で
な
い
も
の
で
す
か
ら
:
:
:
。
宗
報
で
読
ん
で

い
る
の
で
す
が
、
何
か
、
す
ご
い
や
り
と
り
を
読
ん
で
い
て
も
、

だ
ん
だ
ん
く
た
び
れ
て
き
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
十
分
に
把
握
し
て

お
り
ま
せ
ん
。
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。

漏
れ
伝
え
聞
く
噂
で
い
え
ば
、
十
分
伝
わ
っ
て
い
る
と
は
思
え

な
い
な
と
い
う
の
が
私
の
感
想
で
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
幾
っ
か

の
ご
質
問
に
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
沖
縄
の
「
袋
中
園
」
で
あ
り
ま
す
が
、

四
O
周
年
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
間
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
私
、
現
況
を
正
確
に
把
握
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

ま
こ
と
に
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

た
だ
、
沖
縄
の
中
で
足
り
な
か
っ
た
施
設
を
次
々
と
増
や
し
て

一
つ
の
、
何
と
い
う
の
で
し
ょ
う
、
浄
土
宗
の
取
り
組
み
が
沖
縄

に
と
っ
て
と
て
も
大
切
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
入
所
型

と
い
い
ま
す
か
、
生
活
を
中
心
と
す
る
形
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
の

で
、
今
度
は
地
域
で
暮
ら
し
て
い
る
方
々
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
と
い
う
方
式
に
変
え
て
い
く
と
き
に
、
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
で
悩
ん
で
お
ら
れ
る
と
い
う
お
話
は
聞
い
て
お

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
次
の
展
開
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
展
開
を

図
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
二
つ
目
の
「
寺
院
基
盤
そ
の
も
の
が
衰
退
し
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
が
お
ら
れ

る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
ど
う
申
し
上
げ
て
よ
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

寺
院
も
限
り
な
く
核
家
族
化
し
て
き
ま
し
た
。
三
世
代
世
帯
と
い
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つ
で
も
そ
う
で
も
な
い
。
宗
勢
調
査
を
や
り
ま
す
と
、
寺
院
の
高

齢
化
率
の
方
が
一
般
の
高
齢
化
率
よ
り
も
高
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
介
護
問
題
を
抱
え
た
状
態
の
中
で
、
寺
院
が
介
護
保
険
制

度
を
使
う
と
い
う
こ
と
を
は
ば
か
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
る

か
も
し
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
尼

僧
寺
院
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

お
弟
子
さ
ん
が
い
な
け
れ
ば
ど

う
す
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
問
題
は
、
も
う
数
年
続
い
て
お
り
ま
し

て
、
こ
れ
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
お
話
を
さ
せ
て
き
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、



お
寺
も
表
と
裏
が
あ
り
ま
し
て
、
な
か
な
か
裏
に
入
っ
て
い
く
と

正
解
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
む
ず
か
し
い
局
面
が
あ
り
ま
し
て
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
こ
う
い
う
例
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る

」
と
で
す
の
で
、
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
の
が
と
て
も
残
念
で
は
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
、
足
元
か

ら
き
ち
ん
と
考
え
な
い
と
、
誰
か
が
や
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い

う
提
案
は
も
う
時
代
遅
れ
と
い
う
か
、
も
う
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ

て
い
る
い
と
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
、
そ
れ
く
ら
い
、
私
は
基
盤
が

衰
弱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
危
機
感
を
強
く
抱
い

て
い
る
状
態
で
す
。

そ
う
し
た
と
き
に
よ
い
案
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
こ
う
考
え
た

と
き
に
、
寺
院
も
情
報
開
示

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
開
示
し
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

土
地
も
広
い
で
す
し
、
建
物
は
入
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
、
重

文
の
建
物
に
子
ど
も
た
ち
が
駆
け
回
っ
た
ら
困
り
ま
す
し
、

し、

ろ

い
ろ
な
制
限
は
あ
る
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
ど
う
開
放
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
開
放
の
道
筋
を
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
か
ら
で
も
始
め
れ
ば
、

実
際
の
案
は
見
え
て
く
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
も
し
、

で
き
な
い

と
し
た
ら
、
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
る
の
は
、
何
と
い
う
の
で
し
ょ
う
、

N 
P 

O
を
立
ち
上
げ
た
り
し
て
い
る
何
人
か
の
僧
侶
の
方
々
の
動
き
を

見
て
い
ま
す
と
「
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、

ち
ょ
っ
と
事
例
ま
で
ご
紹
介
で
き
ま
せ
ん
が
、
お
答
え
に
な
っ
た

で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
、
っ
か
。

O
長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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浄
土
宗
、
石
川
先
生
に
た
く
さ
ん
ご
質
問
が
集
中
し
て
、
私
に

は
大
変
明
快
に
お
答
え
い
た
だ
い
た
よ
う
に
み
え
ま
す
け
れ
ど
も
、

ご
質
問
の
趣
旨
と
ど
れ
だ
け
あ

っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
重
ね
て
お

聞
き
し
た
い
向
き
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
フ
ロ
ア
か
ら
ご
質
問

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
と
、

二
点
ほ
ど
、
こ
れ
は
今
回
、
た
ま
た
ま
と
申
し
ま
し
ょ

う
か
、
浄
土
宗
、
そ
れ
か
ら
真
言
宗
の
智
山
、
そ
れ
に
真
宗
大
谷

派
、
日
蓮
宗
と
い
う
四
宗
団
の
方
々
に
ご
登
壇
い
た
だ
い
て
お
話

を
承
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ご
意
見
等
に
も
あ
る
の
で
す



が
、
天
台
宗
と
か
、
あ
る
い
は
禅
宗
系
と
か
、
そ
の
ほ
か
、

日
本

に
は
い
ろ
い
ろ
な
宗
派
、
教
団
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
方
々
の

お
話
を
お
聞
き
し
た
い
と
い
う
ご
希
望
が
幾
つ
も
あ
り
ま
し
た
。

一
度
に
そ
れ
ら
を
カ
バ
ー
す
る
の
は
な
か
な
か
困
難
が
あ
り
ま
す

の
で
、
次
回
に
は
今
日
、
お
呼
び
で
き
な
か
っ
た
教
団
の
方
々
か

ら
お
話
を
承
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
は
ひ
と

つ
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
私
に
で
す
が
、
き
ょ
う
は

ど
の
宗
団
に
所
属
し
て
と
い
、
つ
こ
と
で
は
な
く
、
こ
こ
に
お
り
ま

す
も
の
で
す
か
ら
、

二
つ
ほ
ど
、
質
問
と
い
う
よ
り
も
何
ら
か
の

コ
メ
ン
ト
を
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「先
日
、

『月
刊
現
代
」
に
善
光
寺
大
勧
進
の
小
松
貫
主
が
、

信
徒
に
よ

っ
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
暴
露
さ
れ
て
い
る
記
事
を

読
み
ま
し
て
、
驚
い
て
い
ま
す
。

一
部
の
僧
侶
で
あ
れ
、
こ

の
よ
う
な
出
来
事
が
社
会
に
公
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
仏
教
界

の
信
頼
が
失
わ
れ
る
と
思
う
が
』

内
容
は
女
性
キ
ャ
ス
タ
ー
、
掛
け
軸
の
私
物
化
と
い
う
こ
と
が
記

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

私
は
無
知
な
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
関
し
ま
し
て
は
記

事
を
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
そ
の
他
の
こ
と
に
つ
い
て

も
、
多
少
、
耳
に
入

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
い
ま
し
て
こ
の
こ
と
自
体
に
つ
い

て
は
、
何
の
コ
メ
ン
ト
も
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

一
般
論
と
い

い
ま
し
ょ
う
か
、
僧
職
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
も
し
こ
の
よ
う
な

」
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

や
は
り
自
ら
襟
を
正
し
て
い
く
、
そ
う

い
う
姿
勢
は
常
に
必
要
だ
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
社
会
か
ら
の
僧

侶
あ
る
い
は
仏
教
、

寺
院
に
対
す
る
評
価
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
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だ
ろ
う
、
こ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
自
戒
の
意
味
も
込
め
て
、

や
は
り
仏
教
者

と
し
て
の
、
あ
る
い
は
僧
職
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
姿
勢
と
い
う

も
の
は
常
に
自
ら
省
み
て
点
検
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な

と
い
う
心
持
ち
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

「最
近
の
年
間
自
殺
者
、

三
万
人
を
超
え
る
な
ど
の
社
会
問

題
に
対
し
て
、
仏
教
教
団
の
対
応
を
お
聞
き
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
テ
レ
ビ
、
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ
る
ご
と
に
思
つ

て
い
た
こ
と
で
す
」



」
れ
も
私
に
対
す
る
も
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
、
山
口
先
生
の
方
か

ら
高
野
山
真
言
宗
で
「
心
の
相
談
室
」
を
聞
か
れ
て
お
ら
れ
る
話

が
あ
り
ま
し
た
。
浄
土
宗
で
も
同
様
の
相
談
所
を
各
寺
に
設
置
す

る
よ
う
呼
び
か
け
る
動
き
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
他
の
宗
団
に
お

い
て
も
同
じ
よ
う
な
試
み
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
個
別

の
寺
院
で
こ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
例
、
僧
侶
と
し

て
個
人
的
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ

ぅ
。
「
い
の
ち
の
電
話
」
と
い
う
電
話
相
談
な
ど
も
、

や
は
り
仏

教
の
僧
職
の
方
々
が
か
な
り
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を

お
伝
え
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
事
後
の
相
談
の

問
題
で
す
。
事
後
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
心
の
悩
み
を

も
つ
、
あ
る
い
は
自
殺
と
い
う
よ
う
な
、
究
極
的
な
選
択
が
迫
ら

れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
状
況
に
対
す
る
相
談
で
す
。
こ
れ
は
受

け
皿
を
、
広
く
仏
教
関
係
で
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
が
、

そ
れ
以
上
に
大
切
な
こ
と
は
、
私
は
そ
う
い
う
予
備
軍
を
つ
く
ら

t

、、
宇

hou

や
は
り
決
め
手
は
幼
少
期
か
ら
の
教
育
だ
と
思
い
ま
す
。

「
命
に
対
す
る
教
育
」
と
い
う
も
の
が
い
ま
、

必
ず
し
も
十
分
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
仏
教
界

は
む
し
ろ
、
む
し
ろ
と
い
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、

一
方
で
こ

う
し
た
ケ
ア
や
相
談
に
取
り
組
み
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
長
期
的

な
命
の
教
育
に
対
す
る
取
り
組
み
を
真
剣
に
構
想
し
、
着
手
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
に

止
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
四
方
に
お
尋
ね
の
向
き
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ち
ょ

っ
と
ご
披
露
い
た
し
ま
す
。

「
本
テ

l
マ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
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一
、
寺
院
経
営
、

二
、

教
化
活
動
、

三
、
社
会
貢
献
と
い
う
三
点
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

個
人
的
に
は
教
化
と
社
会
福
祉
活
動
を

一
体
的
に
扱
う
こ
と

は
、
現
在
の
社
会
状
況
か
ら
見
て
、
広
い
賛
同
が
得
ら
れ
に

く
い
と
考
え
ま
す
が
、
現
場
に
立
つ
僧
侶
と
し
て
は
、
そ
の

活
動
を

一
、
寺
院
経
営
の
根
幹
と
す
べ
き
な
の
か
、

-
1

教

化
活
動
の
た
め
の
方
便
な
の
か
、
:
、
社
会
貢
献
な
の
か
、

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
な
の
か
、
ご
意
見
を
お
願
い
し

ま
す
」

教
化
と
社
会
福
祉
活
動
の
か
か
わ
り
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に



整
理
し
て
取
り
組
む
べ
き
な
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
四
人
の
先

生
方
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
今
回
は
日
蓮
宗
の
清
水
先
生
の
方
か
ら
順
次
お
願
い

ま
す
。

O
清
水

浄
土
で
の
講
演
会
で
す
か
ら
、
法
華
は
質
問
が
こ
な
い

と
安
心
し
て
い
た
の
で
す
が
、

一
番
と
ん
で
も
な
い
の
が
最
後
に

き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

実
は
い
ま
の
社
会
福
祉
が
寺
院
経
営
の
根
幹
か
、
社
会
教
育
の

方
使
か
、

は
た
ま
た
社
会
貢
献
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日

蓮
宗
は
、
宗
内
セ
ク
シ
ョ
ン
の
社
会
教
化
事
業
、
先
ほ
ど
お
話
し

し
た
よ
う
に
手
引
き
を
つ
く
る
委
員
会
が
あ
り
ま
し
た
。
手
引
き

を
つ
く
る
委
員
会
の
中
で
、
大
激
論
が
あ
り
ま
し
て
、
答
え
を
先

に
言
っ

て
し
ま
い
ま
す
と
、
結
論
が
出
て
お
り
ま
せ
ん
。
宗
門
と

し
て
の
結
論
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ご
意
見
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
意
見
と
い

う
の
は
お
そ
ら
く
は
か
の
宗
派
も
ご
同
様
で
し
ょ
う
が
、
寺
院
経

営
に
つ
な
が
ら
な
い
も
の
を
や
っ
て
ど
う
す
る
、
檀
信
徒
が
集
ま

ら
な
い
こ
と
を
や

っ
て
ど
う
す
る
、
あ
る
意
味
で
は
負
の
イ
メ

l

ジ
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ご
意
見
も
あ
り
、
見
方

を
変
え
れ
ば
も
っ
と
も
な
ご
意
見
も
あ
り
ま
す
。

そ
の

一
方
で
、
そ
も
そ
も
仏
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

先
ほ
ど
の
石
川
先
生
へ
の
ご
質
問
の
中
で
の
お
答
え
も
、

メ
リ
ッ

ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
超
え
た
、
そ
う
い
う
概
念
で
は
な
い
と
い
う

お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
仏
教
と
は
何
か
、
僧
侶
と
は

何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
き
に
、
社
会
貢
献
は
当
然
で

あ
る
、
社
会
貢
献
の
視
点
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
と
こ
ろ

が
大
体
大
雑
把
な
と
こ
ろ
で
意
見
と
し
て
ぶ
つ
か
っ
て
き
て
お
り

ま
し
て
、
宗
教
法
人
日
蓮
宗
と
し
て
の
先
ほ
ど
来
申
し
上
げ
て
い

る
理
念
的
な
と
こ
ろ
で
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
。

と
し
ま
す
と
、
き

っ
と
ご
質
問
者
は
「
じ
ゃ
あ
、
お
ま
え
は
ど

う
考
え
る
か
」
と
多
分
、

お
聞
き
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
私

は
「
社
会
貢
献
」
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
も
僧
侶
の
は
し
く
れ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
と
、

「
お
前
は
ち
ゃ
ん
と
寺
院
経
営
を
し
て
い
な
い
か
ら
だ
」
と
怒
ら

れ
そ
う
で
す
が
、
そ
も
そ
も
私
の
と
こ
ろ
で
の
発
想
と
し
て
は
、

ハ
ー
ド
と
し
て
の
お
寺
、
建
物
と
し
て
の
お
寺
を
構
え
て
、
そ
こ
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を
運
営
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
き
ゅ
う
き
ゅ
う
と
す
る
の
が

僧
侶
と
し
て
の
本
来
的
な
あ
り
方
な
の
だ
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
言

い
方
を
し
ま
す
と
、
う
ち
の
宗
門
の
議
論
で
は
「
青
く
さ
い
」
と

い
わ
れ
て
く
る
の
で
す
が
、
た
だ
、
そ
こ
に
や
は
り
立
ち
返
る
必

要
が
あ
る
、

一
体
僧
侶
と
い
う
の
は
何
を
す
る
も
の
な
の
か
、
先

ほ
ど
の
ご
質
問
の
中
で
、
「
葬
式
仏
教
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し

て
」
と
い
う
の
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
葬
式
仏
教
を
否

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
葬
送
儀
礼
は
大
事
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
た
だ
、
僧
侶
と
し
て
一
体
何
を
や
る
べ
き
か
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
い
け
ば
、
檀
信
徒
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
地
域
社
会

の
中
に
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
に
対
し
て
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
僧
侶
と
し
て
当
然
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
多
分
、

三
番
目
の
「
社
会
貢
献
」
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、

日
蓮
宗
と
し
て
は

ま
だ
統

一
的
な
見
解
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

O
佐
賀
枝

お
答
え
に
な
る
か
ど
う
か
、
ち
ょ
っ
と
心
配
な
の
で

す
が
、

い
ま
の
真
宗
大
谷
派
で
は
「
一
人
か
ら
始
め
る
日
曜
学

校
」
と
い
う
運
動
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

一
時
期
隆
盛
を
き
わ

め
た
日
曜
学
校
が
下
火
に
な
り
ま
し
て
、
拠
点
が
全
国
で
も
幾
つ

か
し
か
残
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
「
一
人
か
ら
始

め
る
日
曜
学
校
」
と
い
う
こ
と
で
少
し
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
l
ク
の
進
め
方
と
い
う
の
で
す
か
、

グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
の
技
術
的
な
ス
キ
ル
研
修
を
私
が
担
当
し
て
い
ま
す
。
全

固
か
ら
集
ま
ら
れ
る
方
は
、
子
ど
も
さ
ん
た
ち
と
体
を
動
か
し
て

や
る
こ
と
は
と
て
も
好
き
な
ご
住
職
さ
ん
だ
っ
た
り
、
坊
守
さ
ん

だ
っ
た
り
し
ま
す
。
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も
う
少
し
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
過
疎
化
し
て
、
日
曜
学
校
を

一
人
か
ら
始
め
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
対
象
者
が
高
齢

者
の
方
で
、
高
齢
者
に
対
す
る
ニ

l
ズ
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
と

い
う
こ
と
で
シ
フ
ト
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
現
状
が

あ
り
ま
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

福
祉
実
践
と
い
う
の
は
、

や
は
り
一
つ
の
枠
が
あ
っ
て
始
ま
る

も
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
変
幻
自
在
に
様
相
を
変
え
る
実
態
を

ど
う
支
援
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
何
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
目
の
前
の
こ
と
、
事



象
を
ど
の
よ
う
な
形
で
私
た
ち
が
そ
の
必
要
を
感
じ
、
そ
れ
に
対

す
る
答
え
を
ど
う
見
つ
け
出
す
か
と
い
う
こ
と
が
、

い
く
い
く
は

社
会
貢
献
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、

い
ま
や

っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
ご
住
職
、
坊
{
寸
さ
ん

た
ち
は
、

い
ま
、
社
会
貢
献
し
て
い
る
ぞ
と
い
う
感
じ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
あ
と
か
ら
歴
史
に
残
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
貢

献
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、

お
答
え
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
バ
ト
ン
タ

ッ
チ
し
ま
す
。

O
石
川

「
教
化
」
「
教
下
」
と

「福
祉
実
践
」
と
い
い
ま
す
か
、

こ
こ
を
ど
う
整
理
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
も
悩
ん
だ

こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
教
線
の
拡
大
と
い
い
ま
す
か
、

浄
土
宗
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
わ
か

つ
て
く
れ
る
人
た
ち
を
増
や
し

た
い
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
が
な
り
た
て
た

、

h
H，，
 

い
ろ
い
ろ
説
明
し
て
わ
か

っ
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
「
教
化
」
と
か
「
教
下
」

と
い
う
言
葉
自
体
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
の
問
題
が

一
つ
あ

る
と
思
う
の
で
す
が
、
上
か
ら
下
へ
教
え
る
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

い
わ
ゆ
る
福
祉
実
践
と
同
じ
で
、

緒
に
歩
み
な
が
ら
考
え
る
、
そ
の
と
き
に
私
た
ち
が
伝
え
ら
れ
る

こ
と
を
ど
う
伝
え
て
い
く
の
か
、
こ
う
い
う
流
れ
の
中
で
整
理
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
最
後
に
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
浄
土
宗
の
考

え
方
が
十
分
に
そ
の
人
の
考
え
と
行
動
と

一
致
し
た
形
に
な

っ
て

い
れ
ば
、
こ
ち
ら
と
し
て
は

一
番
望
ま
し
い
わ
け
で
す
が
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
い

っ
た
と
き
に
、
先
ほ
ど
の
ご
説
明
で
も
申

し
上
げ
た
こ
と
を
ま
た
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
共
に

一
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緒
に
生
き
て
い
く
し
か
、
現
実
の
社
会
の
中
に
は
な
い
わ
け
で
あ

り
ま
し
て
、

そ
こ
で
ど
う
私
た
ち
が
影
響
と
い
う
か
、
影
響
し
あ

っ
て
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
線
を
切
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
し
た
ら
、
最
後

の
段
階
で
同
じ
浄
土
宗
で
よ
か

っ
た
ね
と
お
念
仏
で
死
ね
れ
ば
い

い
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、

一
緒
に
は
死
ね
ま
せ
ん
の
で
、

確
認
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

ゴ
ー
ル
は
そ
う
い
、
つ
こ
と
か
な
と
思

つ

て
お
り
ま
す
。



以
上
で
す
。

O
山
口

ぼ
く
は
将
来
、
お
寺
が
生
き
残
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

の
は
、
非
常
に
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
と
考
え
て
い
て
、
福
祉
で
寺
づ

く
り
と
い
う
こ
と
を
い
ま
提
唱
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

い宇品、

石
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
お
寺
が
宗
派
を
問

わ
ず
、

お
寺
で
生
活
で
き
な
い
お
寺
が
多
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ

」
を
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
賃
貸
借
で
開
設
し
て
も
い
い
と

い
う
法
律
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
・

1
三
O
O万
で
、
補
助

金
を
も
ら
っ
て
、

一
五
人
ぐ
ら
い
の
お
年
寄
り
を
毎
日
預
か
る
、

そ
れ
で
住
職
が
車
を
運
転
し
て
、
奥
さ
ん
が
お
料
理
を
つ
く
っ
て
、

一
日
、
お
寺
で
遊
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
実
際

に
こ
れ
か
ら
あ
と
、
団
塊
の
世
代
の
方
々
が
高
齢
化
す
る
と
、
寝

た
き
り
や
痴
呆
の
方
が
い
ま
の
倍
に
な
る
と
い
う
予
測
で
す
か
ら
、

い
ま
の
ま
ま
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
や
老
人
ホ

l
ム
で
は
全

然
足
り
ま
せ
ん
か
ら
、

お
寺
が
、
そ
う
い
う
食
え
な
い
お
寺
が
給

料
を
も
ら
っ
て
や
っ
て
い
く
よ
う
な
具
体
的
な
提
案
を
宗
派
と
し

て
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
の
宗
派
の
社
会
福
祉
委
員

に

一
つ
の
例
と
し
て
提
案
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
宗
派
に
社
会
福
祉
事
業
団
を
置
い
て
、
そ
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
勉
強
し
て
も
ら
う
、

ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
、
そ
し
て

裾
野
を
広
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
、
継
い
で
も
い
い
と

い
う
意
欲
を
起
こ
す
よ
う
な
お
寺
に
な
っ
て
い
た
だ
か
な
い
と
、

宗
派
全
体
が
縮
小
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
僧
侶
養
成
教
育
の
中
で
専
修
学
院
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
こ
の
中
で
社
会
福
祉
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
教
え
て
い

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
僧
侶
に
社
会
福
祉
で
生
き
残
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
提
案
を
し
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
に

考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
社
会
実
践
で
あ
り
、
社
会
に
展
開
し
て

、

。

lv
ノ
¥韓

国
や
、
そ
の
ほ
か
の
東
南
ア
ジ
ア
の
僧
侶
の
人
た
ち
と
話
し

て
お
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
社
会
福
祉
を
や
る
の
は
当
然
だ
と
い

う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。

先
月
、
私
の
大
学
で
日
本
密
教
学
会
と
い
う
学
会
が
あ
っ
た
の

で
、
そ
こ
で
チ
ベ
ッ
ト
の
方
が
「
密
教
は
実
践
な
く
し
て
密
教
な

し
」
と
い
う
よ
う
に
、

チ
ベ
ッ
ト
の
ニ
チ
ャ
ン
リ
ン
ポ
チ
ェ
さ
ん
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と
い
っ
て
大
変
有
名
な
方
で
す
が
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。

こ
れ
は
密
教
だ
け
で
は
な
く
て
、
仏
教
全
体
が
や
は
り
具
体
的
に

相
手
に
届
く
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、
先
ほ
ど
石
川
先
生
の
答
え
の
中
で
話
し
し
て
お

り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

や
は
り
肉
親
を
亡
く
し
た
人
に
対
す
る
私

た
ち
の
対
応
の
仕
方
と
い
う
の
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
私
自
身
も
や
は
り
小
さ
な
子
ど
も
を
失
い
ま
し
た
。
白
血
病

で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
女
の
子
で
し
た
け
れ
ど
も
、
ず
つ

と
か
か
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

や
は
り
何
が

一
番
必
要
な
の

か
、
自
分
で
彼
女
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
だ
い
ぶ
学
ん
だ
の
で
す

ね
そ
、
つ
い
、
つ
、

い
ま
の
私
た
ち
の
仏
教
系
、
あ
る
い
は
私
ど
も
、

密
教
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
臨
床
と
い
う
場
面
の
中
で
僧
侶
は
、

あ
ま
り
に
も
無
知
な
の
で
す
ね
。
あ
ま
り
に
も
知
ら
な
す
ぎ
る
の

で
す
。
文
献
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
お
経
の
本
と
か
、
ィ

ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
や
、
あ
ち
こ
ち
に
行
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
探
し
て
き
で
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
臨
床
、
具
体
的
・
な

場
面
の
中
で
何
も
手
を
出
せ
な
い
。
そ
れ
か
ら
新
潟
に
行
っ
て
、

そ
の
と
き
に
何
を
す
る
と
い
っ
た
と
き
に
、
ま
っ
た
く
無
知
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
将
来
、

お
寺
は
生
き
残
れ
な
い
、

教
化
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
基
本
的
な
考
え

方
で
す
。

O
長
谷
川

四
人
の
先
生
方
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。大

変
長
時
間
に
わ
た
っ
て
の
ご
質
問
に
対
す
る
お
答
え
で
す
が
、

ま
だ
時
間
は
若
干
残
っ
て
お
り
ま
す
。

フ
ロ
ア
か
ら
の
ペ
ー
パ

ー
に
よ
る
ご
質
問
に
は

一
通
り
、

お
答
え

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ま
だ
ち
ょ
っ
と
か
ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
が
届

い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
少
し
自
分
の
考
え
と
は
違
う
よ
う
な
の

で
、
確
認
を
し
た
い
と
い
う
向
き
も
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
。
し

た
が
い
ま
し
て
、

ど
う
ぞ
挙
手
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
質
問
の
お

相
手
が
ど
な
た
で
あ
る
の
か
、
ご
指
名
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ご
質

問
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
ど
な
た
か
ら
で
も
。

O
石
上

先
ほ
ど
の
お
答
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
石
川



先
生
か
ら
の
ご
指
名
で
す
の
で
:
:

。

二
つ
あ
る
の
で
す
が
、

一
つ
だ
け
、
ま
ず
先
に
申
し
上
げ
ま
す
。

現
代
語
訳
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
今
回
、
宗
議
会
に
も
出

ま
し
て
、

二
年
前
に

一
つ
つ
く
っ
て
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
活
字

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
段
階
で
、
多
分
、

寺
院
に
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

そ
れ
で
今
回
、

三
月
末
に
二
つ
の
現
代
語
訳
が
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
を
も
と
に
皆
さ
ん
か
ら
手
を
入
れ
て
も
ら
っ
て
|
|
手
を
入

れ
る
と
い
う
か
、
ご
意
見
を
頂
戴
し
て
、
あ
る
意
味
で
集
約
し
た

も
の
に
し
た
い
。
と
同
時
に
、
こ
れ
は
ど
こ
に
も
出
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
ビ
デ
オ
で
デ
ス
マ
ス
調
の
日
本
語
訳
を
お
寺
で
や
る
と
い

う
場
合
を
つ
く
り
上
げ
て
、

テ
ス
ト
と
し
て
つ
く
っ
て
あ
り
ま
す

が
、
私
も
や
は
り
大
好
き
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
は
ぜ
ひ
や

っ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
が
、
現
代
語
訳
が
す
べ
て
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

や
は
り
い
ま
の
在
家
の
方
々
で
熱
心
に
従

来
の
伝
統
的
な
も
の
を
な
さ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と

を
考
え
ま
す
と
、

一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

や
は
り
こ
れ
か
ら

は
現
代
語
訳
が
必
要
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
そ
れ
は
進
め
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

そ
れ
は

『教
化
研
究
』
と
い
う
雑
誌
に
出
ま
す
の
で
、

三
月
ぐ

ら
い
に
皆
さ
ん
方
の
お
手
元
に
届
く
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を

ご
覧
い
た
だ
い
た
上
で
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
何
と
い

っ
て
も
、
先
ほ
ど
か
ら
出
て
き
て
い
る
亡
く

な
っ
た
方
へ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
福
祉
と
は
無
関
係
に
、

根
底
の
問
題
で
す
か
ら
、
常
に
大
事
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
別
の
機
会
に
「
石
上
、
し
ゃ
べ
ろ
」
と
言
わ
れ

れ
ば
、
幾
ら
で
も
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
き
ょ
う

は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
応
、
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

O
長
谷
川

ど
う
も
石
上
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
ど
う
ぞ
、
ご
遠
慮
な
く
、
先

ほ
ど
、
質
問
用
紙
に
お
書
き
に
な
ら
な
か

っ
た
方
か
ら
で
も
結
構

で
す
の
で
、
何
か
お
気
づ
き
の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま

す

い
か
が
で
し
ょ
、
っ
か
。

0 
問

す
み
ま
せ
ん
。
山
口
先
生
と
石
川
先
生
へ
の
質
問
な
の
で
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す
が
、
先
ほ
ど
の
質
問
で
私
、
ち
ょ
っ
と
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た

の
で
す
が
、
実
は
、
私
、
山
梨
な
の
で
す
が
、
先
輩
が
前
、
本
当

に
深
刻
な
顔
を
し
ま
し
て
、

い
ま
の
ま
ま
で
い
く
と
、
過
疎
地
域

で
息
子
に
寺
を
継
げ
と
は
言
え
な
い
、
自
分
は
勤
め
な
が
ら
や
っ

て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
職
場
も
居
づ
ら
く
な
っ
て
や
め
ざ
る
を

得
な
く
な

っ
た
、
最
近
は
最
後
の
方
は
、
葬
儀
で
休
む
と
、
次
の

と
き
に
机
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
心
配
を
し
な
が
ら
や
っ

て
い
た
の
だ
と
い
う
話
を
聞
か
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
そ
の

あ
と
、

ほ
か
の
人
か
ら
も
何
人
か
か
ら
聞
か
れ
る
の
で
す
が
、
具

体
的
に
そ
れ
で
は
現
実
問
題
と
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
と
い
う
話

に
な
る
と
、
私
も
詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
す
ご
く
お
金
が
か

か
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、

現
状
で
、

お
寺
も
過
疎
地
域
で
、
そ
の
上
で
社
会
的
な
そ
う
い
う

も
の
を
や
っ
て
い
き
な
が
ら
生
活
を
ど
う
し
て
い

っ
た
ら
い
い
の

だ
ろ
う
か
い
う
悩
み
を
お
持
ち
の
方
に
対
し
て
、

具
体
的
に
、
先

ほ
ど
山
口
先
生
に
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

そ
う
い
う
こ
と

に
つ
い
て
何
か
い
い
案
と
か
、
あ
と
は
こ
う
い
う
本
を
見
た
ら
い

い
よ
と
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
教
え
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

O
山
口

私
は
か
つ
て
老
人
ホ

l
ム
の
園
長
を
し
て
い
た
と
き
が

あ
り
ま
し
て
、
自
分
で
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、

や
は
り
と
ん
で
も
な
く
お
金
が
か
か
る
わ
け
で
す
。

例
え
ば
東
京
都
内
に
老
人
ホ

l
ム

一
つ
建
て
る
の
に

一
O
O億
円

で
は
建
た
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
地
方
で
建
て
る
と
い

っ
て
も

一
O
億、

二
O
億
と
か
か
る
わ
け
で
す
。

私
が
考
え
た
の
は
、

宗
派
で

一
つ
、
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
し

ま
す
。
そ
れ
を
主
た
る
事
務
所
と
し
て
全
国
に
展
開
し
よ
う
と
考

- 53-

え
ま
し
た
。
主
た
る
事
務
所
で
す
と
、
社
会
福
祉
法
人
の
本
部
は

本
山
に
あ
る
の
で
す
が
、
山
梨
だ
っ
た
ら
山
梨
の
田
舎
の
お
寺
へ

支
部
と
し
て
お
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
お
寺
を
社
会
福
祉
法
人

と
賃
貸
者
契
約
を
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
の
設
立
要
件
は
、
大
広
間
と
お
風
呂
と
-調
理
場
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
の
で
、
調
理
場
は
お
寺
の
大
広
場
の
調
理
場
を
使
う
。

お
風
目
だ
け
ち
ょ
っ
と
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
し
て
設
置
し
て
も
ら
う
。

そ
れ
だ
け
で
大
体
い
け
る
だ
ろ
う
。
大
体
お
風
呂
設
置
で
二
0
0

ー
三

O
O
万
も
あ
れ
ば
い
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
デ
イ
サ



ー
ピ
ス
セ
ン
タ
ー
を
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
る
。
そ
う
す
る
と
、

七
人
の
職
員
を
雇
っ
て
、
-
-
、
三

O
O
万
の
お
金
が
も
ら
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
住
職
が
施
設
長
兼
務
で
、
奥
さ
ん
が
調
理
を
兼
務
、

そ
し
て
二
1
三
人
の
人
を
雇
っ
て
展
開
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
モ

デ
ル
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
多
分
、

い
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
宗

派
が
や
る
気
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
だ
と
提
案
し
て
お
り

ま
す
。

だ
か
ら
、
宗
派
の
中
で
個
人
的
に
ど
な
た
か
が
社
会
福
祉
活
動

を
や
っ
て
い
る
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
す
。
ど
な
た
か
が
お
寺

の
住
職
を
や
り
な
が
ら
別
の
仕
事
と
兼
務
し
て
い
る
と
い
う
話
で

は
な
く
て
、
宗
派
の
理
念
と
し
て
法
人
設
立
を
す
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
と
こ
ろ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
て
お
り
ま
す
。
だ

か
ら
、
私
ど
も
の
宗
派
で
い
え
ば
、
高
野
山
真
言
宗
や
真
言
宗
智

山
派
や
豊
山
派
で
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
福
祉
法
人
を

一
つ
ず
つ
も
つ

て
い
れ
ば
展
開
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
い
ま
お
尋

ね
の
小
さ
な
お
寺
で
暮
ら
し
て
い
け
な
い
と
い
う
、
教
化
で
き
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
を
ま
ず
食
わ
せ
た
い
。
住
職
も
霞
を
食
っ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
。

韓
国
で
は
、
そ
う
い
う
お
寺
で
三

O
O万
を
用
意
で
き
な
い
お

寺
に
対
し
て
は
、
全
国
の
お
寺
に
寄
付
を
求
め
る
の
で
す
ね
。
そ

う
す
る
と
、
そ
の
寄
付
を
す
る
人
は
托
鉢
を
し
て
集
め
て
、
そ
こ

へ
展
開
し
て
い
く
。
私
は
そ
う
い
う
寄
付
で
つ
く
っ
た
社
会
福
祉

法
人
と
施
設
に
お
伺
い
し
て
み
た
わ
け
で
す
が
、

や
は
り
そ
れ
を

全
国
に
一
つ
一
つ
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
宗
派
と
し
て
の
取
り
組

み
を
社
会
福
祉
に
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
大
き
な
問

題
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
て
お
り
ま
す
。
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だ
か
ら
、
基
本
的
な
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
、
っ
か
、
立

場
性
と
か
立
脚
性
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
か
な
り
細
か
く
提
案
し
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
と
か
、
あ
る
い
は
お
泊
り
、

い
ま
グ
ル

ー
プ
ホ

l
ム
も
あ
り
ま
す
し
、
障
害
者
関
係
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も

あ
り
ま
す
し
、
実
は
政
府
は
、

い
ろ
い
ろ
規
制
緩
和
の

一
環
と
し

て
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
学
校
を
開
放
し
て

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
し
て
も
い
い
と
か
、
賃
貸
借
で
い
い

と
か
、
次
々
と
実
は
規
制
緩
和
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
て
、
相



当
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
い
ま
、

三

O
O万
人
の
寝
た
き
り

老
人
や
痴
呆
の
人
た
ち
が
三
倍
と
な

っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
昭
和

二
二

年
か
ら

二
四
年
生
ま
れ
の
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
、

八
五
O
万
人
が
ボ
ケ
る
世
代
、

ボ
ケ
適
齢
期
と
い
い
ま
す
が
、
そ

の
人
た
ち
が
ボ
ケ
た
り
、
寝
た
き
り
老
人
適
齢
期
に
な

っ
た
と
き

に
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
い
ま
か
ら
考
え
る
に
、
わ
れ
わ

れ
、
や
は
り
仏
教
者
が
、
あ
る
い
は
仏
教
宗
派
が
立
ち
上
が
る
と

い
う
こ
と
が
最
も
現
実
的
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い

ま
す
。

O
石
川

具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
と
い
う
レ
ベ
ル
で
い
い
ま
す
と
、

プ
ラ
ス
す
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
:
:
:
。

つ
ま
り
山
口
先
生
の
お
話
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
す
が
、
お
金
の

流
れ
方
が
基
本
的
に
変
わ
る
。

つ
ま
り
、

い
ま
ま
で
厚
生
労
働
省

が
予
算
を
つ
け
て
、
そ
れ
で
全
部
管
理
し
な
が
ら
や

っ
て
い
く
と

い
う
流
れ
か
ら
、

一
般
会
計
と
い
い
ま
す
か
、
財
源
に
振
り
分
け

て
、
市
町
村
が
ど
う
い
う
形
で
次
の
福
祉
予
算
を
回
し
て
い
く
の

か
、
大
き
な
切
替
時
期
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、

一
番
地
域
の
状
況
を
わ
か

っ
て
い
る
の
は
、

お
寺
の
住
職
な
の
で
す
。
こ
の
地
域
で
福
祉
ニ

l
ズ
が
ど
う
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
適
切
に
ど
う
把
握
で
き
る
か
が
ま
さ
に
ポ
イ

ン
ト
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が

い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
グ
ル
ー
プ
ホ

l
ム
が
い
い
の
か
、
ど
う
い

う
も
の
が
い
い
の
か
、
そ
こ
の
ま
さ
に
何
と
い
う
の
で
し
ょ
う
、

職
員
と
す
れ
ば
、
食

っ
て
い
く
ぐ
ら
い
の
給
料
は
出
ま
す
の
で
、

少
な
く
と
も
世
話
人
で
あ

っ
た
り
し
て
も
で
す
ね
。

き
ょ
う
は
、
食
う
問
題
で
は
な
く
て
、

一
応
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
す
か
ら
、
ど
う
食

っ
て
い
く
か
み
た
い
な
話
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
終
わ
り
た
く
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
だ
と
し
ま
す
と
、

や
は
り

植
信
徒
さ
ん
た
ち
が
ど
う
い
う
状
況
に
お
か
れ
て
い
て
、

高
齢
で

単
身
に
な

っ
て
い
る
人
た
ち
が
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
か
、

五
人
い

れ
ば
グ
ル
ー
プ
ホ

1
ム、

で
き
な
く
は
な
い
の
で
す
ね
。
先
祖
伝

来
、
喧
嘩
し
て
い
る
人
同
士
、

一
緒
に
暮
ら
し
な
さ
い
と
は
い
え

な
い
の
で
、
そ
の
辺
は
ご
住
職
、

よ
く
わ
か
る
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
幾
ら
で
も
場
所
づ
く
り
の
ア
イ

デ
ア
は
浮
か
ん
で
く
る
と
思
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
こ
れ
で
は
だ
め
だ
と
思

っ
て
い
る
人
た
ち
が
地
域
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に
は
必
ず
二
1
一一一
人、

い
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た

ち
と

一
緒
に
考
え
て
み
る
と
い
う
機
会
を
も
た
な
い
限
り
、
住
職

が

一
人
で
何
か
し
よ
う
と
い
う
時
代
で
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
「
三
人
い
れ
ば
地
域
は
変
わ
る
」
と
講
演
会
で
は
い
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
総
代
さ
ん
と
地
域
の
有
力

者
と
|
|
ほ
と
ん
ど
、
総
代
さ
ん
か
な
、

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
人
た
ち
と
真
剣
に
考
え
れ
ば
、
間
違
い
な
く
そ
の
地
域
の
ア
イ

デ
ア
と
し
て
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
何
か
、
応
援
す
る
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
す
し
か
な
い
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
を
や

っ
て
い
る
地
域
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
当
た

っ
て
も
ら
う
と
幾
っ
か
出
て
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
、
生
の
実
践
を
や

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
足
を
運
ん
で

見
て
、
聞
い
て
こ
ら
れ
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
本
を
見
て
も
、

そ
う
い
う
熱
意
と
か
、
大
変
さ
は
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ

ひ
歩
か
れ
て
い
か
れ
る
と
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
と
い

う
の
が
お
答
え
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
す
み
ま
せ
ん
。

O
長
谷
川

大
変
懇
切
な
、

具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き

ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

も
う

一
方
、
も
し
ご
質
問
、
こ
の
際

一
言
と
い
う
こ
と
が
何
か

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
願
い
し
ま
す
。

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

そ
れ
で
は

一
応
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
質
疑
応
答
は
打
ち
切

ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

今
回
、
「
仏
教
教
団
の
社
会
福
祉
活
動
の
現
状
と
課
題
」
「
宗
団

と
し
て
の
取
り
組
み
と
そ
の
理
念
」
と
い
う
こ
と
で
、

四
人
の
方

を
お
迎
え
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
団
に
即
し
て
、
ま
た
、
ご
自
身

の
お
考
え
や
実
践
を
踏
ま
え
て
、
大
変
貴
重
な
ご
発
題
を
い
た
だ
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き
、
ま
た
、
ご
質
問
に
対
し
て
も
お
答
え
い
た
だ
け
た
か
と
思
つ

て
お
り
ま
す
。

な
お
ま
た
、

フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質
問
の
中
に
は
、
今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
今
後
と
も
引
き
続
き
検
討

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
ご
質
問
も
あ

っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

当
初
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
と
き
に
、

一
応
、
こ
の
論
点
の
枠
組
み
と
し
て
六
つ
ほ
ど
立
て
て
み
た
わ
け

で
す
。



ま
ず

一
つ
は
「
現
状
認
識
」
と
い
う
こ
と
で
、
現
代
社
会
と
教

団
の
あ
り
方
に
対
す
る
認
識
の
仕
方
と
い
う
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
が

共
有
す
る
必
要
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
団

に
よ
っ
て
の
、

冒
頭
に
申
し
上
げ
た
よ
う
な
温
度
差
、
あ
る
い
は

特
殊
性
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が

複
数
の
宗
団
レ
ベ
ル
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

比
較
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
し
、
相
互
に
学
び
合
う
こ
と
も
可
能

だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
そ
の
点
が
よ
り
ク
リ
ア
に
出
て
く
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
そ
の
日
的
や
理
念
、
あ
る
い
は
方
向
性
、
こ
こ
の
と
こ
ろ

に
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
団
の
教
義
、
教
説
、
こ
れ
と
教
化
や
社
会
的
実

践
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
く
る
の
か
、
先
ほ
ど
の
ご
質
問
の

中
に
も
あ

っ
た
教
化
活
動
と
福
祉
活
動
、
こ
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
み
る
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
貢
献
と
い
う
も
の
を
ど
う
位
置
づ

け
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
に
な

っ
て

き
ま
す
。

私
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

l
役
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
個
人
的
な
見

解
を
申
し
上
げ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
私
の
個
人
的

な
見
解
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
先
徳
か
ら
の
学
び
と
し
て
、

教
化
活
動
と
社
会
福
祉
活
動
と
の
関
係
は
、

一
方
が
他
方
を
手
段

と
し
て
は
な
ら
な
い
、
し
た
が

っ
て
方
便
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の

で
は
な
く
、

や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
性
と
い
う
も
の
を
確
保
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
が
結
果
的
に
福
祉
活
動
を
し
て
教
化
的
な
意
味
合
い
を
も
た
せ

る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
さ
ら
に
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
三
番
目
に
は
「
組
織
と
方
法
」
と
い
う
こ
と
で
、
組
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織
化
が
よ
り
必
要
に
な

っ
て
き
た
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
先
生
方
の

報
告
か
ら
も
う
か
が
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
個
々
の
寺

院
や
住
職
の
資
質
や
能
力
や
や
る
気
に
ゆ
だ
ね
続
け
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
寺
・
僧
を
福
祉
実
践
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
組
織

化
し
て
い
く
か
、

一
宗
と
し
て
の
社
会
福
祉
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス

と
い
う
も
の
を
よ
り
明
確
化
し
、

よ
り
徹
底
し
て
い
く
か
、
そ
う

い
う
こ
と
が
こ
の
組
織
化
や
方
法
の
問
題
と
絡
ん
で
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
さ
ら
に
四
番
目
と
し
て
は

「
人
材
養
成
」
、
各
教
団
の



中
で
ど
れ
だ
け
社
会
福
祉
活
動
に
か
か
わ
る
専
門
的
な
従
事
者
を

育
成
し
得
る
か
、
こ
れ
は
や
は
り
先
ほ
ど
の
山
口
先
生
や
石
川
先

生
の
お
答
え
の
中
に
も
、
事
業
や
活
動
を
具
体
的
に
実
践
を
し
て

い
く
に
は
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、

や
は
り
体
系
的
な
知
識
、
技
術
も
必

要
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
核
に
な
る
人
材
を

一
宗
と
し
て
き

ち
ん
と
育
成
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
き
ょ
う
の
ご
発
題
の
中
に
も
う
か
が
え
ま
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
団
の
寺
院
、
住
職
等
の
具
体
的
な
事
業
や
活
動
を
通

し
て
宗
団
と
し
て
の
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ

う
思
い
ま
す
。

ど
の
宗
団
も
共
通
す
る
事
業
や
活
動
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
力

点
の
置
き
ど
こ
ろ
と
い
う
の
は
多
少
、
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
思
う
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
の
佐
賀
枝
先
生
や
、
あ
る
い
は
清

水
先
生
の
お
話
を
伺
い
ま
し
で
も
、
た
と
え
ば
、

真
宗
大
谷
派
で

と
り
わ
け
力
を
入
れ
て
い
る
と
か
、

日
蓮
宗
で
と
り
わ
け
力
を
入

れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
団
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が

各
宗
団
の
教
義
や
信
仰
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
く
る
の
か
と

い
う
よ
う
な
問
題
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
成
果
と
「
今
後
の
課
題
」

と
い
う
こ
と
を
最
後
の
六
番
目
に
あ
げ
て
お
い
た
わ
け
で
す
。

課
題
は
、
き
ょ
う
の
ご
質
問
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
よ
う
に
、

ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
浄
土
宗
総

合
研
究
所
の
仏
教
福
祉
研
究
班
の
研
究
課
題
で
あ
る
以
上
に
、
仏

教
界
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
団
の
取
り
組
み
課
題
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と
い
う
面
の
方
が
現
実
に
は
大
き
い
わ
け
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の

研
究
班
は
、
研
究
を
通
し
て
よ
り
今
後
の
課
題
に
接
近
し
つ
つ
、

実
戦
に
向
け
た
具
体
的
な
政
策
提
言
を
も
お
こ
な

っ
て
い
き
た
い

と
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

四
人
の
先
生
方
に
皆
さ
ま
方
か
ら
拍
手
を
も

っ
て
お
送
り
申
し

上
げ
て
、
き
ょ
う
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
会
に
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

大
変
長
ら
く
ご
静
聴
い
た
だ
き
ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た

(拍
手
)。
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法
然
浄
土
教
と

「
共
生
」

は
じ
め
に

現
在
、
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
が
、
政
治
、
経
済
、
教
育
、
福

祉
、
環
境
、
宗
教
な
ど
の
多
く
の
分
野
で
重
要
な
テ
l
マ
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
、
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
共
生
」

の
類
似
概
念
で
あ
る
「
公
共
性
と
い
う
キ
1
・
コ
ン
セ
プ
ト
を
も

と
に
、
哲
学
・
思
想
史
・
政
治
学
・
法
学

・
経
済
学

・
社
会
学

歴
史
学

・
教
育
学

・
科
学
技
術
論
な
ど
の
タ
コ
ツ
ボ
化
さ
れ
た

個
々
の
学
問
を
共
通
の
土
俵
に
乗
せ
て
、
相
互
の
知
見
を
討
議
し

あ
う
」
「
公
共
哲
学
」
と
い
う
学
問
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
「
共
生
」
が
時
代
の
要
請
で
あ
り
、
か
つ
普
遍
的
な 浄

土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員

合当
日

田

俊

弘

課
題
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

」
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
多
様
な
「
共
生
己
解
釈
と
そ
れ
に
基
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づ
く
共
生
世
界
の
モ
デ
ル
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
法
然
浄
土
教

の
立
場
か
ら
も
、
時
代
の
要
請
に
答
え
て
、
法
然
浄
土
教
か
ら
共

生
の
倫
理

・
公
共
哲
学
を
導
出
し
、
法
然
浄
土
教
に
基
づ
く
共
生

世
界
像
を
提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
、
筆
者
な
り
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
。

ま
ず
、
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
の
筆
者
の
基
本
的
視
点

を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
法
然

浄
土
教
の
重
要
な
特
質
と
し
て
論
究
さ
れ
て
い
る
、
称
名
念
仏
の

実
践
に
お
い
て
成
立
す
る
阿
弥
陀
仏
と
凡
夫
の
「
人
格
的
呼
応
関



係
」
を
、
法
然
浄
土
教
の
基
軸
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
仏
・
凡
の
人
格
的
呼
応
関
係
」
に
、

法
然
浄
土
教
の
倫
理
性
の
根
拠
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
視
点
か
ら
共
生
世
界
を
構
想
す
る
場
合
、
そ
の
共

生
世
界
の
倫
理
的
基
盤
を
「
仏

・
凡
の
人
格
的
呼
応
関
係
」
に
求

め
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立

脚
し
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
法
然
浄
土
教
(
称
名
念
仏
)
が
共
生
世
界
を
打
ち
開
く

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
処
に
聞
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
共
生
世

界
の
成
立
す
る
「
場
」
と
は
何
処
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
の

場
を
、
阿
弥
陀
仏
と
凡
夫
の
出
会
い
、
人
格
的
呼
応
関
係
が
実
現

す
る
場
と
考
え
、
そ
れ
を
、
仏
・
凡
の

「聞
の
領
域
」
と
呼
ぶ
も

の
で
あ
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
を
、
様
々
な

識
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
共
生
世
界
成
立
の
課
題
に
答
え

る
と
い
う
形
で
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
倫
理
的
主
体
性
の
確
立

(
ニ
共
生
世
界
へ
の
課
題
と
し
て
の
「
個
(
主
体
性
)
の
確
立
」

竹
沢
尚

一
郎
氏
は
、
「
共
同
体
」
の
復
権
へ
の
課
題
を
次
の
よ

う
に
提
起
し
て
い
る
。

「
現
代
が
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
崩
壊
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の

再
建
が
望
ま
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現

代
が
、
個
の
確
立
と
自
他
の
関
係
の
樹
立
の
技
法
と
し
て
の

倫
理
を
要
請
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

i
i
人
間
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が
自
己
を
築
き
、
自
己
を
表
現
で
き
る
の
が
集
団
の
う
ち
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
私
た
ち
自
身
を
豊
か
な
も
の
に

す
る
た
め
に
は
、
集
団
そ
れ
自
体
が
豊
か
な
も
の
に
な
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
集
団
に
時
間
と
意
志
を
注
ぎ

込
ん
で
い
く
こ
と
で
、
自
他
の
成
長
が
と
も
に
可
能
に
な
る

聞
か
れ
た
共
同
体
に
変
え
て
い
く
こ
と
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、

い
ま
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

(2
)
 

か」

こ
こ
で
は
、

「個
の
確
立
と
自
他
の
関
係
の
樹
立
」
が
可
能
と



な
る
共
同
体
が
共
生
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
は
、

人
聞
が
、

「主
体
性
」
と

「共
同
性
」
を
同
時
に
発
揮
し
つ
つ
発
展
し
て
い
け
る
世
界
と
も

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

法
然
浄
土
教
は
、
果
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
共
生
世
界
を
実
現
し

得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
称
名
念
仏
が
開
く
仏
・
凡
の
「
聞
の
領

域
」
は
そ
の
よ
う
な
世
界
た
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
仏

凡
の
「
聞
の
領
域
」
に
お
い
て
「
主
体
性

(個
)
の
確
立」

が
可

能
と
な
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

さ
て
、
筆
者
は
以
前
、
法
然
上
人

(以
下
尊
称
略
)
が
説
く
、

仏

・
凡
の
人
格
的
呼
応
関
係
が
、

マ
ル
テ
イ
ン
・
ブ

l
パ

1

(冨白

3
5
ω
5
2・
一
八
七
八

1
一
九
六
五
)
の
語
る
「
我
|
汝
」

(3
)
 

関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
ブ
l

パ
ー
は
、

「我
と
汝
』
に
お
い
て
、

ベ
ル
ソ
ナ

「
根
源
語
わ
れ
ー
な
ん
じ
に
お
け
る
わ
れ
は
、
人
格
と
し
て

主 そ
体の
と姿
しを
てあ
自ら
己わ
をし
意
識 弓
す何
るう々
」 こ土の

」ー

と

つ
属
格
な
し
で

と
、
根
源
語

「我
|
汝
」
を
語
る
こ
と
に
よ

っ
て

「我
|
汝
」
の

関
係
に
入

っ
た

「我
」
は
、
自
己
を

「主
体
」
と
し
て
意
識
す
る

と
語
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
筆
者
は
、
根
源
語
「
我
|
汝
」
に

ほ
か
な
ら
な
い

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
号
を
称
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
の
人
格
的
呼
応
関
係
に
参
入
し

「人
格

と
し
て
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
」
た
凡
夫
に
お
い
て
も
、
「
主
体」

と
し
て
の
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち
「
主
体
性
」
が
形
成
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
主
体
性
と
し
て
の
意
識
内
容
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
法
然
の
言
葉
か
ら
探

っ
て
み
よ
う
。

6
 

( 

) 

ほ
と
け
に
恥
じ
る
心

法
然
の
言
葉
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
人
の
帰
依
を
え
ん
と
お
も
ひ
て
、

ほ
か
を
か
き
ら
ん
は
と

か
あ
る
か
た
も
や
あ
ら
ん
。
悪
を
し
の
は
ん
た
め
に
、
た
と

ひ
心
に
お
も
ふ
と
も
、

ほ
か
ま
で
は
あ
ら
は
さ
し
と
お
も
ひ

て
、
お
さ
へ
ん
事
は
、
す
な
は
ち
ほ
と
け
に
恥
る
心
也
。
と

に
も
か
く
に
も
悪
を
し
の
ひ
て
、
念
仏
の
功
を
つ
む
へ
き

(5
)
 

也」

(『十
二
箇
僚
の
問
答
」)



こ
こ
で
法
然
は
、
ま
ず
「
人
か
ら
帰
依
さ
れ
よ
う
と
思
っ
て
、

外
面
を
取
り
繕
う
こ
と
は
罪
に
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
」
と
、

他
者
か
ら
の
評
価
を
行
動
の
基
準
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ほ
か
を
か
ざ
ら
ん
」
こ
と
を
戒
め
る
法
然
の
言
葉

は
他
に
も
多
く
見
ら
れ
、
例
え
ば
、

「
人
目
を
か
ざ
ら
ず
し
て
、
往
生
の
業
を
相
続
す
れ
ば
、
自

(6
)
 

然
に
三
心
は
具
足
す
る
也
」

(『諸
人
伝
説
の
調
』
)

「
決
定
往
生
せ
ん
と
お
も
は
ば
、
か
ざ
る
心
な
く
し
て
、
ま

(7
)
 

こ
と
の
心
に
て
申
べ
し
」

(『法
然
上
人
行
状
絵
図
」
第
二
十
)

と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
が
、
人
の
目
・
他

人
の
評
価
を
行
動
基
準
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
い
か
に
批
判
的
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

そ
し
て
次
に
、
「
悪
を
こ
ら
え
る
た
め
に
、
た
と
え
心
に
悪
念

が
浮
ん
で
き
て
も
、
そ
れ
を
表
に
出
す
ま
い
と
押
し
止
め
る
の
は
、

我
が
身
の
至
ら
な
さ
を
仏
に
恥
じ
入
る
心
の
表
れ
で
あ
る
」
と
、

悪
を
抑
止
す
る
も
の
と
し
て
阿
弥
陀
仏
に
恥
じ
る
心
を
説
い
て
い

る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
法
然
は
、

「
悪
人
ま
て
を
も
す
て
給
は
ぬ
本
願
と
し
ら
ん
に
つ
け
て
も
、

し会い
L_~ よ

よ
ほ
と
け
σ〉
知
見
を
は
は
て〉

""-
し

か
な
し
む
へ

(『十
二
箇
僚
の
問
答
」
)

と
、
阿
弥
陀
仏
の
悪
人
救
済
の
御
心
に
対
し
て
、
至
ら
ぬ
我
が
身

を
ま
す
ま
す
恥
じ
入
り
、
悲
し
む
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ

こ
に
法
然
が
、
「
ほ
か
を
か
ざ
ら
ん
」
と
い
う
行
動
基
準
を
排
し

て
、
「
(
阿
弥
陀
)
仏
に
恥
じ
る
心
」
と
い
う
倫
理
基
準
を
定
立
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
法
然
は
、
念
仏
者
が
こ
の
基
準
に

立
脚
し
て
、
人
の
目

・
他
者
の
評
価
に
翻
弄
さ
れ
な
い
、
確
固
た
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る
倫
理
的
主
体
性
を
確
立
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
法
然
の
説
い
て
い
る
「
仏
に
恥
じ
る
心
」
は
、
阿
弥
陀
仏

の
悪
人
救
済
の
意
志
に
背
反
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、

阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
に
向
か
い
合
う
こ
と

に
よ
っ
て
生
れ
て
く
る
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
罪
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
罪
を
、
神
に
対
す
る
人
間
の

あ
る
べ
き
関
係
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
状
態
と
し
、
神
と
の
関
係
に

(9
)
 

お
い
て
捉
え
る
考
え
方
と
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

西
欧
に
お
け
る
個
人
主
義
の
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
が
深



い
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
個
人
と
い

う
観
念
は
、
人
々
が
世
俗
的
共
同
体
の
秩
序
の
外
で

一
人
び
と
り

が
超
越
的
存
在
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
さ
れ
、
そ

の
起
源
が
、
キ
リ
ス
ト
教
史
上
で
起
き
た
宗
教
改
革
の
時
期
に
求

(川
)

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
然
が
、

「
ほ
か
を
か
ざ
ら

ん
」
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
、
「
仏
に
恥
じ
る
心
」
を
説

き
、
ま
た
、

「
外
相
の
善
悪
を
ば
か
へ
り
見
ず
、
世
間
の
誘
替
を
ば
わ
き

ま
へ
ず
、
内
心
に
棋
士
を
も
い
と
ひ
、
浄
土
を
も
ね
か
ひ
、

悪
を
も
と
す
め
、
善
を
も
修
し
て
、
ま
め
や
か
に
仏
の
意
に

(日
)

か
な
は
ん
事
を
お
も
ふ
を
、

真
実
と
は
申
也
」

(『
往
生
大
要
抄
』)

と
、
世
間
体
を
気
に
せ
ず
、
世
間
的
評
価
に
囚
わ
れ
ず
、
仏
の
御

心
に
添
お
う
と
思
、
つ
こ
と
が
真
実
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
は
、

ま
さ
に

「
世
俗
的
共
同
体
の
秩
序
の
外
で
超
越
的
存
在
と
交
わ

る
」
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と

「も
し
我
邦
の
歴
史
に
お
い
て
、
彼
の
西
暦
第
十
六
世
紀
に

欧
羅
巴
に
起
っ
た
宗
教
改
革
に
類
似
す
る
現
象
を
求
む
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
諸
宗
勃
興
の
外
に
あ
る

ま
い
。
法
然
上
人
其
他
諸
宗
の
開
祖
た
る
人
々
に
依
っ
て
遂

げ
ら
れ
た
宗
教
上
の
革
新
運
動
は
、

実
に
我
邦
有
史
以
来
未

曽
有
の
盛
観
と
称
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
鎌
倉
時
代
が
我
国
の

歴
史
に
特
別
の
意
義
を
有
す
る
所
以
は
、
素
よ
り

一
に
し
て

足
ら
ざ
れ
ど
、
其
重
な
る
も
の
を
挙
げ
む
と
せ
ば
、
先
づ
此

(ロ
)

宗
教
上
の
大
変
動
を
算
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
、
西
欧
の
宗
教
改
革
に
比
せ
ら
れ
る
わ
が
国
の
鎌
倉
新
仏
教
勃
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輿
に
お
い
て
も
、
そ
の
先
駆
者
で
あ
る
法
然
に
よ
っ
て
、
個
(
主

体
性
)
の
確
立
の
契
機
が
提
出
さ
れ
て
い
た
と
い
い
得
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
法
然
は
、

一
切
衆
生
を
阿
弥
陀
仏
と
い
う
超
越
的

存
在
に
向
か
わ
し
め
、
「
仏
に
恥
じ
る
心
」
を
抱
か
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
倫
理
的
主
体
性
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
評
価
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「仏
に
恥
じ
る
心
」
が

「罪
の
意
識
」
に
相
当
す
る
の
に

対
し
、
「
ほ
か
を
か
ざ
ら
ん
」
と
す
る
意
識
は
、

ル
l
ス
・
ベ
、
不

デ
イ
ク
ト
が

『菊
と
万
』
(
一

九
四
六
年
)
に
お
い
て
、



「
日
本
人
の
生
活
に
お
い
て
恥
が
最
高
の
地
位
を
占
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
:
:
:
各
人
が
自
己
の
行
動
に
対
す
る
世
人

の
批
評
に
気
を
く
ば
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
は
た

だ
他
人
が
ど
う
い
う
判
断
を
下
す
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ

と
を
推
測
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
人
の

(日
)

判
断
を
基
準
に
し
て
自
己
の
行
動
の
指
針
を
定
め
る
」

と

日
本
人
の
道
徳
律
、
行
動
の
原
動
力
と
し
て
規
定
し
た

「
恥
」
意
識
に
相
当
す
る
。
ベ
ネ
デ
イ
ク
ト
の
規
定
に
対
し
て
は

批
判
も
あ
る
が
、
も
し
妥
当
だ
と
す
る
と
、
法
然
が
こ
の
日
本
的

な
恥
意
識
を
明
確
に
否
定
し
て
、
「
仏
に
恥
じ
る
心
」
を
説
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
「
恥
の
文
化
」
を
超
克
し
よ
う
と
し
た
試
み
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
筆
者
は
、
法
然
が
「
仏
に
恥
じ
る
心
」
を
説
い

た
意
図
お
よ
び
意
義
を
探
り
、
そ
れ
を
倫
理
的
主
体
性
確
立
の
契

機
の
提
出
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
妥
当
か
否
か
、

ず
れ
に
せ
よ
、
法
然
が

「仏
に
恥
じ
る
心
」
を
説
い
た
こ
と
の
思

想
史
的
意
義
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(三
)
倫
理
的
主
体
性
と
し
て
の
「
至
誠
心
」

法
然
は
、
「
ほ
か
を
か
ざ
ら
ん
」
と
す
る
意
識
を
捨
て
る
べ
き

」
と
を
、
「
至
誠
心
」
に
つ
い
て
説
く
中
で
繰
り
返
し
強
調
し
て

い
る
。「

至
誠
心
ト
イ
フ
ハ
真
実
心
ナ
リ
。
真
実
ト
イ
フ
ハ
、

ウ
チ

ニ
ハ
ム
ナ
シ
ク
シ
テ
、
外
ニ
ハ
カ
サ
ル
コ
コ
ロ
ナ
キ
ヲ
申

(
凶
)

也」

(
『
大
胡
の
太
郎
実
秀
へ
っ
か
は
す
御
返
事
e

」)

「
お
ほ
か
た
こ
の
世
を
い
と
は
ん
事
も
、
極
楽
を
ね
か
は
ん

事
も
、
人
目
は
か
り
を
お
も
は
て
、
ま
こ
と
の
心
を
お
こ
す

(日
)

へ
き
に
て
候
也
。
こ
れ
を
至
誠
心
と
申
候
也
」
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(『
御
消
息
』)

こ
こ
で
法
然
は
、

「
至
誠
心
」
を
、
外
面

・
人
目
ば
か
り
を
飾

り
立
て
よ
う
と
し
な
い
真
実
の
心
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
「
至

誠
心
」
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
主
体
性
」
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
至

し、

誠
心
」
を
具
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
主
体
性
の
確

立
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
至
誠
心
」

lま

「
詮
す
る
と
こ
ろ
は
、

ま
め
や
か
に
ほ
と
け
の
御
心
に
か
な



は
ん
事
を
お
も
ひ
て
、
う
ち
に
ま
事
を
お
こ
し
て
、
外
相
を

(凶
)

は
機
嫌
に
し
た
か
ふ
へ
き
也
」

(
『
浄
土
宗
略
抄
』
)

と
、
阿
弥
陀
仏
の
「
御
心
」
に
か
な
う
よ
う
に
と
思
っ
て
起
こ
す

心
で
あ
り
、
先
に
見
た
「
阿
弥
陀
仏
に
恥
じ
る
心
」
と
同
様
に
、

阿
弥
陀
仏
と
の
向
か
い
合
い
の
中
で
起
こ
す
べ
き
意
識
な
の
で
あ

る
。
法
然
が
、
「
主
体
性
」
と
い
う
も
の
を
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥

陀
仏
と
の
関
係
性
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
、
法
然
が
「
至
誠
心
」
(
「
仏
に
恥
じ
る
心
」

も
こ
れ
に
包
摂
さ
れ
よ
う
)
を
具
足
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
言
葉

を
考
察
し
、
そ
こ
に
、
衆
生
(
凡
夫
)

の
主
体
性
を
覚
醒
さ
せ
よ

う
と
い
う
法
然
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
き
た
が
、
そ
の
「
至
誠

心
」
を
ど
う
す
れ
ば
具
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
法
然
は
考
え
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
「
人
目
を
か
ざ
ら

ず
し
て
、
往
生
の
業
を
相
続
す
れ
ば
、
自
然
に
三
心

(
至
誠
心
・

深
心
・
回
向
発
願
心
)

は
具
足
す
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
端
的

に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
然
は
、
念
仏
の
実
践
に
よ
っ
て

自
然
に
具
わ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
然
が
、

人
間
(
凡
夫
)

の
主
体
性
(
個
の
意
識
)

は
、
称
名
念
仏
に
よ
っ

て
聞
か
れ
る
仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
に
お
い
て
自
然
に
生
成
さ

れ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
に
お
い
て
(
倫
理
的
)
主
体
性
が
形

成
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
法
然
自
身
が
身
を
も
っ

て
実
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
何
故
な
ら
、
法
然
は
、
称
名
念

仏
を
不
断
相
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
と

の
「
間
の
領
域
」
を
立
脚
地
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
至
誠

心
」
を
、
ま
さ
し
く
「
主
体
的
」
に
、
力
強
く
説
き
得
た
か
ら
で

あ
る
。
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法
然
の
、
阿
弥
陀
仏
と
の
人
格
的
呼
応
関
係
に
お
い
て
「
至
誠

心
」
と
い
う
主
体
性
の
意
識
を
確
立
せ
し
め
よ
う
と
す
る
教
説
の

今
日
的
有
効
性
は
、
次
の
識
者
の
言
葉
が
証
明
し
て
く
れ
て
い
る
。

「
超
越
的
な
も
の
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
課
題
こ
そ

実
存
教
育
の
核
心
で
あ
り
、

真
の
主
体
性
確
立
の
棋
拠
と
し

(口
)

て
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」

ま
さ
に
法
然
は
、
称
名
念
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
と
の
人
格
的
呼
応

関
係
の
樹
立
を
、
真
の
主
体
性
確
立
の
根
拠
と
し
て
提
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
教
育
の
課



題
の
み
な
ら
ず
、
共
生
世
界
実
現
の
た
め
の
課
題
に
答
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

二
、
応
答
的
責
任
倫
理
へ
の
覚
醒

(
一
)
「
恩
恵
」
と
「
責
任
」
(
応
答
)

前
章
の
考
察
に
よ
っ
て
、
称
名
念
仏
が
開
く
、
仏
・
凡
の
「
間

の
領
域
」
に
お
い
て
、
凡
夫
の
「
主
体
性
(
伺
)
」
が
形
成
さ
れ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
次
な
る
問
題
は
、
主
体

性
を
確
立
し
た
念
仏
者
(
凡
夫
)
が
、
「
自
他
の
関
係
の
樹
立
」

を
成
し
得
る
の
か
、
仏

・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
に
お
い
て
自
他
の

共
同
的
発
展
す
な
わ
ち
「
共
生
」
が
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
。

さ
て
、
稲
垣
久
和
氏
は
、
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
倫
理
学
の
目
指

す
べ
き
方
向
性
を
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

「
筆
者
は
従
来
の
よ
う
に
「
善」

:
:
:
を
目
ざ
し
て
、
「
徳
」

を
磨
き
上
げ
て
い
く
、
と
い
う
倫
理
観
よ
り
も
む
し
ろ
、
人

間
の
悪
を
率
直
に
認
め
、
今
、
与
え
ら
れ
た
有
限
性
の
中
に

悪
を
抑
止
し
つ
つ
共
存
す
る
と
い
う
倫
理
観
を
開
発
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
今
あ
る
自
然
や
世
界
、
今
あ
る
生

命
を
あ
り
が
た
い
と
思
う
姿
勢
、
こ
れ
を
筆
者
は
「
恩
恵
」

の
思
想
と
呼
び
た
い
。
そ
し
て
こ
の
恩
恵
に
応
答
し
て
い
く

姿
勢
、
こ
れ
を
「
責
任
」
の
思
想
と
呼
び
た
い
。
倫
理
学
の

枠
組
み
に
「
徳
」
と
同
時
に
「
責
任
」
を
付
け
加
え
た
い
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
徳
は
個
人
倫
理
に
と
ど
ま
る
が
、
責
任

は
個
人
倫
理
の
み
な
ら
ず
、
「
説
明
責
任
」
の
よ
う
に
、
組

織
の
中
で
の
責
任
と
し
て
社
会
的
な
意
味
を
も
ち
、
し
た

(凶
)

が
っ
て
公
共
の
倫
理
と
な
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
」
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法
然
浄
土
教
は
、
果
た
し
て
こ
の
方
向
性
に
対
応
し
得
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、

「人
間
の
悪
を
率
直
に
認
め
、
今
、
与
え
ら
れ
た
有
限

性
の
中
に
悪
を
抑
止
し
つ
つ
共
存
す
る
と
い
う
倫
理
観
」
を
開
発

す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
倫
理
観
が
ま
さ
し
く

法
然
の
立
場
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
え
て
説
明
を
要
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
法
然
の
、
人
間
存
在
の
罪
悪
生
死

の
凡
夫
た
る
こ
と
を
実
存
的
に
自
覚
す
べ
き
こ
と
を
、
人
の
生
命

と
人
の
世
の
無
常
な
る
こ
と
を
感
ず
べ
き
こ
と
を
説
い
た
言
葉
は
、



枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
凡
愚
た
る
、

有
限
な
る
存
在
で
あ
る
人
間
に
、

(ゆ
)

「
分
に
し
た
か
ひ
て
悪
業
を
と
溢
め
よ
」

(『登
山
状
』
)

と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
今
あ
る
生
命
を
あ
り
が
た
い
と
思
う
姿
勢
を
「
恩
恵
」

の
思
想
と
、
こ
の
恩
恵
に
応
答
し
て
い
く
姿
勢
を
「
責
任
」
の
思

想
と
呼
び
、
こ
の
恩
恵
に
基
づ
い
た
責
任
を
、
こ
れ
か
ら
の
倫
理

学
の
枠
組
み
に
組
み
入
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、

」
の
「
恩
恵
」
の
思
想
と
、
そ
れ
に
基
づ
く

「
責
任
」
(
応
答
)

の
思
想
も
、
法
然
の
繰
り
返
し
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
中

で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

「
ウ
ケ
カ
タ
キ
人
身
ヲ
ウ
ケ
テ
、

ア
ヒ
カ
タ
キ
本
願
ニ
ム
ア

ィ
、
オ
コ
シ
カ
タ
キ
道
心
ヲ
オ
コ
シ
テ
、

ハ
ナ
レ
カ
タ
キ
輪

廻
ノ
里
ヲ
ハ
ナ
レ
、

ム
マ
レ
カ
タ
キ
浄
土
ニ
往
生
セ
ム
コ

ト

ハ
、
ヨ
ロ
コ
ヒ
ノ
中
ノ
ヨ
ロ
コ
ヒ
ナ
リ
。
:
:
・
天
ヲ
ア
フ
キ

地
ニ
フ
シ
テ
ヨ
ロ
コ
フ
ヘ

シ、

コ
ノ
タ
ヒ
弥
陀
ノ
本
願
ニ
ム

ア
エ
ル
事
ヲ
。
行
住
坐
臥
ニ
モ
報
ス
ヘ
シ
、

(
初
)

ヲ」

カ
ノ
仏
ノ
恩
徳

(「黒
田
の
聖
人
へ
っ
か
は
す
御
文
』
)

こ
の
言
葉
に
は
、
ま
さ
に
「
恩
恵
」
の
思
想
が
充
溢
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
め
ぐ
り
逢
う
こ

と
が
難
し
い
阿
弥
陀
仏
の
本
願
(
人
類
救
済
の
意
志
)
に
め
ぐ
り

逢
え
た
こ
と
は
悦
び
の
中
の
悦
び
で
あ
る
こ
と
、
本
願
に
め
ぐ
り

逢
え
た
こ
と
に
、
天
を
も
仰
ぎ
、
地
に
も
伏
す
ほ
ど
喜
ぶ
べ
き
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を

お
説
き
下
さ
っ
た
釈
尊
の
「
恩
徳
」
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
恩
恵
に
対
す
る
「
責
任
」
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
恩
恵
」
に
基
ワ
く
「
責
任
」
と
い
う
、
今
後
、
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公
共
の
倫
理
と
し
て
重
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
概
念
を
豊
か

に
内
包
し
て
い
る
法
然
浄
土
教
は
、
ま
さ
に
二
十

一
世
紀
の
新
し

い
倫
理
学
の
目
指
す
方
向
性
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

士
二
「
共
通
恩
恵
」
・
「
祝
福
」
と
し
て
の
本
願

稲
垣
氏
は
、
「
恩
恵
」
と
「
責
任
」
(
応
答
)

の
思
想
を
、
公
共
哲

学
の
領
域
へ
と
展
開
し
、
「
共
通
恩
恵
」
と
い
う
概
念
を
次
の
よ

う
に
提
起
し
て
い
る
。

「
釈
尊
の
恩
徳
、
神
の
恩
徳
、
こ
れ
ら
「
超
越
者
」
か
ら
の



恩
恵
は
共
通
恩
恵

(
8
5
B
S唱
宮
市
)
と
し
て
全
人
類
的

な
分
配
に
あ
ず
か
つ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
な
世
界
:
:
:
か
ら
の
祝
福

(
Z
g
m
E
)

の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
て
、
し
か
も
人
聞
は
、
こ
の
祝
福
に

応
答
す
る
人
格
的
応
答
者

(g
B
O
B呂
o
E
g印
)
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
共
通
善

(S
E
E
S
m
g己
)
と
い
う
静
的

自
己
完
結
的
な
概
念
よ
り
も
関
係
性
を
強
調
し
た
言
い
方
で

あ
り
、
存
在
よ
り
も
関
係
の
重
視
で
あ
る
。
の
E
B
は
ラ
テ

ン
語
の

m
z
t白
か
ら
き
た
言
葉

で
あ
り
噴
出

C
E母

(
感

謝
)
を
表
し
、
他
者
と
の
共
存
・
開
放
性
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
中
に
お
か
れ
た
人
と
人
と
の

〈間
〉
を
結
ぶ
概
念
で
あ
る
。

善
は
人
間
の
自
然
的
傾
向
、
共
同
体
志
向
と
結
び
つ
き
ゃ
す

い
の
に
比
べ
、
恩
恵
は
そ
れ
を
い
っ
た
ん
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
否

定
し
つ
つ
他
者
と
の
再
結
合
を
可
能
に
す
る
媒
介
概
念
と
い

(幻
)

え
る
で
あ
ろ
う
」

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
「
釈
尊
」

の
恩
恵
は
、
全
人
類
が
分
配
に

あ
ず
か
つ
て
然
る
べ
き

「共
通
思
恵
」
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
が
説
い
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
も

当
然
の
如
く
、
「
共
通
恩
恵
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
ま
さ
に
「
共
通
思
恵
」
に
ほ
か

例
え
ば
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

ノ

シ

サ

ニ

「
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
之
昔
、
被
催
二
平
等
ノ
慈
悲
一、
普

ニ

セ

ン

ガ

ヲ

ノ

ヲ

タ

マ

ハ

為
レ
摂
一一

於

一
切
一、
不
下
以
一一
造
像
起
塔
等
諸
行
一為
中
往

ト

ノ

ヲ

タ

マ

ヘ

ル

ノ

ト

(

勾

)

生
本
願
上
、
唯
以
二
称
名
念
仏

一
行
一為
一一

其
本
願
一
也」

な
ら
な
い
こ
と
を
、

(『選
択
本
願
念
仏
集
』)

「
今
の
念
仏
往
生
の
本
願
は
有
智
無
智
を
選
ば
ず
、
持
戒
破

戒
を
嫌
は
ず
、
多
聞
小
見
を
云
ず
、
在
家
出
家
を
ば
ず
、
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切
の
有
心
の
者
の
唱
へ
易
く
生
じ
易
し
、
嘗
え
ば

一
月
の
万

水
に
浮
ん
で
水
の
浅
深
を
嫌
う
な
き
が
ご
と
く
、
太
陽
、
世

(幻
)

界
を
照
し
て
地
の
高
低
を
選
ば
ざ
る
が
ご
と
し
」

(『
無
量
寿
経
釈
』)

「
念
仏
ノ
機
ハ
、

タ
タ
生
レ
付
ノ
マ
マ
ニ
テ
、
申
テ
ム
マ

ル
、
也
。
:
・
:
智
者
ハ
智
者
ニ
テ
申
テ
生
レ
、
愚
者
ハ
愚
者

ニ
テ
申
テ
生
レ
、
道
心
有
人
モ
申
テ
生
レ
、
道
心
ナ
キ
モ
申

テ
生
レ
、
邪
見
ニ
生
レ
タ
ル
人
モ
申
テ
生
ル
。
富
貴
ノ
物
モ
、

貧
賎
ノ
モ
ノ
モ
、
欲
フ
カ
キ
モ
ノ
モ
、
腹
ア
シ
キ
モ
ノ
モ
、



慈
悲
ア
ル
モ
ノ
モ
、
慈
悲
ナ
キ
モ
ノ
モ
、
本
願
ノ
不
思
議

テ
念
仏
タ
ニ
モ
申
セ
ハ
、
ミ
ナ
往
生
ス
ル
也
。
:
:
:
念
仏
ノ

(
倒
的
)

一
願
ニ
万
機
ヲ
オ
サ
メ
テ
発
シ
給
ヘ
ル
本
願
也
」

(「十
二
問
答
」
)

法
然
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、

一
切
衆
生
を
平
等
に
救
い
と
ろ
う
と
す
る
普
遍
的
な
救
済
意
志
で

あ
り
、

一
切
衆
生
の
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
「
共
通
恩
恵
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
法
然
の
説
示
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

に
「
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
な
世
界
か
ら
の
祝
福

(
Z
g印
包
)
の
意

味
が
含
ま
れ
て
い
」
る
こ
と
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ

ぅ
。
何
故
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
、
念
仏
の
行
者

(凡
夫
)

を
「
生
れ
付
き
の
ま
ま
」

の
姿
で
往
生
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

阿
弥
陀
仏
が
、
凡
夫
の
存
在
を

一
個
の
人
格
的
な
他
者
と
し
て
全

面
的
に
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
凡
夫
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ

テ
ィ
ー
を
承
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
は
、

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
ル
な
世
界
か
ら
の
凡
夫
の
存
在

そ
の
も
の
に
対
す
る
「
祝
福
」
以
外
の
何
物
で
も
あ
る
ま
い
。

(三
)
共
生
の
倫
理
と
し
て
の
「
共
通
恩
恵
」
(
本
願
)
ノ¥

の

「
応
答
責
任
」
倫
理

法
然
が
説
き
示
し
た
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
「
共
通
恩

恵
」
・
「
祝
福
」
を
凡
夫
が
実
感
す
る
た
め
に
は
、
本
願
を
信
じ
て

念
仏
を
称
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
共
通
恩
恵
」
・
「
祝
福
」
と
は
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏

と
の
人
格
的
呼
応
関
係
に
参
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

仏

・
凡
の
「
間
の
領
域
」
と
い
う
場
に
立
つ

こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
実
感
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
称
名
念
仏
は
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「
共
通
恩
恵
」

・
「
祝
福
」

'̂ 
の

「
人
格
的
応
答
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
証
示
し
て
い
る
の
が
、
次
の
ブ

l

パ
l
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

「
愛
は
わ
れ
の
う
ち
に
は
な
く
、
ま
さ
に
わ
れ
と
な
ん
じ
の

あ
い
だ
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
:
:
:
ま
こ
と
に
、
愛
は

広
く
全
世
界
に
輝
き
わ
た

っ
た
光
で
あ
る
。
も
し
も
ひ
と
が

つ
ね
に
愛
の
う
ち
に
宿
り
、
ま
た
愛
の
立
場
か
ら
も
の
を
見

る
な
ら
ば
、
人
聞
が
す
べ
て
み
な
、
混
沌
た
る
こ
の
世
か
ら

自
由
に
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、



善
人
も
、
悪
人
も
、
賢
者
も
、
愚
者
も
、
美
し
い
も
の
も
醜

い
も
の
も
、
す
べ
て
現
実
に
生
き
る
人
間
と
感
じ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
こ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
人
聞
は
自
由
で

あ
り
、

一
人
一
人
が
こ
の
世
に
お
け
る
唯
一
の
独
自
な
存
在

と
な
り
、
ま
た
な
ん
じ
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
に
し
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
!
な
ん
じ
の
排
他
的
、
独
占
的

な
関
係
が
、
し
ば
し
ば
奇
跡
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

と
き
ひ
と
は
、
相
手
を
助
け
、

い
や
し
、
高
め
、
教
え
、
救

ぅ
。
か
く
て
愛
は
な
ん
じ
に
た
い
す
る
わ
れ
の
責
任
と
な
る

(
お
)

の
で
あ
る
」

こ
の
ブ
l
パ
l
の
言
葉
は
、
法
然
が
「
生
れ
付
き
の
ま
ま
」
申

す
念
仏
を
説
い
た
根
拠
を
開
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

仏
・
凡
の

「
聞
の
領
域
」
に
お
い
て
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

名
号
を
称
え
、
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
名
前
で
呼
び
か
け
た
、
す
な

わ
ち
二
人
称
の
仏
と
し
て
、
人
格
的
な
仏
と
し
て
呼
び
か
け
た
凡

夫
(
我
)
は
、
阿
弥
陀
仏
(
汝
)
か
ら
も
、

一
個
の
人
格
的
な
他

者
と
し
て
、
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る

(
汝
と
し
て
遇

さ
れ
る
)
。
阿
弥
陀
仏
は
、
凡
夫
の
有
す
る
善
悪
・
賢
愚
・
美
醜

と
い
っ
た
相
対
的
価
値
如
何
に
よ
っ
て
救
う
の
で
は
な
い
。
「生

れ
付
き
の
ま
ま
」
の
姿
に
お
い
て
救
う
の
で
あ
る
。
凡
夫
の
存
在

そ
れ
自
体
を
、
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
救
い
取
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
間
の
領
域
」
に
あ
っ
て
は
、
凡
夫
は
、

「
こ
の
世
に
お
け
る
唯
一
の
独
自
な
存
在
」
と
し
て
「
祝
福
」
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
「
生
れ
付
き
の
ま
ま
」
の
自
分
を
肯

定
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
す
な
わ
ち
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
「
共
通
恩
恵
」
(
愛
)
に
「
応
答
」

-71-

し
た
凡
夫
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
応
答
責
任
」
の
遂
行
と
し
て
の
救

済
に
あ
ず
か
り
、
「
助
け
、

い
や
し
、
高
め
、
教
え
、
救
」
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

法
然
が
「
生
れ
付
き
の
ま
ま
」
申
す
念
仏
を
説
き
得
た
の
は
、

称
名
念
仏
の
実
践
に
よ
っ
て
「
つ
ね
に
愛
の
う
ち
に
宿
り
、
ま
た

愛
の
立
場
か
ら
も
の
を
見
」
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
こ
の
教

説
に
、

一
切
衆
生

(凡
夫
)
の
聞
に
、
阿
弥
陀
仏
の
「
共
通
恩

恵」

(
愛
)
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
法
然
の
意
図
を
見
て
取
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。



さ
て
、
称
名
念
仏
を
通
じ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
「
共

通
恩
恵
」
に
あ
ず
か
り
、
自
分
と
い
う
存
在
が
「
祝
福
」
さ
れ
て

あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
自
己
の
尊
厳
に
目
覚
め
た
凡
夫
に
は
ど
の

よ
う
な
意
識
が
芽
生
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀

仏
の
恩
恵
に
あ
ず
か
り
、
阿
弥
陀
仏
に
そ
の
存
在
を
祝
福
さ
れ
る

も
の
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
意
識
に
違
い
な
い
。
こ
の
意
識
こ
そ
が
、
ま
さ
に
第

一
章

で
検
討
し
た
、
「
仏
に
恥
じ
る
心
」
で
あ
り
、
「
仏
の
御
心
に
か
な

わ
ん
事
を
思
」
う
心
で
あ
り
、
「
至
誠
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
意
識
は
、
「
生
れ
付
き
の
ま
ま
」
の
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る

阿
弥
陀
仏
の
「
共
通
恩
恵
」
に
対
す
る
「
応
答
責
任
」
(
応
答
的

責
任
倫
理
)
へ
の
覚
醒
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
然
が
「
止
悪
修
善
」
を
説
い
た
以
下
の
よ
う

な
言
葉
、
す
な
わ
ち
、

「
念
仏
は
お
ほ
く
申
さ
ず
と
も
あ
り
な
ん
と
、
あ
し
く
心
う

る
人
の
い
で
き
て
、

つ
み
を
ば
ゆ
る
し
、
念
仏
を
ば
制
す
る

や
う
に
申
し
な
す
が
返
々
も
あ
さ
ま
し
く
候
也
。
悪
を
す
、

(お
)

い
か
ず
あ
る
べ
き
」

め
善
を
と
ず
む
る
仏
法
は

(『
往
生
大
要
紗
』)

「
仏
は
一
切
衆
生
を
あ
は
れ
み
て
、

よ
き
を
も
、
あ
し
き
を

も
わ
た
し
給
へ
と
も
、
善
人
を
見
て
は
よ
ろ
こ
ひ
、
悪
人
を

(幻
)

見
て
は
か
な
し
み
給
へ
る
な
り
」

(『念
仏
往
生
義
」
)

「
ツ
ミ
ヲ
ツ
ク
リ
タ
ル
人
タ
ニ
モ
往
生
ス
レ
ハ
、

マ
シ
テ
善

ナ
ニ
カ
ク
ル
シ
カ
ラ
ム
ト
申
候
ラ
ム
コ
ソ
、

(お
)

ニ
ケ
キ
タ
ナ
ク
オ
ホ
エ
候
へ
」

ナ
レ
ハ
、

ム
ケ

(『
大
胡
の
太
郎
実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」)

「
つ
み
を
つ
く
ら
し
と
身
を
つ
、
し
ん
で
よ
か
ら
ん
と
す
る
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は
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
願
を
か
ろ
し
む
る
に
て
こ
そ
あ
れ
。

又
念
仏
を
お
ほ
く
申
さ
ん
と
て
、

日
々
に
六
万
遍
な
ん
と
を

く
り
ゐ
た
る
は
、
他
力
を
う
た
か
ふ
に
て
こ
そ
あ
れ
と
い
ふ

事
の
お
ほ
く
き
こ
ゆ
る
。
か
ゃ
う
の
ひ
か
事
ゆ
め
ゆ
め
も
、

(お
)

も
ち
ふ
へ
か
ら
す
」

(『七
箇
条
起
請
文
』)

「悪
を
あ
ら
た
め
て
善
人
と
な
り
て
念
仏
せ
ん
人
は
、

(
却
)

け
の
御
心
に
か
な
ふ
べ
し
」

ほ
と

(「諸
人
伝
説
の
詞
」
)

「
悪
を
も
す
て
給
は
ぬ
本
願
と
き
か
ん
に
も
、
ま
し
て
善
人

を
は
、

い
か
は
か
り
か
よ
ろ
こ
ひ
給
は
ん
と
思
ふ
へ
き



11.1."--" 

こ31

(「十
二
箇
僚
の
問
答
」
)

は
、
実
は
、
す
べ
て
、
凡
夫
に
対
し
て
阿
弥
陀
仏
の
共
通
恩
恵

「
祝
福
に
応
答
す
る
人
格
的
応
答
者
」
と
し
て
そ
の
責
任
を
果
た

す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
言
葉
で
あ
り
、
凡
夫
の
応
答
的
責
任

倫
理
の
確
立
を
促
す
言
葉
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、

「
凡
夫
往
生
を
力
説
す
る
法
然
の
称
名
念
仏
の
う
ち
に
は
、

な
お
悪
を
転
じ
て
善
を
志
向
す
る
自
力
向
上
門
的
意
向
が
残

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
:
:
:
こ
の
念
仏
を
「
悪
人

正
機
」
の
念
仏
に
ま
で
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
の
が
親
鷲
で

(辺
)

あ
る
」

と
、
法
然
が
自
力
聖
道
門
的
な
止
悪
修
善
を
説
い
た
と
す
る
の
は
、

ま
っ
た
く
皮
相
的
な
解
釈
で
あ
り
、
根
本
的
な
誤
解
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
己
が
、

一
切
衆
生
と
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
「
共

通
恩
恵
」
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
、
念
仏
者
を
し

て
、
自
己
の
み
な
ら
ず
他
者
を
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
祝
福
さ
れ
る
存

在
と
し
て
尊
重
す
る
感
覚
に
目
覚
め
さ
せ
、
他
者
と
の
「
共
生
」

を
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
「
応
答
責
任
」
と
し
て
自
覚
せ
し
め
る
に

相
違
な
い
。
こ
こ
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
「
他
者
と
の
再
結
合

を
可
能
に
す
る
媒
介
概
念
」
た
る
所
以
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ

の
意
識
こ
そ
が
、
法
然
の
衆
生
教
化
の
推
進
力
と
な
っ
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。

法
然
の
説
い
た
、
阿
弥
陀
仏
の
共
通
恩
恵
に
対
す
る
応
答
(
責

任
)
と
い
う
、
「
他
者
と
の
共
存

・
開
放
性
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

中
に
お
か
れ
た
人
と
人
と
の
〈
間
〉
を
結
ぶ
」
媒
介
概
念
を
内
包

し
た
関
係
論
的
な
倫
理
(
応
答
的
責
任
倫
理
)

は
、
こ
れ
か
ら
の

公
共
哲
学
・
共
生
の
倫
理
の
方
向
性
を
先
取
り
し
た
も
の
と
し
て
、

高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

、
仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
に
成
立
す
る
共
生
世
界

(
一
)
「
活
私
開
公
」
の
公
共
世
界

称
名
念
仏
が
聞
く
仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
に
お
い
て
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
と
い
う
「
共
通
恩
恵
」
に
対
す
る
応
答
責
任
倫
理
の

主
体
と
し
て
自
己
を
自
覚
し
た
凡
夫
は
、
他
の
凡
夫

(他
者
)
と

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
共
同
性
」
を
実
現
し
得
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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さ
て
、
山
脇
直
司
氏
は
、
公
共
哲
学
の
根
本
理
念
と
し
て
、

「
滅
私
奉
公
」
で
も
な
く
「
滅
公
奉
私
」
(
ミ
!
イ
ズ
ム
、

エ
ゴ
イ

ズ
ム
)

で
も
な
い
、
「
個
人
を
他
者
関
係
の
中
で
活
か
し
な
が
ら
、

民

(人
々
)
の
公
共
性
を
開
い
て
い
く
」
と
い
う
意
味
の
「
活
私

開
公
」
と
い
う
理
念
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
活
私
開

公
の
公
共
世
界
」
を
構
成
す
る
三
大
原
理
と
し
て
、
基
本
的
人

権
・市
民
的
徳
性
と
と
も
に
、
「
責
任
H
応
答
(
円

2
3
5
EZQ)」

を
呈
示
し
て
い
る

(『
公
共
哲
学
と
は
何
か
』)。

こ
こ
で
も
、
応

答
責
任
が
公
共
哲
学
の
重
要
な
構
成
原
理
の

一つ
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
原
理
を
包
含
す
る

仏

・
凡
の
「
間
の
領
域
」
に
お
い
て
も
、

「活
私
開
公
」
の
公
共

世
界
が
現
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
際
に

参
考
に
す
べ
き
は
、
ブ
l
パ
l
の
「
共
同
体
論
」
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
ブ
l
パ
l
が
「
共
同
体
論
」
で
随
所
に
展
開
し
た
「
個

人
主
義
批
判
と
集
合
主
義
批
判
」
は
、
ま
さ
に
「
滅
公
奉
私
批
判

と
滅
私
奉
公
批
判
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

プ

l
パ
l
の
共
同
体
論
の

一
部
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。

( 

ー
) 

M
・
ブ
l
パ
l
の
「
共
同
体
」

ブ
l
パ
l
は、

『人
間
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、

「
個
人
主
義
が
人
間
の
部
分
を
把
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と

す
れ
ば
、
集
団
主
義
は
部
分
と
し
て
の
人
間
を
把
え
て
い
る

両に
者過
とぎ
もな
到い
達
し人
て問
いの
な全
いc体
」ど性

全
体
と
し
て
の
人
聞

は

と
、
個
人
主
義
的
人
間
把
握
と
集
合
主
義
的
人
間
把
握
の
両
者
と

も
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
人
間
的
実
存
の
基
本
的
事
実
は
、
そ
れ
自
体
に
お
け
る
単
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独
者
で
も
、

そ
れ
自
体
に
お
け
る
全
体
社
会
で
も
な
い
。

単
独
者
は
、
他
の
単
独
者
と
の
生
き
た
関
わ
り
に
ふ
み

」
む
限
り
に
お
い
て
、
実
存
的
事
実
で
あ
る
。
全
体
社
会
は
、

生
き
た
関
わ
り
の
単
位
に
よ
っ
て
自
ら
を
構
成
す
る
限
り
に

お
い
て
、
実
存
的
事
実
で
あ
る
。
人
間
的
実
存
の
基
本
的
事

実
は
、
人
間
と
共
存
し
つ
つ
あ
る
人
間
で
あ
る
」

と
、
「
人
間
と
共
存
し
つ
つ
あ
る
人
間
」
と
い
う
人
間
把
握
を
提

示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
人
間
と
共
存
し
つ
つ
あ
る
人
間
」
が
成
立
す



る
場
所
を
、
ブ

l
パ
l
は
、
人
格
(
我
)
と
人
格
(
汝
)
と
の

「
間
」
に
見
出
し
、
そ
れ
を
「
「
間
」
の
領
域
」
と
名
付
け
、
「
人

間
的
現
実
の
原
|
範
時
」
「
間
|
人
間
的
現
象
の
現
実
の
場
所
で

あ
り
、
支
柱
で
あ
る
」
と
し
、
こ
こ
に
、

「
個
人
主
義
と
集
団
主
義
を
も
乗
り
こ
え
る
道
が
指
し
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
そ
の
認
識
を
通
し
て
、
人
類
が
真

正
の
人
格
を
取
り
戻
し
、
真
正
の
共
同
体
を
樹
立
す
べ
き
、

(
お
)

真
正
の
第
三
の
立
場
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
」

と
、
「
間
」
の
領
域
こ
そ
が
真
正
の
共
同
体
が
樹
立
さ
れ
る
べ
き

場
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
ブ

1
パ
1
は、

「共
同
的
な
も
の
に
従
う
こ
と
』
に
お
い

て、

「
客
観
的
実
存
に
お
け
る
正
真
正
銘
の
「
我
々
」
は
何
に

よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
「
我
々
」
が
そ
れ
の
ど

ん
な
部
分
に
お
い
て
考
察
さ
れ
よ
う
と
も
、
絶
え
ず
、
人
格

と
人
格
と
の
聞
の
、
我
と
汝
の
間
の
本
質
的
な
関
わ
り
が
、

現
実
に
な
い
し
は
潜
在
的
に
存
立
(
存
続
)

し
て
い
る
と

実
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
実
証
さ
れ
る
と

い
う
の
は
、
言
葉
は
い
つ
も
我
と
汝
の
間
で
の
み
発
現
す
る

の
で
あ
り
、
「
我
々
」
が
生
命
を
そ
こ
か
ら
授
っ
て
い
る
故

郷
は
言
葉
に
ほ
か
な
ら
ず
、
言
葉
は
五
い
に
語
り
か
け
る
こ

(お
)

と
の
真
中
で
共
同
的
に
語
り
始
め
る
か
ら
で
あ
る
」

と
、
我
(
人
格
)
と
汝
(
人
格
)

の
「
間
」
、
す
な
わ
ち
、
「
我
|

汝
」
関
係
(
相
互
的
な
語
り
か
け
)
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
「
間
」

を
、
真
正
な
「
我
々
」
を
成
立
せ
し
め
る
(
言
葉
の
)
場
所
(
故

郷
)
で
あ
る
と
し
、
「
間
」
が
、
単
に
我
と
汝
の

二
者
の
聞
を
越

え
た
「
我
々
」
の
世
界
で
あ
り
、
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「
経
験
を
共
に
し
、
共
に
助
け
合
い
、
そ
の
我
々
の
経
験
の

う
ち
で
相
共
に
補
足
し
合
う
の
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
人
々

は
他
の
生
き
て
い
る
人
々
と
協
同
し
、
生
き
て
い
る
人
々
の

(お
)

全
体
は
死
ん
で
い
る
人
々
の
全
体
と
協
同
し
て
い
る
」

と
い
う
、
現
に
存
在
す
る
人
々
同
志
の
関
係
と
、
現
存
す
る
人
々

と
今
は
亡
き
人
々
と
の
関
係
を
共
に
包
括
す
る
共
同
的
世
界
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

」
の
ブ

1
パ
l
の
語
る

「間」

の
領
域
は
、
ま
さ
に
、
個
人
主

義
(
滅
公
奉
私
)
と
集
団
主
義
(
滅
私
奉
公
)
を
止
揚
し
た
、



「
個
人
を
他
者
関
係
の
中
で
活
か
し
な
が
ら
、
民
(
人
々
)
の
公

共
性
を
聞
い
て
い
く
」
活
私
開
公
の
公
共
世
界
そ
の
も
の
と
い
い

得
ょ
う
。
こ
の
「
間
」
の
領
域
に
お
い
て
、
「
我
々
」
の
相
互
共

同
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
に
つ
い
て
、

ブ
ー

パ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
「
我
ら
」
と
い
う
概
念
の
下
に
、
私
は
、
す
で
に
自
己
と
自

己
責
任
と
に
到
達
し
た
、
若
干
の
、
独
立
な
人
格
の
結
合
を
、

ま
さ
に
こ

の
自
己
性
と
自
己
責
任
と
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
通

し
て
こ
そ
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
結
合
を
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
我
ら
」
の
特
性
は
、
そ
の
成
員
の
聞
に
本
質
的
関

わ
り
が
存
続
す
る
か
、
も
し
く
は
時
に
応
じ
て
成
立
す
る
と

ぃ
、
つ
占
…
に
、

つ
ま
り
、
「
我
ら
」

の
中
に
は
、
我
|
汝
関
係

の
決
定
的
前
提
で
あ
る
存
在
的
直
接
性
が
支
配
し
て
い
る
と

い
う
点
に
あ
る
。
「
我
ら
」
は
「
汝
」
を
潜
勢
的
に
ふ
く
ん

で
い
る
。
相
互
に
真
に
「
汝
」
と
よ
び
か
わ
す
資
格
を
も
っ

人
々
の
み
が
、
相
互
に
真
に
「
我
ら
」
と
い
う
こ
と
が
で
き

(お
)

る
の
で
あ
る
」

」
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
自
己
と
自
己
責
任
と
に
到
達
し
た
」
人

格
と
は
、
先
述
し
た
、
共
生
世
界
・
公
共
世
界
成
立
の
必
要
条
件

で
あ
る
応
答
責
任
の
主
体
と
し
て
の
自
己
意
識
を
確
立
し
た
人
格

と
同
義
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、

ブ

l
パ
l
が
、
「
活

私
開
公
」
の
基
本
原
理
で
あ
る
「
責
任
H
応
答
」
を
、
真
正
の
共

同
体
の
成
立
条
件
と
し
て
い
か
に
重
要
視
し
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
が
窺
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

「
共
同
的
コ
ス
モ
ス
か
ら
離
れ
、
特
殊
領
域
(
合
Z
F=含
『
凹
司

E
5
)

ー
真
の
存
在
と
思
い
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
|
の
中
に
逃
避
す

る
こ
と
は
、
:
:
:
個
人
に
対
す
る
実
存
要
求
か
ら
の
逃
亡
に
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ほ
か
な
ら
な
い
。
個
人
は
「
我
々
」

の
中
で
真
な
り
と
確
証

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

言
葉
が

「
真
正
に
語
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
の
逃
亡
で
あ
る
。吾一
口

葉
が
真
正
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
答
え
が
要
求
さ

れ
、
「
答
え
」
(
〉
三
者
0
3
)
は
「
責
任
」

(〈巾「

E
Z
2
Eロ
ぬ
)

な
の
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
応
答
責
任
の
主
体
と
し
て
の
自
己
認
識
に
到
達

し
た
成
員

「間
」
に
成
立
す
る
複
合
的
な
「
我
|
汝
」
関
係
を



ブ
l
パ
l
は
「
我
々
」
(
「
我
ら
」
)
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、

」
の
「
我
々
」
と
い
う
関
係
世
界
を
、

ブ
l
パ
l
が
、
真
正
の

「
共
同
体
」
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
次
の
言
葉
か
ら

も
窺
え
よ
う
。

「
共
同
体
、
す
な
わ
ち
生
成
し
つ
つ
あ
る
共
同
体
:
:
:
と
は
、

し
か
し
、
多
数
の
人
聞
が
も
は
や
並
列
的
に
で
は
な
く
、
た

が
い
に
支
え
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
現
実
な
の
で
あ
り
、
こ

」
で
は
ひ
と
び
と
は
相
い
共
に
ひ
と
つ
の
目
標
へ
と
む
か
つ

て
活
動
し
て
は
い
る
が
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
た
が
い
に
、
他

者
へ
と
む
か
つ
て
ゆ
く
現
実
を
、
動
的
に
向
か
い
あ
う
状
況

を
、
我
か
ら
汝
へ
の
流
れ
を
経
験
す
る
の
だ
。
共
同
体
は
、

共
同
的
交
わ
り
が
生
ず
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

集
合
体
は
、
人
格
性
の
組
織
的
な
没
却
に
も
と
づ
い
て
成
り

立
ち
、
共
同
体
は
相
互
的
対
向

(
N
c
m
5
2
号
吋
)
の
な
か
で
、

人
格
性
を
高
揚
し
立
証
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
成
り
立
つ

(ω
)
 

の
だ
」

」
こ
で
ブ
l
パ
l
の
述
べ
て
い
る
、
「
共
同
的
交
わ
り
」
と
い

ぅ
、
人
々
が
互
い
に
向
か
い
合
い
、
人
格
性
を
高
め
合
い
、
立
証

し
合
う
と
い
う
関
係
は
、
ま
さ
に
「
我
々
」
と
い
う
関
係
世
界
の

具
体
的
実
相
を
言
い
表
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(三
)
共
生
世
界
と
し
て
の
仏
・
凡
の
「
間
の
領
域
」

前
節
の
考
察
で
、

プ

l
パ
l
の
い
う
、
「
我
|
汝
」
関
係
に

よ
っ
て
聞
か
れ
る
「
間
」
の
領
域
に
成
立
す
る
「
我
々
」
と
い
う

共
同
体
が
、
「
活
私
開
公
」
の
公
共
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
「
我
|
汝
」
関
係
と
全
く
閉
じ

構
造
を
持
つ
、
(
称
名
念
仏
の
実
践
に
お
い
て
成
立
す
る
)
仏

凡
の
人
格
的
呼
応
関
係
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
「
聞
の
領
域
」
に
お

い
て
も
「
我
々
」

の
世
界
が
現
成
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
ブ
l
パ
l
を
導
き
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

フ

ノt

は

『我
と
汝
」
に
お
い
て
、
真
の
「
共
同
体
」
を

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
真
の
共
同
社
会
は
、

人
々
が
互
い
に
あ
た
た
か
い
感
情
で

思
い
合

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

(そ
う
し
た
感
情
が
な
け
れ
ば
実
現
さ
れ
得
な
い
の
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
:
:・
。
)
そ
れ
を
実
現
さ
せ
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る
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
人
々
が

一
人

一
人
生
き
た
中

心
と
関
係
を
結
び
、

つ
ぎ
に

か
れ
ら
が
た
が
い
に
共
同
的

に
結
び
つ
く
と
い
う
よ
う
な
生
活
を
営
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
:
:
:
生
き
た
中
心
と
の
関
係
が
生
じ
な
い
か
ぎ
り
、
人

と
人
と
の
結
び
つ
き
が
実
現
す
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。

共
同
社
会
は
人
間
の
生
き
た
相
互
関
係
か
ら
築
き
上
げ

ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
築
き
上
げ
る
の
は
、
ま
さ
に
生
き
た
中

(
H
M
)
 

心
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」

さ
ら
に
ブ
l
パ
l
は
、
こ
の
人
間
の
生
き
た
関
係
を
築
き
上
げ
る

「
生
き
た
中
心
」
の
こ
と
を
「
中
心
的
な
ん
じ
」
と
も
言
い
、
「
な

ん
じ
の
世
界
は
、
関
係
の
延
長
線
が
ま
じ
わ
る
中
心
点
|
す
な
わ

(位
)

ち
永
遠
の
な
ん
じ
の
う
ち
に
あ
る
」
と
、
共
同
体
の
人
々
の
間

の
複
合
的
な
「
我
|
汝
」
関
係
の
延
長
線
が
交
わ
る
中
心
点
と
し
、

こ
れ
を
「
永
遠
の
汝
」
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
し
て
ブ
l
パ
l
は
、
こ
の
「
永
遠
の
汝
」
と
人
間
の
関
係
に

つ
い
て「

こ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
排
他
性
と
絶
対
的
な

包
容
性
と
が

一
つ
に
重
な

っ
て
い
る
。
神
と
の
絶
対
的
関
係

に
入
る
も
の
は
、
も
は
や
孤
立
し
た
い
か
な
る
も
の
と
も
関

係
を
結
ば
な
い
。
い
や
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
、
逆
に

人
間
と
神
と
の
絶
対
的
関
係
の
う
ち
に
つ
つ
み
こ
ま
れ

(必
)

る」

と
語
り
、
「
我
|
永
遠
の
汝
(
神
)
」
関
係
と
い
う
垂
直
的
関
係
を
、

人
間
の
す
べ
て
の
「
我
|
汝
」
関
係
と
い
う
水
平
的
関
係
を
包
括

す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
わ
れ
ー
な
ん
じ
の
関
係
は
、

わ
れ
が
、
絶
対
に
そ
れ
と
な

ら
な
い
な
ん
じ
と
直
接
結
び
附
か
な
い
か
ぎ
り
、
完
全
に
は

(
付
)

実
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
」
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と
も
言
い
、
有
限
な
存
在
で
あ
る
人
聞
が
主
体
で
あ
る
「
我
|

汝
」
関
係
は
、
「
永
遠
の
汝
」
と
の
関
係
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
実

現
す
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
ブ
l
パ
l
の
言
葉
か
ら
、

ブ
l
パ
l
が
、
真
の
共
同
体

は
、
人
々
が
、
生
き
た
中
心
た
る
「
永
遠
の
汝
」
に
対
す
る
関
係

を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
立
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
ブ
l
パ
1
の
真
の
共
同
体
が
成
立
す
る

「
聞
の
領
域
」
は
、
我
と
、
水
遠
の
汝
の
「
間
」
が
我
と
汝
の
「
関
」



(
江
川

)

を
統
合
し
た
「
立
体
的
な
聞
の
領
域
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
法
然
は
、
称
名
念
仏
が
開
く
仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」

を
、
ブ

l
パ
l
の
如
く
「
立
体
的
な
聞
の
領
域
」
と
捉
え
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
次
の
法
然
の
言
葉
に
明
瞭
に
一
不

さ
れ
て
い
よ
う
。

「
会
者
定
離
は
常
の
な
ら
ひ
、
今
は
じ
め
た
る
に
あ
ら
ず
、

何
ぞ
深
歎
ん
や
。
宿
縁
空
か
ら
ず
ば
同

一
蓮
に
坐
せ
ん
、
浄

土
の
再
会
甚
近
に
あ
り
。
今
の
別
は
暫
の
悲
み
、
春
の
夜
の

夢
の
ご
と
し
、
誹
誘
と
も
に
縁
と
し
て
先
に
生
て
後
を
導
ん
。

引
摂
縁
は
こ
れ
浄
土
の
楽
な
り
、
夫
現
生
す
ら
猶
も
て
疎
か

ら
ず
、
同
名
号
を
唱
へ
、
同

一
名
号
の
中
に
あ
り
て
、
同
聖

衆
の
護
念
を
蒙
る
、
同
法
尤
親
し
、
愚
に
疎
と
思
食
べ
か
ら

ず
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
給
へ
ば
、
住
所
は
隔
と
い
へ
ど
も

源
空
に
親
し
と
す
源
空
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
た
て
ま
つ
る

が
故
な
り
。
念
仏
を
緯
と
せ
ざ
る
人
は
、
肩
を
並
、
膝
を
輿

と
い
へ
ど
も
源
空
に
疎
か
る
べ
し
。

(必
)

り」

三
業
皆
異
る
が
放
な

(『御
流
罪
の
時
門
弟
に
示
さ
れ
け
る
御
調
」
)

法
然
は
、
こ
の
言
葉
の
後
半
部
分
で
、
別
離
を
悲
し
む
門
弟
に

対
し
て
、
我
々
は
お
互
い
に
念
仏
す
る
身
で
あ
る
。
同
じ
く
名
号

を
称
え
、
同
一
の
名
号
の
中
に
あ
り
、
同
じ
く
観
音
・
勢
至
な
ど

の
大
菩
薩
の
加
護
を
受
け
る
、
来
世
の
み
な
ら
ず
現
世
に
お
い
て

も
最
も
親
し
い
間
柄
な
の
で
あ
る
。
愚
か
に
も
疎
遠
に
な
っ
て
し

ま
う
な
ど
と
思
つ
て
は
い
け
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
人

と
は
、
私
も
称
え
る
が
故
に
、
た
と
え
住
所
が
隔
た
っ
て
い
よ
う

と
も
身
近
な
間
柄
と
な
る
の
だ
。
念
仏
を
称
え
な
い
人
と
は
、
た

と
え
す
ぐ
側
に
い
よ
う
と
も
、
身
・
口
・
意
の
三
業
が

一
致
し
な

い
が
故
に
、
疎
遠
な
間
柄
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
教
え
諭
し
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て
い
る
。

」
こ
で
は
、
凡
夫
相
互
の
関
係
が
親
密
な
も
の
に
な
る
か
疎
遠

な
も
の
に
な
る
か
は
、
称
名
念
仏
の
実
践
如
何
に
よ
る
と
い
う
こ

と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
凡

(自
己
)
・
凡

(他
者
)
の
「
我
|
汝
」
関
係
が
実
現
す
る
か
否
か
は
、
偏
に
仏
・

凡
の
「
我
l
永
遠
の
汝
」
関
係
(
人
格
的
呼
応
関
係
)
の
実
現
に

懸
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
阿
弥
陀
仏
と
い

う
「
永
遠
の
汝
」

の
媒
介
を
通
し
て
の
み
、
「
念
仏
を
称
え
る
者

同
士
の
身
・
口
・

意
の
三
業
あ
い
捨
離
せ
ず
」
と
い
う
、
仏

・
凡



の
人
格
的
呼
応
関
係
、
す
な
わ
ち
、
双
方
向
的
な
呼
び
か
け
と
応

答
の
中
で
互
い
を
人
格
的
な
他
者
と
し
て
遇
し
合
う
関
係
(
第

章
第
三
節
参
照
)
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
か
の
よ
う
な
、
自
己

と
他
者
の
全
人
格
的
交
わ
り

(人
格
的
呼
応
関
係
)、
真
の
対
話

的
関
係
が
実
現
す
る
と
法
然
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
法
然
が
、

仏

・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
を
「
立
体
的
な
聞
の
領
域
」
と
捉
え
て

い
た
こ
と
が
如
実
に
窺
え
よ
う
。

こ
の
法
然
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
図
と
そ
の
意
義
は
、
ブ
ー

パ

l
の
次
の
言
葉
が
説
き
明
か
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

「
わ
れ
が
な
ん
じ
(
永
遠
の
汝
|
筆
者
注
)
と
純
粋
な
関
係

を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
が
な
ん
じ
以
外
の
す
べ
て
の

も
の
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
な
ん
じ
の
う
ち

に
、
な
ん
じ
を
通
し
て
、
す
べ
て
を
眺
め
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
こ
の
世
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ

(
幻
)

こ
の
世
を
そ
の
基
礎
か
ら
つ
く
り
直
す
こ
と
」

ま
さ
に
法
然
は
、
我
々
凡
夫
の
関
係
世
界
を
、
阿
弥
陀
仏
と
の
関

係
と
い
う
支
柱

(垂
直
軸
)
に
支
え
ら
れ
た
立
体
的
な
関
係
世
界

へ
と
再
構
築
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
世
界

」
そ
が
、
法
然
が
構
想
し
た
理
想
の
「
共
同
体
」
・
「
共
生
世
界
」

と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
法
然
が
、
変
革

し
よ
う
と
し
た
関
係
世
界
と
は
、
第

一
章
で
見
た
、
人
の
目

・
世

聞
の
目
に
支
配
さ
れ
た
、
主
体
性
不
在
の
関
係
世
界
に
ほ
か
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

称
名
念
仏
が
打
ち
開
く
立
体
的
な
共
生
世
界
は
、
前
節
で
見
た

ブ
l
パ
l
の
「
我
々
」
と
い
う
共
同
体
と
同
様
に
、
生
き
て
い
る

人
々
同
志
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
「
死
ん
で
い
る
人
々
」
と
の
関

係
を
も
包
括
す
る
世
界
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ

ハU

は
、
法
然
が
、
先
の
言
葉
の
前
半
部
分
で
、
念
仏
を
称
え
る
者
同

志
は
、
極
楽
浄
土
で
再
会
す
る
、
先
に
往
生
し
た
者
が
後
か
ら
往

生
す
る
も
の
を
導
く
と
い
う
間
柄
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
か

ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
は
、
現
世
と
来
世
と
を
共
に
包

み
込
ん
だ
世
界
で
あ
り
、
生
者
と
生
者
、
生
者
と
死
者
、
死
者
と

死
者
と
の
「
我
|
汝
」
関
係
(
人
格
的
呼
応
関
係
)
が
現
成
す
る
、

浄
土
教
の
本
来
的
な
意
味
で
の
「
共
生
」
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
我

(凡
夫
)
は
、
自
己
中

心
的
な
「
個
我
」
を
乗
り
越
え
た
、
複
合
的
・
多
次
元
的
な
人
間



関
係
に
向
か
っ
て
聞
か
れ
た
「
人
格
的
主
体
」
た
り
得
る
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
し
て
、
他
者
と
の
真
の
交
わ
り
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
よ

ぅ
。
そ
の
全
人
格
的
交
わ
り
に
お
い
て
は
、
他
者
も
人
格
的
な
、

本
来
的
な
他
者
と
し
て
「
現
前
化
」
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
は
、
ま
さ
に
山
脇
氏
の
い
う
「
活

私
開
公
」
の
公
共
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、

ブ

l
パ
l
の
い
う

「
相
互
的
対
向
の
な
か
で
、
人
格
性
を
高
揚
し
立
証
す
る
こ
と
に

も
と
づ
い
て
成
り
立
つ
」
共
同
体
「
我
々
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、

竹
沢
氏
の
い
う
「
自
他
の
成
長
が
と
も
に
可
能
に
な
る
聞
か
れ
た

共
同
体
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

法
然
は
、
こ
の
よ
う
な
共
生
世
界
を
創
出
す
る
た
め
に
こ
そ
、

一
切
衆
生
に
、
阿
弥
陀
仏
の
共
通
恩
恵
で
あ
る
本
願
に
共
に
責
任

を
持
っ
て
応
答
す
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
専
修
念
仏
を
唱
導
し
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
法
然
の
衆
生
教
化
を
推

進
せ
し
め
た
の
は
、
先
述
し
た
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
応
答
責
任

の
主
体
と
し
て
の
自
己
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

切

衆
生
に
対
し
て
、
こ
の
意
識
を
共
有
さ
せ
よ
う
と
「
至
誠
心
」
を

説
き
、
ま
た
、
念
仏
者
に
対
し
て
、
父
母
に
も
勝
る
慈
悲
心
を

持
っ
て
同
信
の
友
に
接
し
そ
の
人
格
を
尊
重
す
る
こ
と
、
ま
た
同

信
の
友
を
増
や
す
こ
と
を
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
応
答
責
任
と
し

て
我
が
身
に
引
き
受
け
る
べ
き
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
同
心
ニ
極
楽
ヲ
ネ
カ
ヒ
、
念
仏
ヲ
申
人
オ
ハ
、
卑
賎
ノ
人

ナ
リ
ト
モ
、
父
母
ノ
慈
悲
ニ
オ
ト
ラ
ス
オ
ホ
シ
メ
シ
候
ヘ
シ
。

今
生
ノ
財
宝
ノ
ト
モ
シ
カ
ラ
ム
ニ
モ
、
力
ヲ
ク
ワ
エ
タ
マ
フ

ヘ
シ
。
サ
リ
ナ
カ
ラ
モ
、

ス
コ
シ
モ
念
仏
ニ
コ
コ
ロ
ヲ
カ
ケ

候
ハ
ム
オ
ハ
、
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ス
ス
メ
タ
マ
フ
ヘ
シ
。

ミ
ヤ
ツ
カ
ヘ
ト
、

オ

オ
ン

メ
ス
ク
候
也会コ
L_~レ

弥
陀
如
来
ノ
御

(『鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」
)

」
の
、
他
者
に
全
人
格
的
に
関
わ
る
こ
と
を
「
阿
弥
陀
如
来
へ

の
宮
仕
え
」
人
と
し
て
の
使
命
・
責
務
と
す
る
法
然
の
考
え
方
に
、

法
然
浄
土
教
が
共
生
の
倫
理
・
公
共
の
哲
学
た
る
所
以
が
集
約
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
応
答
責
任
に
は
、

自
己
を
取
り
巻
く
総
て
の
他
者
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
共
生
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
共

生
の
時
代
と
い
わ
れ
る
二
十

一
世
紀
に
お
け
る
法
然
浄
土
教
の
存



在
意
義
と
使
命
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
法
然
浄
土
教
(
称
名
念
仏
)
が
打
ち

開
く
仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
と
い
う
関
係
世
界
が
、
人
間
(
凡

夫
)
の
総
て
の
関
係
世
界
を
包
括
す
る
立
体
的
な
関
係
世
界
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
と
の

「
人
格
的
呼
応
関
係
」
に
よ
っ
て
主
体
性
に
目
覚
め
た
人
間
(
凡

夫
)
が
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
「
応
答
責
任
」
の
遂
行
と
し
て
、

互
い
に
語
り
か
け
応
答
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
相
互

(
凡
・
凡
)

の
「
三
業
不
相
捨
離
」
と
い
う
人
格
的
呼
応
関
係
が

実
現
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。

」
の
よ
う
に
、
応
答
責
任
を
基
本
的
原
理
と
し
て
成
立
す
る

仏
・
凡
の
「
聞
の
領
域
」
は
、
「
活
私
開
公
」
の
公
共
世
界
・
共

生
世
界
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
放
に
、
筆
者
は
、
仏
・
凡
の

「
聞
の
領
域
」
を
、
法
然
浄
土
教
の
立
場
か
ら
、
共
生
世
界
の
モ

デ
ル
と
し
て
現
代
に
打
ち
出
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

同
時
に
、
こ
の
共
生
世
界
を
現
出
す
る
称
名
念
仏
を
「
共
生
の
技

法
」
と
し
て
提
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
仏
・
凡
の
「
間
の
領
域
」
は
、

ブ
l
パ
l
が
言
、
つ
よ
う

に
、
「
「
間
」
は
:
:
:
単
純
な
連
続
性
を
示
さ
ず
、
人
間
的
出
会
い

(伯
)

の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
都
度
新
た
に
構
成
さ
れ
る
」
場
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
然
浄
土
教
徒
は
、
こ
の
「
間
の
領
域
」
を
不
断

に
更
新
す
る
た
め
に
、
「
自
行
化
他
」
・
「
自
信
教
人
信
」
を
阿
弥

陀
仏
に
対
す
る
応
答
責
任
と
し
て
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

(本
稿
は
、
平
成
十
七
年
三
月
十
二
日
に
偽
教
大
学
で
開
催
さ
れ
た

「
浄
土
宗
教
学
院

(西
部
)
研
究
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
加

筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
)

- 82-

{注
}

(1
)
山
脇
直
司

「公
共
哲
学
と
は
何
か
」、
ち
く
ま
新
書
、
二
O
O
四

年
、
十

一
頁
。

(2
)
竹
沢
尚

一
郎

「共
生
の
技
法
」、
海
鳥
社
、

一
九
九
七
年
、

一一一一一
1
四
頁
。

(3
)
拙
稿

「法
然
浄
土
教
に
お
け
る
仏

・凡
の
関
係
に
つ
い
て
」、
「高

橋
弘
次
博
士
古
稀
記
念
論
集
浄
土
学
偽
教
学
論
叢
」
第

一
巻、

山
喜
房
偽
書
林
、

二
O
O
四
年
、
所
収
。



(
4
)
野
口
啓
祐
訳

『孤
独
と
愛
|
我
と
汝
の
問
題
|
」
、
創
文
社
、

一
九
五
八
年
、
九
三
頁。

(
5
)
石
井
教
道
編

「昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
(以
下

『昭
法
全
」
)、

平
楽
寺
書
応
、
一
九
五
五
年
、
六
八

O
頁
。

(6)
『昭
法
全
』
四
六
七
頁
。

(
7
)
井
川
定
慶
編

『法
然
上
人
侍
全
集
』
、
法
然
上
人
傍
全
集
刊
行
会
、

一
九
六
八
年
、

一
O
四
頁
。

(8
)
『昭
法
全
』
六
八

O
頁。

(9
)
た
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と

(
法
然
が
説
い
た
)
阿
弥
陀
仏

と
で
は
、
人
間
の
罪
に
対
す
る
態
度
が
異
な
る
。
長
野
晃
子
氏
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
日
本
の
神
の
違
い
を
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神

(
親
)
は
人
間
(
子
ど
も
)
に
と
っ
て
、

ほ
し
い
ま
ま
に
権
力
を
ふ

る
う
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
り
、
監
視
し
、
裁
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、

日
本
の
神
(
親
)
は
人
間
(
子
ど
も
)
に
対
し
て
、
優
し
く
、
恩

恵
を
施
す
存
在
で
あ
っ
て
、
人
間
(
子
ど
も
)
自
身
が
自
分
を
罰

す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
く
」
(
『日
本
人
は
な
ぜ
い
つ
も

「申
し

訳
な
い
」
と
思
う
の
か
』
、
草
思
社
、

二
O
O
二一
年
、
六

O
頁
)
と

規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
を
日

本
の
神
と
同
じ
性
格
を
持
つ
仏
と
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
父
母
の
慈
悲
あ
れ
は
と
て
、

父
母
の
ま
へ
に
て
悪
を
行
せ
ん
に
、
そ
の
父
母
よ
ろ
こ
ふ
へ
し
ゃ
。

な
け
き
な
か
ら
す
て
す
、
あ
は
れ
み
な
か
ら
に
く
む
也
。
ほ
と
け

も
又
か
く
の
こ
と
し
」
(
「
十
二
箇
僚
の
問
答
」
、
「
昭
法
全
』

六
八

O
頁
)
と
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
の
説
い
た

「仏
に
恥
じ
る

心
」
と
は
、
凡
夫
の
罪
に
対
す
る

「外
在
的
強
制
力
」
で
は
な
く

「
内
在
的
強
制
力
」
と
な
る
意
識
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
主
体

性
」
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う

(
叩
)
作
田
啓

一
『
一

語
の
辞
典
個
人
」
、
三
省
堂
、

一
九
九
六
年
、

参
照
。

(U
)
「昭
法
全
』
五
四
頁
。

(ロ
)
原
勝
郎

「法
然
上
人
と
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
」
、

『日
本
中
世
史
」
(東

洋
文
庫
川
)、
平
凡
社
、

一
九
六
九
年
、
所
収
、

二
五
一
頁
。

(日
)
長
谷
川
松
治
訳

「菊
と
刀
日
本
文
化
の
型
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
O
O
五
年
、

二
七
四
頁
。

(凶
)『
昭
法
全
」
五

一
六
頁
。

(日
)『
昭
法
全
」
五
七
九
頁
。

(凶
)
『昭
法
全
」
五
九
四
頁
。

(げ
)
松
丸
啓
子

「
M
・
ブ

l
バ

l
の

〈対
話
〉
と
K
・
ヤ
ス
パ

l
ス

の

〈実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〉
と
の
比
較
研
究
」、
『教
育

哲
学
研
究
」
第
六
七
号
、
教
育
哲
学
会
、

一
九
九
三
年
、
五
五
頁
。

(日
)
稲
垣
久
和

「宗
教
と
公
共
哲
学

生

活

世
界
の
ス
ピ
リ
チ

ユ
ア

リ
テ
ィ

l
」
(
公
共
哲
学
叢
書
⑥
)
、
東
京
大
学
出
版
会
、

三
O
O
四
年
、

一
五
六
頁
。

(
問
)

『昭
法
全
」
四
二
六
頁
。

(
却
)

『昭
法
全
』
四
九
九
頁。

(幻
)
『宗
教
と
公
共
哲
学
』
一

六
七
頁
。

(泣
)
藤
堂
祐
範
校
訂

『選
択
本
願
念
仏
集
」
、
浄
土
宗
宗
務
庁
、

。。



一
九
三
六
年
訂
正
再
版
、

三
四
頁
。

(幻
)『
昭
法
全
」
七
二
頁
(
書
き
下
し
引
用
者
)。

(M
)
『昭
法
全
」
六
三
九
頁
。

(お
)

『孤
独
と
愛
」
一
一
一

1
一一頁。

(部
)『
昭
法
全
」
六
一
頁
。

(幻
)

『昭
法
全
」
六
九
二
頁
。

(お
)

『昭
法
全
」
五
二
四
頁
。

(却
)『
昭
法
全
」
八

一
O
頁。

(ぬ
)『
昭
法
全
」
四
六
二
頁
。

(訂
)「
昭
法
全
」
六
八

一頁。

(認
)
河
野
真
編

『人
間
と
悪
』
、
以
文
社
、

一
九
八
七
年
、

五
頁
。

(
認
)
児
島
洋
訳

『人
間
と
は
何
か
」
(
実
存
主
義
叢
書
2
)、
理
想
社
、

一
九
六
二
年、

一
六
九
頁
。

(M
)
「人
間
と
は
何
か
」
一

七
五
頁
。

(お
)

「人
間
と
は
何
か
」
一

七
七
頁
。

(お
)
稲
葉
稔
訳

『共
同
的
な
も
の
に
従
う
こ
と
」
、
『ブ
l
パ

l
著
作

集

4

哲
学
的
人
間
学
」
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
九
年
、

一
O
五

1
六
頁
。

(初出
)『
共
同
的
な
も
の
に
従
う
こ
と
」

一
O
一一一

1
四
頁。

(お
)『
人
間
と
は
何
か
」
一

一
一一一
頁
。

(お
)『
共
同
的
な
も
の
に
従
う
こ
と
』

一
O
八
頁
。

(ω
)田
口
義
弘
訳

『対
話
』
、
「ブ
l
バ
l
著
作
集
1

I
」
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
七
年
、

二
四
五
頁
。

一
四
四
1

対
話
的
原
理

(引
)
「孤
独
と
愛
』
六
八
頁
。

(必
)
「孤
独
と
愛
」
一

五

一
頁
。

(日
)「
孤
独
と
愛
」
一
一

五
頁
。

(
仏
)
「孤
独
と
愛
」
一

O
九
頁
。

(必
)
こ
れ
は
稲
村
秀
一
氏
の
造
語
で
あ
る
。
「ブ
l
パ
l
の
人
間
学
」

(
教
文
館
、
一

九
八
七
年
)、

「
マ
ル
テ
イ
ン
・
プ
l
パ
l
研
究
|
教

育
論
・
共
同
体
論
・
宗
教
論
|」
(
渓
水
社
、
二

O
O
五
年
)
参
照
。

(
必
)

「昭
法
全
」
四
七
八
頁
。

(
幻
)

「孤
独
と
愛
」
一
一

五
頁
。

(
必
)

『昭
法
全
』
五
一二一

頁
。

(
的
)

『人
間
と
は
何
か
」
一

七
五
頁
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浄
土
宗
僧
侶
の
社
会
実
践
に
対
す
る
眼
差
し
に
つ
い
て

①
は
じ
め
に

法
然
上
人
(
以
下
敬
称
を
略
す
)

は、

『選
択
集
」
の
第

一
章

に
お
い
て

「安
楽
集
』
を
引
用
し
、

一
代
仏
教
を
「
聖
道
門
」
と
「
浄

土
門
」
に
分
類
し
て
説
明
を
な
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
「
聖

道
門
」
と
は
「
此
士
入
証
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
浄
土
門
と

は

「
往
生
浄
土
(
彼
土
入
証
)
」
を
目
指
す
教
え
で
あ
る
。
聖
道

門
H

悟
り
の
仏
教
、
浄
土
門
H
救
い
の
仏
教
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
聖
道
門
は

「一

切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
教
え
に
基
づ
き
、
現
世

で
の
悟
り
を
目
指
し
て
行
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
煩
悩
や

大
正
大
学
非
常
勤
講
師

自当
日

ネ艮

雄

-=-
日

凡
夫
性
と
い
う
も
の
は
、
修
行
に
よ
っ
て
滅
し
乗
り
越
え
て
行
け

る
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
浄
土
門
は
人
間
を
「
罪

悪
生
死
の
凡
夫
」
と
み
な
し
、
自
ら
の
力
に
よ

っ
て
煩
悩
が
滅
す

る
こ
と
は
な
く
、
凡
夫
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
浄
土
往

生
さ
せ
て
い
た
だ
く
以
外
に
生
死
解
脱
の
道
は
な
い
と
す
る
。
こ

う
い

っ
た
違
い
は
、
人
間
観
の
相
違
に
起
因
し
て
い
る
。

法
然
が
浄
土
宗
開
宗
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
人
間
は
末
法
の
世

に
生
き
る
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
深
い
洞
察
が
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
浄
土
宗
に
お
い
て
社
会
実
践
を
考
察
し
て
ゆ
く
場

合
に
も
、
こ
う
い
っ
た
問
題
を
踏
ま
え
た
上
で
、
論
じ
て
ゆ
く
必

要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
社
会
実
践
を
考
え
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る
上
で
の
浄
土
宗
の
基
本
姿
勢
、
基
本
的
な
眼
差
し
に
つ
い
て
考

え
る
と
こ
ろ
を
記
し
て
み
た
い
。

②
聖
道
門
の
立
場

こ
こ
で
は
、
聖
道
門
の
立
場
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
ま
ず
、

禅
の
初
祖
の
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。『
無
門
関
』
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

達
磨
面
壁
す
。
二
祖
雪
に
立
つ
。
皆
を
断
っ
て
云
わ
く
「
弟

子
は
心
未
だ
安
か
ら
ず
、
乞
う
、
師
、
安
心
せ
し
め
よ
」

磨
云
わ
く
「
心
を
持
ち
来
た
れ
、
汝
が
た
め
に
安
ぜ
ん
」

祖
云
わ
く
「
心
を
も
と
む
る
に
了
に
不
可
得
な
り
」

(1
)
 

磨
云
わ
く
「
汝
が
た
め
に
安
心
し
て
お
わ
ん
ぬ
」

達
磨
の
前
に
臨
ん
だ
二
祖
慧
可
は
、
自
ら
の
腎
を
断
っ
た
上
で
、

達
磨
に
対
し
て
「
私
は
心
が
安
ら
か
で
な
い
の
で
、
安
心
せ
し
め

て
ほ
し
い
」
と
乞
う
。
そ
れ
に
対
し
て
達
磨
は
、
「
お
前
の
心
を

こ
こ
に
持
っ
て
こ
い
。
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
安
心
さ
せ
よ
う
」
と

い
う
の
で
あ
る
が
、
慧
可
は
心
に
実
体
の
な
い
こ
と
に
気
づ
き
安

心
を
得
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

続
い
て
慧
可
と
僧
燦
(
居
士
良
久
)
の
問
答
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

『景
徳
伝
灯
録
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

師
に
問
う
て
日
く

「
弟
子
の
身
、
風
昔
一
心
に
ま
と
わ
る
。
請
う
、

和
尚
、
罪
を
機
せ
ん
こ
と
を
」

師
日
く

「
罪
を
持
ち
来
た
れ
、
汝
が
た
め
に
機
せ
ん
」

居
士
良
久
云
わ
く
「
罪
を
も
と
む
る
に
不
可
得
」

師
日
く
「
我
れ
、
汝
が
た
め
に
罪
を
織
し
お
わ
ん
ぬ
。
よ
ろ

(2
)
 

し
く
仏
法
僧
に
よ
り
て
住
す
べ
し
」

僧
環
(
居
士
良
久
)
は
、
慧
可
に
対
し
て
「
私
の
身
は
風
惹
の
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病
に
ま
と
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ど
う
か
私
の
罪
を
滅
し
て
く

だ
さ
い
」
と
頼
ん
だ
。
す
る
と
慧
可
は
、
僧
燦
に
対
し
て
「
罪
を

持
っ
て
き
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
清
め
て
や
ろ
う
」
と
い
う
。
そ

れ
に
対
し
て
僧
環
は
「
罪
に
実
体
は
な
い
の
で
、
持

っ
て
く
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
気
づ
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
内
容
は
、
師
が
迷
い
の
中
に
あ
る
者
に
対
し
て

「心
」
や
「
罪
」
に
実
体
が
無
い
こ
と
を
説
き
、
執
着
心
が
生
み

出
し
た
煩
悩
に
よ

っ
て
苦
し
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
気
づ

か
し
め
る
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
執
着
に
苛
ま
れ
て
い



る
者
が
、
提
示
さ
れ
た
教
え
に
よ
っ
て
転
迷
開
悟
し
た
と
い
う
内

容
が
示
さ
れ
て
い
る
。

③
浄
土
門
の
立
場

あ
ら
た
め
て
記
す
ま
で
も
な
い
が
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
人
間

を
凡
夫
と
み
な
し
て
い
る
。
法
然
は

『往
生
大
要
紗
』
に
お
い
て
、

末
法
の
こ
の
ご
ろ
を
や
下
根
の
わ
れ
ら
を
や
、

た
と
ひ
即

身
頓
誼
の
理
を
観
ず
と
も
虞
言
の
入
我
々
入
阿
字
本
不
生
の

親
、
天
台
の
三
観
六
即
中
道
賓
相
の
親
、
花
厳
宗
の
法
界
唯

心
の
観
、
仰
心
宗
の
即
心
是
偽
の
観
、
理
は
深
く
解
は
浅
し
。

(3
)
 

か
る
が
故
に
末
代
の
行
者
そ
の
誼
を
得
る
に
極
て
難
し
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
法
然
は
、
末
法
の
世
に
生
き
る
私
達
の
機

根
が
劣
り
「
阿
字
本
不
生
の
観

・
中
道
賓
相
の
観

・
法
界
唯
心
の

観
・
即
心
是
仏
の
観
」
が
い
ず
れ
も
理
は
深
い
と
い
え
ど
も
解
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
証
を
得
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
観
は
、
そ
の
語
は
異
な
っ
て
い
る

も
の
の
、

い
ず
れ
も
執
着
を
離
れ
無
相
の
境
界
に
入
る
こ
と
を
目

指
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
凡
夫
は
「
執
着
を
離
れ
ら
れ
ず
、
無

相
の
境
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
浄
土

宗
に
お
け
る
人
間
観
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
浄
土
門
は
、
阿
弥
陀

仏
の
本
願
力
に
よ
る
救
済
を
願
う
の
で
あ
る
。
報
身
報
土
の
阿
弥

陀
仏
及
び
極
楽
浄
土
は
、
凡
夫
救
済
の
た
め
に
成
就
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

い
う
な
れ
ば
、
「
執
着
や
分
別
を
以
て
し
か
物
事
を
捉

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
凡
夫
」
に
対
し
て
、
勝
義
の
有
相
を
以
て

済
度
す
る
の
で
あ
る
。

④
浄
土
宗
と
し
て
の
眼
差
し
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聖
道
門
に
お
い
て
は
、
我
々
の
有
す
る
悲

・
苦
等
が
自
ら
の
煩

悩
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ

に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
悲

・
苦
等
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

」
れ
に
対
し
て
浄
土
門
で
は
、
私
達
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る

と
い
う
立
場
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
済
の
み
が
凡
夫
に
残
さ

れ
た
教
え
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、

あ
く
ま
で
も
、
人
間
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
教
え

を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
禅
の
問
答
は
、
私
達
の
煩
悩
や
執
着
心
と
は
何



か
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
浄
土
宗

と
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
私
達
の
現
実
の
姿
で
あ

る
。
今
現
在
、
悲
し
ん
で
い
る
方
、
苦
し
ん
い
る
方
に
対
し
て

「
そ

の
迷
い
は
心
が
生
み
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

迷
い
に
も
心
に

も
実
体
は
な
い
の
だ
」
と
説
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
悲
し
み
ゃ
苦

し
み
が
軽
減
す
る
だ
ろ
う
か
。
私
達
に
と
っ
て
は
、
悲
し
み
ゃ
苦

し
み
は
現
実
に
直
面
し
て
い
る
大
問
題
で
あ
る
。
凡
夫
で
あ
る
私

達
に
と

っ
て
は
現
実
存
在
的
な
謀
題
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
不
治
の
病
の
中
に
あ
る
方
が
、
家
族
に
対
す
る
執

着
心
、
自
ら
の
身
命
に
対
す
る
執
着
心
、
死
後
ど
う
な

っ
て
し
ま

う
の
か
と
い
う
不
安
等
に
苛
ま
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

「
そ
の
悲
し
み
苦
し
み
に
は
実
体
が
な
い
」
な

ど
と
説
く
こ
と
は
、
現
実
に
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

実
体
の
な
い
悲
し
み
苦
し
み
を
実
体
的
に
捉
え
ざ
る
を
得
な
い

の
が
、
凡
夫
の
性
で
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
て
行
く
こ
と

」
そ
が
、
浄
土
宗
僧
侶
の
な
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

⑤
お
わ
り
に

浄
土
宗
で
は
、
す
べ
て
の
人
聞
を
凡
夫
で
あ
る
と
み
な
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
僧
侶
で
あ

っ
て
も
在
家
で
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
で

あ
る
。
中
原
実
道
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
凡
夫
が
凡
夫
に
寄
り

添
う
」
と
い
う
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
私
達
は
、
決
し
て

高
見
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
同
じ
凡
夫
と
し
て
関
わ

っ
て
行
く
の

だ
と
い
う
基
本
姿
勢
を
有
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

凡
夫
に
と

っ
て

「悲
し
み
ゃ
苦
し
み
」
は
、
加
何
と
も
し
が
た

- 88-

い
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
気

持
ち
を
察
し
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
実

践
を
考
え
る
上
で
の
基
本
的
な
眼
差
し
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
高
見
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
同
じ
目
線
に
立
つ
こ
と
こ

そ
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。

註(l
)
『大
正
」
四
十
八
巻
、

二
九
八
頁
の

a
。

(2
)
『大
正
」
五
十

一
巻、

二
二

O
頁
の
c
。

(3
)
『昭
法
全
」
四
十
九
頁
。
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収
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『仏
教
文
化
研
究
第
必
号
』
所
収
)

- 89-



編
集
後
記

マ

お
詫
び
と
訂
正
。

本
誌
第
七
号
所
収
の
研
究
ノ

l
ト
の

著
者
名
を
誤
ま
っ
て
掲
載
い
た
し
ま

し
た
。
正
し
く
は
「
鷲
見
宗
信
先

生
」
で
す
。
鷲
見
先
生
に
は
大
変
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
お
詫
び

し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

マ

今
回
の
第
七
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
」

|
宗
団
と
し
て
の
取
り

組
み
と
そ
の
理
念
|
と
題
し
て
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
四
宗
派
の

先
生
方
か
ら
ご
発
題
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

マ

パ
ネ
ラ
!
と
し
て
出
席
い
た
だ
き
ま

し
た
、
真
言
宗
智
山
派

・
高
野
山
大

学
の
山
口
幸
照
先
生
、
浄
土
宗
・
大

正
大
学
の
石
川
到
覚
先
生
、
真
宗
大

谷
派
・
大
谷
大
学
の
佐
賀
江
夏
文
先

生
、
日
蓮
宗
・
立
正
大
学
の
清
水
海

隆
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
l
デ
ィ
、
不

l

タ
ー
は
長
谷
川
匡
俊
研
究
代
表
が
つ

と
め
ま
し
た
。

マ

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
、
曲
目
田

俊
弘
先
生
か
ら
は
「
法
然
浄
土
教
と

「
共
生
」
」
と
題
す
る
研
究
論
文
を
頂

戴
し
ま
し
た
。
大
正
大
学
講
師
、
曽

根
宣
雄
先
生
か
ら
は
、
「
浄
土
宗
僧

侶
の
社
会
実
践
に
対
す
る
眼
差
し
に

つ
い
て
」
と
題
す
る
研
究
ノ

l
ト
を

頂
戴
し
ま
し
た
。

マ

「
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

(l
)」
は
、
平
成
十
六
年
度

浄
土
宗
全
寺
院
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
報
告
の

一
部

シ
」
/
¥
け
ド

「
寺
院
」

の
活
動
実
態
に
つ
い
て
の

報
告
で
す
。
全
数
調
査
を
実
施
し
、

正
住
寺
院
の
六
割
を
超
え
る
ご
回
答

を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
寺
務
ご
多

'It 
σコ
中

ア
ン
ケ
ー
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
。
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問3-10 社会福祉事業関連施設を持たない理由について、該当主主車企室

二三左li選立、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1.寺院として、社会福祉事業実践そのものに関心が無い

2.寺院として、社会福祉事業実践には関心はあるが、施設運営には関心

が無い

3.寺院として、社会福祉事業実践には関心があり、施設運営にも関心は

あるが実際には行っていない

4.寺院として、社会福祉事業実践には関心があり、現在検討中である

5.寺院として、社会福祉事業以外の実践(布教活動など)に取り組むこ

とでよいと思うから

※実際に送付した調査票は、質問項目問 10まで、総数 17頁の冊子の形態を

とってお送りしましたが、本稿においては、紙面の関係上、本稿に関わる

問3までを資料として掲載しております。

-48-
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間3-8 仏教理念に基づく施設のあり方は、利用者にと って処遇の向上に

つながっていると思いますか。

該当するものを一つだ位選立、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1.思っている

2.思わない

3.どちらともいえない

.以下、問 3で、回答欄に 12いいえ」と回答された方のみお答え下さい。

問3-9 以前の状況についてお尋ねします。

量当主主生O)i'一つだけ選立、回答欄の番号にOをつけて下さい。

なお、 11 Jを選んだ場合には、合わせて (

に、施設名を記入して下さい。

l以前は社会福祉事業関連施設があったが、今はない

(施設名 .

2.以前から、社会福祉事業関連施設はない

3.以前のことはわからないが、現在はない

- 47-

(94) 

)のなか



問3-5-②-2 問3-5一②において、回答欄に 12いいえJにOをつ

けた方のみお答え下さい。

その理由について該当主ゑ車企玄主主主選立、回答欄の

番号にOをつけて下さい。なお、 i6J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。

l.憲法の「信教の自由Jに違反するから

2.措置費等、公的な資金によって経営されている施設だから

3.職員 ・利用者に暗黙の強制となりがちだから

4.日常生活で、職員・利用者に不公平が生じるから

5.行政指導があるから

6.その他(

問3-6 施設で求人募集する際や就職説明会等において、仏教理念に基づ

く施設であることを示していますか。

該当主主主企主主主主企一つだけ選び、回答欄の番号にOをつけ

て下さい。

己主: 2いいえ

問3-7 施設では利用者の入所にあたって、仏教理念に基づいた施設であ

ることがわかるような説明もしくはパンフレット等への記載によ

る対応をしていますか。

斗旦:

該当するものをどちらか一つだけ選立、回答欄の番号にOをつけ

て下さい。

2.いいえ

- 46-

(95) 



問3-5-② 当該施設では、仏教の作法にのっとった日課活動または行事

などが行われていますか。護当主ゑJ?__のをどちらか一つだけ

選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

|lはい (問3-5一②-1へ進む) 2.いいえ(問3-5一②一2へ進む)I 

問3-5一②-1 問3-5一②において回答欄に 11.はい」にOをつけた

方のみお答え下さい。

その仏教の作法にのっとった日課活動または行事は、ど

のくらいの頻度で行われていますか。

該当主ゑ主皇室主三三選立、回答欄の番号にOをつける

とともに、 ( )のなかに、できる限り具体的

な内容を記入して下さい。

1日課として行われている活動や行事

2月ごとに行われている活動や行事

3.年中行事として行われている活動や行事

4.不定期に行われている活動や行事

5.そのイ也

- 45-
(96) 



問3-5 当該施設は、仏教の理念または宗祖の精神に基づいて設立されて

いますか。

該当するものをこ2主立選立、回答欄の番号にOをつけて下さい。

1.仏教の理念に基づいて設立されている(問 3-5一①へ進む)

2.仏教の理念と宗祖の精神に基づいて設立されている(問 3-5 ①へ

進む)

3.宗祖の精神に基づいて設立されている(問 3-5一①へ進む)

4.仏教の理念や宗祖の精神に基づいて設立されているわけではない

.以下、問 3-5において、回答欄 ilJi2J i3JにOをつけた方のみお

答え下さい。

問3-5 ① その理由について、量当芝生主皇室主さ主選豆、回答欄の番

号にOをつけて下さい。なお、i12Jの番号を選んだ場合に

は、合わせて(

入して下さい。

1.寺院を母体に して運営しているから

)のなかに、具体的な内容を記

2.法人の定款等に、仏教の理念に基づく旨の記載があるから

3.設立の精神が、仏教の理念に基づいているから

4.実践が、仏教の理念に基づいているから

5.仏教に基づく日課活動や行事があるから

6.創設者、または理事長・施設長等の実質的な責任者が仏教の僧侶ない

し篤信者であるから

7.法人の定款等に、宗祖の精神に基づく旨の記載があるから

8.設立の精神が、浄土宗の理念に基づいているから

9.実践が、宗祖の理念に基づいているから

10.宗祖の精神に基づく日課活動や行事があるから

11.創設者、または理事長 ・施設長等の実質的な責任者が浄土宗の教師で

あるから

12.その他

- 44-
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問3-2 当該施設の設置主体はどこですか。

量当芝生 bO)土さ主主選立、回答欄の番号にOをつけて下さい。

なお、 i8J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.宗教法人

2.社会福祉法人

3.財団・社団法人

4.学校法人

5医療法人

6.個人・無認可

7.公立

8.その他 (

問3-3 当該施設の運営主体はどこですか。

護当芝生主旦主主主主選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

なお、 i8J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。

l宗教法人

2.社会福祉法人

3.財団・社団法人

4.学校法人

5.医療法人

6.個人・無認可

7.公立

8.その他 (

問3-4 当該施設の運営にあたっては、ご住職以外の寺族が関わっていま

出竺

すか。

議当主主主金主よ主皇丘二 2主立選立、 回答欄の番号にOをつけ

て下さい。

2.いいえ
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問3 貴寺院には、貴寺院が関係する社会福祉事業関連施設があり ますか。

回答欄の中より量当才るものどちら企二2生選立、番号にOをつけて

下さい。

l.ある (問3-1 ~問 3 - 8 にお答え下さい)

2. ない (問 3-9 ~問 3 -10にお答え下さい)

。以下、問 3-1 ~問 3 -8までの質問は、問 3で、回答欄に rl.ある」と

回答された方のみお答え下さい。

問3-1 問3に蓋主主ゑ主盟主主主主選立、回答欄の番号にOをつけると

ともに、それぞれ( )のなかに具体的な施設名を記入

して下さい。

l.保育所又は保育園

2. (障害児関係を除く )児童関係施設

3.母子関係施設

4.老人関係施設

5.身体障害児 ・者施設

6.知的障害児・者施設

7.精神障害者施設

8.生活保護施設

9.幼稚園

10.病院

11診療所

12.その他
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問2 貴寺院以外の寺院が主宰する教化団体に参加されていますか。

回答欄の中より量当するものどちらな主選立、番号にOをつけて下さ

し、。

l lはい (間 2-1へ進む) 2.いいえ

問 2-1 問2において、回答欄に 11はい」にOをつけた方のみお答え下

さい。

どのような教化団体に参加していますか。

回答欄の中より該当主ゑ主2支三玄室選立、番号にOをつけて下

さい。なお、 18J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.子ども会

2.青年会

3.婦人会

4.壮年会

5.老人会

6.ボーイスカウト、ガールスカウト

7.日曜学校

8.その他 (
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2. 寺院の社会福祉事業実践について

問 1 貴寺院では、次のような教化団体を主宰されていますか。

回答欄の中より量当芝生主企士会主主選立、番号にOをつけて下さい。

なお、 i8J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.子ども会

2.青年会

3.婦人会

4.壮年会

5.老人会

6ボーイスカウト・ガールスカウト

7.日曜学校

8.その他(

9.特に何も行っていない

会)

問 1-1 問 1において、 i1 ~ 8Jの番号のいずれかにOをつけた方のみ

お答え下さい。

1.ある

現在行われている種々の会の活動の中に、「ボランティア(社会

奉仕)Jと考えられるものがありますか。

回答欄の中より量当芝生長企亙長長企主選豆、番号にOをつけて

下さい。なお、 i1 J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。

( 会)において、( )の

ボランテイア(社会奉仕)活動を行っている。

2特にない
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1.基本属性について

-対象寺院

教区名

ふりがな

寺院名

住所 〒

電話番号

-記入者

ふりがな

教区

氏名:(ご住職以外の方は、

(住職以外の職名 [

ふりがな

名前

寺院番号 *ご記入の必要はありません

]に職名をご記入下さい)

-39-
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性別

男

女

年齢

満 歳



5.資料

浄土宗 社会福祉事業・活動に関するアンケート調査

《アンケー卜調査を実施するにあたって》

.このアンケート調査は、浄土宗寺院における社会福祉事業・活動に関する

実状をお尋ねし、今後の寺院の社会福祉事業のあり方や進むべき方向性に

役立てることを目的と致します。ぜひ、ご協力をお願い致します。

.今回の調査でお答えいただいた内容は統計的に処理いたしますので、プラ

イパシーの保護も含めて、貴方様(貴寺院)にご迷惑をおかけするような

ことは一切致しません。

4・数字をご記入いただく場合、原則として 2004年 10月1日現在の状況につ

いてご記入下さい。

.お忙しいところ誠に恐縮ですが、本調査票到着後、 10月末日までに、同

封の封筒(切手不要)により、ご返送くださいますようお願い致します。

《アンケート調査の諸注意》

.回答は、とくに断りのない限り、質問の番号にOをつけるか、該当欄内に

直接ご記入下さい。

.質問によっては、「一つだけを選び、番号にOを付ける」場合や「すべて

を選び、番号にOをつけるJなどの場合がありますので、設問ごとの指示

をよく読み、回答の仕方にご注意下さい。

.質問に対する回答によっては、次の質問まで間隔があく場合がありますの

で、ご注意いただくとともに、設問ごとの指示に従うよう、お願い致しま

す。
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きたいと考えている。

5. おわりに

先にも触れたように、本調査の後半部分である「御住職の社会福祉実践

についてJ(問 4-問 10)の調査報告については、紙面の関係上、次号にて

掲載させていただく予定です。報告の時期にしばらくの聞が空いてしまう点、

何卒ご理解下さい。

また、本調査の意義をご理解いただき、 全面的にご支援下さっ た浄土宗宗

務庁及び浄土宗総合研究所の皆様、お忙しい中、貴重なお時間をさいてアン

ケートにご協力いただいた各寺院の皆様に、この場をお借りして心より御礼

申し上げます。

参考文献

・浄土宗宗勢調査結果研究委員会編 rr第四回浄土宗宗勢調査j結果研究報告

書J1991年 浄土宗

-浄土宗宗勢調査委員会編 『第五回浄土宗宗勢調査報告書J1999年 浄土宗

・浄土宗布教伝道史編纂委員会編 f浄土宗布教伝道史J1993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福祉 意義・現状 ・課題

(全国調査報告書)j 1997年 日本基督教社会福祉学会

-平成 12-平成 14年文部科学省科学研究費補助金(基盤研究 (B) (l)研究

代表者.長谷川匡俊 (12410058)r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 研究成果報告書』及び 『資料編 1 戦後仏教系社会福祉史年

表j及び f資料編2 仏教系社会福祉施設・団体一覧 仏教系社会福祉事業・

活動統計一覧J2003年淑徳大学長谷川研究室
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問3-6及び7は、当該施設の持つ仏教的要素を、外部に向けてどのよう

に明示しているのかを明らかにするための項目である。先にも触れたが、地

域社会において仏教社会福祉事業 ・実践がどのように関わり、また受け入

れられていくのかは重要である。その観点で考えれば、問 3-6及び7とも、

有効回答数の 7割強が、仏教(浄土宗)という自らの立場を明確にしている

点は、心強い結果であるといえよう 。

問3-8は、仏教社会福祉事業・活動と利用者処遇の質との関係を明らか

にするための項目である。本項目の趣旨をより明確化するには、本来は利用

者側からの意見も同様に調査する必要があるが、今回の調査結果に留めて言

えば、「仏教理念に基づく施設のあり方は、利用者にとって処遇の向上につ

ながっていると思う」との回答が7割強あり、また「思わない」との回答が

1割(3件)に留まっていることからも、少なくとも実践する側は、仏教社

会福祉事業・活動が利用者にとっても良い機縁となっていると認識している

と考えることができる。

問3-9及び 10は、各寺院の過去の取り組みについて明らかにするため

の項目である。浄土宗寺院における過去の仏教社会福祉事業 ・活動を知る上

でも、有意義な調査結果である。

問3-10は、現時点における、寺院としての仏教社会福祉事業・活動に

関する考え方を明らかにするための項目である。特に 12.寺院として、社会

福祉事業実践には関心があるが、施設運営には関心がない」と 13.寺院とし

て、社会福祉事業実践には関心があり、施設運営にも関心はあるが実際には

行なっていない」の 2設問の合計回答数が全体の4割強を占めていることに、

仏教社会福祉の今後を考える際の困難さと、同時に可能性をみることができ

るのではないだろうか。つまり、永い寺院運営の中で、(人的にか経済的に

か)結果として仏教社会福祉事業・活動が行なえていないという現実と、 一

方で寺院を取り巻く環境改善や支援があれば、仏教社会福祉事業・活動に向

かう可能性を含んだ調査結果と捉えることができるだろう 。本研究班として

は、この調査結果を前向きに捉え、今後の研究分析を進める際の糧としてい
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ンティア(社会奉仕)Jの捉え方が非常に幅広く、今後、他教団との比較検

討を行う際には、その具体的な内容も吟味して行う必要があるといえよう。

問3-1 ~問 3-3 は、寺院の関係する社会福祉事業関連施設の有無及び

設置形態について明らかにするための項目である。2005年 7月現在、浄土

宗保育協会に加盟している幼稚園 ・保育園は 433施設、浄土宗社会福祉協会

に加盟している法人は 29法人、施設は 57施設であるが、両協会とも加盟は

任意であるため必ずしも浄土宗全体をカバーしているわけではない。今回の

結果を照らし合わせることによって、浄土宗に関連する社会福祉関連事業施

設の全体像が、より明確になっていくと思われる。

問3-4は、施設運営と寺族との関わりを明らかにするための項目である。

浄土宗の状況としては、施設運営に住職以外の寺族が関わるケースが全体の

8割弱という結果となったが、これが浄土宗固有の状況か、各教団共通の状

況かは、今後の比較検討の中で明らかにしていきたい。

問3-5は、当該施設おける設立理念や日課・行事等における仏教的要素

の有無を明らかにするための項目である。寺院における仏教社会福祉事業 ・

活動の現状の一端をそれぞれ数値として明確にすることができたが、本項目

を通じて一点だけ特徴的な点をあげれば、例えば、問 3-5は「仏教の理念

と宗祖の精神に基づいて設立されているjものが 164件で 48.66%と最も多

く、次いで「仏教の理念に基づいて設立されているJものが 114件で 33.83

%、「仏教の理念や宗祖の精神に基づいて設立されているわけではない」も

のが41件で 12.l7%、「宗祖の精神に基づいて設立されているJものが 18件

で5.34%という結果であり、数値の上では、設立の理念にせよ宗教行事に

せよ、通仏教的な要素がより多く現れているということであろう。一概に

「仏教社会福祉Jといっても、その立脚点を「通仏教的理念」に求めるのか、

「宗祖・教団の理念Jに求めるのかによって、アイデンテイテイの持ち方に

は少なからずの差異が生じるはずで、あり、その意味において、浄土宗に現れ

ている傾向は興味深いものであるといえよう。今後、 他教団との比較の中で

より詳細な分析を行なっていきたい。
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4. 調査結果に関する留意点及び今後の課題

以上、本調査における前半部分、すなわち基本属性及び寺院の社会福祉事

業実践(問 l~問 3 -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

し、。

(1)基本属性について

まず、 有効回答数 3575件 63.21%という高い回答率に関 しては、 一言触れ

ておく必要があるであろう 。通常、全数調査を実施した場合の返送率は 3割

程度あれば良いといわれる中で、実質6割を越えた本調査の回答率は、「寺

院の社会福祉事業・活動Jという本調査のテーマに対する、浄土宗各寺院の

関心の高さを示すものであるといえる。現在、複数の教団を対象に同様の調

査を順次実施しているが、回答率の数値自体が、宗派別の比較分析を行う際

に意味を持ってくるであろう 。

また、回答実数に関しては、調査結果でも示したように教区ごとに数値をま

とめておいた。当然、教区ごとに所属する寺院数は異なっているので、回答

実数の多い教区=意識・関心の高い地域という特性を示すものではないが、

「地域社会」との関わりが問われる昨今、今後、各教団の調査結果が出揃っ

ていく中では、地域横断的に数値を再整理し、都道府県別の比較分析を行う

必要もでてくると思われる。

なお、記入者の年齢構成や性別についても、他教団との比較の中で、浄土宗

の特性が明らかとなっていくと考えられる。

( 2 )寺院の社会福祉事業実践について

問1及び問2は、寺院における教化活動に関する取り組みを問いつつ、そ

の活動の中に社会福祉に関連する(と記入者が考えている)ものがどの程度

行われているのかを明らかにするための項目である。「教化活動jや 「ボラ
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会福祉事業以外の実践 (布教活動など)に取り組むことでよいと思うから」

という回答が896件で 32.01%、「寺院として、社会福祉事業実践には関心が

あるが、施設運営には関心がないJという回答が711件で 25.40%、「寺院と

して、社会福祉事業実践そのものに関心が無いJという回答が219件で 7.82%、

「寺院として、社会福祉事業実践には関心があり、現在検討中である」とい

う回答が65件で 2.32%となった。

これをみると、寺院として社会福祉事業実践に関心がないという回答が

33.22%、関心があるという回答が34.76%、社会福祉事業以外の実践に取り

組むことでよいとする回答が32.01%と大きな差がない結果となった。
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問3-10 社会福祉事業関連施設を持たない理由について、該当芝生虫

金主二2主1土選立、回答欄の番号にOをつけて下さい。
1. 寺院として、社会福祉事業実践そのものに関心が無い
2. 寺院として、社会福祉事業実践には関心はあるが、施設運営

には関心が無い

3. 寺院として、社会福祉事業実践には関心があり、施設運営に

も関心はあるが実際には行っていない

4.寺院として、社会福祉事業実践には関心があり、現在検討中

である
5. 寺院として、社会福祉事業以外の実践(布教活動など)に取

り組むことでよいと思うから

図表 .23 社会福祉事業関連施設を持たない理由

間3-10 219 

908 
33覧

8唱

問3-10の有効回答数は 2799件である。そのうち、「寺院として、社会

福祉事業実践には関心があり、施設運営にも関心はあるが実際には行ってい

ない」という回答が908件で 32.44%と最も多く、次いで「寺院として、社
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問3-9の有効回答数は 2625件であり、そのうち「以前から、社会福祉

事業関連施設はない」という回答が2010件で 76.57%と最も多く、次いで

「以前のことはわからないが、現在はない」という回答が403件で 15.35%、

「以前は社会福祉事業関連施設があったが、今はないJという回答が212件

で8.08%という結果となった。

また、「以前は社会事業関連施設があったが、今はないj と回答したう

ち、具体的な記述があったものが209件である。それらを問 3-1の施設

分類に照合すると、「保育所又は保育園」が 113件で 54.07%と最も多く、次

いで「幼稚園jが43件で 20.57%、「老人関係施設」が 12件で 5.74%、i(障

害児関係を除く)児童関係施設」が4件で1.91%、「診療所」が2件で 0.96

%、「母子関係施設」が1件で 0.48%、「精神障害者関係施設Jが1件で 0.48

%、「生活保護施設」が 1件で 0.48%、「その他」が32件で 15.31%という結

果となった。
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問3-9 以前の状況についてお尋ねします。

該当芝生生主主を一つだけ選び、回答欄の番号にOをつけて下
さい。なお、 11Jを選んだ場合には、 合わせて ( ) 
のなかに、施設名を記入して下さい。

1 I 2 3 
福祉事業関連施設が|福祉事業関連施設が|わからないが

以前あり |以前なし | 現在はない

212 2010 403 

※ 11以前は社会福祉事業関連施設があったが、 今はない」の施設分類

図表 .22 以前の社会福祉事業関係施設の有無

問3-9 212 
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問3-8 仏教理念に基づく施設のあり方は、利用者にとって処遇の向

上につながっていると思いますか。

i主主主金主企主二2立1土選立、回答欄の番号にOをつけて下
さい。

3どちらとも

64 

図表 .21 仏教理念に基つく施設のあり方と利用者処遇の向上との関係

3 
1覧

問3-8

229 
77'10 

問3-8の有効回答数は 296件である。そのうち 「仏教理念に基づく施設

のあり方は、利用者にと って処遇の向上につながっている」と思うという回

答が229件で77.36%と最も多く、次いで「どちらともいえないJという回

答が64件で 21.62%、「思わない」という回答が3件で1.01%という結果と

なった。
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問3-7 施設では利用者の入所にあたって、仏教理念に基づいた施設

であることがわかるような説明もしくはパンフレット等への
記載による対応をしていますか。

量当主生~O)去二どちらか一つ主立選立、回答欄の番号にOを
つけて下さい。

図表 .20 仏教理念に基づく施設であることの利用者に対する説明(表示)の有無

問3-7

222 
75覧

問3-7の有効回答数は 297件であり、そのうち施設で「利用者の入所に

あたって、仏教理念に基づいた施設であることがわかるような説明もしく

はパンフレット等への記載による対応」をしているという回答が222件で

74.75%、していないという回答が75件で 25.25%という結果となった。
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だから」という回答が3件で 9.68%、「憲法の「信教の自由Jに違反するか

らJという回答が2件で6.45%、「日常生活で、職員 ・利用者に不公平が生

じるから」という回答が2件で 6.45%、「行政指導があるから」という回答

が2件で 6.45%の順であり、「その他Jが 13件で41.94%という結果となった。

問3-6 施設で求人募集する際や就職説明会等において、仏教理念に

基づく施設であることを示していますか。

該当主主車虫主よ主主主ニ 2主立選立、回答欄の番号にOを
つけて下さい。

2いいえ

66 

図表 .19 当求人募集、就職説明会等での仏教理念に基づく施設であることの説明

(表示)の有無

問3-6

233 
78弘

問3-6の有効回答数は 299件であり 、そのうち「施設で求人募集する際

や就職説明会等において、仏教理念に基づく施設であることを示して」いる

という回答が233件で 77.93%、示していないという回答が66件で 22.07%

という結果となった。
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問3-5-②-2 問3-5一②において、回答欄に 12.いいえ」にO
をつけた方のみお答え下さい。

その理由について護主主主生虫宣支竺主選豆、回答
欄の番号にOをつけて下さい。なお、 16J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.憲法の「信教の自由Jに違反するから
2. 措置費等、公的な資金によ って経営されている施設

だから

3. 職員・利用者に暗黙の強制となりがちだから

4 日常生活で、職員・利用者に不公平が生じるから
5. 行政指導があるから
6. そのf也 (

図表 18 当該施設において、仏教の作法にのっとる日諜活動・行事を行わない理由

13 
43首

問3-5-~ー2

2 

6也
2 
6門局

2 

6司

問3-5一②-2の有効回答数は 31件(含複数回答)である。そのうち、

「措置費等、公的な資金によって経営されている施設だからJという回答が

9件で 29.03%と最も多く、次いで「職員・利用者に暗黙の強制となりがち
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「不定期に行われている活動や行事」の具体的内容の記載は 26件あり、そ

のうち、「寺の行事」に関するものが9件で 34.62%と最も多く、次いで「法

話や仏教講座」に関するものが5件で 19.23%、「参拝や団体参拝」に関する

ものが3件で 11.54%、「集会や講Jに関するものが2件で 7.69%、「詠唱」

に関するものが 1件で 3.85%、「行事における献香・献花・献灯・仏歌」が

1件で 3.85%の順であり、その他分類できないものが5件で 19.23%となっ

た。

「その他」の具体的内容の記載は 14件あり、そのうち、「寺の行事」に関

するものが3件で 21.43%と最も多く、次いで「集会や講」に関するものが

2件で 14.29%、「参拝や団体参拝」に関するものが2件で 14.29%、「行事に

おける献香・献花・献灯・仏歌Jに関するものが2件で 14.29%の順であり、

「その他」の中で分類できないものが5件で 35.7l%であった。
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「日課として行われている活動や行事」の具体的内容の記載は 289件あり、

そのうち、「礼拝やお参り」に関するものが 106件で 36.68%と最も多く、次

いで「食作法」に関するものが53件で 18.34%、「仏歌や詠唱」に関するも

のが38件で 13.15%、「おつとめ」に関するものがあ件で 12.11%、「朝礼や

お帰りの会」に関するものが33件で 11.42%、「十念や合掌等の作法」に関

するものが9件で 3.11%、 「法話Jに関するものが4件で1.38%、「行事にお

ける献香・献花・献灯 ・仏歌」に関するものが1件で 0.35%の順であり、そ

の他分類できないものが 10件で 3.46%となった。

「月ごとに行われている活動や行事」の具体的内容の記載は 148件あり、

そのうち、「礼拝やお参り」に関するものが55件で 37.16%と最も多く、次

いで「誕生会Jに関するものが32件で 21.62%、「おっとめや議jに関する

ものが 16件で 10.81%、「法話」に関するものが 12件で 8.11%、「献香 ・献

花・献灯・仏歌」に関するものが7件で 4.73%、「十念や合掌等の作法」に

関するものが5件で 3.38%、「仏歌や詠唱」に関するものが4件で 2.70%の

順であり、その他分類できないものが 14件で 11.49%となった。

「年中行事として行われている活動や行事」の具体的内容の記載は 713件

あり、そのうち、「花まつり」に関するものが 195件で 27.35%と最も多く、

次いで「成道会」が 134件で 18.79%、「浬繋会」が 100件で 14.03%、「御魂

まつり ・盆 ・夏まつり Jに関するものが60件で 8.42%、「彼岸会Jに関する

ものが28件で 3.93%、「御忌」に関するものが23件で 3.23%、「地蔵盆」に

関するものが23件で 3.23%、「七五三」に関するものが 18件で 2.52%、「十

夜会」に関するものが 15件で 2.10%、「入園式や卒図式」に関するものが

15件で 2.10%、「施餓鬼会」に関するものが 10件で1.40%、「節分」に関す

るものが 10件で1.40%、「ひな祭り」に関するものが4件で 0.56%の順であ

り、その他分類できないものが78件で 10.94%となった。
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。不定期

。その他

6 
行事における
献香・献花・
献灯・仏歌

2 

図表 17 当該施設における、仏教の作法にのっとる日課活動・行事の頻度

問3-5ベ%}-1

3∞ 
250 

200 

150 

1∞ 
50 

ヘ
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問3-5-②-1の有効回答数は 606件 (含複数回答)である。そのうち、

「年中行事として行われている活動や行事」が247件で 40.76%と最も多く、

次いで「日謀として行われている活動や行事Jが204件で 33.66%、「月ごと

に行われている活動や行事jが 117件で 19.31%、「不定期に行われている活

動や行事」が24件で 3.96%の順であり、「その他」が 14件で 2.31%となった。
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問3-5 ② 1 問 3-5 ②において回答欄に 11.はい」にOをつ
けた方のみお答え下さい。

その仏教の作法にのっとった日課活動または行事は、

どのくらいの頻度で行われていますか。

量当主主11企主主主主選立、回答欄の番号にOをつ
けるとともに、 ( )のなかに、できる限り
具体的な内容を記入して下さい。

※ 15.その他」の記述の分類

* 115.その他」の記述の分類」の件数は、複数の活動や行事が書かれて

いる場合は複数のカウントとした。

なお、上記表の「内容」の件数も同様にカウントした。

。月ごと

6 
行事における献香・
献花・献灯・仏歌

- 22-

(119) 

7 



問3-5一② 当該施設では、仏教の作法にのっとった日課活動または

行事などが行われていますか。該当芝生虫2主主主皇企
二2左!i選豆、回答欄の番号にOをつけて下さい。

図表 .16 当該施設における、仏教の作法にのっとる日課活動 ・行事の有無

29 
10覧

問3-5ベ~

262 
90首

問3-5一②の有効回答数は 291件である。そのうち、当該施設で仏教

の作法にのっとった 日課活動または行事などを行っているものは 262件で

90.03%、一方、行っていないものは 29件で 9.97%であり、仏教の作法にの

っとった日課活動または行事などを行っている施設は 9割を超える結果とな

った。
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問3-5 ①の有効回答数は 1361件(含複数回答)である。そのうち、

「設立の精神が、仏教の理念に基づいているからJという回答が200件で

14.70%と最も多く、次いで「創設者、または理事長 ・施設長等の実質的な

責任者が浄土宗の教師であるから」という回答が 190件で 13.96%、「創設者、

または理事長・施設長等の実質的な責任者が仏教の僧侶ないし篤信者であ

るから」という回答が 184件で 13.52%、「仏教に基づく日課活動や行事があ

るから」という回答が 167件で 12.27%、「寺院を母体にして運営しているか

ら」という回答が 149件で 10.95%、「実践が、仏教の理念に基づいているか

ら」という回答が 131件で 9.63%、「設立の精神が、浄土宗の理念に基づい

ているから」という回答が86件で 6.32%、「宗祖の精神に基づく日課活動や

行事があるから」という回答が77件で 5.66%、「法人の定款等に、仏教の理

念に基づく旨の記載があるから」という回答が72件で 5.29%、「実践が、宗

祖の理念に基づいているからjという回答が59件で 4.34%、「法人の定款等

に宗祖の精神に基づく旨の記載があるから」という回答が31件で 2.28%と

いう )1阪となっている。

これをみると、「創設者、または理事長 ・施設長等の実質的な責任者が浄

土宗の教師であるから」は多くの回答がみられるが、浄土宗あるいは宗祖の

理念等を選んだ回答は比較的少なく、むしろ仏教の理念を選んだ回答の方が

多くみられる結果となった。
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問3-5-① その理由について、該当するものを主三主選立、回答欄
の番号にOをつけて下さい。なお、 i12J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.寺院を母体にして運営しているから

2. 法人の定款等に、仏教の理念に基づく旨の記載がある
から

3. 設立の精神が、仏教の理念に基づいているから
4. 実践が、仏教の理念に基づいているから
5. 仏教に基づく日課活動や行事があるから

6 創設者、または理事長 ・施設長等の実質的な責任者が

仏教の僧侶ないし篤信者であるから
7 法人の定款等に、宗祖の精神に基づく旨の記載がある

から
8. 設立の精神が、浄土宗の理念に基づいているから
9. 実践が、宗祖の理念に基づいているから

10.宗祖の精神に基づく日課活動や行事があるから

11.創設者、または理事長・施設長等の実質的な責任者が

浄土宗の教師であるから
12ーその他(

図表 .15 設立理念の理由

250 

2∞ 

150 

1回

50 

問3-5-(j)
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問3-5 当該施設は、仏教の理念または宗祖の精神に基づいて設立さ

れていますか。

量当土金主企主ニ2主立選立、回答欄の番号にOをつけて下
さい。

2仏教と宗祖 I3宗祖精神 I4ではない

164 I 18 I 41 

図表 14 当該施設の設立理念

問3-5

ロ1
仏教理念・2
仏教と宗祖

回3
宗祖精神

目4
仏教・宗祖精神でない

問3-5の有効回答数は 337件である。そのうち、施設が「仏教の理念

と宗祖の精神に基づいて設立されている」ものが 164件で48.66%と最も多

く、次いで、「仏教の理念に基づいて設立されている」ものが 114件で 33.83

%、「仏教の理念や宗祖の精神に基づいて設立されているわけではない」も

のが41件で 12.l7%、「宗祖の精神に基づいて設立されている」ものが 18件

で5.34%の順であった。これをみると、仏教の理念または宗祖の精神に基づ

いて設立されている施設が296件で87.83%と9割近くを占める結果となっ

た。
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問 3-4 当該施設の運営にあたっては、ご住職以外の寺族が関わってい

ますか。

量当主ゑJL盟主ζ主主か一つだけ選び、回答欄の番号にOをつ
けて下さい。

図表 .13 当該施設の運営と寺族の関わり

問3-4

270 
77也

問3-4の有効回答数は 350件であり、そのうち住職以外の寺族が施設の

運営に関わっているものが 270件で 77.14%、住職以外の寺族が施設の運営

に関わっていないものが 80件で 22.86%となっており 、施設運営に住職以外

の寺族が関わるケースが全体の 8割弱を占める結果となった。

-17-

(124) 



問3-3 当該施設の運営主体はどこですか。

該当主ゑ ~(J)主主エ玄選立、回答欄の番号にOをつけて下さ
い。なお、 i8J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。

図表 .12 当該施設の運営主体

4 12 問3-3
1% 3拡

84 昔話日

23見

口1
宗教法人

.2 
社福法人

回3
財団社団

学校法人

図5
医療法人

図6
個人無認

日7

公立

問3-3の有効回答数は 370件であり 、そのうち「社会福祉法人」が 161

件で43.51%と最も多く、次いで「学校法人」が84件で 22.70%%、「宗教法

人」が73件で 19.73%、「個人 ・無認可」が23件で6.22%、「財団・社団法

人」が 11件で 2.97%、「公立jが4件で1.08%、「医療法人jが2件で0.54%

のiII質になっている。また、 「その他」と回答したものは 12件で 3.24%である。

問3-2と問 3-3をみると、施設の設置主体と運営主体は、件数、割合

ともにほぼ同じであるという結果となった。
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問3-2 当該施設の設置主体はどこですか。

該当主生b(f)主三主主選豆、回答欄の番号にOをつけて下さ
い。なお、 i8J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。

図表 .11 当該施設の設置主体

16 
4也

82 議I
22首

問3-2

ロ1

宗教法人

.2 
事土福法人

皿3
財団社団

学校法人

図5
医療法人

図6
個人無忽

回7

公立

11118 
その他

問3-2の有効回答数は 381件であり、そのうち「社会福祉法人Jが 168

件で 44.09%と最も多く、次いで 「学校法人jが82件で 2l.52%、「宗教法

人」が76件で 19.95%、「個人 ・無認可」が23件で 6.04%、「財団 ・社団法

人Jが 11件で 2.89%、「公立jが3件で0.79%、「医療法人」が2件で 0.52

%の順になっている。また、 「その他Jと回答したものは 16件で 4.20%であ

る。
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問3-1 問3に該当主主主2士三主主選立、回答欄の番号にOをつける
とともに、それぞれ ( )のなかに具体的な施設名を
記入して下さい。

図表 .10 社会福祉事業関連施設の種別

問3-1

200 

180 I 178 
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120 
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司令令官 干~ ~. ..:.事令今 φ 令。
a丹争、や令*'骨、命令吟.~..... _ ~. J_~' ~6i 
九~ ‘宮、へも 命日‘~. '" 
、守、r 、、子~、

問3-1の有効回答数は 426件 (含複数回答)である。そのうち、「保育

所又は保育園」が 178件で 41.78%と極めて多く、次いで「幼稚園」が 114

件で 26.76%、「老人関係施設Jが38件で 8.92%、，(障害児関係を除く )

児童関係施設Jが26件で 6.10%、「知的障害児・者施設」が 16件で 3.76%、

「診療所Jが8件で1.88%、「身体障害児 ・者施設」が4件で 0.94%、「精神

障害者施設」と「生活保護施設」がともに 2件で 0.47%、「母子関係施設J

と「病院」がともに 1件で 0.23%の順であり、児童を対象とする施設(，保

育所又は保育園J，幼稚園J，(障害児関係を除く )児童関係施設J)が多く、

全体の 7割強を占める。また、「その他」と回答したものの記述をみても児

童館や学童保育、子育て支援ネットワークなど、児童を対象とする施設が多

くみられた。
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問3 貴寺院には、貴寺院が関係する社会福祉事業関連施設がありますか。

回答欄の中より該当主ゑ主企ζ主皇企二2宝選立、番号にOをつ
けて下さし、。

図表 .9 社会福祉事業関連施設の有無

問3 357 

2933 
89也

11% 

問3の有効回答数は 3290件である。そのうち社会福祉事業関連施設が

「ある」と回答したものが357件で 11.22%、「ないJと回答したものが2933

件で 89.15%となっており、社会事業関連施設が「あるj ものは全体の 1割

程度であった。
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また、「その他」と回答したものは 166件で 29.75%と非常に多く、そのう

ち記述があるものを、地域の仏教会や児童教化連盟などの「仏教関係J、ロ

ータリークラブやライオンズクラブなどの「一般・地域」、音楽会や書道

会などの「趣味・教養」、ボランテイアの会や子どもサマーキャンプなどの

「福祉・教育」、また上記4分類以外のものを「その他」とすると、「仏教関

係」が 128件で 80.50%と最も多く、次いで 「福祉・教育」が 17件で 10.69%、

「一般・地域」と「趣味・教養」がともに 7件で 4.40%となっている。なか

でも最も多かった「仏教関係」では、地域の仏教会への参加や詠唱会への参

加が多くみられた。
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問2-1 問2において、回答欄に 11.はい」にOをつけた方のみお答

え下さい。
どのような教化団体に参加していますか。

回答欄の中より護主主金主2主三主主選立、番号にOをつけ
て下さい。なお、 i8J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。

図表 .8 教化団体参加の種別

問2-1
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問2-1の有効回答数は 558件(含複数回答)であり、そのうち、「婦人

会」が 108件で 19.35%と最も多く、次いで、「子ども会」と「青年会jがと

もに 105件で 18.82%、「老人会Jが35件で 6.27%、「ボーイスカウト jが

19件で 3.41%、「壮年会Jが 15件で 2.69%の順となっている。
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などの 「仏教関係J、町内清掃や地域防犯などの「一般 ・地域」、空手道場

や書道教室などの「趣味 ・教養J、歳末助け合い募金や社会福祉施設への慰

問などの「福祉 ・教育」、また上記4分類以外のものを「その他」とすると、

「福祉・教育Jが77件で 36.49%と最も多く、次いで、「仏教関係」が55件で

26.07%、「一般・ 地域Jが50件で 23.70%、「趣味・教育」が 16件で 7.58%

の順となっている。

問2 貴寺院以外の寺院が主宰する教化団体に参加されていますか。

回答欄の中より該当主ゑ主企ζ長虫企主選立、番号にOをつけて
下さい。

図表 .7 他寺院主宰の教化団体参加の有無

問2

問2の有効回答数は 3272件である。そのうち、他の寺院で主宰する教化

団体に参加しているものは 367件で 1l.22%、参加していないものは 2905件

で88.78%となっており、他の寺院で主宰する教化団体に参加しない方が上

回った。
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問 1-1 問1において、 11-8Jの番号のいずれかにOをつけた方の

みお答え下さい。

現在行われている種々の会の活動の中に、「ボランテイア (社

会奉仕)J と考えられるものがありますか。

回答欄の中より 該当主ゑ車企ζ主主主:生選立、番号にOをつ
けて下さい。なお、 11J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。

活動内容

211 

図表 .6 教化活動のなかにボランティア(社会奉仕)活動があるか否か

問1-1

問 1-1の有効回答数は 1227件である。そのうち、 主宰する教化団体の

活動の中に「ボランテイア(社会奉仕)Jと考えられるものが「あるJと回

答したものが232件で 18.91%、「ない」と回答 したものが995件で 8l.09%

となっており、「ボランティア (社会奉仕)Jを含まない教化活動の方が多い。

また、 主宰する教化団体の活動の中に「ボランテイア (社会奉仕)J と考

えられるものが 「あるJと回答したうちの、主な活動内容を、寺域内清掃
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主宰している寺院の中で 37.12%を占め、次いで「子ども会jが 156団体で

8.41 %、「老人会」が 115団体で 6.20%、「壮年会」が 113団体で 6.09%、「青

年会」が 106団体で 5.71%、「日曜学校」が39団体で 2.10%、「ボーイスカ

ウト」が22団体で1.19%の順となる。

また、 18.その他」と回答した 616件のうち、具体的に記述があったもの

は599件である。その内容を、詠唱講や写経会などの「仏教関係J、伝統保

存会や地域の防犯活動などの「一般・地域」、空手道場や俳句会などの「趣

味・教養」、親子教室や子育て相談などの「福祉・教育」、また上記 4分類

以外のものを「その他」とすると、「仏教関係」のものが472件で 78.80%と

最も多く、次いで「趣味・教養」のものが53件で8.85%、「福祉 ・教育Jの

ものが 44件で 7.35%、「一般・地域Jのものが 16件で 2.67%、「その他」が

14件で2.43%であった。
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2.寺院の社会福祉事業実践について

問1 貴寺院では、次のような教化団体を主宰されていますか。

回答欄の中より護当主ゑ主企主£エ宝選立、番号にOをつけて下

さい。なお、 i8J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。

※ fa.その他Jの記述の分類

図表 .5 教化団体主宰数
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問Iの有効回答数は 3972件である。そのうち教化団体を主宰している寺

院は 1856ヶ寺であり、有効回答数に対して 46.73%となる。一方、教化団体

を主宰していない寺院は 2116ヶ寺で 53.27%であり、主宰している寺院より

も主宰 していない寺院の方が6.54%上回った。

具体的に主宰している内容をみると、「婦人会Jが689団体と極めて多く、
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女性平均

63.14 

図表.4 記入者世代別回答数
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基本属性のうち、記入者の年齢をみてみると、全体の平均年齢は 58.71歳

であり、男性の平均年齢は 58.13歳、女性の平均年齢は 63.14歳となっている。

また、記入者の年齢を世代別にみると、有効回答数3234件のうち、 150

歳代」が926件で 28.63%と最も多く、次いで 160歳代jが 784件で 24.24%、

170歳代」が484件で 14.97%、140歳代jが441件で 13.64%、130歳代」

が 219件で 6.77%、180歳代Jが 121件で 3.74%、120歳代」が40件で1.24

%、 190歳代」が 13件で 0.40%の順となっており、また、「無記入」が206

件で 6.37%であった。これをみると、本調査の回答者は 50歳代から 60歳代

に集中しているといえ、また 70歳以上の回答者が618件で 19.11%あること

も特徴的といえるが、今後は浄土宗の住職の年齢分布との比較も必要となる

であろう。
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図表 .2 記入者属性

a‘'"属性配入者血性

3061 
9叫

図表 .3 記入者性別
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基本属性のうち、記入者の属性では、有効回答数は 3368件で、そのうち

「住職jが3061件で 90.88%と最も多く、次いで、「副住職」が 126件で 3.74

%、「寺族Jが53件で1.57%の順であり、ほとんどの回答者は住職となって

いる。また「その他jと回答したものは 128件であり 3.80%となっている。

また、記入者の性別をみると、有効回答数は 3378件であり、そのうち

「男」が3124件で 92.48%、次いで「女jが254件で 7.52%となっている。
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3.調査結果

1 .基本属性について

図表 1 教区別回答数

基本属性教区別
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257 
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※教区番号対照表

基本属性のうち、返送数を教区別にみていくと、有効回答数3575件のう

ち、「京都Jが 298件と最も多く、次いで「大阪j、「東京」、「滋賀J、「神奈

川」、「福岡」、「兵庫」、「奈良J、「三河J、「長野jの順となった。しかし、こ

の結果は、母数となる教区ごとの寺院数が異なるため、今後は母数となる教

区ごとの寺院数に対しての返送率をみていく必要がある。
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(4 )調査の期間

調査日は、 2004年 10月1日現在として調査を依頼。ただし、回収率を優

先するため、第 1回の調査依頼の後、未回答の寺院については、 2005年 1

月に再度調査を依頼し、 2005年 3月末日までの回答を有効とした。

( 5) 回収の結果

第1回依頼分の回答数は 2256ヶ寺院 (39.89%)、第 2回再依頼分の回答

数は 1319ヶ寺院 (23.32%)、合計の回答数は 3575ヶ寺院 (63.21%)であっ

た。

(6 )その他

・自由回答の一部には設問の趣旨にそぐわないもみられたが、今回の集計で

は記入者の意見を最大限に尊重した。

・ただし、調査の質問項目によって明らかな回答間違いや記入ミスが確認で

きるものに関しては、エディティングの中で訂正等を行なっている。した

がって、有効回答数は各質問項目ごとに提示している。

-回答率(%)は、小数点以下第 3位を四捨五入しであるため、合計が 100

%にならない場合がある。
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査」にも、必ずしも社会福祉に関する項目が複数用意されているわけで、はな

い。つまり、教団ごとに社会福祉の捉え方に少なからずの差異があり、その

結果、各教団内で行われている社会福祉事業の実態把握や情報量にもばらつ

きが見られるのである。そしてそのことは、客観的な数値に基づく宗派別や

社会福祉分野での比較分析を困難にし、「仏教社会福祉」の今後の方向性を

検討する際の大きな障壁となってしまうのである。

この新たな課題への対応は、 一定程度共通の質問項目を並べた調査票を用

意し、教団ごとに所属する全寺院教会へのアンケート調査を実施するという

方法が考えられる。幸いに して、本課題について浄土宗からの全面的なご理

解とご協力を得ることができ、浄土宗総合研究所仏教福祉研究班の研究テー

マとして、平成 16年度に「浄土宗 社会福祉事業・活動に関するアンケー

ト調査」を実施することができた。

本調査内容は、「寺院」の活動実態と、「住職」の活動実態及び意識の2つ

に大別することができるが、本稿においては、紙面の関係上まず前者の「寺

院」の活動実態に関して単純集計結果を報告するものである。

2.調査概要

(1)調査の目的

浄土宗における社会福祉実践・活動の現状と実態の明確化を図るとともに、

その結果と他教団の調査結果との比較分析等を行なうことにより、仏教系社

会福祉事業の今後の方向性についての検討を行うことを主たる目的とする。

( 2 )調査の対象

浄土宗全寺院 7057ヶ寺院のうち、兼務、代務等を除いた正住寺院 5655ヶ寺

院を対象とする。つまり、実質的な全数調査である。

(3 )調査の方法

自記式の調査票を用いた郵送配布 ・郵送回答調査を実施。
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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(1 ) 

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

我が固における社会福祉の歴史的形成過程において、仏教の担ってきた役

割は多大なものがあり、その全体像を知る手がかりとしては、辻善之助、橋

川正、 浅野研真、谷山恵林、守屋茂、吉田久一等といった諸氏の優れた先行

研究をみることができる。しかし、それら先行研究が示すものは概ね近代ま

でであり、第二次大戦後 60年を数える現代社会と「仏教社会福祉」との関

わりを歴史的な事実に基づいて明らかにしていく研究は、ほとんど未開拓の

分野であった。

上記のような問題意識のもと、平成 12-平成 14年の 3ヵ年をかけて「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J(文部科学省科学研

究費補助金(基盤研究 (B) (1)研究代表者:長谷川匡俊)が組織され、各

教団のご理解とご協力により、戦後の仏教系教団全体が担った社会福祉事業

やそれに速なる諸活動の歴史的展開の全体像を怖蹴し得る資料を提示するこ

とができた。

しかし一方、この研究を通じて、平準的な数値によって各教団と仏教社会

福祉事業の「今」を知ることが難しいという新たな課題にも直面することと

なった。例えば、ある教団では宗務に関わる職務のーっとして「社会福祉j

部門の配置や各種協議会等の設置、定期的な情報収集や各種事業を行ってい

る。一方、ある教団では、社会福祉に関わる諸活動は実質的には各寺院住職

に一任している。また、多くの教団で一定年数ごとに行われている「宗勢調
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