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司
会
(
堀
上
)

皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
週
末
の
お
忙
し
い
中

お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
よ
り
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
催
、
仏
教
福
祉
研
究
班

に
よ
り
ま
す
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

テ
ー
マ
は
「
寺
院
は
地
域
の
福
祉

に
い
か
に
貢
献
し
う
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
開
催
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

初
め
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
、
福
西
先
生
よ
り
ご
挨
拶
申

し
上
げ
ま
す
。

福
西
浄
土
宗
研
究
所
主
任

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
浄
土
宗
総

合
研
究
所
の
福
西
と
申
し
ま
す
。

所
長
は
石
上
善
躍
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
き
ょ
う
は
ち
ょ
う
ど
韓

国
の
方
で
学
術
会
議
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
韓
国
に
行

っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
ま
だ
戻
っ
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
代
わ
り
ま
し
て
ご
挨
拶

申
し
上
げ
ま
す
。

総
合
研
究
所
で
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行

っ
て

お
り
ま
す
が
、
仏
教
福
祉
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
特
に
皆
さ
ま
が

お
集
ま
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
土
曜
日
の
午
後

と
い
う
こ
と
を
提
案
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
土
曜
日
で
よ
か

っ
た
と
思
い
ま
す
の
は
、
明
白
で
す
と
、
ち
ょ
う
ど
こ
こ
の
と
こ

ろ
が
マ
ラ
ソ
ン
の
ラ
ン
ナ
ー
の
コ

l
ス
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
き
ょ
う
は
マ
ラ
ソ
ン
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
皆
さ
ま
も
ど
う
ぞ
、

一肩一
の
力
を
抜
い
て
、
各
先
生
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
お
話
が
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、

お
聞
き
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ま
た
ご
質
問
の
と
き
に
は
活
発
な
ご
意
見
を
拝
聴
し
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た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
れ
で
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
1
の
長
谷
川
先
生
、

よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

司
会

そ
れ
で
は
、
こ
ち
ら
は
浄
土
宗
の
大
本
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ユ
ウ
ム
開
催
に
当
た
り
ま
し
て
、
同
称
十
念
で
始
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

(同
称
十
念
)

そ
れ
で
は
本
日
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
り
ま
す
仏
教
福
祉



研
究
班
の
代
表
、
長
谷
川
匡
俊
先
生
の
方
に
バ
ト
ン
タ

ッ
チ
い
た

し
ま
す
。

そ
れ
で
は
長
谷
川
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

長
谷
川
(
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
)

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

き
ょ
う
は
き
わ
や
か
な
秋
空
の
も
と
、
週
末
の
貴
重
な
お
時
間

を
割
い
て
こ
の
よ
う
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
仏
教
福

祉
共
同
研
究
班
の
代
表
と
し
て
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
、
御
礼

を
申
し
上
げ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
福
西
先
生
か
ら
総
合
研
究
所
の
一
つ
の
共
同
研
究
班

と
し
て
仏
教
福
祉
を
中
心
と
し
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

実
は
こ
れ
ま
で
に
五
回
、
こ
う
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
そ
の
都

度
テ

l
マ
を
変
え
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
特
に
寺
院
、
そ

し
て
地
域
社
会
、
そ
し
て
社
会
福
祉
と
い
う
三
つ
を
つ
な
ぐ
試
み

を
シ
ン
ポ
ジ
ユ
ウ
ム
を
通
し
て
皆
さ
ま
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
ご
質

問
や
ご
意
見
を
伺
い
、
そ
し
て
内
容
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
何
よ
り
と
思
い
ま
す
。
私
ど
も
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

と
り
ま
し
で
も
、
ま
た
、
同
時
に
そ
の
こ
と
が
寺
院
の
活
性
化
、

そ
し
て
地
域
の
再
生
、
さ
ら
に
は
そ
こ
で
の
福
祉
の
充
実
が
図
ら

れ
て
い
け
ば
と
い
う
思
い
が
重
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
ま
す
に
は
、
何
と
申

し
ま
し
で
も
、
ご
発
題
い
た
だ
き
ま
す
講
師
の
先
生
方
、
ど
う
い

っ
た
分
野
の
ど
の
先
生
に
お
願
い
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
と
て
も

大
事
な
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
今
回
、

私
は
胸
を
は

っ
て
、
す
ば
ら
し
い
講
師
の
先
生
を
お
迎
え
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
後
ほ
ど
、
ご
紹
介
申
し
け
上
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げ
ま
す
。

さ
て
、

い
ま
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
き
ょ
う
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
テ

l
マ
は
「
寺
院
は
地
域
の
福
祉
に
い
か
に
貢
献
し
得
る

か
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
、
福
祉
を
実
践
し
て
い
く
主
体
と
い

う
意
味
で
「
寺
院
」
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
寺
院
の
運
営
は
住
職
、
寺
族
を
中
心
に
果
た
さ
れ
て
い
く
わ

け
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
「
寺
院
」
と
い
う
場
合
に
は
、
ご
住
職
や

寺
族
の
方
々
等
が
含
ま
れ
る
と
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

り
ま
す
。



そ
れ
か
ら
「
地
域
な
い
し
は
地
域
社
会
」
と
申
し
ま
す
の
は
、

こ
れ
は
い
わ
ば
主
体
に
対
し
て
い
い
ま
す
と
、
「
対
象
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
三
つ
目
の
「
福
祉
も
し
く
は
社
会
福
祉
」
、
こ
れ
は
テ

ー
マ
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
寺
院
は
地
域
の
福
祉
に
い
か
に
貢

献
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

い
わ
ば
「
目
的
」
、
あ
る

い
は
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
「
事
業
」
、
こ
の
よ
う
に
お
考
え

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
こ
で
最
初
の
主
体
で
あ
り
ま
す
「
寺
院
」
、

い
ま
、
全
国
で

約
七
万
五
千
の
寺
院
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
文
化
庁
が

出
し
て
お
り
ま
す
「
宗
教
年
鑑
」
に
よ
っ
て
そ
れ
は
明
ら
か
で
す

が
、
数
え
方
に
よ
っ
て
多
少
数
字
の
誤
差
は
出
て
き
ま
す
が
、
そ

の
七
万
五
千
余
に
及
ぶ
寺
院
が
総
決
起
す
れ
ば
、
こ
れ
は

一
大
勢

力
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
何
も
福
祉
に
限
定
し
た
こ
と
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
活
力
の
源
に
な
り
得
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
広
い
意
味
で
、
全
国
各
地
の
多
数
の
寺
院
が
か
つ
て
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、

コ
ミ
ニ
テ
イ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
が
い
ま
ま
さ
に
期
待
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
き
ょ
う
は
「
寺
院
」

の
社
会
的
な
有
用
性
、
社
会
的

な
機
能
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
「
福
祉
」
、
広
い
意
味
で
の

「
社
会
福
祉
」
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
て
み
た
い
、
こ
う
お
考
え
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
二
番
目
の
「
対
象
」
と
し
て
の
地
域
社
会
で
す
が
、

あ
と
で
詳
し
く
磯
岡
先
生
か
ら
も
お
話
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

ご
承
知
の
よ
う
に
現
在
は
か
つ
て
存
在
し
た
村
や
町
の
共
同
体
、

い
わ
ば
地
域
の
共
向
性
、
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
地
域
の
住
民
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相
互
の
相
互
扶
助
的
な
機
能
と
い
う
も
の
が
衰
弱
し
、

か
つ
、

ほ

と
ん
ど
機
能
を
な
し
得
な
い
よ
う
な
不
全
状
態
に
な
っ
て
い
る
と

い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
地
域
社
会
の
再

生
、
地
域
共
同
性
の
再
構
築
と
い
い
ま
す
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が

叫
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
地
域
社
会
の
状
況
を
こ
の
機

会
に
お
互
い
に
し
っ
か
り
押
さ
え
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思

っ
て

お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
三
番
目
の
「
目
的
」
、
そ
し
て
そ
れ
を
達
成
す
る
た



め
の
事
業
と
し
て
の
「
社
会
福
祉
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
、

後
ほ
ど
、
小
倉
先
生
の
方
か
ら
詳
し
く
お
触
れ
い
た
だ
く
予
定
で

あ
り
ま
す
。
社
会
福
祉
の
世
界
で
は
「
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改

革
」
と
称
し
て
、

一
連
の
改
革
が
推
し
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

二
O
O
O
(平
成
三
乙
年
六
月
、
に
従
来
の
社
会
福
祉
事
業

法
と
い
う
も
の
が
社
会
福
祉
法
と
い
う
法
律
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
「
社
会
福
祉
法
」
は
、
「
地
域
福
祉
の
推
進
」

へ
の
方
向
を

定
め
た
も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、

住
民
の
積
極
的
な
参
加
が
ベ

l
ス
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
社
会
福
祉

協
議
会
や
社
会
福
祉
施
設
、
あ
る
い
は
福
祉
に
従
事
し
て
い
る
ソ

ー
シ
ヤ
ル
ワ

l
ヵ
ー
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
め
、
地
域
の
さ
ま
ざ

ま
な
人
的
、
物
的
な
福
祉
資
源
が
相
互
に
協
力
支
援
体
制
を
結
ん

で
、
ま
さ
に
地
域
の
福
祉
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た

理
念
の
も
と
に
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
「
寺
院
」
が
い
ま
申
し
上

げ
た
よ
う
な
地
域
社
会
、
そ
し
て
社
会
福
祉
の
方
向
性
の
中
で
ど

の
よ
う
な
役
割
を
具
体
的
に
担
い
得
る
か
、
こ
の
実
践
の
あ
り
よ

う
と
い
う
も
の
も
き
ょ
う
は
青
田
先
生
か
ら
ご
報
告
を
い
た
だ
け

る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
た
だ
い
ま
か
ら
お
三
方
の
パ
ネ
ラ

l
の
方
を
ご
紹
介

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ま
の
お
手
元
の
レ
ジ
メ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の
プ
ロ

フ
ィ

l
ル
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど
、

ゆ
っ
く
り

お
目
通
し
い
た
だ
く
と
し
て
、
私
か
ら
は
現
職
と
ご
専
門
の
分
野

を
ご
く
簡
明
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
私
の
お
隣
、
皆
さ
ま
方
か
ら
向
か

っ
て
左
側
か
ら
小
倉

常
明
先
生
。
先
生
は
和
泉
短
期
大
学
の
専
任
講
師
を
現
在
な
さ
っ
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て
お
ら
れ
、
ご
覧
の
よ
う
に
他
の
大
学
機
関
等
々
に
も
か
か
わ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
本
日
は
「
社
会
福
祉
学
」
と
い
う
専
門
の
お
立

場
か
ら
ご
発
題
を
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

小
倉

長
谷
川

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

次
に
磯
岡
哲
也
先
生
。
磯
岡
先
生
は
現
在
、
淑
徳
大
学

社
会
学
部
の
教
授
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
ご
略
歴
あ
る
い
は
著
書

等
は
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
に
あ
る
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
き
ょ
う
は

先
生
の
ご
専
門
の
「
宗
教
社
会
学
」
の
お
立
場
か
ら
ご
発
題
を
い



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

磁
岡

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

長
谷
川

次
に
最
後
の
ト
リ
を
ご
担
当
い
た
だ
く
青
田
賢
之
先
生
。

青
田
先
生
は
、
お
寺
の
副
住
職
を
な
さ
れ
、
か
つ
ま
た
、
ま
さ
に

寺
院
を
拠
点
と
し
て
地
域
に
根
ざ
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
実
践
を

な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
後
ほ
ど
、
詳
し
く
ご
報
告
を
ち
ょ
う
だ

い
し
ま
す
が
、
「
寺
院
福
祉
実
践
者
」
、
そ
う
い
う
お
立
場
か
ら
ご

報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

青
田

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

長
谷
川

以
上
の
先
生
方
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ご
発
題

い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ユ
ウ
ム
の
進
め
方
と
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
二
1
三
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
と
思
つ

て
お
り
ま
す
。

最
初
に
お
三
方
に
そ
れ
ぞ
れ
二
O
分
ず
つ
ご
報
告
を
い
た
だ
き

ま
す
。

一
巡
し
た
と
こ
ろ
で
補
足
が
あ
り
ま
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
五
分
程
度
の
補
足
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
こ
ま
で
終

わ
り
ま
し
た
ら
い
っ
た
ん
休
憩
に
入
り
ま
す
。
約
一
五
分
ほ
ど
の

休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
後
に
再
開
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

な
お
、
皆
さ
ま
方
の
お
手
元
に
ご
質
問
、
ご
意
見
を
お
書
き
い

た
だ
く
用
紙
が
配
付
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
、
そ

」
に
ご
記
入
い
た
だ
い
て
、

休
憩
時
間
に
入
り
ま
す
と
き
に
い
っ

た
ん
私
ど
も
で
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
ご
質
問
、
ご

意
見
の
趣
旨
を
各
パ
ネ
ラ
l
の
先
生
方
と
も
ご
相
談
し
て
、
整
理

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
上
で
再
開
後
、

フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質

問
、
ご
意
見
に
沿
っ
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
進
め
ら
れ
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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な
お
、
終
了
の
時
刻
で
す
が
、
こ
の
会
場
を
拝
借
し
て
い
る
関

係
も
あ
り
ま
し
て
、
遅
く
と
も
四
時
に
は
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
活
発
な
ご
質
疑
等
、

、軍

-av--ム
1
J
q
L

L
V
争

J
手
J
ド
町
一
-e'勾

ば
幸
い
で
す
。

そ
れ
で
は
、
最
初
に
社
会
福
祉
学
の
お
立
場
か
ら
小
倉
常
明
先

生
に
ご
発
題
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
小
倉
先
生
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

倉

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。



そ
れ
で
は
「
社
会
福
祉
学
の
立
場
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
私
、

小
倉
の
方
で
お
時
聞
を
ち
ょ
う
だ
い
し
ま
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
社
会
福
祉
学
の
立
場
」
と
い
い
ま
し
で
も
、
私
自
身
、

い
ま

地
域
福
祉
と
い
う
分
野
を
勉
強
し
て
い
る
な
か
で
感
じ
て
い
る
と

」
ろ
か
ら
、
今
回
の
テ

l
マ
で
あ
り
ま
す
「
寺
院
は
地
域
の
福
祉

に
い
か
に
貢
献
し
得
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、

「
社
会
(
地
域
)
福
祉
の
課
題
」
に
関
し
て
少
し
触
れ

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

い
ま
、
地
域
の
中
で
生
活
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
住
民
の
方
た
ち

の
意
識
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
、
現
在
住
ん
で
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
が
永
住
の
地
と
い
う
こ
と
で
お
考
え
に
な
っ
て

住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
と
、
そ
こ
は

一
過
性
の
、

一
時
的
に
住

ん
で
い
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

特
に
旧
住
民
と
新
住
民
が
混
ざ
り
合
っ
て
生
活
し
て
い
る
エ
リ
ア

な
ど
は
、
そ
の
違
い
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
地
域
に
ど
れ
だ
け
愛

着
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
判
断
が
難

し
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
、
千
葉
に
住
ん
で
お
り
ま
す
が
、
千
葉
と
い
う
エ
リ
ア

は
東
京
へ
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
て
、

しミ

わ
ゆ
る
「
千
葉
都
民
」
と
い
わ
れ
る
方
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
域
に
関
す
る
関
心
が
そ
ん
な

に
高
く
な
い
と
い
う
エ
リ
ア
も
み
ら
れ
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
関
係
か
ら
、
地
域
へ
の
愛
着
の
薄
さ
も
影
響
し
て

か
、
近
隣
と
の
関
係
も
非
常
に
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
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と
が
い
え
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
中
で

は
、
特
に
大
都
市
部
で
は
、
そ
の
七
割
の
人
た
ち
が
、
近
所
の
人

た
ち
と
は
親
し
く
な
い
、
ま
た
は
つ
き
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
人

た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
町
村
部
の
中
で
も

四
割
と
い
う
割
合
で
す
か
ら
、
こ
の
数
字
が
多
い
か
少
な
い
か
と

い
う
の
は
、
何
と
も
言
い
が
た
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

た
だ
、
大
都
市
部
の
七
割
の
方
た
ち
が
、
周
り
の
方
と
の
お
つ
き

合
い
と
か
関
係
を
あ
ま
り
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
数
字
を
見
ま
す

と
、
地
域
の
力
、
「
地
域
力
」
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う



し
た
も
の
が
だ
い
ぶ
弱
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ

と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
「
社
会
福
祉
の
課
題
」
と
し
て
は
、
社
会
の
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
も
騒
が
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「
少
子

高
齢
化
」
の
問
題
が
で
あ
り
ま
す
。
資
料
の
方
に
も
書
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
「
合
計
特
殊
出
生
率
」
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
女

性
が
子
ど
も
を
生
む
と
い
う
数
が
了
三
こ
ま
で
落
ち
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
「
高
齢
化
率
」
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
発

表
さ
れ
ま
し
た
国
の
方
の
割
合
と
し
て
は
約
一
九
%
、

五
人
に

人
の
方
が
六
五
歳
以
上
の
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
は
も
う
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
り
ま
し
た
、

い
わ
ゆ
る
「
団
塊

の
世
代
」
の
方
た
ち
が
、
そ
の
高
齢
者
と
な
る
と
き
に
は
、

日
本

の
中
の
こ
の
数
字
が
さ
ら
に
突
出
し
て
上
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
「
家
族
の
小
規
模
化
」
が
起
こ
っ
て
き
て
お
り
ま

し
て
、
以
前
の
よ
う
な
大
家
族
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
核
家
族
を
中

心
と
し
た
少
人
数
の
家
族
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
少
人
数
の
家
族

に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
族
が
本
来
も
っ
て
い
た
家
族
内
の
機

能
と
い
う
も
の
も
同
時
に
低
下
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
た
と
え
ば
子
育
て
に
関
す
る
こ
と
と

か
、
そ
れ
か
ら
年
老
い
た
親
を
世
話
す
る
と
い
う
こ
と
と
か
、
さ

ら
に
は
障
害
を
持
た
れ
た
身
内
、
親
類
な
ど
の
お
世
話
を
す
る
と

い
っ
た
よ
う
な
、

お
互
い
の
身
内
、
親
族
間
の
扶
養
能
力
が
低
下

を
し
て
き
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
部
分
を
社
会
的
な
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
関
連
サ
ー
ビ
ス
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
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に
強
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
頼
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
状
況
に
な
り
な
が
ら
も
、

先
ほ
ど
、

長
谷
川

先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、

日
本
の
中
で
は
社
会
福
祉

の
基
礎
構
造
改
革
が
進
ん
で
お
り
ま
し
て
、
従
来
の
よ
う
に
行
政

側
が
保
護
を
す
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
措
置
」
と
い
う
シ
ス
テ

ム
か
ら
、
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
サ

ー
ピ
ス
を
選
択
し
て
、
そ
し
て
契
約
を
す
る
と
い
う
時
代
に
移
り

変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

一
見
す
る
と
自
分
で
選
べ
る
と
い
う



サ
ー
ビ
ス
は
と
て
も
聞
こ
え
の
い
い
よ
う
に
感
じ
る
わ
け
で
す
が
、

自
分
で
選
ぶ
以
上
は
、
そ
の
責
任
は
自
分
自
身
に
あ
る
と
い
う
と

」
ろ
か
ら
、
行
政
側
の
公
的
な
部
分
の
責
任
と
い
う
部
分
が
少
し

ず
つ
後
退
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
の
中
で
い
ま
起
こ
っ
て
き

て
い
る
問
題
の
中
に
は
、
資
料
の
方
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
「
後
を
絶
た
な
い

『虐
待
」
」
の
問
題
な
ど
も
顕
著
に
な
っ

て
き
て
お
り
ま
す
。
虐
待
に
は
子
ど
も
虐
待
、
そ
れ
か
ら
障
害
者

虐
待
、
高
齢
者
虐
待
と
い
う
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
原
因
か
ら
起
こ
っ
て
き
て
い
る
も
の

で
す
が
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
環
境
に
共
通
し
て
い
る
点
と
し
て
、

強
い
者
か
ら
弱
い
立
場
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
同
時
に
、

閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
子
ど
も
虐
待
の
場
合
な
ど
は
、
集
合
住
宅
、

マ
ン
シ
ョ
ン
と
か
ア
パ
ー
ト
な
ど
で
隣
近
所
と
の
お
つ
き
合
い
が

あ
ま
り
な
い
、
周
り
と
の
お
つ
き
合
い
を
し
な
い
と
い
う
家
庭
の

中
で
起
こ
り
が
ち
、
起
こ
り
ゃ
す
い
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
も
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
し
た
地

域
、
近
隣
と
の
関
係
の
薄
さ
と
い
う
と
こ
ろ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ

か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
社
会
福
祉
関
係
の
別
の
傾
向
に
な
り
ま
す
が
、
昨
今
の

障
害
者
施
設
で
は
、
施
設
を
出
て
地
域
で
暮
ら
そ
う
と
い
う
よ
う

な
傾
向
が
徐
々
に
強
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
何
十
人
と
い
う

大
規
模
な
施
設
の
中
か
ら
四
人
と
か
五
人
と
い
う
よ
う
な
少
人
数

で
ア
パ
ー
ト
と
か

一
軒
家
を
借
り
て
、
地
域
の
中
で
生
活
す
る
と

い
う
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
障
害
者

の
方
た
ち
が
地
域
で
暮
ら
す
と
動
き
に
対
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
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地
域
の
粋
、
地
域
の
力
と
い
う
も
の
が
弱
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現

状
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を

非
常
に
気
に
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
社
会
福
祉
の
基
礎
構
造
改

革
等
に
伴
い
ま
し
て
、
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
責
任
と
い
う
の

は
一
体
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
弱
ま
っ
て

い
く
地
域
の
緋
、

つ
な
が
り
と
い
う
も
の
を
、
先
ほ
ど
長
谷
川
先

生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
再
度
築
き
上
げ
て
い
く
と
い

う
よ
う
な
、
本
当
の
地
域
福
祉
の
時
代
、
「
真
(
ま
こ
と
)
の
地



域
福
祉
」
の
時
代
に
い
ま
ま
さ
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
住
民
の
力
に
よ
る
地
域
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
が
期

侍
さ
れ
る
中
で
、
国
の
方
で
は
市
町
村
ご
と
の
地
域
福
祉
計
画
を

策
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
平
成
一
五
年
、
こ
と
し
の
四
月
か
ら
取

り
組
む
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
指
導
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。」

の
「
地
域
福
祉
計
画
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
従
来
の
福
祉

の
三
プ
ラ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
高
齢
者
分
野
の
「
ゴ

ー
ル
ド

プ
ラ
ン
」
、
そ
れ
か
ら
障
害
者
分
野
の
「
障
害
者
プ
ラ
ン
」
、
さ
ら

に
児
童
子
育
て
分
野
の
「
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」
、
そ
れ
ぞ
れ
サ
1

ビ
ス
対
象
ご
と
に
つ
く
ら
れ
た
プ
ラ
ン
と
い
う
も
の
と
は
異
な
り

ま
し
て
、
行
政
が
主
導
的
に
何
か
を
行
う
と
い
う
よ
り
も
、
住
民

た
ち
の
力
に
よ
っ
て
、
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
そ
の
計
画
を
つ
く

り
上
げ
て
い
く
よ
う
に
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

た
め
計
画
策
定
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
各
市
町
村
で
は
、
住
民
懇

談
会
と
か
懇
話
会
と
い
う
も
の
を
何
回
も
聞
き
な
が
ら
、
地
域
の

中
に
あ
る
福
祉
課
題
を
抽
出
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
を
ど
う
地
域
の

中
で
解
決
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
計
画
に
盛
り
込
む
と
い

う
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
地
域
福
祉
の
問
題
と
い
う
の
は
、
地
域
全
体
を
見

回
し
て
、
全
体
的
に
あ
る
問
題
を
探
す
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
中
に
あ
る
個
別
の
問
題
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
一
つ

の
問
題
を
地
域
の
問
題
に
広
げ
て
い
く
と
い
う
の
が
地
域
福
祉
の

取
り
組
み
と
い
う
点
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
施
設

と
か
、
公
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
そ
の

一
歩、

二
歩
前

の
予
防
的
か
積
極
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
と
い
う
こ
と
が
地
域
福
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祉
に
は
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い

っ
た
地
域
福
祉
の
展
開
を
は
進
め
て
い
く
中
で
、
福
祉

の
町
づ
く
り
と
い
う
こ
と
を
地
域
の
住
民
の
皆
さ
ん
た
ち
で
図
つ

て
い
く
必
要
性
が
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
中
で
は
、

そ
の
地
域
に
住
ん
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
人
た
ち
が
地
域
の
こ
と
を
考
え
、
地
域
住
民
の
こ

と
、
自
分
た
ち
の
た
め
に
自
分
た
ち
が
尽
力
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

福
井
県
の
三
国
町
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
、
数
年
前
に
ロ



シ
ア
の
重
油
を
運
ぶ
ナ
ホ
ト
カ
号
が
沈
没
し
て
、
重
油
が
流
れ
つ

い
た
町
、
も
し
く
は
東
尋
坊
が
あ
る
と
こ
ろ
と
い
い
ま
す
と
ご
存

知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
二
万
三
O
O
O
人
の

町
民
の
皆
さ
ん
た
ち
が
全
員
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
形
で
町
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行

っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
う
い
っ
た
土
壊
を
つ
く
り
上
げ
、
住
民
が
地
域
の
た
め
に
活

動
し
や
す
い
よ
う
な
仕
組
み
を
築
き
上
げ
て
い
っ
て
い
る
町
と
い

う
こ
と
が
こ
の
三
国
町
の
場
合
、

言
え
る
の
で
は
な
い
か
思
い
ま

す
そ
し
て
も
う

一
つ
、
山
口
県
に
あ
る
東
和
町
と
い
う
町
で
す
が
、

ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
ち
ら
の

町
は
日
本
の
中
で
有
数
の
高
齢
化
の
進
ん
だ
町
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
し
て
、
全
町
民
の
約
五

O
%
の
方
が
六
五
歳
以
上
の
町
に
な
っ

て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
数
年
前
に
、
当
時
厚
生
省
だ
っ
た
時
代

の
厚
生
白
書
の
中
に
、
こ
の
東
和
町
の
食
事
サ
ー
ビ
ス
の
様
子
が

写
真
入
り
で
絞
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ど
う
い
っ
た
写
真
で
あ
る
か

と
い
う
と
、
手
押
し
車
を
押
し
て
い
る
腰
の
曲
が
っ
た
お
ば
あ
さ

ん
の
写
真
が
出
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
手
押
し
車
の
上
に
は
何
が

乗
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
配
達
す
る
お
弁
当
箱
が
乗
っ
て
い
た

の
で
す
。
自
分
は
年
を
と
っ
て
、
腰
が
曲
が
っ
て
い
て
も
、
ま
だ

動
け
る
、
だ
か
ら
、
自
分
は
お
弁
当
を
配
達
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
、
食
事
サ
ー
ビ
ス
の
配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
自
分
自
身
の
中
で
い
ま
で
き
る
こ

と
を
実
践
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
域
福
祉
活
動
の

一
つ
の
原
点
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
住
民
の
力
に
よ
る
福
祉
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
が
進

め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
本
当
に

必
要
で
あ
る
、
施
設
に
入
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
手
前
の

段
階
で
手
を
差
し
伸
べ
て
い
く
と
い
う
予
防
接
種
的
な
ワ
ク
チ
ン

を
打
つ
よ
う
な
、
そ
う
い
う
関
わ
り
方
を
地
域
の
中
で
つ
く
り
上

げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
福
祉
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
て
い
く
と
き
に
は
、

一
つ
の
大
き
な
市
町
村
、
何
十
万
人
と
か
何
万
人
と
い
う
中
で
そ

れ
を
進
め
よ
う
と
し
て
も
、
こ
れ
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
小
さ
い
単
位
の
中
で
、
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小
地
域
の
中
で
、
理
想
的
な
と
こ
ろ
は
顔
が
見
え
る
エ
リ
ア
と
い

う
点
か
ら
、
小
学
校
区
単
位
、
も
し
く
は
中
学
校
区
程
度
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
学
校
区
の
中
で
地
域
住
民
の
人
た

ち
が
、
誰
が
ど
こ
に
住
ん
で
、
そ
の
人
は
ど
う
い
う
人
な
の
か
、

わ
か
る
よ
う
な
エ
リ
ア
の
中
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
上
げ
ら

れ
て
い
く
こ
と
が
理
想
的
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
も
の
も
、
対
象
者
別
の
子
ど
も
に

関
す
る
も
の
、
障
害
者
に
関
す
る
も
の
、
高
齢
者
に
関
す
る
も
の

と
同
時
に
、
町
内
会
、
自
治
会
、
そ
の
他
P
T
A等
と
い
っ
た
横

の
つ
な
が
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
縦
と
横
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

う
ま
く
噛
み
合
せ
た
小
地
域
内
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
う
ま

く
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま

す
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
福
祉
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
て
い

く
と
い
う
流
れ
は
、
昨
年
、
小
中
学
校
で
、
そ
し
て
今
年
度
か
ら

高
等
学
校
で
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
「
総
合
的
な
学
習
の
時

間
」
の
な
か
で
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
す
る

「福
祉
教
育
」
と
い

う
も
の
と
も
関
係
し
て
く
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
来
、
学
校
教

育
で
す
か
ら
学
校
で
行
う
と
い
う
の
が
当
然
の
よ
う
に
感
じ
る
か

と
思
う
の
で
す
が
、
福
祉
教
育
の
場
合
に
は
、
学
校
だ
け
で
は
行

え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
地
域
と
連
携
を

は
か
つ
て
、
学
校
と
地
域
の
中
で
子
ど
も
た
ち
に
福
祉
に
関
す
る

関
心
を
高
め
て
も
ら
い
、
将
来
、
地
域
や
町
を
支
え
て
も
ら
え
る

よ
う
な
、
そ
う
い

っ
た
人
材
に
育
て
あ
げ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ

が
福
祉
教
育
の
ね
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら

い
ま
、
地
域
の
中
で
地
域
福
祉
活
動
を
展
開
し
、
そ
の
姿
を

子
ど
も
た
ち
に
見
せ
て
い
く
こ
と
が
生
き
た
福
祉
教
育
に
な
る
の
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で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
日
、
二
日
、
施
設
に
い
っ

て
、
施
設
の
中
を
掃
除
し
て
、
福
祉
教
育
し
た
と
い
う
の
で
は
な

く
て
、

日
々
、
地
域
の
中
で
お
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
町
の
様

子
を
子
ど
も
た
ち
に
常
日
頃
見
せ
て
い
く
こ
と
が
真
の
福
祉
教
育

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
環
境
と
い
う
も
の
が
人
の
心
を
変
え
る
と
こ
ろ
に
な

っ
て
お
り
ま
し
て
、
心
の
バ
リ
ア
を
取
り
除
く
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
環
境
を
つ
く
る
の
は

人
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
人
は
変
え
ら
れ
て
い
く



と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
今
回
の
テ
1
マ
で
も
あ
り
ま
す
寺
院
は
地
域
の
福
祉
に

い
か
に
貢
献
し
得
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
地
域
資
源
と
し

て
の
寺
院
、
そ
れ
か
ら
僧
侶
の
方
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お

願
い
し
た
い
の
か
、
期
待
し
た
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す

が
、
こ
れ
は
顔
の
見
え
る
キ
l
パ

i
ソ
ン
と
し
て
地
域
の
中
で
活

動
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

私
の
よ
う
な

一
般
住
民
が
地
域
の
中
で
生
活
し
て
い
た
と
し
て

も
、
「
私
」
と
「
小
倉
」
と
い
う
名
前
が
一
致
す
る
人
が
地
域
の

中
に
ど
れ
だ
け
い
る
か
と
い
う
の
は
、

い
さ
さ
か
不
安
で
は
あ
り

ま
す
が
、

で
も
、
「
何
々
寺
院
の
ご
僧
侶
の
方
」
と
い
う
場
合
に

は
、
地
域
の
中
の
住
民
の
人
た
ち
が
、
皆
さ
ん
、
「
あ
あ
、
あ
の

方
ね
」
と
い
う
よ
う
に
顔
と
そ
の
存
在
が

一
致
す
る
と
い
う
と
こ

ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
地
域
の
福
祉

を
支
え
る
キ
l
パ
l
ソ
ン
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
「
思
い
や
り
・
や
さ
し
さ
」
を
伝
え
る
と
い
う
と
こ
ろ

で
は
、
こ
れ
は
福
祉
の
原
点
と
宗
教
家
の
ご
僧
侶
の
皆
さ
ん
た
ち

の
活
動
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
共
通
点
が
何
か
見
出
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

も
う
、
寺
院
へ
の
期
待
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
場
所
の
提
供
と

い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
学
校
が
最
近
で
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
場
と

し
て
空
き
教
室
を
提
供
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
だ
い
ぶ
増
え
て
き

宇
Amyレ
h
~

。
で
も
、
そ
れ
を
使
う
ま
で
に
は
や
は
り
時
聞
が
か
か
り

ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
学
校
と
い
う
の
は
教
育
を
す

る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
補
助
金
を
出
し
て
つ
く
っ
て
い
る
建
物

q
J
 

だ
か
ら
、
そ
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
教
育
の
目
的
以
外
に

使
う
と
い
う
の
は
、
と
て
も
難
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
教
育
行

政
の
壁
を
取
り
除
く
の
に
時
間
が
か
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
。し

か
し
な
が
ら
、
「
寺
院
」
と
い
う
建
物
の
場
合
に
は
、
そ
の

目
的
は
多
種
多
様
な
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
地
域
の

た
め
に
そ
こ
を
活
用
で
き
る
場
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
け
る

と
、
地
域
貢
献
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ

ど
の
地
域
福
祉
計
画
を
つ
く
る
際
の
住
民
懇
談
会
と
し
て
の
場
の



提
供
と
か
、
あ
と
は
寺
院
の
中
に
は
高
齢
者
の
方
た
ち
中
で
も
元

気
な
方
た
ち
の
集
い
の
場
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

「
ふ
れ
あ
い
い
き

い
き
サ
ロ
ン
」
と
い
う
も
の
を
展
開
で
き
る
よ
う
に
場
を
提
供
し

た
り
、
「
子
育
て
サ
ロ
ン
」
と
し
て
場
を
提
供
し
た
り
と
い
う
と

」
ろ
も
あ
る
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
場
と
し
て
の
提
供

と
い
う
こ
と
も
、

一
方
で
は
望
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

そ
し
て
最
後
に
ご
僧
侶
の
皆
さ
ん
た
ち
に
は
、
地
域
の
コ

l
デ

イ
ネ

l
タ
l
役
と
し
て
、
地
域
の
住
民
の
皆
さ
ん
に
地
域
社
会
の

中
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

」
れ
は
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
の
た
め
に
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な

方
を
「
つ
な
ぐ
」
と
い
う
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
け
る
と

い
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
も
う

一
つ
は
、

サ
ボ

l
タ
l
役
で
す
。
コ
ミ
、
ユ
一
一
-
ア

ィ
・
ソ

l
シ
ヤ
ル
ワ
l
ク
と
い
う
考
え
方
は
、
地
域
の
中
で
福
祉

の
課
題
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
を
地
域
の
中
で
支
え
て
い
く
と
い

う
援
助
の
あ
り
方
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ソ
l
シ
ヤ
ル
ワ
l
ク
と
い
う
、
専
門
的
な
援
助
と
は
い
わ
な
く
て

も
、
そ
の
陰
で
対
象
と
な
る
人
た
ち
そ
う
し
た
人
を
人
た
ち
援
助

す
る
を
支
え
る
サ
ポ

l
タ
!
と
し
て
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
だ

け
る
と
よ
ろ
し
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
モ
ニ
タ
ー
役
と
し
て
地
域
の
福
祉
、
サ
ー
ビ
ス

の
展
開
の
際
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

」
れ
は
あ
る
地
域
の
懇
談
会
に
出
席
し
た
と
き
に
あ
っ
た
こ
と

な
の
で
す
が
、
地
域
の
役
員
の
人
た
ち
が
と
て
も
一
生
懸
命
地
域

福
祉
活
動
を
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
活
動
に
加
わ
っ
て
く
れ
な

い
住
民
の
人
た
ち
が
は
話
を
あ
ま
り
聞
い
て
く
れ
な
い
と
い
う
の
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で
す
。
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
役
員
の
人
た
ち
が
、
問
題
の
当
事
者

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
冷
静
に
状
況
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
が

な
か
な
か
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
と
き
に

一
歩
、
立
場
を
違
え
た
第
三
者

的
な
立
場
か
ら
そ
の
住
民
の
人
た
ち
に
関
わ
っ
て
い
っ
て
い
た
だ

い
て
、

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
し
て
い
っ
て
い

た
だ
け
る
と
よ
ろ
し
い
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
社
会
福
祉
の
課
題
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
あ
ち
こ
ち
に
話
が

飛
ん
で
し
ま
っ
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
寺
院
の
人



た
ち
に
地
域
の
福
祉
に
貢
献
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、

い
ま
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し

て
、
サ
ボ
l
タ
!
と
し
て
、
そ
し
て
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
関
わ
っ
て

い
た
だ
け
る
と
、
よ
り
よ
い
地
域
福
祉
の
実
践
活
動
と
い
う
の
は

展
開
で
き
る
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

長
谷
川

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

小
倉
先
生
か
ら
は
四
つ
の
柱
を
立
て
て
、
特
に
社
会
福
祉
の
制

度
体
系
が
大
き
く
変
質
し
て
い
く
。
従
来
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
住
民
の
方
々
は
受
け
る
側
と
い
う
、
そ
う
い
う

要
素
が
多
分
に
あ
っ
て
、
行
政
主
導
で
あ
り
ま
し
た
が
、
受
け
る

ば
か
り
で
は
な
く
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
、
福
祉
サ
l

ピ
ス
を
担
う
側
に
立
つ
と
い
う
意
識
の
転
換
、
そ
の
よ
う
な
中
で

「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
も
の
も
よ
り
将
来
的
に
展
望
が

開
け
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、

い
ろ
い
ろ
な
ケ
l

ス
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
最
後
に
「
地
域
資
源
と
し
て
の
寺
院
、
僧
侶
」
と
い
う

と
こ
ろ
で
、
寺
院
の
担
う
べ
き
役
割
、
ま
た
、
住
職
、
寺
族
等
の

担
う
役
割
を
よ
り
具
体
的
、
多
面
的
に
ご
提
言
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
。

そ
れ
で
は
次
に
宗
教
社
会
学
の
お
立
場
か
ら
磯
岡
先
生
か
ら
ご
発

題
い
た
だ
き
ま
す
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

磯
岡

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
座
っ
た
ま
ま
で
失
礼
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
宗
教
社
会
学
の
立
場
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
、

レ
ジ
メ
に
沿

っ
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
「
宗
教
社
会
学
の
立
場
」
を
紹
介
い
た

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
「
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
視
点
」
を
も
っ
て
や
っ
て
い

き
た
い
。
私
自
身
、
教
師
で
は
な
く
在
家
で
ご
ざ
い
ま
す
。
宗
教

社
会
学
は
信
仰
的
な
立
場
、
教
団
の
側
に
立
つ
て
の
研
究
で
は
な

く
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
立
場
で
、
実
証
的
な
分
析
を
し
て
い

く
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

二
つ
目
で
す
が
、
浄
土
宗
と
か
仏
教
と
か
特
定
の
一
つ
の
宗
教

だ
け
を
研
究
す
る
の
で
な
く
、
「
通
宗
教
的
」
と
い
う
言
葉
が
あ



る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る

と
か
、
新
宗
教
で
あ
る
と
か
、
他
宗
教
も
見
て
い
く
、
そ
し
て
そ

れ
と
比
較
を
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
、
あ
る
い
は
宗
教
全
体
を
取

り
巻
く
社
会
の
あ
り
方
と
宗
教
と
の
関
係
を
見
て
い
く
、
こ
の
よ

う
な
立
場
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
私
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
は
、
地
域
の
福
祉
へ
の
寺
院
の

参
加
、
貢
献
の
道
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
寺
院
は
地
域

社
会
の
中
で
福
祉
文
化
を
創
造
す
る
力
と
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
結
論
先
取
り
的
に
最
初
に
申

し
上
げ
ま
す
と
、
私
は
寺
院
は
、
両
方
と
も
十
分
、
そ
う
い
う
力

と
な
り
得
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
、

寺
院
は
長
く
地
域
の
文
化
の
中
心
と
し
て
機
能
し
て
き
た
か
ら
で

す
。
で
す
か
ら
、
地
域
社
会
の
中
で
福
祉
文
化
を
創
造
し
、
あ
る

い
は
福
祉
を
担
う
こ
と
は
、
寺
院
に
と
っ
て
初
め
て
の
仕
事
で
は

な
い
の
で
す
。
寺
院
は
本
来
、
地
域
福
祉
の
中
心
点
で
し
た
し
、

福
祉
の
多
様
な
機
能
を
担
う
い
ろ
い
ろ
な
グ
ル
ー
プ
の
結
節
点
で

し
た
。

し
か
し
、
近
代
以
降
の
全
体
社
会
の
変
動
の
中
で
寺
院
の
機
能

が
だ
ん
だ
ん
狭
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、

主
と
し
て
葬
祭
の
分
野

に
集
中
し
て
い
っ
た
、
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
私
ど
も
は
、
こ
れ
を
「
世
俗
化
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。

現
代
に
お
い
て
こ
の
本
来
の
機
能
を
十
分
寺
院
が
担
え
て
い
な

い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
は
、
世
俗
化
の
影
響
で
あ
る
と
と
も
に
、

社
会
の
変
化
に
つ
い
て
い
き
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
あ

る
い
は
地
域
の
ニ

i
ズ
の
変
化
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
現
代
社
会
の
変
化
、
地
域
社
会
の
変
化
に
は
ど
ん
な
も

の
が
あ
る
か
、
私
な
り
に
六
項
目
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
ほ
か

の
ま
と
め
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
り
あ
え
ず
次
の
よ

う
に
し
ま
し
た
。

第

一
に
「
脱
工
業
社
会
と
成
長
の
限
界
」
、

二
番
目
が
「
都
市

化
と
過
疎
化
」
、

三
番
目
が
「
流
動
化
」
、

四
番
目
が
「
高
度
情
報

化」、

五
番
目
が
「
高
齢
化
」
、
「
少
子
・
高
齢
化
」
と
い
っ
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
。
六
番
目
が
「
価
値
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
い

う
こ
と
で
す
。



一
番
の
「
脱
工
業
社
会
」
、
こ
れ
は
社
会
学
者
の
ダ
ニ
エ
ル

ベ
ル
が
言
っ
た
こ
と
で
す
が
、

い
わ
ゆ
る
従
来
の
重
厚
長
大
型
の

工
業
社
会
か
ら
、
技
術
・
サ
ー
ビ
ス
・
知
識
な
ど
が
中
心
の
産
業

へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
現
代
社
会
は
そ
う
い
え
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
地
域
社
会
と
い
う
よ
り
全
体
社
会
の
変
化
で
あ
り
ま

す
次
の
「
成
長
の
限
界
」
、
こ
れ
は
一
九
七
二
年、

ロ
ー
マ
ク
ラ

ブ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
出
し
た
本
の
名
前
で
す
。
世
界
的
規
模
で

社
会
の
成
長
が
そ
ろ
そ
ろ
行
き
詰
ま
り
を
示
し
て
い
て
、
限
界
に

近
づ
い
て
き
て
い
る
、
こ
れ
が
二
O
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
で
し
た
。

そ
し
て
レ
ジ
メ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
環
境
が
悪
化
し
、
経
済

の
成
長
が
止
ま
っ
て
、

わ
が
国
は
長
期
の
構
造
不
況
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
出
て
く
る
考
え
方
と
し
て
は
、
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な

価
値
観
」
、
あ
る
い
は
外
側
か
ら
の
開
発
で
は
な
く
地
域
の
内
側

か
ら
発
展
し
て
い
く
、
地
域
の
内
側
か
ら
発
展
し
て
い
く
「
内
発

的
発
展
論
」
、
こ
れ
は
鶴
見
和
子
と
い
う
社
会
学
者
が
い
っ
て
い

る
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
価
値
観
」
と
い
う
の
は
、
人
間
も
ま
た
生

態
系
の
一
つ
の
種
に
す
ぎ
ず
、
人
間
中
心
に
こ
の
社
会
を
開
発
し

て
い
く
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
消
費
や
浪

費
の
欲
望
の
肥
大
化
に
対
し
て
、
欲
望
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
価

値
観
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
う

わ
け
で
す
。

二
番
目
の
「
都
市
化
と
過
疎
化
」
、
こ
れ
は
説
明
す
る
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
紙
の
表
・
裏
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
現
在
、
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わ
が
国
の
国
土
面
積
、

三
%
の
面
積
に
七
八

O
O
万
人
の
人
が
集

中
し
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
都
市
化
」
で
す
。
そ
こ
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
人
口
が
減
っ
て

い
く
「
過
疎
化
」
、
こ
こ
で
も
た
く
さ
ん
の
問
題
が
起
き
て
お
り

ま
す
。
特
に
取
り
上
げ
た
い
の
が
先
ほ
ど
も
小
倉
先
生
か
ら
あ
り

ま
し
た
が
地
域
社
会
の
紐
帯
が
衰
退
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の

よ
う
に
人
間
関
係
が
希
薄
化
し
て
い
る
中
で
青
少
年
問
題
が
都
市

で
も
地
方
で
も
起
こ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

三
番
目
の
「
流
動
化
」
は
、
人
口
が
非
常
に
流
動
的
に
な
っ
て



き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
と
に
地
域
の
流
動
化
と
い
う
こ
と
を

こ
こ
で
は
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
地
域
に
定
住
し
て
い
る

人
た
ち
が
少
な
く
な
っ
て
、
流
動
す
る
方
々
が
非
常
に
多
く
な
っ

て
い
る
。
三
%
に
七
八

O
O
万
が
集
中
し
、
そ
の
三
%
の
中
で
ど

ん
ど
ん
流
動
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

さ
ら
に
外
国
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
方
々
が
日
本
に
や
っ
て
こ
ら

れ
ま
す
。
レ
ジ
メ
に
は

「
外
国
人
ニ
ュ

l
カ
マ

l
」
と
書
い
て
お

き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
韓
国
や
中
国
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア

や
ア
ラ
ブ
諸
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
方
々
が
や
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

一
見
異
質
と
思
わ
れ
る
こ
う
い

っ
た
人
々
が
流
入
し
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
都
市
部
、
あ
る
い
は
周
辺
部
を
中
心

に
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
四
番
目
の
「
高
度
情
報
化
」
で
す
が
、
こ
れ
も
申
す

ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
陸
目

的
で
、
携
帯
の
メ

l
ル
も
含
め
て
こ
れ
が
及
ぼ
す
人
間
関
係
、
子

ど
も
で
い
え
ば
友
だ
ち
関
係
と
か
に
、
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
ま
す
。
情
報
の
流
れ
と
い
う
も
の
が
量
・
質
と
も
に
ぐ
ん

ぐ
ん
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
情
報
手
段
が
大
衆
化
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
用
い
て
地
域
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
発
信
で
き
る
し
、
こ
れ
を
利
用
で
き
る
面

も
あ
る
の
で
す
。

五
番
目
の
「
少
子

・
高
齢
化
」
で
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
小
倉

先
生
か
ら
も
あ
り
ま
し
た
が
、
高
齢
者
の
人
口
に
占
め
る
割
合
が

ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
て
、
わ
が
国
は
現
在
高
齢
社
会
、
今
後
超
高

齢
社
会
に
移
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
帯
に
お
い
て

は
、
レ
ジ
メ
に
「
エ
ン
プ
テ
イ
ネ
ス
ト
」
と
書
い
て
お
き
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
「
空
の
巣
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
家
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庭
か
ら
巣
立
っ
て
し
ま
っ
て
、
も
う
老
夫
婦
二
人
だ
け
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
、
そ
の
空
っ
ぽ
の
巣
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
う
ち
、

ど
ち
ら
か
片
方
に
な
る
と
、
高
齢
の
単
身
者
が
増
加
し
て
い
き
ま

す
。
こ
う
い
う
高
齢
者
の
方
々
も
地
域
福
祉
な
ど
社
会
参
加
を
し

て
い
く
、
こ
れ
が
課
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

六
番
目
は
「
価
値
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」

で
す
。
「グ

ロ
ー
バ
ル

化
」
は
も
と
も
と
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
使
い
方
を
し
た

言
葉
で
す
が
、
私
の
分
野
で
は
「
価
値
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
に
、

着
目
い
た
し
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
「
流
動
化
」
や
「
情
報



化
」
国
境
が
だ
ん
だ
ん
と
あ
い
ま
い
に
な
り
、

い
ろ
い
ろ
な
価
値

が
入
っ
て
多
様
化
し
て
い
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
異
文
化
に

接
触
す
る
機
会
が
増
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
異
文
化
と
融
合
す
る

局
面
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
こ
の
問
、
東
京
都
内
に
た
く
さ
ん
建
設
さ
れ
て
い
る
イ
ス

ラ
l
ム
の
モ
ス
ク
の

一
つ
を
調
査
し
て
き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
ア

ラ
ブ
諸
国
の
方
々
が
日
本
で
イ
ス
ラ
l
ム
を
信
仰
す
る
、
そ
の
拠

点
と
な
る
モ
ス
ク
を
建
て
て
い
ま
す
。
そ
の
モ
ス
ク
で
は
毎
日
の

よ
う
に
入
信
者
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
入
信
者
の
大
部
分
は
イ

ス
ラ

l
ム
の
男
性
と
結
婚
す
る
若
い
日
本
女
性
で
す
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
モ
ス
ク
が
東
京
の
下
町
に
あ
る

の
で
す
が
、
そ
こ
で
定
着
す
る
た
め
に
、
そ
の
下
町
で
行
わ
れ
て

い
る
地
域
の
お
祭
り
に
参
加
を
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
屋
台
を
出

し
た
り
、
出
し
物
を
出
し
た
り
し
て
、
都
市
祭
り
に
積
極
的
に
参

加
し
て
、

日
本
の
文
化
に
な
じ
ん
で
い
こ
う
と
一
生
懸
命
に
努
力

し
て
い
る
、
ま
た
受
け
入
れ
側
も
排
除
し
な
い
で
仲
良
く
や
っ
て

、.
、
し
く

そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
い
る
の
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
多
分
、
今
後
異
文
化
と
の
接
触
、

融
合
の
具
体
相
か
ら
私
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
に
な
る
、
異
文
化
と
の

共
生
と
い
う
考
え
方
・
生
き
方
が
少
し
ず
つ
一
般
化
し
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
地
域
社
会
の
変
化
を
理
解
し
た
う
え
で
、
「
変
動
す
る

地
域
の
福
祉
と
寺
院
」
、
寺
院
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
福
祉
」
と
い
う
用
語
を
使
わ
な
く
て
も
、
地
域
に
あ
っ

て
人
々
が
「
共
に
よ
り
よ
く
生
き
る
」
た
め
に
は
、

お
の
ず
と

「
生
き
方
」
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
突
き
詰
め
れ
ば
宗
教
の
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問
題
が
か
か
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

地
域
福
祉
に
は
宗
教
が
非
常
に
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
く

る
と
思
い
ま
す
。

」
の
よ
う
に
仏
教
者
と
地
域
福
祉
、
あ
る
い
は
寺
院
と
の
か
か

わ
り
は
本
来
的
な
の
で
は
な
い
か
、
地
域
福
祉
と
宗
教
は
も
と
も

と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
に
と
っ
て
、
こ
の
地
域
福
祉
と
い
う
の

は
本
務
以
外
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
仕
事
な
ど
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
本
来
的
な
仕
事
の

一
部
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で



は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
二
番
目
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
新

た
に
地
域
福
祉
に
取
り
組
み
始
め
る
の
で
は
な
く
て
、
歴
史
的
に

見
て
も
、
寺
院
は
寺
子
屋
な
ど
地
域
の
文
化
の
中
心
と
し
て
機
能

し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
よ
う
と
い
う
こ
で
す
。

番
目
で
す
が
、
地
域
福
祉
の
一
方
の
主
役
は
、
地
域
住
民
、

民
間
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
寺
院
は
そ
の
主
役
の
一
員
と
し
て

独
自
性
、
自
主
性
を
発
揮
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
特
に
「
こ
こ

ろ
」
の
領
域
で
と
い
う
こ
と
で
す
。
他
の
福
祉
の
グ
ル
ー
プ
は
、

」
の
「
こ
こ
ろ
」
の
部
分
の
ケ
ア
が
必
ず
し
も
十
全
で
は
な
い
、

そ
こ
を
寺
院
が
補
っ
て
い
く
、

い
ろ
い
ろ
な
形
の
担
い
方
が
あ
る

で
し
ょ
う
が
、
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

寺
院
は
地
域
福
祉
の
社
会
的
支
援
と
し
て
、
境
内
や
建
物
の
ス

ベ
ー
ス

(
物
的

て
そ
れ
か
ら
住
職
や
寺
族
や
檀
信
徒
の
ボ
ラ
ン

タ
リ
!
な
働
き
(
人
的
)
、
資
金
援
助
(
経
済
的
)
の
基
盤
、
こ

の
三
つ
の
面
で
か
か
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は

」
と
に
人
の
部
分
、
人
的
な
基
盤
、
人
的
な
資
源
、
こ
れ
が
期
待

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

地
域
の
福
祉
文
化
の
創
造
は
、
寺
院
だ
け
で
は
な
し
得
ま
せ
ん
。

先
ほ
ど
の
小
倉
先
生
の
お
話
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
従
来
の

「
官
」
中
心
の
福
祉
、
あ
る
い
は
「
民
」
中
心
、
そ
の
両
者
の
中

継
ぎ
を
す
る
役
割
を
寺
院
が
担
っ
て
い
く
。
新
た
な
「
公
」
、
官

で
も
民
で
も
な
く
て
、
寺
院
が
か
か
わ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
な

ど
の
新
た
な
「
公
」
、
そ
う
し
た
公
共
社
会
の
構
築
に
寺
院
は
参

画
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
う
の
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
考
え
ら
れ
る
寺
院
の
対
応
と
し
て
、
六
つ
あ
げ
て
み

ま
し
た
。
こ
れ
は
私
な
り
に
上
の
「
現
代
社
会
の
変
動
と
地
域
社
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会
」
の
六
項
目
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
さ
せ
た
つ
も
り
な
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
六
つ
以
外
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
ま
た
、
現
在

す
で
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
ず

一
番
目
で
す
が
、
「
最
下
層
」
、
た
と
え
ば
ホ
l
ム
レ
ス
へ

の
関
心
、
地
域
社
会
に
そ
う
い
っ
た
現
象
が
あ
る
の
で
は
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
関
心
を
も
っ
。
そ
れ
か
ら
「
こ
こ
ろ
の
開
発
(
か
い
ほ

っ
こ
で
す
。
こ
れ
は
開
発
と
書
い
て
「
か
い
ほ
つ
」
と
言
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
従
来
の
地
域
社
会
外
か
ら
く
る
大
資
本
の
大
型
の

開
発
で
は
な
く
て
、
限
ら
れ
た
資
源
で
自
然
と
共
生
し
な
が
ら
、



地
域
社
会
の
独
自
性
の
中
か
ら
内
発
的
に
地
域
を
豊
か
に
し
て
い

く
、
耕
し
て
い
く
、
こ
と
に
耕
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
の
豊
か

さ
を
追
い
求
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
タ
イ
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
上
座
部
仏
教
、
特
に
社
会
的
参

加
仏
教
と
い
わ
れ
る
最
近
の
動
き
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
自
然
環
境
と
の
共
生
を
図
る
の
で
す
。

二
番
目
に
は
「
今
日
的
な

「
つ
な
が
り
」

の
再
構
築
」
で
す
。

こ
れ
は
都
市
化
に
あ
っ
て
も
、
過
疎
化
に
あ
っ
て
も
檀
信
徒
の
枠

を
超
え
て
今
日
的
な
つ
な
が
り
を
再
構
築
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
も
あ
り
ま
し
た
が
コ
ミ
ユ
ニ

テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
寺
院
と
い
う
ふ
う
に
言
い
換
え
て
も

よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

三
番
目
は
「
流
動
化
」
に
対
応
し
て
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

「
地
域
外
会
員
(
信
徒
)
、
遠
隔
地
会
員
(
信
徒
)

の
育
成
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
檀
信
徒
や
寺
院
に
か
か
わ
る
方
々
が
ど
ん

ど
ん
流
動
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
の
移

っ
て

い
っ
た
方
々

に
対
応
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
に
は
遠
隔
地
会
員
の
信
徒
名
簿
が

教
会
に
す
で
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
流
入
し
て
き
た
外
国
人
向
け

の
講
習
会
、
学
習
会
、
あ
る
い
は
異
文
化
理
解
の
啓
発
教
育
も
必

要
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

四
番
目
は
、
「
高
度
情
報
化
」
に
対
応
し
て
、
「
寺
院
ホ
l
ム
ベ

ー
ジ
の
作
成
」
で
す
、
ず
い
ぶ
ん
寺
院
の
ホ
l
ム
ペ

1
ジ
が
増
え

ま
し
た
。
本
研
究
所
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
数
年
で
か
な
り
の

数
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
各
宗
と
も
同
様
の
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
寺
院
の
そ
う
い
う
情
報
を
福
祉
を
必
要
と
す
る
利
用

者
向
け
に
発
信
し
て
い
く
、
伝
達
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
れ
か
ら
五
番
目
は
、

私
の
こ
と
ば
で
す
が
「
『葬
祭
』
も
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『救
済
』
も
」
で
す
。
近
代
以
降
、
特
に
戦
後
、
寺
院
が
主
と
し

て
担

っ
て
き
た
「
葬
祭
」
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
機
能
だ
と
思

い
ま
す
。

地
域
で
実
際
に
生
活
を
し
て
い
く
上
で
具
体
的
に
困

っ
て
い
る
、

あ
る
い
は
問
題
を
抱
え
て
い
る
方
々
に
対
応
す
る
、
こ
れ
を
「
救

済
」
と
私
は
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
先
ほ
ど
の

単
身
高
齢
者
が
孤
独
で
悩
ん
で
い
る
、
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
、

」
れ
が
救
済
で
あ
り
ま
す
。
従
来
、
中
心
で
あ

っ
た
葬
祭
に
、
プ

ラ
ス
救
済
も
と
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。



」
の
「
救
済
」
と
い
う
の
は
、
戦
後
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
わ

が
国
で
は
主
と
し
て
新
宗
教
が
担
っ
て
き
た
機
能
な
の
で
す
。
そ

こ
に
寺
院
も
参
入
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。
た
と
え
ば
高
齢
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成
し
て
い
く
と
い
う

ふ
、
つ
に
。

六
番
目
は
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
共
生
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
は
寺
院
が
地
域
福
祉
を
や
っ
て
い
く
上
で
他
宗
派
、
他
宗
教
、

あ
る
い
は
宗
教
で
な
い
団
体
と
協
働
し
て
い
く
、
た
と
え
ば
宗
教

N
G
O
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ
て
い
く
と
か
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
お
の
ず
と
期
待
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
あ
り

ま
す
。

時
間
で
す
の
で
、
ま
た
後
ほ
ど
、
質
疑
応
答
の
中
で
補
足
さ
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
谷
川

磯
岡
先
生
か
ら
は
宗
教
社
会
学
の
お
立
場
か
ら
、
特
に
こ
の
レ

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

ジ
メ
で
い
い
ま
す
と
、

二
番
目
の
「
現
代
社
会
の
変
動
」
、
こ
れ

に
伴
、
つ
地
域
社
会
の
目
下
の
在
り
様
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
寺
院

関
係
者
が
し
っ
か
り
と
把
握

・
認
識
し
得
る
か
と
い
う
問
題
、
そ

し
て
把
握
・
認
識
し
得
た
と
き
に
、
最
後
に
や
は
り
対
応
し
た
形

で
六
つ
考
え
ら
れ
る
寺
院
の
態
様
と
し
て
掲
げ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
方
向
に
寺
院
並
び
に
僧
侶
の
一
つ
の
か
か

わ
り
方
と
か
、
あ
る
い
は
発
信
の
し
方
、
役
割
機
能
と
い
う
も
の

が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
な
ご
提
言
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
は
、
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
仏
教
福
祉
、
寺
院
福
祉
の
実
践

者
と
い
う
お
立
場
か
ら
、
青
田
先
生
か
ら
ご
発
題
い
た
だ
き
ま
す
。
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お
願
い
い
た
し
ま
す
。

青
田

青
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
座
っ
た
ま
ま
で
失
礼
い
た
し
ま
す
。

小
倉
先
生
、
そ
れ
か
ら
磯
岡
先
生
の
よ
う
に
理
路
整
然
と
お
話

す
る
こ
と
は
、
と
て
も
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
実
践
を
し
て

い
る
、
そ
の
私
ど
も
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
皆
様
に
お
伝
え
す
る

こ
と
し
か
で
き
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

皆
さ
ま
に
お
配
り
し
た
も
の
は
、

レ
ジ
メ
と
い
い
ま
す
か
、
今

年
の
六
月
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
を
と
ら
せ
て



い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
に
書
い
て
あ
る
順
に
ご
説
明
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
、
今
朝
、
栃
木
の
方
か
ら
出
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
す
が
、

」
の
先
の
虎
ノ
門
の
寺
の
方
に
、
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
二
年
間

ほ
ど
お
り
ま
し
た
の
で
、
懐
か
し
い
思
い
を
し
て
増
上
寺
の
門
を

く
ぐ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

私
は
寺
の
子
弟
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
て
、
宗
門
大
学
を
卒
業
し

て、

二
年
間
ほ
ど
、
真
言
宗
の
本
山
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
。
た

だ
、
や
は
り
学
生
時
代
に
私
が
考
え
て
い
た
仏
教
の
在
り
様
と
は

印
象
が
違

っ
て
お
り
ま
し
て
、
も
う
少
し
地
元
に
戻
っ

て
考
え
る

こ
と
が
必
要
か
な
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
は
い
い
ま
し
で
も
、
私
の
お
寺
は
本
当
に
山
の
中
の
小
さ

な
寺
で
す
の
で
、
住
職
が
ま
だ
ピ
ン
ピ
ン
し
て
お
り
ま
す
。

い
ま

現
在
も
ピ
ン
ビ
ン
し
て
い
る
の
で
す
が
、
住
職
と
僧
侶
が
二
人
食

べ
て
い
け
る
ほ
ど
の
寺
院
規
模
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
は
自

分
で
生
計
を
立
て
る
た
め
に
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を

一一

年
ぐ
ら
い
や

っ
て
お
り
ま
し

た
。
や
は
り
、
実
際
に
民
間
で
働
く
と
い
う
こ
と
の
大
変
さ
、
こ

れ
は
身
を
も
っ
て
感
じ
て
お
り
ま
す
。

暮
れ
か
ら
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
こ
ろ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
、

休
み
が
い
た
だ
け
な
い
よ
う
な
、
と
て
も
ハ
ー
ド
な
会
社
で
し
て
、

月
の
残
業
時
間
が
二

0
0時
間
を
超
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
た

び
た
び
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
だ
と
命
を
削
っ
て
仕
事
を
し
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
、
と
て
も
地
域
で
檀
家
さ
ん
の
戒
名
も
つ
け

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
こ
と
を
常
々
考
え
て
お
り
ま
し
た
。

あ
と
、
も
う

一
つ
考
え
て
お
り
ま
し
た
の
は
、
寺
で
ご
高
齢
の

方
と
お
話
を
す
る
機
会
が
多
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か
お
年
寄
り

の
話
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
、

や
は
り
技
術
的
な
問
題
も

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
て
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
勉
強
な
ど
を
し

て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
、

「青
田
さ
ん
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

や
っ
て
い
る
よ
り
は
も
う

少
し
、
地
域
で
何
か
で
き
る
仕
事
を
考
え
た
方
が
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
の
」

と
い
う
友
人
が
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
え
ば
、
盆
、
正
月
に
地
域

回
り
し
て
い
る
と
、
先
ほ
ど
ご
指
摘
が
あ

っ
た
よ
う
に
、
地
域
で

お
年
寄
り
の

一
人
暮
ら
し
が
多
か
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
福
祉
の
手
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が
届
か
な
い
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
て
い
る

な
と
い
う
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
「
じ
ゃ
あ
、

宅
老
所
を
や
ろ
う
か
」
と
い
う
の
で
、
二
年
ぐ
ら
い
、

一
応
準
備

期
間
と
い
い
ま
す
か
、
あ
ち
こ
ち
の
特
養
、
老
健
な
ど
の
施
設
を

回
っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
お
年
寄
り
に
何
か
お
手
伝
い
が
で
き
な
い
か
と
思
つ

て
考
え
た
「
老
労
所
」
、
そ
の
あ
り
方
の
手
本
と
し
て
何
か
ヒ
ン

ト
は
な
い
か
・
な
と
思

っ
て
歩
い
た
特
養
、
老
健
、
あ
る
い
は
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
そ
の
よ
う
な
施
設
回
り
で
、
私
が
考
え
て

い
た
福
祉
の
あ
り
方
と
は
全
く
違
っ
た
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
福
祉
の
素
人
の
私
が
福
祉
の
世
界
を
垣
間
見
て
、
全

く
理
解
が
で
き
な
い
、
逆
に
理
解
し
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
状
況

が
当
時
の
福
祉
の
現
場
に
は
あ
り
ま
し
た
。
多
分
、
新
間
報
道
と

か
で
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、

た
と
え
ば
施
設
内
に
お
け
る
高
齢
者
の
虐
待
で
あ
る
と
か
、
待
遇

の
ま
ず
き
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
か
ら
地
域
の
高
齢
者
に
対
す
る
よ

く
な
い
環
境
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
本
当
に
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
て
、
「
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
」
、

つ
ま
り

一
般

社
会
で
通
用
す
る
よ
う
な
常
識
を
や
は
り
福
祉
の
世
界
に
も
持
ち

込
む
と
い
う
こ
と
が
私
が
考
え
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
な
と
思

っ
て
、
最
初
の
二
年
間
、
あ
ち
こ
ち
に
行
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
か
ら
は
あ
ま
り
ほ
か
に
見
学
に
は
行
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し

た
。自

分
が
考
え
て
い
る
も
の
と
い
う
の
は
、
普
通
の
暮
ら
し
が
実

現
で
き
る
、
障
害
を
も
っ
た
り
、
痴
呆
を
も
っ
た
り
す
る
と
、
普

通
の
暮
ら
し
が
で
き
な
い
か
ら
、
お
手
伝
い
が
必
要
に
な
る
わ
け

で
す
か
ら
、
そ
こ
の
部
分
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
、
私
ど
も
が
か
か
わ
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れ
る
時
間
だ
け
で
も
普
通
の
暮
ら
し
、
楽
し
い
老
後
が
過
ご
せ
る

よ
う
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
な
、
そ
ん
な
心
持
ち
で
七
年
間

や
っ
て
き
ま
し
た
。

私
が
「
福
祉
」
と
い
う
も
の
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
は
、
あ

と
か
ら
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
福
祉
と
い
う
の
は
辛
い
現
場
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
三

K
と
い
っ
て
「
き
た
な
い
」
「
苦

し
い
」
「
危
険
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
、
そ
の
代
名
調
み
た

い
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
す
。
実
際
に
そ
う
い
う
環
境
に
い
ま
の
福
祉
の



職
場
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
ど
こ
か
が
お
か
し
い
の
だ

と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

い
ま
、
私
ど
も
は
介
護
保
険
の
事
業
所
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
宅

老
所
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
相
談
、

コ
l
デ
ィ
ネ
l
ト
業
務
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
お
り
ま
す
が
、
介
護
保
険
の
収
入
だ

け
で
も
十
二
分
に
や
っ
て
い
け
る
の
で
す
。

き
の
う
の
私
ど
も
の
人
員
配
置
は
、
お
年
寄
り
一
四
名
様
が
お

い
で
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
職
員
数
は
二
一
名
お
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
別
に
私
、
計
算
し
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

て
、
必
要
に
応
じ
て
人
員
配
置
を
し
て
い
っ
た
ら
そ
の
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
く
、
行
政
か
ら、

「
青
田
さ
ん
、

い
つ
ま
で
も
そ
ん
な
に
超
低
空
飛
行
し
て
い

な
い
で
、
少
し
経
営
、
考
え
な
よ
」

と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
私
は
つ
ぶ
れ
る
と
は
全
然
思
っ
て
い
な

い
の
で
す
ね
。
確
か
に
収
益
は
上
が
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
た

だ
、
何
の
た
め
に
始
め
た
の
か
と
い
う
初
志
を
思
い
起
こ
し
て
み

れ
ば
、

や
は
り
取
り
組
み
の
仕
方
と
し
て
は
、
あ
る
い
は
福
祉
の

あ
り
方
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
姿
が
一
番
健
全
な
の
で
な
い
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
お
年
寄
り
あ
る
い
は
ご
利
用
に
な
る
方
々
だ
け
が

笑
顔
で
も
し
ょ
う
が
な
い
。
大
体
、
福
祉
の
現
場
で
働
き
た
い
と

考
え
て
く
る
た
と
え
ば
介
護
職
に
あ
る
方
と
か
看
護
師
さ
ん
で
あ

る
と
か
、

ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
方
々
と
い
う

の
は
基
本
的
に
お
人
よ
し
で
お
節
介
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
方
々
が
い
い
環
境
で
働
け
れ
ば
す

ば
ら
し
い

「
福
祉
」
が
行
わ
れ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

般
の

会
社
が
、
学
校
を
卒
業
し
た
子
を
無
作
為
に
就
職
で
採
用
す
る
の
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と
は
わ
け
が
違
う
と
思
う
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、

い
ま
う
ち
に
い
る
職
員
が
自
分
た
ち
で
言

っ
て
い

る
こ
と
は
、

「
私
ら
が
や
っ
て
い
る
の
は
日
本
一
だ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
は

ど
こ
に
も
な
い
」
。

先
だ
っ
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ホ
l
ム
ペ

l
ジ
を
つ
く
り
ま
し

た
」
と
半
年
ぐ
ら
い
前
に
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
何

か
あ
ち
こ
ち
か
ら
問
い
合
わ
せ
、
見
学
の
希
望
が
あ
っ
て
、
南
は

沖
縄
か
ら
北
は
仙
台
ま
で
、
毎
月
一一一

i
四
組
ぐ
ら
い
は
栃
木
県
外



か
ら
ご
見
学
に
お
い
で
に
な
る
、
県
内
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
上
に

お
い
で
に
な
る
の
で
、
特
に
私
ど
も
で
は
痴
呆
の
お
年
寄
り
が
多

く
て
、
非
常
に
不
安
に
な
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
人
数
制
限
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
こ
れ
か
ら
は
見
学
料
金
を
と

っ
て
少
し
人

数
制
限
を
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
状
況
で
あ
り

ま
す
。

職
員
に
対
し
て
も
身
分
の
保
障
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め

て
き
ち
ん
と
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
、
ご
利

用
者
、
そ
れ
か
ら
ご
家
族
、
そ
れ
か
ら
そ
こ
で
働
く
ス
タ

ッ
フ、

も
う

一
つ
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
経
営
者
の
私
、

み
ん
な
が

笑
顔
で
い
ら
れ
る
の
が

一
番
い
い
の
だ
ろ
う
な
と
思

っ
て
お
り
ま

す
。
い
ま
、

一
番
笑
顔
で
な
い
の
が
私
な
の
で
す
が
、
多
分
、
私

よ
り
も
給
料
を
と
っ
て
い
る
職
員
が
何
人
も
お
り
ま
し
て
、
施
設

長
は
残
業
手
当
は
っ
き
ま
せ
ん
が
、
職
員
は
残
業
手
当
が
つ
き
ま

す
の
で
、

つ
い
、

二
ヶ
月
前
に
給
与
表
を
み
ま
し
た
ら
、
私
よ
り

給
料
を
も
ら

っ
て
い
る
職
員
が
三
人
お
り
ま
し
て
、
多
分
、
県
内

で
は

一
番
不
遇
な
施
設
長
で
は
な
い
か
と
自
分
で
は
思

っ
て
お
り

ま
す
。

そ
れ
で
、
お
年
寄
り
に
対
し
て
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
や

っ

て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

や
は
り
私
ど
も
に
と

っ
て
み
れ
ば
、

人
生
の
大
先
輩
で
あ
り
ま
す
の
で
、

い
ま
、
皆
さ
ん
に
お
話
し
し

て
い
る
話
し
方
と
い
い
ま
す
か
、
も
ち
ろ
ん
、
職
員
も
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
に
も
す
べ
て
敬
語
で
接
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
言
葉
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
あ
と
で
ま

た
お
話
し
い
た
し
ま
す
が
、
心
も
立
ち
居
振
舞
い
も
す
べ
て
お
年

寄
り
に
対
す
る
敬
意
を
旨
と
し
て
働
い
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
れ

が
採
用
の
条
件
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
お
年
寄
り
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
主
導
的
に
動
く
と

い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
と
い
う
こ
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば
、
こ
の
時
間
に
お

手
洗
い
に
行
っ
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
お
年
寄
り
が
不
愉
快
な
思

い
を
さ
れ
る
、
こ
ち
ら
が
た
と
え
ば
食
事
の
前
で
「
も
う
少
し
た

っ
と
お
手
洗
い
、
混
み
ま
す
の
で
早
め
に
い
か
が
で
す
か
」
と
お

声
を
か
け
て
お
手
洗
い
に
行

っ
て
い
た
だ
く
、
そ
れ
に
よ

っ
て、

お
年
寄
り
が
失
禁
を
さ
れ
て
不
愉
快
な
思
い
を
す
る
の
を
防
ぐ
、

そ
の
程
度
の
こ
と
は
こ
ち
ら
か
ら
主
体
的
に
か
か
わ
る
。
あ
る
い



は
時
間
で
、
幾
ら
何
で
も
お
昼
が
二
時、

三
時
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
は
ま
ず
い
わ
け
で
す
か
ら
、
お
昼
の
時
間
は
大
体
二

一時

ご
ろ
か
ら
始
ま
る
と
か
、

お
風
日
に
入
っ
て
い
た
だ
く
場
合
に
は
、

も
ち
ろ
ん
パ
イ
タ
ル
チ
ェ
ッ
ク
は
当
然
あ
り
ま
す
し
、
そ
う
い
う

基
本
的
な
こ
と
は
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

あ
と
は
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
方
も
い
れ
ば
、
新
聞
を
読
ん
で
い
る

方
も
い
れ
ば
、
お
風
日
に
入
っ
て
い
る
方
も
い
れ
ば
、
散
歩
さ
れ

て
い
る
方
も
い
れ
ば
、

て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
、
何
を
し
て

一
日
過

ご
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
で
お
手
伝
い
す
る
部
分
を
さ
り
げ

な
く
、
ご
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
お
手
伝
い
す
る
と
い
う
の
が

私
ど
も
の
取
り
組
み
で
す
の
で
、
先
ほ
ど
の

一
四
人
に
対
し
て

一
一
一人
の
職
員
配
置
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
仕
方
が
な
い
の
か
な

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
職
員
に
言
わ
せ
る
と
使
い
も
の
に

な
ら
な
い
職
員
が
何
人
か
い
る
か
ら
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
職
員
と
い
う
の
は
、
暗
に
私
を
さ
し

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
「
ば
ら
ば
ら
な
ケ
ア
」
と
い
う
の
は
、
私
が
大
き
な
施
設

の
介
護
状
況
を
見
て
お
り
ま
し
て
、
お
年
寄
り
が
幼
稚
園
児
の
よ

う
な
介
護
を
さ
れ
て
い
る
、
集
団
の
ケ
ア
を
さ
れ
て
い
る
の
を
と

て
も
見
る
に
絶
え
な
い
も
の
と
い
う
よ
う
に
感
じ
て
い
た
部
分
が

一
番
大
き
い
の
で
す
ね
。
や
は
り
自
分
の
親
、
自
分
の
よ
く
知
つ

た
、
あ
る
い
は
お
世
話
に
な
っ
た
高
齢
の
皆
さ
ん
を
そ
う
い
う
環

境
に
お
く
こ
と
を
私
は
と
て
も
で
き
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
し
、

多
分
、

ご
高
齢
の
皆
さ
ん
も
そ
れ
は
望
ん
で
お
ら
れ
な
い
と
思
い

ま
す
。
皆
さ
ん
、
お
元
気
な
う
ち
は
い
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば

多
少
、
体
が
弱
く
な
っ
た
と
き
に
、
本
当
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に

身
を
お
か
れ
て
、
自
分
が
何
の
た
め
に
七

O
年、
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八
O
年
、
生
き

て
き
た
の
か
、
そ
ん
な
思
い
に
か
ら
れ
て
こ
の
世
を
去
ら
れ
る
の

は
切
な
い
も
の
が
あ
る
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
最
後
ま
で
、

わ

が
ま
ま
い
っ
ぱ
い
、
好
き
な
こ
と
を
言
っ
て
、
好
き
な
こ
と
を
や

っ
て
、
「
あ
あ
、

お
れ
は
生
き
て
き
て
よ
か
っ
た
」
、
そ
う
い
う
最

後
を
迎
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
私
ど
も
の
考
え
方
で
す
。

そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
私
自
身
も
そ

う
で
す
し
、
高
齢
に
な
っ
て
体
が
弱
っ
て
き
た
と
き
に
、
力
の
強

い
若
い
者
の
言
う
な
り
に
な
っ
て
、
全
然
知
ら
な
い
施
設
に

一
人

で
預
け
ら
れ
る
、
そ
ん
な
自
分
の
老
後
は
想
像
し
た
く
は
あ
り
ま



せ
ん
の
で
、
逆
に
い
え
ば
、
自
分
の
将
来
の
た
め
に
や
っ
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
か
な
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
あ
と
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、

い
ま
ま
で
お
話
し
し

ま
し
た
の
は
、

高
齢
者
と
の
か
か
わ
り
だ
け
で
す
が
、
寺
と
い
う

視
点
か
ら
考
え
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
先
ほ
ど
、
少
子
・
高
齢
化
の

中
、
あ
る
い
は
虐
待
と
い
う
お
話
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
虐

待
と
い
う
こ
と
が
や
は
り
私
ど
も
の
地
域
の
中
に
も
、
住
宅
地
が

五
ヶ
所
も
六
ヶ
所
も
あ
り
ま
し
て
、
小
さ
い
お
子
さ
ん
と
母
親
だ

け
が
日
中
取
り
残
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
の
地
域
に
は
幸
い
、
そ
う
い
う
虐
待
の
話
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、

よ
く

一
O
年
ぐ
ら
い
前
に
新
聞
で
、
幼
児
虐
待
の
話

が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
妻
と

も
話
を
し
ま
し
て
、
ど
う
せ
だ
っ
た
ら
お
寺
の
庭
を
開
放
し
て
子

ど
も
た
ち
、
お
母
さ
ん
た
ち
に
来
て
も
ら
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を

庭
で
遊
ば
せ
て
、
お
母
さ
ん
同
士
の
情
報
交
換
、
そ
ん
な
こ
と
が

で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
、
つ
こ
と
で
、

雨
が
降
れ
ば
、

本
堂
の
中
で
も
で
き
る
よ
と
い
う
こ
と
で
地
域
に
寺
を
開
放
し
た

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
お
年
寄
り
と
子
ど
も
た
ち
の
か
か
わ
り
、
そ
の

子
ど
も
た
ち
が
小
学
校
に
入
っ
て
、

や
は
り
学
校
か
ら
遊
び
に
来

る
。
そ
れ
か
ら
地
域
の
中
学
校
が
た
ま
た
ま
、
そ
の
こ
ろ
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
指
定
校
に
な
っ
て
遊
び
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
後
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
指
定
校
か
ら
は
ず
れ
た
あ
と
も
、
子
ど
も

た
ち
が
自
主
的
に
行
き
た
い
、
ぜ
ひ
続
け
さ
せ
て
ほ
し
い
と
学
校

の
方
に
申
し
入
れ
を
し
た
の
で
す
。
そ
れ
で
学
校
も
そ
れ
を
前
向

き
に
評
価
し
て
、

い
ま
だ
に
七
年
間
続
け
て
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い

る
。
毎
週
水
曜
日
、
私
ど
も
、
小
中
一
貫
教
育
で
し
て
、
小
学
校
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一
年
生
に
入
る
と
、
中
学
校
卒
業
ま
で
全
部
閉
じ
メ
ン
バ

ー
な
の

で
す
ね
。
山
の
中
の
学
校
で
す
の
で
、
同
じ
ク
ラ
ス
が
中
学
卒
業

ま
で
続
い
て
し
ま
う
。
最
近
、

小
学
校
と
中
学
校
の
先
生
と
児
童

の
入
れ
替
え
も
や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
意
識
調
査
を
し
ま
す
と
、
福

祉
に
対
す
る
興
味
・
関
心
が
全
国
の
平
均
よ
り
は
る
か
に
高
い
値

を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
四

1
五
年
、
子
ど
も
た
ち
の
学
習
意
欲
も

高
ま

っ
て
い
る
。
家
庭
内
に
お
い
て
は
、
ま
だ
山
間
地
域
で
す
の

で
、
大
家
族
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
お
年
寄
り
を
両
親
が
ぞ
ん
ざ



い
な
扱
い
を
す
る
と
、
孫
の
子
ど
も
た
ち
が
親
を
、

「
お
年
寄
り
に
対
し
て
そ
ん
な
言
い
方
は
な
い
だ
ろ
う
」

と
し
か
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
P
T
A
も
私
、

や
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、

「
い
や
、
子
ど
も
に
怒
ら
れ
ち
ゃ

っ
た
よ
」

と
い
う
話
を
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
す
。

「
で
も
、
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
年
を
と

っ
た
と
き
に
大
変
有

難
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
」

と
私
は
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
学
校
の
卒
業
生
が
福
祉
の
仕
事
に
つ
き
た
い
と
い
う

声
も
ず
い
ぶ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
痴
呆
の
お
年
寄
り
が

年
と
と
も
に
ど
ん
ど
ん
衰
え
て
い
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
仕
方
が
な

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
少
し
で
も
遅
ら
せ
る
た
め
に
私

ど
も
は
活
動
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
人
間

は
平
等
に
年
を
と
っ
て
い
き
ま
す
し
、
必
ず
死
を
迎
え
る
わ
け
で

す
の
で
、
そ
う
い
う
中
で
少
し
で
も
お
年
寄
り
に
い
い
環
境
を
提

供
し
た
い
。
私
ど
も
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
す
の
で
、

帰
り
で
し
か
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
何
と
か
、
夜
も
、

つ
ま

り
泊
ま
っ
た
り
、
住
ん
だ
り
す
る
、
そ
う
い
う
支
え
方
も
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
地
域
の
声
、
あ
る
い
は
ご
家
族
の
声
が
あ
り

ま
す
。

そ
れ
で
い
ま
、
記
事
の
一
番
最
後
に
あ
り
ま
す
グ
ル
ー
プ
ホ
l

ム
づ
く
り
に
遁
進
し
て
お
り
ま
す
。
昨
日
、

一一

時
半
過
ぎ
に
、

や
っ
と
県
に
提
出
す
る
書
類
を
書
き
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

来
週
の
月
曜
日
に
提
出
し
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
き
ょ
う
、

来
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
、
タ
ベ
、
床
に
入
る
ま
で
大
変
に
不
安
で

し
た
。

n
H
d
 

ワ
hH

一
応
、
ご
報
告
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
谷
川

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

青
田
先
生
か
ら
は
、
特
に
地
域
に
お
け
る
寺
院
福
祉
の
実
践
者
と

い
う
お
立
場
か
ら
目
下
、
奮
闘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
デ
イ
サ
l
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
の
実
践
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
セ
ン
タ
ー
を
拠
点

日

と
し
て
地
域
の
中
学
生
と
の
交
流
を
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ご

様
子
な
ど
も
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。



特
に
こ
の
資
料
の
標
題
に
「
当
た
り
前
で
自
然
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
た
い

一
念
で
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
普
通
の
暮
ら
し
が
高

齢
者
に
と
っ
て
何
よ
り
も
大
切
で
、
そ
う
し
た
セ
ン
タ
ー
運
営
の

理
念
の
も
と
に
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
よ
く
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
サ
l

ピ
ス
利
用
者
主
体
、

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
側
の
都
合
で
は
な
く
、

高
齢
者
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
主
体
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
利
用

者
個
々
の
尊
厳
と
い
う
も
の
を
い
か
に
覚
悟
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
な
ど
も
大
変
示
唆
に
富
ん
だ
実
践
報
告
で
あ
り
、
か
っ
、
ご

提
言
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

随
所
に
さ
き
の
お
二
方
の
ご
発
題
、
「
寺
院
、
僧
侶
に
期
待
す

る
も
の
」
と
切
り
結
ぶ
実
践
を
披
涯
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い

う
意
味
で
は
お
三
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
発
題
が
相
互
に
切
り
結
ん

で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
と
し
て
と
て
も
有
議
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

フ
ロ
ア
の
皆
様
方
か
ら
休
憩
の
後
、
ま
た
、

い
ろ
い
ろ
ご
質
疑
、

ご
意
見
等
を
伺
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う

ぞ
、
ひ
と
つ
、
お
手
元
の
質
問
表
に
質
問
、
ご
意
見
等
を
お
書
き

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
に
、
た
と
え
ば
小
倉
先
生

へ
と
か
、
あ
る
い
は
磯
岡
先
生
で
あ
る
い
は
青
田
先
生
へ
と
い

う
特
定
の
パ
ネ
ラ

l
の
方
に
ご
質
問
の
場
合
に
は
、
パ
ネ
ラ

1
の

お
名
前
を
記
し
て
お
書
き
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

そ
れ
で
は
ま
も
な
く
二
時
半
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

時

四
五
分
ま
で
休
憩
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
時

四
五
分
に
は
ぴ
っ
た
り
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
そ
れ

ま
で
の
聞
に
ご
質
問
等
を
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ひ
と
ま
ず
休
憩
に
入
ら
せ
て
い
た

ハUqu 

だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

{暫
時
休
憩
】

長
谷
川

そ
れ
で
は
た
だ
い
ま
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ユ
ウ
ム
を
再
開
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
ご
予
定
で
先
に
お
帰
り
に
な

ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
た
だ
い
ま
は
た
く
さ
ん
の

ご
意
見
、
ご
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。



」
れ
か
ら
各
講
師
の
先
生
方
か
ら
フ
ロ
ア
の
皆
さ
ん
が
お
書
き

い
た
だ
き
ま
し
た
、
特
に
お
答
え
い
た
だ
く
方
の
ご
指
定
の
あ
り

ま
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
か
ら
質
問
に
対

し
て
は
お
答
え
い
た
だ
き
、
ま
た
、
意
見
、
感
想
に
つ
い
て
は
、

で
き
れ
ば
包
括
的
に
コ
メ
ン
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
こ
の
よ
う

な
形
で
各
先
生
方
か
ら
お
話
を
い
た
だ
く
よ
う
に
い
た
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

な
お
、
ま
た
、
若
干
お
三
方
の
先
生
の
先
ほ
ど
の
ご
発
題
と
ず

れ
る
よ
う
な
こ
と
に
関
し
て
は
、
ま
た
、
私
の
方
で
お
答
え
で
き

る
も
の
に
つ
い
て
は
お
答
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
で
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、

一
通
り
、
ご
意
見
、
ご
質
問
の
書
面
に
よ
っ
て
お
出
し

い
た
だ
い
た
も
の
が
終
わ
り
ま
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
以
外
で
ま
た
、

フ
ロ
ア
と
の
意
見
交
換
等
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
の
で
、
最
後

ま
で
よ
ろ
し
く
ご
協
力
、

お
願
い
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
最
初
に
小
倉
先
生
の
方
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

小
倉

私
の
方
に
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
意
見
、
ご
感
想
、
ご
質
問

』ま

「
高
齢
者
の
方
が
増
え
て
い
く
中
で
、
そ
の
高
齢
者
の
方
た

ち
の
活
躍
の
場
と
い
う
も
の
を
い
か
に
つ
く
り
出
し
て
い
つ

た
ら
い
い
の
か
」

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、

「
高
齢
者
の
方
と
子
ど
も
と
が
接
す
る
よ
う
な
活
動
の
場
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
」

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、

「
高
齢
者
の
虐
待
の
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
対
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応
策
等
が
も
し
あ
り
ま
し
た
ら
」

と
い
う
よ
う
な
ご
質
問
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
。

さ
き
に
高
齢
者
の
活
動
の
場
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
す
が
、

先
ほ
ど
、
少
子
・
高
齢
化
と
い
う
こ
と
を
磯
岡
先
生
も
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
少
子
・
高
齢
化
と
い
う
も
の
が
進
ん

で
い
き
、
六
五
歳
以
上
の
人
口
層
が
ど
ん
ど
ん
増
え
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
国
の
方
も
「
ゴ

l
ル

ド
プ
ラ
ン
剖
」

の
中
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、

六
五
歳
以
上
の
方
が
増
え
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
で
本
当



に
介
護
が
必
要
だ
と
い
う
方
は
ほ
ん
の

一
握
り
、

一
握
り
と
い
い

ま
す
か
、
全
数
で
は
な
く
、
逆
に
元
気
な
高
齢
者
の
方
が
た
く
さ

ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

私
も
こ
こ
何
日
間
、
生
き
生
き
大
学
と
か
、
生
涯
大
学
校
と
い

う
形
で
会
社
等
を
リ
タ
イ
ア
さ
れ
た
方
で
さ
ら
に
も
っ
と
勉
強
し

た
い
と
い
う
方
を
対
象
に
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座
を
も
っ
て
も

ら
え
な
い
か
と
い
う
お
話
で
お
伺
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
と
き
に
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、

一
O
代、

二
O
代
の
若
い
層
で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
希
望
す
る
人
た
ち
と
意
気
込
み
が
違
う
な

と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
の
と
、

や
は
り
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
知

識
、
そ
れ
か
ら
技
術
、
そ
し
て
そ
れ
ま
で
に
培
わ
ら
れ
て
き
た
ご

経
験
と
い
う
の
が
は
る
か
に
高
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
地
域
の
中
で
生
か
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
な
場
を
積
極
的
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
足
を
運
ん
で
い
た

だ
い
て
、
見
つ
け
出
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
の
が
地
域
の
福
祉
を

支
え
る
と
き
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
場
と
い
う
の
は
、
特
定
の
場
で
し
か
な

い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
日
々
生
活
し
て
い
く
日
常
の
生
活

空
間
の
中
で
た
く
さ
ん
の
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
問
題
を
自

発
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
い
う
行
い
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

つ
な
が
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
も
、
ど
こ
の
施
設
に
行
か
な

け
れ
ば
と
か
、

海
外
に
行
か
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
地
域
の
中
を
ご
覧
い
た
だ
き

な
が
ら
、
こ
こ
は
こ
う
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
ん
な

ふ
う
に
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
い
た

だ
き
な
が
ら
、
も

っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
知
識
・
技
術
を
地
域
に
還
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元
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
か
か
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
よ
ろ
し

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
高
齢
者
の
方
と
子
ど
も
と
も
か
か
わ
る
活
動
の
場
と

い
う
と
こ
ろ
で
は
、
最
近
は
保
育
所
、
保
育
園
と
い
う
と
こ
ろ
で

高
齢
者
の
方
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
お
招
き
し
て
、
そ
の
も

つ

て
い
ら

っ
し
ゃ
る
い
ろ
い
ろ
な
知
識
、
遊
び
に
関
す
る
こ
と
、
そ

れ
か
ら
手
先
が
不
器
用
な
方
で
あ
れ
ば
、
ち
ょ

っ
と
し
た
日
曜
大

工
の
こ
と
を
や
っ
て
も
ら
っ
た
り
と
い
う
活
動
が
だ
い
ぶ
増
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。



た
だ
、
そ
う
い
っ
た
保
育
所
と
い
う
場
面
で
は
な
く
て
も
、
地

域
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
遊
ぶ
場
所
を
探
し
て
い
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
い
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

一
つ
の
手
が
か
り

と
い
い
ま
す
か
、
先
ほ
ど
、
長
谷
川
先
生
の
方
か
ら
、
全
国
の
寺

院
は
、
文
化
庁
の
発
表
で
は
七
万
五

0
0
0
ヵ
所
あ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
、
地
域
福
祉
を
展
開

し
て
い
く
と
き
に
は
、

学
校
区
く
ら
い
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
最
初
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
学
校
区
が
い
い
と
い
っ
た
の
は
、
大
体
小
学
校
と
い
う
の
は
、

全
国
で
二
万
四

0
0
0
ヵ
所
ぐ
ら
い
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
う

し
ま
す
と
、
人
口
割
り
で
い
く
と
大
体
、
ど
こ
も
均
等
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
が
、

五
O
O
O人
か
ら
一
万
人
ぐ
ら
い
と
い

う
枠
の
中
で
展
開
さ
れ
る
の
が
「
顔
の
見
え
る
範
囲
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
き
ま
す
。

た
だ
、
小
学
校
の
数
の
三
倍
、
寺
院
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考

え
ま
す
と
、

さ
ら
に
そ
の
人
口
割
り
は
三
分
の

一
、
一
0
0
0
か

ら
三
0
0
0ぐ
ら
い
の
住
民
を
対
象
と
し
た
地
域
福
祉
の
活
動
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
先
ほ
ど
、
磯
岡
先
生
の
方

か
ら
は
、
寺
院
に
期
待
す
る
も
の
は
「
人
の
つ
な
が
り
」
と
い
う

」
と
、
そ
れ
か
ら
青
田
先
生
の
方
で
は
「
住
民
の
一
つ
の
情
報
交

換
の
場
」
と
い
う
こ
と
が
お
話
の
中
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

人
と
と
も
に
、
情
報
と
と
も
に
、
場
と
し
て
寺
院
を
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
顔
の
見
え
る
範
囲
の
中
で
の
住
民
同
士
の

つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
が
展
開
で
き
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
合
わ
せ
て
、
先
ほ
ど
、
学
校
と
い
う
と
こ
ろ

で
お
話
し
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
公
民
館
な
ど
の
公
的
な
機
関
を

使
い
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
規
制
と
か
制
限
と
い
う
も
の
が
で
き
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て
し
ま

っ
て
、
な
か
な
か
使
い
づ
ら
い
、
利
用
し
づ
ら
い
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
、
わ
り

か
し
寺
院
と
い
う
も
の
が
地
域
の
重
要
な
場
所
に
あ
り
な
が
ら
、

そ
う
い
っ
た
規
制
や
制
限
に
縛
ら
れ
ず
に
、
あ
る
程
度
自
由
な
活

動
が
で
き
る
と
い
う
中
で
は
、
そ
の
活
動
の
活
用
の
方
向
と
い
う

も
の
が

一
つ
、
見
出
し
て
い
け
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

た
だ
、
私
の
知
り
合
い
の
寺
院
さ
ん
の
中
で
、
地
域
の
住
民
の

た
め
に
地
域
の
お
寺
さ
ん
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
、
住
民
の
人
、
ど

う
ぞ
、
ど
う
ぞ
と
い
う
よ
う
に
歓
迎
し
て
い
た
ら
、
毎
晩
や
っ
て



き
て
カ
ラ
オ
ケ
大
会
を
や
る
の
で
困
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、

「
も
う
来
な
い
で
く
れ
」
と
逆
に
お
断
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

」
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
辺
の
線
引
き
と
い
う
の
も
必

要
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
あ
ま
り
娯
楽
的
な
場
所
で
は
な
い
、
住

民
の
集
う
場
所
と
か
、
顔
を
合
わ
せ
る
場
で
は
あ
り
ま
す
が
、
鉦
…

料
の
カ
ラ
オ
ケ
ス
タ
ジ
オ
で
は
な
い
と
い
う
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ

に
は
線
を
引
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
は
思
う
の
で
す
が
、
誰

も
わ
か
る
場
所
、
見
え
る
場
所
と
し
て
、
足
を
運
べ
る
場
所
と
し

て
、
そ
し
て
人
と
つ
な
が
れ
る
場
所
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
く
と

い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
寺
院
に
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
虐
待
の
こ
と
に
関
し
て
で
す
が
、
こ
れ
は
ち
ょ

っ
と

寺
院
と
地
域
福
祉
と
離
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、

先
日
、
民
生
員
さ
ん
た
ち
の
研
修
会
に
お
招
き
い
た
だ
い
て
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
あ
る
民
生
員
さ
ん
の
地
区
で
虐

待
死
亡
事
件
が
あ

っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
家
庭
で
虐
待
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
閲
し
て
は
、
行
政
の
方
は
把
握
を
し
て
い
た

の
だ
そ
う
で
す
。
た
だ
、
行
政
は
月
曜
か
ら
金
曜
日
の
九
時
か
ら

五
時
と
い
う
時
間
帯
で
活
動
し
ま
す
か
ら
、
訪
問
し
て
も
、
そ
こ

の
家
庭
が
い
つ
も
不
在
だ
と
い
う
こ
と
で
、

コ
ン
タ
ク
ト
が
と
れ

な
か

っ
た
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
死
亡
事
件
が
起
こ

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
こ
の
地
区
の
民
生
員
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い
た
の
は
、
行
政
の

方
に
任
せ
て
お
く
と
、
確
か
に
行
政
は
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ツ

ト
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
時
間
の
制
限
の
中
で

の
活
動
し
か
し
て
く
れ
な
い
の
で
、
な
ぜ
地
域
に
も
っ
と
情
報
が

下
り
て
こ
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
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そ
の
民
生
員
さ
ん
が
そ
の
ケ

l
ス
を
キ
ャ

ッ
チ
し
て
い
れ
ば
、
土

曜
で
も
、

日
曜
で
も
、
夜
だ

っ
て
訪
ね
て
い

っ
て
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
た
の
に
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
、
非
常
に
悔
し
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
地
域
の
中
で
起
き
て
い
る
虐
待
の
問
題
は
、
行
政

の
側
に
お
願
い
す
る
、
確
か
に
い
ろ
い
ろ
な
法
的
な
対
策
な
ど
に

関
し
て
は
行
政
の
い
ろ
い
ろ
な
手
段
に
委
ね
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、

実
際
に
そ
の
人
が
生
活
し

て
い
る
地
域
の
中
で
見
守
り
、
見
つ
め
、
監
視
す
る
と
い
う
よ
う



な
視
点
を
も
っ
て
か
か
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
な
と

思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
施
設
の
中
で
の
虐
待
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
皆
さ

ん
た
ち
も
ご
存
知
の
方
、
多
く
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、

最
近
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
と
い
う
形
で
、
利
用
者
で
も
職
員
で

も
な
い
人
が
施
設
に
入

っ
て
い
て
、
施
設
の
中
の
サ
ー
ビ
ス
内
容

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
、
そ
れ
か
ら
利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
聞
く
と
い

う
こ
と
が
だ
い
ぶ
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
依
然
と
し
て
、
職
員
の
人
の
悪
口
は
な
か
な
か
言
い
づ
ら
い

と
い
う
風
潮
が
少
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い

っ
た
人
た
ち

を
力
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
エ
ン
パ
ワ

l
メ

ン
ト
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
問
わ
れ
る
時
代
に
な

っ
て
き
て
い
ま

す
。
自
分
自
身
で
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
な
方
向
に
促
し
て
い

く
よ
う
な
か
か
わ
り
方
を
も
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
が
利
用
者
に
か
か
わ

っ
て
い
き
な
が
ら
、
問
題
を
で
き
る

だ
け
表
に
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
助
言
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て

い
く
方
向
を
と
ら
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

虐
待
は
非
常
に
根
深
く
て
、
先
ほ
ど
も
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う

に
、
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
で
起
き
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え

ま
す
と
、

で
き
る
だ
け
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
く
、

い
ろ
い
ろ
な
人

が
足
を
運
ん
だ
り
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
場
面
に
し
て
い

く
、
そ
し
て
地
域
の
中
で
そ
う
い
う
虐
待
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め

に
は
、
地
域
の
中
で
そ
の
家
庭
を
孤
立
さ
せ
な
い
と
い
う
か
か
り

方
と
い
う
の
は
、
虐
待
を
防
ぐ

一
つ
の
対
応
の
手
段
な
の
か
な
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
質
問
に
対
す
る
十
分
な
お
答
え
に
な
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ

な
い
の
で
す
が
、
私
に
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
質
問
に
対
す
る
回
答
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は
以
上
に
な
り
ま
す
。

磁
岡

い
ろ
い
ろ
ご
質
問
い
た
だ
き
ま
し
た
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
す
べ
て
の
ご
質
問
に
的
確
に
お
答
え
す
る
力
が
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

応

で
き
る
だ
け
お
答
え
し
た
い
と
思
い

ま
す
。「寺

院
で
福
祉
を
実
践
す
る
場
合
、
住
職
の
意
識
改
革
が
必

要
と
思
わ
れ
ま
す
。
頭
で
福
祉
の
重
要
性
を
わ
か

っ
て
も
、

実
践
に
至
ら
せ
る
働
き
か
け
を
住
職
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に



し
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
、
ご
教
授
く
だ
さ
い
」

こ
う
い
う
質
問
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
方
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

実
際
、
こ
う
い
う
事
例
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

私
は
寺
院
の
社
会
的
機
能
は
三
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

第

一
に
「
布
教
」
で
す
ね
。
こ
れ
は
お
寺
の
命
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
す
。
布
教
、
伝
道
、
道
を
伝
え
る
、
教
え
を
伝
え
る
、
念
仏

を
お
伝
え
す
る
。

二
番
目
は
「
教
育
」
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
教
育
機
能
、
こ
れ
は

必
ず
し
も
住
職
さ
ん
が
檀
家
さ
ん
に
す
る
だ
け
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
住
職
さ
ん
も
自
ら
自
己
啓
発
を
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
檀

家
さ
ん
に
も
し
か
し
た
ら
何
か
教
わ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
と
に
か
く
相
互
の
教
育
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
非
常
に
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。

二
番
目
は
「
奉
仕
」
だ
と
思
い
ま
す
。
社
会
貢
献
、
あ
る
い
は

地
域
へ
の
福
祉
と
い

っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

以
上
の
三
つ
が
大
事
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら

ば
ら
で
は
な
く
て
、
絵
に
す
る
と
重
な
る
よ
う
な
感
じ
に
な
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
考
え
ま
す
と
、
発
想
を
転
換
さ
せ
て
、
寺
院
と
い
う
の
は
、

住
職
さ
ん
が
も
ち
ろ
ん
中
心
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
檀
信
徒
、
す

べ
て
含
ま
れ
て
寺
院
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
意
識
改

革
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
檀
信
徒
に
と
っ
て
も
必
要
な

」
と
で
す
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
檀
信
徒
が
こ
の
お
寺
の
地
域
福

祉
を
先
行
し
て
お
や
り
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
全
体
に
広
げ
て

い
く
、
住
職
さ
ん
も
そ
れ
に
影
響
を
受
け
て
や
っ
て
い
く
と
い
う

」
と
が
あ
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
何
か
お
寺
の
こ
こ
が
足
り
な
い
、
あ
そ
こ
が
足
り
な

い
と
い
う
の
は
す
べ
て
住
職
さ
ん
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
も
な
い

と
思
う
の
で
す
ね
。
す
べ
て
の
責
任
と
い
い
ま
す
か
、
働
き
は
住

職
も
檀
信
徒
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
々
す
べ
て
の
問

題
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
あ
、
檀
信
徒
が
引
っ
張

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
い
し
、
あ
る
い
は
お
互
い

が
教
育
し
あ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま

す
そ
れ
か
ら
「
福
祉
」
と
い
う
と
何
か
大
げ
さ
に
、
あ
る
い
は
カ
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チ
ッ
と
し
た
も
の
を
考
え
や
す
い
の
で
す
が
、
私
は
住
職
さ
ん
、

そ
れ
ぞ
れ
持
ち
味
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

い
ま
ま
で
の
「
福
祉
」

の
定
義
の
中
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て

も
、
と
に
か
く
何
か
一
つ
、
持
ち
味
で
活
動
し
て
い
け
ば
、
そ
れ

で
ま
た
い
わ
ゆ
る
福
祉
的
な
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
は

十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

少
し
前
で
し
た
か
、
「
一
寺
院
一
奉
仕
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
現
代
的
に
い
う
と
「
一
寺
院

一
福
祉
」

あ
る
い
は
「

一
寺
院
一
社
会
福
祉
」
、
そ
の
場
合
の
奉
仕
な
り
何

な
り
と
い
う
の
は
、
そ
の
お
寺
の
地
域
社
会
や
住
職
さ
ん
や
檀
信

徒
の
方
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
持
ち
味
で
や
っ
て
い
け
ば
い
い
、

そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

お
答
え
に
な
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に

思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、「

仏
教
各
派
に
学
校
法
人
が
あ
る
が
、
そ
の
学
生
に
各
寺
院

で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
実
践
を
単
位
取
得
の
義
務
と
し
て
い

い
だ
ろ
う
か
ど
う
か
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は

一
つ
の
ご
提
案
と
し
て
有
効
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
ね
。
お
隣
の
韓
国
で
は
、
宗
教
系
の
学
校
で
な
く

て
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
を
ず
い
ぶ
ん
進
め
て
お
り
ま

し
て
、
韓
国
の
町
を
歩
き
ま
す
と
、
高
校
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

一
生
懸
命
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
単
位
に
な
る
そ
う
で
す
ね
。

国
を
あ
げ
て
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
う

い
っ
た
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
実
際
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て

い
る
学
校
法
人
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
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「
学
校
五
日
制
と
な
っ
て
、
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
で
寺
院
で
子
ど
も
た
ち
と
の
遊
び
、
教
育
を
実
践
し
た

し、
'--

」
れ
も
す
ば
ら
し
い
ご
提
案
で
す
。
学
校
五
日
制
と
な
っ
て
、
土

曜
日
を
ど
う
過
ご
す
か
と
い
う
こ
と
で
、
寺
院
が
そ
こ
に
か
か
わ

っ
て
い
く
、
こ
れ
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

「
都
市
部
に
住
ん
で
い
る
と
、
な
か
な
か
近
く
に
寺
院
が
な

し、
'--



こ
れ
は
寂
し
い
こ
と
で
す
ね
。

「
ま
た
あ

っ
た
と
し
て
も
、
普
段
、
門
を
閉
め
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
く
、
接
触
す
る
機
会
が
な
い
。
積
極
的
に
門
を
開
い

て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い

る
の
か
、
情
報
活
動
を
開
示
し
て
ほ
し
い
。
老
人
問
題
だ
け

で
な
く
、
引
き
こ
も
り
や
自
殺
者
の
増
加
等
、
寺
院
に
求
め

ら
れ
る
役
割
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
期

待
し
て
お
り
ま
す
」

私
も
同
感
で
す
。

先
ほ
ど
、
小
倉
先
生
の
お
話
の
中
に
あ
り
ま
し
た
が
、
学
校
が

地
域
福
祉
の
た
め
に
門
を
聞
き
始
め
た
、
従
来
学
校
は
な
か
な
か

地
域
の
こ
と
を
や
る
と
き
に
門
を
開
け
た
が
ら
な
か

っ
た
。
学
校

は
、
文
部
省
の
も
と
で
学
校
教
育
に
使
う
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い

っ
た
も
の
に
は
な
る
べ
く
使
っ
て
ほ
し
く
な
い
、
多
分
、
管
理
の

問
題
、

管
理
責
任
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
が
門
を
開
け
始
め
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

い
ま
お

っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
学
校
単
位
で
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
寺
院
が
そ
の
よ
う
に
門
を
開
け
始
め
れ
ば
、
確
か

に
同
じ
よ
う
な
効
果
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

お
寺
で
も
お
宮
で
も
そ
う
で
す
が
、
こ
う
い
う
会
話
は
必
ず
さ

れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
境
内
に
い
わ
ゆ
る
い
ま
で
い
う

ホ
ー
ム
レ
ス
の
方
々
が
来
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
、
こ
れ
を
ど
う
し
よ

う
か
い
う
わ
け
で
す
。
最
初
の
こ
ろ
は
、
「
ど
う
ぞ
」
と
い
う
こ

と
で
や

っ
た
。
そ
の
う
ち
に
そ
こ
に
テ
ン
ト
を
は
っ
た
り
、
長
期

間
滞
在
す
る
よ
う
な
態
勢
を
と

っ
て
く
る
。
こ
れ
は
困
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な

っ
て
、
そ
れ
は
お
寺
の
事
情
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
出

て
い

っ
て
も
ら
う
と
か
、
あ
る
い
は
何
か
ほ
か
の
や
り
方
を
す
る

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
た
い
て
い
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
寺
院
の
考
え
方
か
ら
い

っ
た
ら
、
さ

っ
き
の
私
の
あ
れ
で
い

つ

れ
ん

p
り
、

や
は
り
こ
う
い

っ
た
こ
と
に
こ
そ
、
考
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

お
寺
の
性
格
も
あ
り
ま

す
か
ら
、
そ
こ
に
ず
っ
と
い
て
い
た
だ
く
の
が
困
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
で
は
そ
の
代
わ
り
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て

も
門
は
開
け
て
お
い
た
方
が
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
し
か
し
、
都
市
部
で
は
な
か
な



か
そ
う
は
い
か
な
い
で
す
ね
。
治
安
の
問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
そ

う
簡
単
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
ご
意
見
の
趣
旨
に
は
私
も
共
感
い
た
す
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、

「
モ
ス
ク
と
地
域
住
民
と
の
か
か
わ
り
を
説
明
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
イ
ス
ラ
ム
教
指
導
者
と
仏
教
の
指
導
者
(
住
職
)

の
宗
教
問
の
接
触
は
あ
り
ま
す
か
」

」
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
教
団
と
教
団
と
の
指
導
者
レ
ベ
ル
の
も
の
は

あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
非
常

に
大
き
な
流
れ
、
動
き
と
し
て
、
グ
ロ

1
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
互
い
の
文
化
の
接
触
が
進
ん
で
お

り
ま
す
か
ら
、
指
導
者
同
士
の
宗
教
問
対
話
と
い
う
こ
と
が
い
ま

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
今
後
ど
ん
ど
ん
深
く

な
っ
て
い
く
で
し
ょ
、
っ
。

し
か
し
、
地
域
社
会
レ
ベ
ル
で
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、

私
の
経
験
で
は
あ
ま
り
聞
い
て
お
ら
な
い
わ
け
で
す
。
地
域
社
会

レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
各
集
会
で
仏
教
家
に
あ
っ
た
り
、

宗
教
家
に
会
っ
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

モ
ス
ク
ま
で
入

っ
た
、
イ
ス
ラ
ム
ま
で
入

っ
た
も
の
と
い
う
の
は

あ
ま
り
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
も
う
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
は
そ
う
い
う
宗
教
間
接
触
、
対

話
の
方
向
を
向
い
て
お
り
ま
し
て
、
逆
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
で
イ
ス
ラ
ム
は
非
常
に
日
本
の
社
会
に
親
和
的
で

あ
り
ま
す
し
、

日
本
の
中
で
何
と
か
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
と
思
つ

て
努
力
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
多
分
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
方
向
に

い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
最
後
で
す
が
、
昨
年
、
息
子
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
た
方

が
い
ら
し
て
、
ご
自
分
た
ち
も
大
変
参
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ

れ
で
、

「
『
い
や
し
」
、
心
の
ケ
ア
、
子
ど
も
、
伴
侶
、
友
人
、
知
人

等
を
亡
く
し
た
方
の
心
の
い
や
し
方
、
後
々
、
だ
ん
だ
ん
解

決
す
る
と
思
い
ま
す
が
、

ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
、
心
の
問
題
で
青

田
先
生
に
も
お
願
い
し
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
人
生
、
生
き
て



い
ま
す
と
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
ス
ト
レ
ス
の
源
泉
と
な

る
の
は
、

ス
ト
レ

ッ
サ
!
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
研
究
に
よ
り
ま

す
と
、
そ
の
ス
ト
レ

ッ
サ
l
の
最
た
る
も
の
が
近
親
者
の
「
死
」

な
の
で
す
ね
。
特
に
お
子
さ
ん
、
あ
る
い
は
配
偶
者
を
亡
く
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
大
変
な
痛
手
に
な
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
の
方
も
お
書
き
に
な

っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
必
ず
時
間
が
た
て
ば
も
と
に
戻
る
の
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ

人
間
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
状
況
で
も
「
希
望
」
と
い
う
も
の

を
必
ず
導
き
出
す
も
の
で
す
か
ら
、
必
ず
も
と
に
戻
る
も
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
時
聞
が
解
決
す
る
と
思

い
ま
す
が
」
と
書
い
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
と
お
り
だ

と
思
い
ま
す
。

サ
ル
ト
ル
と
い
う
哲
学
者
が
お
り
ま
し
て
、
そ
の
方
が
亡
く
な

る
と
き
に
、

「そ
れ
で
も
私
は
希
望
を
持
ち
死
ん
で
い
く
」

彼
は
宗
教
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
つ

て
お
り
ま
す
。
ど
ん
な
場
合
に
も
希
望
を
も
つ
の
が
人
間
で
あ
り

ま
す
。

、-
，・-、

手
/
争
/

ス
ト
レ
ス
を
受
け
た
と
き
、
そ
れ
を

ス
ト
レ

ッ
サ
l
、

受
容
す
る
の
に
や
は
り
そ
れ
な
り
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
し
、
そ
れ

な
り
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
も
こ
の
質
問
を
お
受
け
し
て
、
自
分
自
身
、
考
え
ま
し
た
。

私
た
ち
人
間
の
生
涯
の
時
間
と
い
う
の
は
、
七

O
、八

O
、九

O
年

と
あ
り
ま
す
が
、
大
い
な
る
生
命
か
ら
見
た
ら
、
そ
ん
な
も
の
は

本
当
に

一
瞬
で
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
大
い
な
る
存

在
か
ら
見
れ
ば
、
死
者
と
生
者
の
区
別
も
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
し
、

い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
仏
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教
は
ど
ん
な
場
合
で
あ

っ
て
も
、
心
の
平
安
を
は
か
る
と
い
う
機

能
の
上
で
非
常
に
優
れ
た
宗
教
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。

ま
た
、

寺
院
の
方
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
者
の
方
々
に
お

っ
し
ゃ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
心
の
問
題
、
心
の
痛
み
を

抱
え
て
い
る
方
々
の
滋
養
の
た
め
に
傾
聴
と
い
い
ま
す
か
、
じ

っ

く
り
聞
い
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
受
け
皿
あ
る
い
は

ご
僧
侶
に
い
て
ほ
し
い
な
と
思
う
わ
け
で
す

お
答
え
に
な

っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ
ん
な
こ
と
で
失
礼
い
た

し
ま
す
。



青
田

そ
れ
で
は
大
変
重
い
お
話
か
ら
、
息
子
さ
ん
が
お
亡
く
な

り
に
な
っ
て
大
変
辛
い
思
い
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

や
は
り
私
ど
も
は
も
と
も
と
寺
で
す
し
、
地
域
で
か
わ
い
が
っ
て

い
た
だ
い
た
そ
の
方
々
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
こ
と
に
は
非
常
に

多
く
出
会
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
人
の
死
に
接
す
る
と
き
に
、

い
か
に
自
分
が
無
力
か
と
い

う
の
は
い
つ
も
感
じ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
る
と
き
、
私
ど
も
の
施

設
を
ご
夫
婦
で
ご
利
用
に
な
っ
て
い
た
方
の
ご
主
人
が
お
亡
く
な

り
に
な
っ
て
、
奥
さ
ま
は
泣
き
暮
ら
し
て
い
ら
し
た
の
で
す
ね
。

そ
れ
を
何
と
か
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
、
職
員
が
一
生
懸
命
、

お
連
れ
し
た
の
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
、

お
連
れ
し
た
職
員
が
ど

う
し
て
い
た
か
と
い
っ
た
ら
、

一
日
、
そ
の
方
の
脇
で
黙

っ
て
座

っ
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
半
月
ぐ
ら
い
続
い
て

い
た
の
で
す
が
、
も
う
ず
っ
と
朝
に
晩
に
泣
い
て
い
ら
し
た
の
で

し
よ
う
け
れ
ど
も
、

で
も
、
ず
っ
と
同
じ
職
員
が
お
迎
え
に
あ
が

っ
て
、
ず
っ
と
脇
に
つ
い
て
、
何
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
の
で
す
が
、

や
は
り
言
葉
で
ど
ん
な
に
き
れ
い
事
を
い
っ
て

も
乗
り
越
え
な
ら
れ
な
い
も
の
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
と
思
う
の

で
す
ね
。
何
が
必
要
か
と
い
っ
た
ら
、

や
は
り
、
「
あ
あ
、
こ
の

人
は
私
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
心
に
伝

わ
る
、
そ
う
い
う
方
が
身
近
に
い
る
こ
と
が
一
番
大
事
か
な
と
思

う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
願
わ
く
ば
、
僧
侶
で
あ
る
私
も
そ
の
仲
間

に
な
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

答
え
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
程
度

の
こ
と
し
か
、
私
に
は
お
話
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
宗
教
的
に
は

い
ろ
い
ろ
な
教
義
教
学
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
そ
の
人
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の
死
に
接
し
た
と
き
に
、
私
は
そ
う
い
う
態
度
し
か
で
き
な
い
の

か
な
と
い
ま
で
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
で
あ
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
あ
と
、
私
の
方
に
ご
質
問
い
た
だ
い
た
こ
と
に
つ

い
て
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
当
た
り
前
で
自
然
の
サ
ー
ビ
ス
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
ご

方
針
で
す
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
あ
と
は
年
を
と

っ
た
と
き
に
電
気
関
係

の
い
ろ
い
ろ
な
普
及
に
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て



ご
不
満
を
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
。

」
れ
は
先
ほ
ど
、
私
が

一
番
最
初
に
お
話
し
し
た
と
お
り
、

た

と
え
ば
福
祉
に
お
い
て
も
、
福
祉
の
側
か
ら
の
理
屈
で
介
護
を
し

て
き
た
の
が
い
ま
ま
で
の
福
祉
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
や
は
り

本
来
あ
る
べ
き
は
利
用
す
る
側
の
理
屈
で
動
く
べ
き
も
の
な
の
だ

ろ
う
な
と
思
う
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
電
気
製
品
が
使
い
に
く
い
、
そ
れ
は
あ

な
た
が
ご
高
齢
だ
か
ら
使
え
な
い
の
で
す
よ
と
い
う
の
で
は
な
く

て
、
ご
高
齢
の
方
で
も
十
分
に
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
よ
と
い
う

も
の
を
開
発
す
る
の
が
筋
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い

う
思
い
で
自
分
の
施
設
も
や
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は

サ
ー
ビ
ス
が
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

「
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
と
聞
い
て

お
り
ま
す
が
、

N
P
O
法
人
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

た、

N
P
O
法
人
で
で
き
る
こ
と
、

で
き
な
い
こ
と
等
に
つ

い
て
も
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
社
会
福
祉
法
人
は
、
特
殊
法
人
で
す
の
で
、

い
ま
、
設
立
は
非
常
に
む
ず
か
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
老

人
福
祉
関
係
は
社
会
福
祉
法
の
改
定
に
伴

っ
て
、

N
P
O
法
、
特

に
介
護
保
険
法
の
事
業
所
に
参
入
す
る
た
め
に
有
限
会
社
、
株
式

会
社
、

N
P
O法
人
、
全
部
参
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の

で
、
わ
ざ
わ
ざ
社
会
福
祉
法
人
を
と
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
と

行
政
の
方
か
ら
逆
に
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は

N
P
O
法
人
は
ど
の
程
度
の
も
の
か
と
な
り
ま
す
と
、

」
れ
は
認
可
で
は
な
く
て
「
認
証
」
と
い
い
ま
し
て
、
書
類
審
査

で
不
備
が
な
け
れ
ば
、
基
本
的
に
オ
ー
ケ
ー
な
の
で
す
。
書
類
審
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査
の
中
に
は

N
P
O
法
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
趣
旨
に
沿

っ
た
一
七
分
野
の
社
会
貢
献
活
動
の
範
囲
に
入
っ
て
い
れ
ば
、
基

本
的
に
は
認
め
ら
れ
る
。
あ
と
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば

会
員
が
一

O
人
以
上
い
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
か
、
理
事
が
何
人
い

な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
か
、
細
か
い
取
り
決
め
は
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
に
し
た
が

っ
て
い
け
ば
、

N
P
O
の
法
人
資
格
は
い
た
だ
け
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
で
き
な
い
こ
と
、
こ
の
法
人
の
名
前
で
は
宗
教
活
動
、

政
治
活
動
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、

N
P
O
法
人
の
、
た
と
え
ば



私
が

N
P
O
法
人
福
衆
会
の
名
前
で
私
ど
も
の
お
寺
の
宣
伝
活
動

を
し
た
ら
、
こ
れ
は
違
反
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
私
が
個
人
と
し

て
、
副
住
職
と
し
て
ご
葬
儀
、
ご
法
事
を
や
る
こ
と
は
別
に
全
く

問
題
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
お
ほ
め
の
お
言
葉
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
い

る
の
で
す
が
、

「
お
年
寄
り
ゃ
人
生
経
験
を
積
み
重
ね
た
大
先
輩
、
利
用
者
、

ご
家
族
、
職
員
、
す
べ
て
が
幸
せ
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

こ
ん
な
会
が
欲
し
い
と
声
を
あ
げ
て
も
ら
う
、

い
い
考
え
で

す
ね
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

実
は
、
市
の
福
祉
関
係
の
職
員
の
家
の
高
齢
の
方
が
内
々
に
ご

利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
ね
。
ず
る
い
な
と
思
う
の
で
す

が
、
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、
で
っ
ち
の
じ
い
さ
ん
、
何
と
か
面

倒
み
て
く
れ
な
い
か
」
と
い

っ
て
市
役
所
の
方
か
ら
頼
ま
れ
る
こ

と
が
多
い
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
内
緒
の
話
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
こ

ん
な
こ
と
は
ば
れ
た
ら
ま
ず
い
の
で
す
が
、

で
も
、
行
政
に
も
評

価
し
て
い
た
だ
い
て
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
な
と
思

っ
て
お
り
ま

す
そ
れ
か
ら
も
う
一
点
、

「
『無
量
荘
』
を
立
ち
上
げ
る
に
あ
た
り
、
ご
自
身
の
奥
様
、

ご
住
職
の
奥
様
は
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
も
た
れ
て
い
ま
し

，.、、

ふ
人

4HH

現
在
は
い
か
が
で
す
か
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
痛
い
ご
指
摘
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
家
内
は

強
硬
で
あ
り
ま
し
て
、
大
反
対
で
し
た
。
し
ば
ら
く
口
も
き
い
て

も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
住
職
、
そ
れ
か
ら
住
職
の
妻
、

私
の
母
は
、
し
ぶ
し
ぶ
了
承
、
そ
の
程
度
の
も
の
で
し
た
。
七
年
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や
っ
て
き
て
、
何
と
か
妻
が
し
ぶ
し
ぶ
了
承
で
き
た
か
な
と
い
う

感
じ
で
す
。
そ
れ
か
ら
住
職
、
母
は
何
と
か
前
向
き
に
協
力
し
て

い
っ
て
も
い
い
か
な
と
い
う
、
結
局
、
結
果
成
果
に
評
価
を
く
だ

さ
っ
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

あ
と
、「

「少
子
・
高
齢
化
』
「
核
家
族
化
」
と
い

っ
た
中
で
、
終
末

期
を
ど
こ
で
迎
え
る
か
は
切
実
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
、
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
分
野
で
仏
教

関
係
の
取
り
組
み
は
、

キ
リ
ス
ト
教
関
係
に
比
べ
著
し
く
遅



れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。
特

に
法
然
上
人
や

『看
病
用
心
抄
」
、
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
良
忠

上
人
等
の
実
践
を
思
う
と
き
、
先
生
方
の
お
話
に
も
あ
り
ま

し
た
よ
う
に
、
浄
土
宗
寺
院
は
地
域
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

1
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
も
っ
と
具
体
的
に
行
動
を

起
こ
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
寺
院
に
課
せ
ら

れ
た
使
命
、
役
割
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
大

き
な
輸
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
っ
た
く
ご
指
摘
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

著
し
く
遅
れ
て
い
る
理
由
、
そ
れ
か
ら
ど
う
し
て
大
き
な
輸
に

な
ら
な
い
か
と
い
う
理
由
、
こ
れ
は
根
本
的
に
は
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

私
の
場
合
は
た
ま
た
ま
山
の
中
の
小
さ
い
寺
だ
っ
た
の
で
、
必

要
に
迫
ら
れ
て
始
ま
っ
た
ら
や
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
い
ま
は
、

ご
利
用
者
、
ご
家
族
、
そ
れ
か
ら
地
域
の
方
々
、
そ
れ
か
ら
支
援

の
方
々
に
後
ろ
か
ら
ず
っ
と
押
さ
れ
っ
ぱ
な
し
で
、
走
ら
さ
れ
て

い
る
、

で
、
走
ら
さ
れ
て
い
る
自
分
の
姿
に
本
当
に
感
謝
し
て
い

る
、
そ
ん
な
気
持
ち
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
こ
一
ヶ
月
で
七
キ
ロ
や
せ
た
の
で
す
が
、

い
ま

ひ
と
段
落
し
て
、

一
ヶ
月
を
振
り
返
っ
て
、
何
か
自
分
で
や
っ
て

き
た
と
い
う
よ
う
に
は
全
く
思
え
な
く
て
、
何
か
い
ろ
い
ろ
な
方

に
ず
っ
と
押
さ
れ
続
け
て
走
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
想
が

正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

そ
れ
か
ら
あ
と
、
必
要
に
迫
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、

、、，、
iv
ヲ
r
一
-
U
V

ろ
な
歴
史
的
な
部
分
も
あ
り
ま
す
。
お
寺
さ
ん
は
、
都
市
部
に
お

い
て
は
非
常
に
大
き
な
土
地
を
所
有
し
て
お
ら
れ
た
り
と
か
、
檀
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家
さ
ん
を
抱
え
て
お
ら
れ
て
、
あ
る
程
度
、
収
入
が
安
定
し
て
い

る
と
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

」
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ
と
、
ま
た
お
話
し
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

「
寺
院
は
存
在
す
る
だ
け
で
子
育
て
サ
ロ
ン
や
宅
老
所
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
工
夫
し
て
、
積
極
的
に
地
域

に
か
か
わ
れ
ば
、
幾
ら
で
も
住
民
福
祉
に
つ
な
が
っ
て
い
く

と
思
う
。
大
切
な
こ
と
は
、

ほ
か
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
の
決

定
的
な
差
、
相
違
点
と
し
て
の
宗
教
的
な
心
の
ケ
ア
が
で
き



る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」

は
な
は
だ
お
恥
ず
か
し
い
話
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
者
と
し
て
の

自
覚
な
ど
と
い
う
の
は
私
に
は
な
く
て
、
皆
さ
ん
に
こ
ん
な
と
こ

ろ
で
、
こ
ん
な
壇
上
か
ら
偉
そ
う
に
お
話
し
で
き
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
の
で
す
が
、
た
だ
、
結
果
的
に
そ
う
な
っ
て
き
た
な
と

い
う
の
は
本
当
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
と
い
い
ま
す
か
、
「
あ

り
が
た
い
」
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
が
ど
ん
ど
ん
、

日
に
日
に
大

き
く
な
っ
て
い
く
の
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
理
屈
で
も
何

で
も
な
い
の
で
す
が
ね
。

そ
れ
か
ら
、

「
実
践
者
の
重
み
を
感
じ
、

一
度
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま

し
た
」

と
い
う
大
変
あ
り
が
た
い
お
言
葉
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

や
は
り

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
感
謝
、
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
の
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ケ
ア
が
必
要
か
と

い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
関
連
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
回
、
大
き
な
事
業
を
二
つ、

一二

つ
抱
え
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ

で
夜
中
ま
で
駈
け
ず
り
回
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
す
。

ど
う
し
て
も
首
を
縦
に
振
っ
て
く
れ
な
い
地
主
の
方
の
と
こ
ろ
に

毎
晩
毎
晩
日
参
し
て
、
そ
れ
で
理
屈
で
説
得
し
よ
う
と
思
っ
て
い

る
っ
て
い
る
う
ち
は
全
く
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す

ね
。
と
こ
ろ
が
、
時
聞
が
迫
っ
て
、

グ
ル
ー
プ
ホ
l
ム
を
つ
く
っ

て
く
れ
と
い
う
声
に
後
ろ
か
ら
後
押
し
さ
れ
て
、
全
然
ガ
ン
と
し

て
動
か
な
い
地
域
の
頑
固
親
父
が
い
て
、
本
当
に
気
持
ち
も
体
も

余
裕
が
な
く
な
っ
て
、
手
を
つ
い
て
何
と
か
お
願
い
し
た
い
と
言

っ
た
と
き
に
、

や
っ
と
相
手
様
の
気
持
ち
が
動
い
た
。
き
ょ
う
は

ど
う
や
っ
て
話
を
し
よ
う
か
、
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つ
ま
り
理
屈
で
は
な
く
な

っ
た
と

き
に
や
っ
と
話
が
通
じ
た
か
な
と
い
う
、
そ
ん
な
経
験
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た

一
ヶ
月
間
だ
っ
た
の
で
す
。
や
は
り
理
屈
で
は
な
く

て
、
真
実
の
発
露
と
い
い
ま
す
か
、
心
の
叫
び
と
い
い
ま
す
か
、

本
音
の
部
分
で
い
か
に
相
手
様
と
相
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
が
、

や
は
り
私
ど
も
、
宗
教
家
な
ど
と
い
う
大
層
な
も

の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
得
た
も
の

が
本
来
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
、

そ
れ
は
原
点
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
に
ま
た
あ
ら
た
め
て
気
づ

か
さ
れ
た
一
ヶ
月
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
本
当
に
あ
り
が
た
い



な
と
い
ま
は
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
す
。

長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
先
生
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質
問
、
あ
る
い
は
ご

意
見
、
ご
感
想
に
つ
い
て
お
答
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
方

に
は
ま
こ
と
に
、

誠
実
に
、

か
つ
適
切
に
お
答
え
い
た
だ
い
て
、

私
も
お
隣
で
拝
聴
し
な
が
ら
感
銘
を
深
く
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
そ
れ
が
、

ほ
か
に
い
く
つ
か
ご
質
問
、
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

「
総
合
と
は
広
い
意
味
の
浄
土
教
で
、
浄
土
真
宗
を
も
含
む

も
の
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
か
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
宗

教
全
般
と
い
う
考
え
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
も
の
が
一
つ
で
す
。

お
そ
ら
く
今
回
の
主
催
者
で
あ
り
ま
す
浄
土
宗
総
合
研
究
所
、

こ
の
「
総
合
」
と
い
う
こ
と
か
ら
ご
質
問
な
さ
れ
た
か
と
思
い
ま

す
が
、
実
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
の
で
、
受
付
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
ご
覧
に
な
ら
れ
た

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
お
持
ち
の
方
は

一
枚
開
い
て

い
た
だ
き
ま
す
と
、

「
浄
土
宗
総
合
研
究
所
は
、
浄
土
宗
に
お
け
る
教
学
、
布
教
、

法
式
、
そ
の
他
教
化
に
関
す
る
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
総

合
的
に
研
究
を
推
進
し
、
現
代
的
統
一
施
設
の
樹
立
に
寄
与

す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
」

と
い
う
こ
と
で
、
研
究
所
の
位
置
づ
け
や
当
面
、
研
究
課
題
と
し

て
七
つ
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
七
番
目
に
「
仏
教
福
祉
の

研
究
」
と
い
う
研
究
課
題
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
の
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仏
教
福
祉
共
同
研
究
班
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
研
究
班

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
後
ほ
ど
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

「
福
祉
よ
り
精
神
的
な
も
の
の
方
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
福
祉
と
い
う
と
何
か
物
質
的
な
も
の
を
感
ず
る
、
そ

れ
だ
け
に
満
足
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」

従
来
、
社
会
福
祉
と
い
う
と
、

や
や
物
質
的
と
い
う
よ
う
に
と
ら

え
ら
れ
が
ち
な
面
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
量
に

還
元
で
き
る
、

つ
ま
り
量
的
に
た
と
え
ば
施
設
が
幾
つ
で
き
た
と



か
、
あ
る
い
は
ま
た
福
祉
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
財
政
的
な
措

置
、
あ
る
い
は
手
当
と
か
、
そ
う
い
っ
た
量
に
還
元
で
き
る
よ
う

な
面
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
れ
は
戦
後
の
生

活
難
か
ら
今
日
ま
で
日
本
の
福
祉
政
策
の
中
で
量
的
な
充
実
が
国

民
の
い
わ
ば
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
保
障
し
て
い
く
、
そ
う
い

う
役
割
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
近
年
は
量
か
ら
質
へ
と
い
う
転
換
を
は
か
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
向
に
確
実
に
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
省
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
と

え
ば
、

い
ま
青
田
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
、
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
か
、
あ
る
い
は
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム

等
々
、
高
齢
者
の
施
設
で
の
介
護
の
場
面
を
想
定
い
た
し
ま
す
と
、

や
は
り
身
体
的
な
介
護
、
あ
る
い
は
家
事
援
助
的
な
介
護
、
こ
れ

が
す
ぐ
目
に
見
え
て
わ
か
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
も
っ
と

「心
の
ケ
ア
」
を
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
要
求
は
高
ま

っ
て
き
て

い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
仏
教
福
祉
が
心
の
ケ
ア
の
問
題

に
も
っ
と
積
極
的
に
か
か
わ

っ
て

い
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
こ
の

よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
心
の
ケ
ア
を
軸
に

し
て
、
た
と
え
ば
青
田
先
生
の
と
こ
ろ
の
施
設
の
運
営
は
な
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
地
域
と
の
接
触
で
す
が
、

「
法
然
、
親
鷲
聖
人
の
功
績
を
再
検
討
、
実
行
す
れ
ば
、
あ

る
程
度
解
決
で
き
る
と
思
い
ま
す
」

要
す
る
に
地
域
と
の
か
か
わ
り
を
寺
院
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、

か
つ
実
践
し
て
い
く
べ
き
か
、
浄
土
宗
で
い
え
ば
、
宗
祖
の
法
然

上
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
祖
師
方
、
そ
う
し
た
先
人

が
ま
か
れ
た
種
、
先
人
の
お
考
え
、
御
教
え
、
そ
こ
に
き
ち
ん
と

- 47-

基
盤
を
す
え
て
、
そ
し
て
地
域
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
べ
き
だ

と
い
う
ご
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
こ
と
に
同
感
で
あ
り
ま
し
て
、

や
は
り
踏
ま
え
る
べ
き
は
、

ま
ず
そ
の
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

そ
れ
と
関
連
し
て
、

「
信
心
と
い
う
根
本
的
考
え
を
も

っ
と
徹
底
す
る
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
ご
意
見
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
福
祉
と
い
う
場
合
に
、
少
な
く
と
も

一
番
根
底
に
お
か
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

や
は
り
信
心
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、
浄
土
真
宗
で
は
最
近
、
信
の
、
あ
る
い
は
「
信
心
の
社
会

性
」
と
い
う
こ
と
を
正
面
か
ら
掲
げ
て
大
論
争
を
や
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
し
て
運
動
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
と
か
く
宗
教
と
い
う
の
は
個
人
の
内
面
的
な
救
い

や
悟
り
、
そ
れ
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
、
か
ま
け
て
と
い
う
言

い
方
は
誤
解
を
受
け
て
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

同
時
に
、
自
分
の
家
族
を
含
め
、
地
域
社
会
や
周
囲
の
方
々
も
共

に
少
し
で
も
幸
せ
に
、
少
し
で
も
よ
り
よ
い
人
生
を
送
れ
る
よ
う

に
と
い
う
他
者
に
対
す
る
配
慮
、
利
他
の
問
題
そ
こ
に
一
つ
の
社

会
性
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
信

心
と
い
う
も
の
の
発
露
と
し
て
社
会
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
こ
と

に
踏
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
問
わ
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
個
人
の
内
面
の
救
い
、
そ
し
て
よ
り
充
実
し
た
生

活
と
い
う
も
の
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、

回
り
の
人
た
ち
と

緒
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
実
現
し
な
い
の
で
は

な
い
か
、
そ
こ
に
共
に
生
き
る
と
い
う
「
共
生
」
と
い
う
方
向
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
私
は
、
個
人
の
内
面
の
救
い
と
い
う
個
の
問
題
と
、

個
と
か
か
わ
る
他
者
と
の
共
生
の
問
題
は
切
り
離
せ
な
い
、
し
た

が
っ
て
、
福
祉
や
教
育
や
医
療
や
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

活
動
に
宗
教
者
が
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の

磯
岡
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
必
然
的
な
要
請

と
し
て
、
社
会
か
ら
問
わ
れ
る
前
に
自
己
の
内
面
的
自
覚
の
問
題

と
し
て
出
て
く
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て

お
り
ま
す
。
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そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
そ
の
と
き
に
社
会
に
ど
う

か
か
わ
る
か
と
い
う
か
か
わ
り
方
、
か
か
わ
る
す
べ
、
方
法
、
こ

れ
も
大
切
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
現
実
社
会
に
対
す
る
正
確

な
認
識
と
い
い
ま
す
か
、
把
握
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
き
ょ
う
の
磯
岡
先
生
の
現
代
社

会
が
非
常
に
変
動
し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
の
変
動
の
現
象
が
地
域

に
い
わ
ば
集
中
的
に
出
て
き
て
い
る
と
い
う
ご
報
告
と
も
関
連
し

て
、
そ
う
し
た
こ
と
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
こ
か
ら

出
て
く
る
問
題
に
何
が
解
決
の
手
立
て
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
の



か
と
い
う
要
請
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

い
ろ
い
ろ

な
解
決
の
道
筋
、
手
立
て
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
手

前
に
社
会
が
抱
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
は
ら
ん
で
い
る
問
題
を
正

確
に
把
握
す
る
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
り
ま

す
さ
て
、

い
ま
、

三
時
三
八
分
ほ
ど
で
す
が
、

せ
っ
か
く
の
機
会

で
す
の
で
、

フ
ロ
ア
の
方
か
ら
た
だ
い
ま
三
先
生
が
お
答
え
に
な

ら
れ
た
こ
と
以
外
で
ご
質
問
、
あ
る
い
は
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
願
い
し
ま
す
。

間

本
日
の
「
寺
院
が
地
域
の
福
祉
に
い
か
に
貢
献
し
得
る
か
」

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
お
三
方、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
全
然

だ
め
の
か
、
貢
献
で
き
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
貢
献
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
辺
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

長
谷
川

そ
れ
で
は
小
倉
先
生
か
ら
。

倉

こ
れ
に
関
し
ま
し
て
は
、
先
ほ
ど
磯
問
先
生
も
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
も
貢
献
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
言
い
回
し
の
と
こ
ろ
は
微
妙
に
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

た
だ
、
先
ほ
ど
磯
岡
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
ご
住
職
さ
ん

に
よ
り
ま
た
一
人

一
人
も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
考
え
等
も
あ
り

ま
す
の
で
、
「
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
決
め
つ

け
る
よ
り
は
「
し
て
ほ
し
い
」
、
「
で
き
れ
ば
そ
う
な
っ
て
ほ
し

い
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
私
が
い
ま
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す長
谷
川
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そ
れ
で
は
磯
岡
先
生
。

磯
岡

私
の
先
ほ
ど
の
報
告
の
中
で
、
最
初
の
方
で
結
論
先
取
り

的
に
ち
ょ
っ
と
・
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
私
は
力
と
貢
献
の
道
は
ど

う
か
、
地
域
社
会
の
中
で
福
祉
文
化
を
創
造
す
る
力
と
な
り
得
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
あ
る
し
、
な
り
得
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
の
で
す
が
、
し
て
ほ
し
い
、

あ
る
い
は
す
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
寺
院
は
、
量
・
質
と
も
に
大
変
な

変
動
な
の
で
す
ね
、
そ
の
中
で
生
き
延
び
て
い
く
た
め
に
は
、
多

分
、
そ
う
な
る
だ
ろ
う
、

い
ず
れ
そ
う
な
る
だ
ろ
う
、
自
然
と
で



は
な
い
の
で
す
が
、
大
変
な
努
力
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、

そ

う
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
、
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

青
田

私
は
で
き
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

問

で
き
る
。

青
田

や
り
方
と
か
、

で
き
ま
す
。
た
だ
、

み
ん
な
個
々
に
違
う

と
思
う
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
当
然
だ
と
思
、
つ
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
必
要
性
と
い
う
お
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

別
に
必
要
性
は
生
活
に
困
っ
た
だ
け
が
必
要
性
な
わ
け
で
は
な
く

て
、
地
域
の
中
で
困
っ
た
方
が
い
て
、
そ
れ
を
見
過
ご
せ
な
い
と

い
う
住
職
が
多
け
れ
ば
、
地
域
に
貢
献
す
る
お
寺
さ
ん
は
増
え
て

く
る
わ
け
で
す
し
、
あ
と
は
や
る
気
の
問
題
と
い
い
ま
す
か
、

る
気
が
あ
れ
ば
で
き
る
。
会
社
で
落
ち
こ
ぼ
れ
、
地
域
で
も
落
ち

こ
ぼ
れ
の
私
が
こ
う
や
っ
て
皆
様
の
前
で
つ
た
な
い
お
話
を
で
き

る
わ
け
で
す
の
で
、

ほ
か
の
方
々
で
あ
れ
ば
も
っ
と
す
ば
ら
し
い

」
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

間

そ
れ
で
は
二
番
目
な
の
で
す
が
、
三
人
の
先
生
方
に
お
伺
い

し
ま
す
が
、
現
在
の
お
寺
と
い
う
の
で
す
か
、
要
す
る
に
地
域
に

と
け
込
ん
で
い
な
い
面
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
た
と
え
ば
お

祭
り
な
ど
が
あ
っ
て
も
、

お
寺
の
人
が
参
加
す
る
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
の

で
す
が
、
先
生
方
は
実
際
問
題
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い
る
の
で
し

よ
、
っ
か
。

青
田

」
れ
、
私
に
対
し
て
で
す
ね
。
私
は
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

も
う
神
社
だ
ろ
う
が
何
で
あ
ろ
う
が
参
加
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、

や
は
り
日
本
人
の

宗
教
観
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
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だ
と
考
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
は
教
義
教
学
が
あ
っ
て

や

寺
を
守
っ
て
い
る
存
在
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
本
当
に
純
粋
に
従
う

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
世
間
的
に
い
え
ば
脱
法
行
為
に
な
っ
て

し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
生
ま
れ
た
と
き
に
は

お
宮
参
り
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
結
婚
式
は
キ
リ
ス
ト
教
で
、

お
葬

式
を
や
る
と
き
に
は
お
坊
さ
ん
を
呼
ん
で
と
い
う
の
が
何
か
日
本

人
的
な
宗
教
の
と
ら
え
方
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
私
も
大
学
で

「
宗
教
学
」
を
専
攻
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
と
な
く
宗
学
の
方

か
ら
白
い
目
で
見
ら
れ
そ
う
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
心
持
ち
も
つ



て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
や
は
り
檀
家
さ
ん
も
氏
子
さ
ん
な
の
で
す
ね
。
で
す
か

ら
、
檀
家
さ
ん
と
仲
良
く
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
そ

ん
な
に
堅
苦
し
く
考
え
ず
に
、
私
は
地
域
の
中
に
入
っ
て
い
く
べ

き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

間

そ
れ
か
ら
最
後
に
お
伺
い
し
た
い
の
で
す
が
、

い
ま
ま
で
ご

案
内
に
あ
り
ま
し
た
、
要
す
る
に
寺
院
と
い
う
も
の
は
福
祉
に
関

与
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
う
し
ま

す
と
、
そ
れ
か
ら
想
像
す
る
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
空
海
上
人
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は

な
い
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
心

を
も
て
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
具
体
的
に
何
と
か
市
が
橋
を
か
け

た
と
か
、
こ
う
い
う
福
祉
の
施
設
を
つ
く
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う

お
話
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

青
田

別
に
そ
れ
で
あ
っ
て
も
い
い
と
思
う
の
で
す
が
ね
。
地
域

で
困
っ
て
い
て
、
た
と
え
ば
行
政
が
つ
く
っ
た
制
度
と
い
う
の
は
、

必
ず
そ
の
制
度
に
な

っ
た
と
き
に
不
備
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
す

よ
ね
。
結
局
、
そ
れ
で
は
救
え
な
い
部
分
と
い
う
か
、
救
わ
れ
な

い
部
分
が
当
然
出
て
く
る
わ
け
で
、
も
し
そ
れ
が
物
と
か
形
で
お

手
伝
い
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
や
り
方
も

一
つ
、
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。

事甲
、ょ
-
、

宇
J
J
J

や
は
り
重
要
な
の
は
、
宗
教
家
あ
る
い
は
寺
院
と
し
て

は
、
心
の
問
題
に
本
来
的
に
は
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
な
の
だ
ろ

う
な
と
思
い
ま
す
。

問

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
谷
川

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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そ
れ
で
は
も
う
お

一
方、

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

問

す
み
ま
せ
ん
、

お
坊
さ
ん
な
の
で
す
が
、
普
段
、
ち
ょ
っ
と

若
手
の
宗
徒
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
質
問
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
す
が
、

一つ
は
小
倉
先
生
に
な
の
で
す
が
、

先
ほ

ど
、
青
田
先
生
の
方
か
ら
N
P
O
法
人
を
地
域
で
や
ら
れ
る
と
い

お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

寺
院
が
N
P
O
法
人
と
い
う
も
の
を

用
い
て
そ
う
い
っ
た
福
祉
的
活
動
を
し
て
い
く
こ
と
は
、
法
的
に



み
た
場
合
ど
う
な
の
か
、

一
つ
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
そ
れ
と
、
青
田
先
生
に
お
聞
き
し
た
い
の
は
、
実
際
、
稀
有
な

話
で
す
が
、
給
与
水
準
に
乗
ら
な
い
と
か
も
、
実
際
問
題
、
運
営

と
い
う
も
の
が
、
話
せ
る
範
囲
で
結
構
で
す
の
で
、
ど
う
な
の
か
。

な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
私
な

ど
に
聞
か
れ
ま
す
福
祉
に
関
す
る
も
の
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
寺

院
だ
け
集
め
て
、
寺
院
の
息
子
に
限
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ

て
い
く
こ
と
が

一
番
い
い
の
で
は
と
考
え
て
い
る
人
が
実
は
多
い

の
で
す
ね
。
経
済
的
に
心
配
の
な
い
人
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
い

と
い
う
実
態
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
の
こ
と
を
少
し
教
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

青
田

N
P
O
福
衆
会
の
理
事
長
は
真
言
宗
の
観
音
寺
の
住
職
、

私
の
父
で
、
私
は
理
事
で
す
。
六
人
理
事
が
お
り
ま
し
て
、
六
親

等
以
内
の
人
間
ま
で
認
め
ら
れ
る
三
分
の

一
、
と
い
う
こ
と
で
す

の
で
、
法
的
に
は
ク
リ
ア
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
法
人
の
名
を
使

っ
て
宗
教
活
動
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、

N
P
O
法
人
福
来
会
は
高
齢
者
に
対
す
る
福
祉
を
行
う

と
定
款
に
う
た
っ
て
あ
る
目
的
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

の
で
、
そ
れ
が
宗
教
活
動
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
あ
と
は
全
く
切
り
離
し
て
法
人
は
存
在
し
て
い
る
と

お
考
え
い
た
だ
け
る
と
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
こ
で
た
と
え
ば
朝
、

み
ん
な
で
仏
さ
ん
に
手
を
あ
わ

せ
ま
し
ょ
う
と
や
っ
て
も
、
別
に
そ
れ
は
構
わ
な
い
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
日
常
的
に
生
活
習
慣
の
中
で
地
域
的
に
そ
う
い
う
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
利
用
者

の
中
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
お
い
で
で
、
「
私
は
手
を
合
わ
せ
ら
れ
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な
い
よ
」
と
い
う
方
に
対
し
て
の
制
限
を
加
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ

は
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
も
う

一
ハ
く
給
与
の
面
で
す
が
、
社
会
福
祉
法
人
で

あ
ろ
う
が
、
有
限
会
社
で
あ
ろ
う
が
、

N
P
O
法
人
で
あ
ろ
う
が
、

介
護
保
険
の
事
業
所
と
し
て
や
っ
て
い
る
以
上
、
保
険
の
請
求
額

は

一
緒
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
入
っ
て
く
る
収
入
は
一
緒
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
あ
と
は
収
入
を
ど
の
よ

う
に
分
配
す
る
か
だ
け
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
株
式
会
社
、
有
限

会
社
は
も
う
け
を
趣
旨
と
し
た
法
人
で
す
か
ら
、
ま
ず
、
法
人
の



収
益
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
ど
も

は
非
営
利
法
人
で
す
か
ら
、
入
っ
た
も
の
を
ど
れ
だ
け
有
効
に
地

域
に
還
元
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
内
部
の
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ

せ
て
い
く
か
と
い
う
方
向
に
考
え
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。

実
は
、
介
護
保
険
が
入
る

一
年
前
に
国
保
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
i
に
移
行
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
当
時
の
社
会
福
祉

法
人
に
対
す
る
給
与
表
と
い
う
の
が
県
か
ら
提
示
さ
れ
て
お
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
に
従
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で

は
な
い
の
で
す
が
、
私
ど
も
は
そ
れ
に
従
っ
て
や
っ
て
お
り
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
以
上
と
い
う
よ
う
に
そ
の
記
事
に
書
い
て
あ
り
ま

す
意
味
は
、
介
護
保
険
が
入
っ
て
収
入
が
流
動
化
す
る
と
い
う
こ

と
を
理
由
に
、
社
会
福
祉
法
人
は
ど
ん
ど
ん
手
当
て
の
カ
ッ
ト
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
昇
給
も
ス
ト
ッ
プ
し
ま
し
た
。
そ
の
お
陰

で
三
年
間
の
間
に
膨
大
な
額
の
お
金
が
社
会
福
祉
法
人
の
中
に
蓄

積
さ
れ
る
と
い
う
結
果
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
何
が
起
こ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
こ
と
し
の
四
月
の
介

護
報
酬
の
改
定
に
あ
た
っ
て
社
会
福
祉
法
人
、

つ
ま
り
特
別
養
護

老
人
ホ
l
ム
、
そ
れ
か
ら
老
人
保
健
施
設
、

つ
ま
り
入
所
施
設
の

保
険
点
数
の
大
幅
な
切
り
下
げ
が
あ
っ
た
の
で
す
。
も
う
け
過
ぎ

で
あ
る
、

つ
ま
り
社
会
法
人
の
中
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
資
金

が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
と
い
う
理
由
で
、
大
幅
に
下
げ
ら
れ
ま
し

た
。
小
規
模
の
痴
呆
性
、
あ
る
い
は
一
般
型
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の

下
が
り
方
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。
痴
呆
性
の
お
年
寄
り

に
対
す
る
小
規
模
な
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
現
状
維
持
、
そ

れ
か
ら
一
般
型
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
が
若
干
の
減
と
い
う

こ
と
で
し
た
。

そ
れ
で
給
与
水
準
は
ち
な
み
に
私
が
、
私
が
言
う
分
に
は
構
わ
な
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い
で
す
ね
。

問

そ
こ
ま
で
は
結
構
で
す
。

青
田

そ
う
で
す
か
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
生
活
を
維
持
で
き
る

そ
の
く
ら
い
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
経
営

者
と
い
う
の
は
自
分
で
背
負
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
部
分
が
多
い

の
で
、
設
立
当
初
は
私
、
頭
に
円
形
脱
毛
が
た
く
さ
ん
で
き
ま
し

て
、
そ
の
部
分
を
夏
は
墨
を
塗
っ
て
い
た
ら
、
白
衣
の
襟
が
真
つ

黒
に
な
り
ま
し
て
、
大
変
怒
ら
れ
て
、
そ
れ
か
ら
マ
ジ
ッ
ク
に
変

え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。



長
谷
川

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
一
応
、
ご
質
問
は
打
ち
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

き
ょ
う
は
標
題
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
寺
院
は
地
域
の
福
祉
に

い
か
に
貢
献
し
得
る
か
」
、

か
な
り
き
わ
ど
い
問
題
を
含
め
て
三

人
の
先
生
方
か
ら
ご
発
題
い
た
だ
き
、

フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質
問
、

ご
意
見
も
ち
ょ
う
だ
い
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
白
熱
し
た
雰
囲
気
に
入

っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
だ
、
私
ど
も
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す
の

は
、
寺
院
の
本
質
的
な
あ
り
方
と
い
う
も
の
を
問
う
て
い
く
と
き

に
、
そ
こ
に
は
や
は
り
信
仰
を
培
養
す
る
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ

の
こ
と
を
通
し
て

一
人

一
人
の
寺
院
の
関
係
者
、
無
論
檀
信
徒
を

含
め
て
人
生
の
充
実
に
資
す
る
寺
院
運
営
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り

も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。

社
会
福
祉
の
活
動
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
の
活
動

や
事
業
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
免
罪
符
の
よ

う
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
社
会
福
祉
の
活
動
を
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
先
ほ
ど
も
・申
し
上

げ
ま
し
た
よ
う
に
、
信
仰
を
培
養
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

祖
、
祖
師
方
の
み
教
え
を
檀
信
徒
と
と
も
に
し
て
、
そ
し
て
少
し

で
も
心
豊
か
な
生
活
が
送
れ
る
、
そ
う
い
う
拠
点
で
あ
る
と
い
う

大
前
提
の
も
と
に
、
そ
れ
を
よ
り
社
会
化
し
て
い
く
、
そ
の
一
環

と
し
て
社
会
福
祉
に
対
す
る
活
動
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
私
は
思
う
の
で
す
。

ま
た
、
同
時
に
三
先
生
の
ご
発
題
も
そ
う
し
た
趣
旨
に
沿
う
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
全
国
七
万
五

0
0
0余
に
及
ぶ

寺
院
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
が
あ
る
と
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思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
や
は
り
檀
信
徒
や
地
域
の
中
で

ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ

が
社
会
福
祉
の
事
業
や
活
動
を
通
し
て
生
か
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
教
育
的
な
要
素
や
文
化
的
な
活
動
で
生
か
さ
れ
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
、
念
仏
三
昧
や
座
禅
を
組
ん
だ
り
修
行
を

し
た
り
、
そ
う
い
う
静
寂
な
環
境
を
確
保
し
、
修
業
の
場
と
し
て

生
か
さ
れ
る
寺
院
も
あ
っ
た
り
、

い
ろ
い
ろ
な
寺
院
の
形
態
が
あ

る
で
し
ょ
う
、
こ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
多
様
性
を
前
提
に
し
た
上
で
こ
れ
か
ら
の
地
域
福
祉



の
時
代
に
地
域
の
福
祉
資
源
の
中
核
の
一
つ
と
し
て
ど
の
よ
う
に

役
立
っ
て
い
く
か
、
こ
れ
は
寺
院
関
係
者
に
こ
れ
か
ら
よ
り
真
剣

に
考
え
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
私
も
ま
た
、
こ
の

関
係
者
の

一
人
と
し
て
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
こ
の
よ
う
な
思
い
を
強
く
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
際
に
第
一
義
的
に
は
寺
院
と
檀
信
徒
が

一
体
に
な
る
、
そ

し
て
さ
ら
に
寺
院
と
地
域
社
会
と
い
う
も
の
が
よ
り
交
流
を
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
。
先
ほ
ど
、
寺
の
門
戸
を

開
放
し
た
ら
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
切
実
な
要
請

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
い
ま
、
寺
院
が
置
か
れ

て
い
る
状
況
を
考
え
ま
す
と
、
開
け
た
と
た
ん
に
犯
罪
が
起
こ
る

と
い
う
危
険
性
も

一
方
で
は
ら
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
檀
家
の
方
々
が
、
あ
る
い
は
地
域
の
方
々
が
、
そ
れ

で
は
お
寺
の
門
を
開
い
た
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
自
分
た
ち
が
ロ

ー
テ

l
シ
ヨ
ン
を
組
ん
で
、
そ
し
て
見
守
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
含
め
て
寺
門
の
開
放
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
は
実

現
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
申
し
ま
す
の
も
、
私
自
身
、
お
寺
を
聞
き
た
い
、
し
か
し
、

聞
い
た
と
た
ん
に
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
る
。
現
に
こ

う
い
う
ご
時
世
で
す
か
ら
、
私
ど
も
の
寺
院
を
含
め
て
近
隣
寺
院

に
多
く
の
盗
難
、
あ
る
い
は
ま
た
殺
害
、
そ
の
ほ
か
危
険
な
こ
と

が
次
々
と
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

建
前
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
そ
れ
を
実
行
す
る
に
は
そ
う
な
ま
や

さ
し
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
檀
信
徒
や
地
域
の
方
々

の
ご
協
力
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
も

た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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き
ょ
う
、
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
の
中
に
は
僧
侶
の
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
ま
た
、
在
家
の
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。

僧
俗

一
体
と
な
っ
て
地
域
の
中
の
貴
重
な
社
会
資
源
の

一
つ
で
あ

る
、
そ
し
て
信
仰
の
場
で
あ
る
寺
院
が
よ
り
社
会
的
な
使
命
を
発

揮
で
き
る
よ
う
に
お
互
い
に
協
力
し
合
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

大
変
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
最
後
ま
で
ご
熱
心
に
ご
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、
同
時
に
三
人
の
パ

ネ
ラ

l
の
先
生
方
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
て
こ
の
会
を
閉
じ



さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
(
拍
手
)
。

了
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近
世
に
お
け
る
臨
終
行
儀
に
つ
い
て

(
)
『
臨
終
節
要
』

『
千
代
見
草』

の
比
較
を
通
し
て

1

と

淑
徳
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
社
会
福
祉
学
専
攻
博
士
後
期
課
程

関

徳、

子

は
じ
め
に

近
年
、
高
齢
化
問
題
が
叫
ば
れ
、
ま
た
医
療
技
術

・
科
学
技
術

が
進
歩
す
る
の
に
と
も
な
い
、
「
死
」
に
関
す
る
問
題
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
方
で
、
「
心
の
時
代
」
な
ど
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
精
神
的

・
内
面
的
な
援
助
の
ニ

l
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
。

」
の
「
死
」
に
関
す
る
問
題
と
、
精
神
的
・
内
面
的
な
問
題
と
の

両
面
を
内
在
す
る
も
の
が
「
臨
終
行
儀
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

今
後
、
高
齢
化
社
会
が
深
刻
化
す
る
中
で
、
す
で
に
高
齢
者
福

祉
施
設
に
お
い
て
「
看
と
り
」
が
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

病
院
や
ホ
ス
ピ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
機
関
の
み
な
ら
ず
、
多

様
な
社
会
福
祉
施
設
で
も
「
看
と
り
」
を
視
野
に
入
れ
た
ケ
ア
が
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必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
各
宗
派
の
教
義
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
各
宗
派
に
お
け

る
「
臨
終
行
儀
」
と
と
も
に
、
宗
派
性
を
超
越
し
た
、

い
わ
ば
通

仏
教
的
な
「
臨
終
行
儀
」
と
い
う
も
の
も
求
め
ら
れ
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
「
臨
終
行
儀
」
が

一
般
庶
民
の
聞
に
浸

透
し
た
と
い
わ
れ
る
近
世
に
お
い
て
、
当
時
の
「
臨
終
行
儀
」
に

宗
派
的
特
徴
が
ど
の
程
度
見
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
宗
派
的

特
徴
を
超
越
し
た
「
臨
終
行
儀
」
の
要
素
が
み
ら
れ
る
か
を
検
証



し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
、
同
時
代
、

つ
ま
り
、

時
代
背
景
を
同
じ
く
す
る

「臨
終
行
儀
」
で
あ
り
、
そ
の
臨
終
行

儀
の
宗
教
教
義
的
背
景
を
異
に
す
る

『臨
終
節
要
」
と

『千
代
見

草
』
の
内
容
の
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
時
の
「
臨
終
行

儀
」
に
お
け
る
宗
派
色
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

-
資
料
の
概
説

本
論
で
対
象
と
す
る
資
料
は

『臨
終
節
要
」
と

『千
代
見
草
」

で
あ
る
。

『臨
終
節
要
』
(
一
巻
)
の
作
者
は
、
慈
空

(1
一
七

一
七
)

で
あ
る
。
慈
空
は
、
性
患
、
道
西
、
蓮
居
と
も
称
さ
れ
、
浄
土
宗

西
山
派
の
中
興
と
い
わ
れ
る
。
本
書
は
、
貞
享
二

(一

六
八
五
)

年
に
成
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
貞
享
三

(
一
六
八
六
)
年
の
初

刊
行
以
降
、
数
回
に
わ
た
り
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

(2
)
 

る
。
本
書
の
構
成
は
、

一
「
華
厳
経
」
賢
首
品
、

二
.
善
導
和

尚

『臨
終
正
念
訣
』
、
三
.
臨
終
用
意
、
四

知

死

期
、
五

祖
要
語
と
い
う
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
中
で
も

「三
.
臨
終
用
意
」
と
「
五

仏
祖
要
諮
問
」
に
注
目
し
た
い
。
「
三

臨
終
用
意
」
で
は
、
ま
ず
、
臨
終
用
意
の
た
め
の
七
条
と
し
て
、

(
こ

道
場
を
荘
厳
に
す
る
こ
と
、

(
二
)
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
、

(
三
)
身
を
洗
い
清
め
、
清
め
ら
れ
た
衣
服
に
着
替
え
る
こ
と
、

(四
)
香
を
た
き
、
花
を
散
ら
し
て
仏
を
供
養
す
る
こ
と
、

(五
)

燈
明
を
か
か
げ
る
こ
と
、
(
六
)
御
手
糸
を
引
く
こ
と
、

つ
ま
り
、

本
尊
の
指
と
、
行
者

(病
人
)
の
指
と
を
糸
で
結
ぶ
こ
と
、

(
七
)
碧
を
鳴
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
、
次
に
、
当
然
知
つ

て
お
く
べ
き
七
条
と
し
て
、

(
こ

人
の
命
は
無
常
で
あ
る
こ
と
、

(
二
)
死
が
間
近
に
迫

っ
た
時
に
妄
念
が
生
じ
る
の
は
、
死
後
悪
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道
に
堕
ち
る
種
と
な
る
の
で
、
執
着
を
起
き
せ
な
い
よ
う
に
す
る

」と、

2
C
酒

・
肉

・
五
辛
を
飲
食
し
た
人
を
病
人
に
近
づ
け

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、

(四
)
病
人
の
側
で
看
病
す
る
人
は
三

人
か
ら
五
人
と
す
る
こ
と
、

(五
)
病
人
を
頭
北
面
西
に
臥
せ
て
、

決
定
往
生
の
想
、
あ
る
い
は
帰
命
引
接
の
想
を
抱
か
せ
て
念
仏
さ

せ
る
こ
と
、

(六
)
命
終
の
と
き
に
注
意
す
べ
き
こ
と
、

(七
)
息

I
A
 

，4ι

・

絶
え
た
後
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に

つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

五

仏
祖
要
語」

は、

「
病
人
用
心
」
(
一二二
項
目
)、
「看
病
用

心
」
(
五
項
目
)、
「雑
附
」

(一一一
項
目
)
の
三
節
に
分
か
れ
て
い



る
。
本
書
は
、
「
実
際
に
臨
終
行
儀
の
施
行
が
可
能
な
よ
う
に
配

慮
し
た
も
の
が
、
そ
の
簡
便
さ
か
ら
版
化
が
繰
り
返
さ
れ
、
民
間

(3) 

の
施
行
レ
ベ
ル
ま
で
浸
透
し
た
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

理
論
的
解
説
を
「

『華
厳
経
』
賢
首
品
」
、
「
二
.
善
導
和
尚

『臨
終
正
念
訣
』」
、
「
五

仏
祖
要
語
」
で
述
べ
、
実
践
に
即
す
る

事
柄
が
「

臨
終
用
意
」
で
ま
と
め
ら
れ
、
ま
た
「
五

仏
祖

要
語
」
に
は
、
「
三

臨
終
用
意
」
の
具
体
的
な
点
を
補
足
す
る

役
割
り
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
構
成
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
ま
で

の
「
臨
終
行
儀
」
を
総
合
・
整
理
し
、
よ
り
実
践
を
意
識
し
て
作

成
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

本
書
は
、
浄
土
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

臨
終
正
念
に
よ
り
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

る。
『千
代
見
草
』
(
二
巻
)

の
作
者
は
、
身
延
山
久
遠
寺
の
中
興

師
(
日
重
・
日
乾
・
日
遠
)

の
一
人
で
あ
る
心
性
院
日
遠

(
一
五
七
二

1
一
六
四
二
)
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で

は
、
本
書
は
日
遠
が
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
日
遠
の
門
下
で
日

重
の
学
系
を
ひ
い
た

「倫
理
的
実
践
派
」
(
義
学
よ
り
も
む
し
ろ

事
戒
主
義
の
実
践
的
面
を
継
承
し
て
、
宗
教
に
お
け
る
倫
理
性
を

強
調
し
、
人
格
の
完
成
を
仏
道
の
必
須
条
件
と
考
え
、
倫
理
を
基

調
と
す
る
宗
教
の
樹
立
を
目
指
し
た
集
団
)
と
称
さ
れ
る
メ
ン

(4) 

パ
l
の
中
に
作
者
が
い
た
と
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
近

世
日
蓮
教
団
の
な
か
で
比
較
的
早
い
時
期
に
受
不
施
派
の
立
場
か

ら
書
か
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
書
の
原
本
は
み
ら
れ
ず
、
成

立
年
代
も
不
明
で
あ
る
が
、
藤
井
学
に
よ
れ
ば
、
本
書
に
正
保
か

ら
万
治
ご
ろ
(
一
六
四
四
1
一
ム
ハ
六

O
)
を
上
限
と
す
る
庶
民
社

会
の
事
象
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
、
そ
の

(
5
)
 

頃
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
書
は
宝
永
七
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(
一
七
一

O
)
年
九
月
の
刊
記
を
も
っ
刊
本
が
最
古
の
も
の
と
き

れ
て
い
る
。
本
書
の
構
成
は
、
上
下
二
巻
に
別
れ
て
お
り
、
上
巻

で
は
、
臨
終
正
念
に
至
る
自
利
の
立
場
か
ら
、
法
華
信
者
の
題
目

に
よ
る
臨
終
正
念
の
意
義
と
そ
の
具
体
的
方
法
は
い
か
な
る
も
の

か
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
上
巻
は

(
ニ

臨
終
用
意
の
必
要
性

と
重
要
性
、

(
二
)

臨
終
正
念
を
迎
え
る
た
め
の
生
活
態
度
、

(
三
)
臨
終
正
念
を
迎
え
る
た
め
の
具
体
的
修
行
の
三
つ
に
大
分

さ
れ
る
。
本
書
は
全
般
に
わ
た
っ
て
問
答
形
式
が
多
く
と
ら
れ
、



な
お
か
っ
、

実
践
に
即
し
て
説
か
れ
て
お
り
、
仏
教
の
知
識
が
そ

れ
ほ
ど
豊
富
で
は
な
い
民
衆
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
、
わ
か
り
や

す
く
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
本
書
が
仏
教
者

(僧
侶
)

の
み
に
対
象
を
限
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、

一
般
庶
民
を
対
象
と

し
て
書
か
れ
た
も
の
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。
下
巻
で
は
、
臨
終

正
念
に
至
る
利
他
の
立
場
か
ら
、
病
者
に
対
す
る
看
病
の
功
徳
と

看
病
の
具
体
的
方
法

・
注
意
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
、
死
体
処
理
、

葬
送
、
死
後
の
法
会
に
至
る
心
構
え
や
そ
の
対
処
の
仕
方
な
ど
を

説
い
て
い
る
。
北
村
聴
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
近
世
日
蓮
教
団
の

受
不
施
派
の
人
が
、

一
般
民
衆
を
対
象
と
し
て
、
「
実
践
す
べ
き

法
華
経
信
仰
の
修
行
を
平
易
に
説
い
た
布
教
書
で
あ
り
、
そ
の
役

割
は
、
法
華
信
仰
の
実
践
的
な
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
が
で
き
」

(6
)
 

る
と
す
る
。
ま
さ
に
、
北
村
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
は
法
華

信
仰
者
の
た
め
の
臨
終
行
儀
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い
は
法
華
信
仰
者

の
た
め
の
臨
終
行
儀
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
書
は
、
日
蓮
宗
系

(法
華
系
)
の
「
臨
終
行
儀
」
で
あ
り
、

そ
の
目
的
は
臨
終
正
念
に
よ
り
即
身
成
仏
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

」
の
点
が
浄
土
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
で
あ
る

『臨
終
節
要
』
と

大
き
く
違
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「

E
.
『臨
終

節
要
」
と

『千
代
見
草
』
の
内
容
の
比
較
」
に
お
い
て
詳
細
に
触

れ
た
い
。

E
時
代
背
景

北
村
は
、
近
世
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
「
近
世
の
安
定

し
た
教
団
体
制
に
支
え
ら
れ
て
、
各
宗
派
で
は
精
綴
な
教
学
が
発

達
し
、
教
学
の
体
系
化
が
進
め
ら
れ
て
い

っ
た
が
、
こ
れ
に
併
行

し
て
、
檀
家
制
度
を
基
盤
と
し
て
民
衆
と
の
接
触
を
深
め
て
い

つ
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た
仏
教
教
団
は
、
そ
の
教
義
内
容
を
平
易
な
仮
名
文
に
よ

っ
て
簡

易
化
し
た
り
、
民
衆
生
活
と
直
結
し
た
具
体
的
、
経
験
的
表
現
に

よ
っ
て
世
俗
化
す
る
な
ど
の
形
に
よ

っ
て
、
民
衆
教
化
の
実
践
面

(7
)
 

の
深
化
に
努
力
を
払

っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
」
ま
た
、
林
淳
は
、

古
代

・
中
世
の
仏
教
と
、
近
世
以
降
の
仏
教
の
相
違
点
の

一
つ
と

し
て
、
「
古
代
・
中
世
の
仏
教
が
彼
岸
的
な
価
値
を
尊
び
、
来
世

思
考
の
色
彩
が
つ
よ
く
、
仏
法
為
先
の
理
念
を
持

っ
て
い
た
の
に

対
し
、
近
世
の
仏
教
は
現
世
主
義
的
で
、
此
岸
的
な
秩
序
維
持
機

能
を
優
先
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
民
衆
の
現
実
生
活
や
職
業
労
働



(8
)
 

を
肯
定
的
に
位
置
づ
け
る
機
能
を
は
た
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
も
と
に
、
長
谷
川
匡
俊
は
、

「
人
生
終
末
の
病
床
に
あ
っ
て
、
仏
教
に
よ
る
看
と
り
が
も
っ
と

も
普
及
し
た
の
は
、
恐
ら
く
近
世
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
で
は
な

(9
)
 

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
」
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
近
世
は
、
祈
祷
寺
を
中
心
と
し
て
現
世
利
益
・
現
世

(ω
)
 

安
穏
を
目
的
と
す
る
現
世
主
義
的
思
想
が
あ
る
。

一
方
で
、
檀

家
制
度
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
日
常
生
活
や
葬
式
お
よ
び
年
忌
供

養
が
整
備
さ
れ
、
定
着
し
、
そ
れ
ら
の
年
中
行
事
な
ど
の
宗
教
儀

礼
の
み
な
ら
ず
、
死
に
際
に
檀
那
寺
か
ら
検
死
や
引
導
が
義
務
付

け
ら
れ
る
中
で
、
仏
教
が
民
衆
の
中
に
浸
透
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て

仏
教
教
団
側
も
民
衆
教
化
を
意
識
し
、
よ
り
民
衆
の
理
解
が
深
ま

る
よ
う
、
民
衆
の
要
請
な
ど
に
よ
っ
て
、
教
義
内
容
な
ど
を
簡
易

化
し
、
世
俗
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、

彼
岸
的
な
価
値
を
尊
び
来
世
志
向
の
色
彩
を
つ
よ
く
し
て
い
た
中

世
に
か
わ
り
、
現
世
主
義
的
で
此
岸
的
な
も
の
を
求
め
た
近
世
に

あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
平
生
と
共
に
臨
終
を
重
視
す
る
浄
土
宗
を
中

心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
「
臨
終
行
儀
」
に
加
え
、
様
々
な
宗
派
の

教
義
に
基
づ
く
「
臨
終
行
儀
」
が
そ
れ
ま
で
の
時
代
以
上
に
求
め

ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
、
日

蓮
宗
に
お
い
て
も
「
臨
終
行
儀
」
の
作
成
が
要
求
さ
れ
た
も
の
思

わ
れ
る
。

皿

「臨
終
節
要
」
と

『千
代
見
草
』
の
内
容
の
比
較

以
下
か
ら
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た
と
推
察
さ
れ
、
そ
の

宗
教
的
背
景
を
異
に
す
る
「
臨
終
行
儀
」
で
あ
る
「
臨
終
節
要
」

と

「千
代
見
草
」
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の
内
容
の
比
較
を
試
み
た
い
。

ま
ず
、
両
書
に
共
通
す
る
部
分
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
る
。
共

通
す
る
点
は
、
(
ニ
臨
終
に
際
し
て
、
あ
る
い
は
看
病
を
す
る

に
あ
た
っ
て
別
室
を
設
け
、
病
人
を
そ
の
別
室
に
移
す
点
、

会
乙
身
体
や
衣
服
を
浄
ら
か
に
す
る
点
、
(
三
)
焼
香

・
散
華
・

燈
明
を
用
い
る
点
、
(
四
)
磐
(
『
千
代
見
草
』
の
場
合
は
鈴
)
な

ど
の
鳴
り
物
を
用
い
る
点
、
(
五
)
物
・
話
・
人
な
ど
で
執
着
を

催
す
よ
う
な
こ
と
は
避
け
る
点
、
(
六
)
訪
問
者
の
面
接
の
制
限

が
あ
る
点
、
(
七
)
看
病
人
の
数
、
(
八
)
臨
終
に
際
し
、
頭
北
面

西
に
病
人
を
臥
せ
る
点
、
(
九
)
臨
終
前
後
、
病
人
に
水
を
飲
ま



せ
る
際
の
注
意
点
お
よ
び
そ
の
方
法
、
(
十
)
ま
さ
に
臨
終
の
際

に
行
う
内
容
、
(
十
二
命
終
の
後
も
耳
元
で
唱
え
る
点
(
但
し
、

唱
え
る
も
の
は
異
な
る
)
、
お
よ
び
そ
の
理
由
も
含
む
、
(
十
二
)

死
後
、

一
定
時
間
は
病
人
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
点
、
以
上
で

あ
る
。

(
ニ

臨
終
に
際
し
て
、
あ
る
い
は
看
病
を
す
る
に
あ
た
っ
て

別
室
を
設
け
、
病
人
を
そ
の
別
室
に
移
す
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

ス

ヲ

荘
ご
厳
道
場
一謂
ク
。
遠
ク
紙
一坦
ノ
風

『臨
終
節
要
』
で
は
、
「

ニ
倣
ヒ
。
宜
ク
別
房
ヲ
払
拭
シ
テ
。
日
来
ノ
住
所
ヲ
。
改
ム
ベ
シ
。

若
シ
別
房
ナ
ク
ン
パ
。
仏
前
ニ
寄
テ
。
使
リ
ヨ
キ
様
一
一
。
理
ラ
フ

ベ
シ
。
」
と
あ
る
。

一
方、

『千
代
見
草
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
な

記
述
が
見
ら
れ
る
。

死
病
と
み
た
な
ら
ば
、
寺
に
で
も
在
家
に
で
も
、

し
づ
か
な

る
所
へ
う
つ
し
か
ん
び
ゃ
う
す
べ
し
。
い
と
ふ
心
を
生
じ
、

無
常
を
緋
へ
。
ぽ
だ
い
心
を
お
こ
し
、
正
念
な
る
物
也
。
常

の
宿
に
て
は
、
妻
子
容
属
の
声
を
聞
て
心
に
な
ご
り
を
お
し

み

つ
ね
に
心
を
と
め
し
衣
類
道
具
な
ど
に
心
を
か
け
、
と

や
か
く
と
思
ひ
、
正
念
み
だ
る
、
物
也
。
他
所
へ
出
る
事
の

な
ら
ぬ
身
は
、
堺
風
障
子
に
て
か
こ
ひ
て
、
本
尊
を
か
け
て

香
花
燈
明
を
供
養
し
、
宿
所
に
て
な
き
ゃ
う
に
こ
し
ら
へ

す
、
む
べ
き
也
。
是
仏
の
お
し
へ
也
。
よ
く
ま
も
り
で
か
ん

び
ゃ
う
す
べ
し
。

両
者
と
も
、
臨
終
あ
る
い
は
看
病
に
際
し
、
別
室
を
設
け
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
場
合
の
対
処
と
し

て
、
仏
前
に
近
づ
け
る
、
あ
る
い
は
仏
前
の
よ
う
に
部
屋
を
し
っ

ら
え
る
点
が
共
通
す
る
。

(二
)
身
体
や
衣
服
を
浄
ら
か
に
す
る
点
に
つ
い
て
、

『臨
終
節

p
h
v
 

要
」
で
は
、
「
三

浄
浴
浄
衣
調
ク
。
香
湯
ヲ
用
テ
休
浴
シ
。
新
浄

ノ
衣
服
ヲ
着
ス
ベ
シ
。
若
病
人
力
ナ
ク
ン
パ
。
沙
汰
ニ
及
パ

ズ
。」
と
す
る
。

一
方、

「千
代
見
草
』
で
は
、
「
と
ふ
て
云
。
臨

終
の
心
得
は
何
と
す
べ
き
や
。
こ
た
へ
て
云
。
死
期
ち
か
し
と
知

り
た
ら
ば
、
も
く
よ
く
を
し
て
身
を
き
よ
め
、
新
き
き
る
物
を
き

る
べ
し
。
是
は
な
れ
ば
よ
し
、
な
ら
で
も
く
る
し
か
ら
ざ
る
事

也
」
と
す
る
。

さ
二
焼
香
・
散
華

・
燈
明
を
用
い
る
点
に
つ
い
て
、

『臨
終
節

要
』
で
は
、
「
四
焼
香
散
華
調
ク
。
衆
ノ
名
香
ヲ
焼
キ
。
花
ヲ
散



ジ
テ
供
養
ス
ベ
シ
。
所
謂
。
香
ハ
仏
ノ
使
ヒ
。
花
果
ヲ
、
ヶ
レ
パ
。

仏
来
臨
ス
ト
モ
云
ヘ
リ
。
」
「
五
上
燈
上
燭
調
ク
。
壇
内
四
ツ
ノ

角
ニ
。
燈
火
ヲ
挑
グ
ベ
シ
。
所
謂
。
仏
ニ
燈
燭
ヲ
。
上
ツ
レ
パ
。

命
終
ノ
時
。
光
明
ヲ
。
見
ル
ト
云
へ
リ
。
」
と
す
る
。

方

『千

代
見
草
」
で
は
、
「
先
本
尊
を
か
け
油
を
と
も
し
香
を
た
き
、

し

ば
し
り
ん
を
な
ら
さ
せ
て
心
を
し
づ
め
、
大
勇
猛
の
信
心
に
て
だ

い
も
く
を
と
な
ふ
べ
き
也
。
」
「
た
へ
た
る
身
な
ら
ば
、
沈
香
伽
羅

名
香
な
ど
求
め
供
養
す
べ
し
。
聖
衆
三
宝
来
臨
の
瑚
な
れ
ば
、
心

し
づ
ま
る
物
也
。
た
へ
ぬ
身
は
し
き
み
の
香
に
で
も
よ
し
。
」
と

す
る
。

(
四
)
磐
(
『千
代
見
草
』
σコ
場
ム

では
は鈴

ーな

長スZ
E 鳴
長，り

事?
謂用

い
る
占
…
に
つ
い
て
、

『臨
終
節
要
』

ク
。
宜
ク
。
中
和
ノ
音
ヲ
。
発
ス
ベ
シ
。
甚
ダ
。
喧
ス
シ
キ
コ
ト

無
レ
。
昔
、
ン
天
台
ノ
智
者
大
師
告
テ
云
ク
。
凡
ソ
人
。
臨
終
ノ
時
。

鐘
碧
ヲ
聞
ケ
パ
。
正
念
ヲ
増
ス
。
惟
長
惟
久
。
ソ
ノ
声
ヲ
断
ス
メ

ザ
レ
。
気
息
ノ
尽
ル
ヲ
期
ト
ス
。
是
也
。
」
「
又
云
。
時
々
引
磐
ヲ

打
セ
テ
聞
ケ
パ
。
ウ
カ
ウ
カ
ト
。
シ
タ
ル
時
ノ
。
気
付
ニ
。
ヨ
キ

也
。
、
其
音
ヲ
聞
タ
ピ
ニ
。
急
度
念
仏
ス
ベ
シ
。
」
と
す
る
。
「
千

代
見
草
」
で
は
、
「
だ
い
も
く
の
あ
い
だ
に
、
り
ん
を
な
ら
し
、

し
き
り
に
高
声
に
す
、
む
べ
し
。
り
ん
の
こ
ゑ
に
て
正
念
に
な
る

物
也
。
」
と
す
る
。

(
五
)
物
・
話
・
人
な
ど
で
執
着
を
催
す
よ
う
な
こ
と
は
避
け

る
占
…
に
つ
い
て
、

「臨
終
節
要
」
で
は
、
「
最
後
ノ
妄
念
ハ
。
悪
道

ノ
業
ナ
リ
。

一
切
世
間
ノ
事。

殊
ニ
。
病
人
ノ
貧
愛
ス
ベ
キ
事
。

旗
悪
ス
ベ
キ
事
ハ
。
敢
テ
病
人
ニ
。
語
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
又
看
病
人

モ
。
互
ヒ
一
一
。
語
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
」
「
又
病
人
ノ
。
心
ヲ
留
ム
ベ
キ
。

資
具
。
財
宝。

及
ビ
愛
妻
。
愛
子
等
。
敢
テ
近
ヅ
ク
ベ
カ
ラ
ズ
。

又
病
人
ノ
心
ニ
。
違
ヒ
タ
ル
人
。
努
々
向
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
」
と
す

る
。「
千
代
見
草
』
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

わ
れ
人
と
も
に
存
命
は
、
け
ふ
ば
か
り
/
¥
と
心
得
た
ら
ば
、

欲
も
得
も
入
ま
じ
け
れ
ど
、
わ
が
身
の
う
へ
ば
か
り
を
、
常

に
の
ど
か
に
思
ひ
な
ら
は
せ
た
る
心
得
の
転
じ
が
た
れ
ば
、

最
期
臨
終
も
心
も
と
な
く
あ
や
う
き
事
也
。
た
ず
い
ま
/
¥

と
思
ふ
事
こ
そ
な
ら
ず
と
も
、
何
時
死
期
来
り
た
り
と
も
お

ど
ろ
か
ぬ
や
う
に
、
身
を
お
さ
め
用
意
す
べ
き
事
也
。
身
の

後
に
は
誰
に
と
心
ざ
す
物
あ
ら
ば
、
存
命
の
う
ち
に
ゆ
づ
る



べ
き
也
。
そ
の
き
は
に
と
せ
ん
か
く
せ
ん
と
お
も
ひ
な
ば
、

臨
終
の
大
な
る
さ
は
り
な
り
。

病
人
妻
子
に
あ
ひ
た
き
と
い
ふ
な
ら
ば
、

い
か
に
も
し
づ
か

に
理
を
せ
め
て
す
、
む
べ
し
。

一
大
事
の
す
温
め
也
。

き
れ
ば
病
人
の
は
ら
だ
っ
る
事
、

か
り
に
も
す
べ
か
ら
ず
。

い
う
べ
か
ら
ず
。
ね
お
き
ね
が
へ
り
に
も
身
を
つ
け
、
心
を

つ
け
て
い
た
は
る
べ
し
。
あ
し
く
す
れ
ば
身
い
た
み
、
旗
+
志

を
お
こ
す
物
也
。
万
事
に
つ
け
て
と
か
く
慈
悲
心
に
住
す
れ

ば
、
病
人
の
気
に
ち
が
は
ざ
る
也
。
臨
終
も
程
ち
か
く
見
ゆ

る
な
ら
ば
、

日
頃
気
に
ち
が
ひ
た
り
人
に
は
対
面
無
用
也
。

孫
子
の
悪
行
に
て
勘
当
し
た
る
な
ど
、
此
耐
に
ゆ
る
さ
し
む

る
事
あ
り
。

い
ひ
出
し
て
つ
よ
く
い
き
ど
お
ら
ば
対
面
無
用

也
。
日
頃
つ
よ
く
に
く
し
み
者
を
目
に
見
れ
ば
、
お
こ
ら
ぬ

旗
悪
も
お
こ
り
て
、
後
生
の
大
毒
也
。
も
し
そ
の
眠
塞
や
ま

ず
し
て
命
終
ら
ば
、
無
量
の
善
根
も
や
き
う
し
な
ひ
、
虎
狼

熊
狸
鷲
熊
鷹
毒
蛇
の
中
に
生
る
べ
し
。
あ
さ
ま
し
き
事
也
。

病
人
の
心
を
と
く
と
見
、
つ
け
て
、
物
ご
と
に
悪
念
の
お
こ
ら

ぬ
や
う
に
あ
っ
か
ふ
ベ
し
。
日
頃
心
を
と
め
し
財
宝
道
具
衣

類
な
ど
み
な
/
¥
箱
に
を
さ
め
て
、
目
に
か
、
ら
ぬ
や
う
に

し
て
お
く
べ
き
也
。

な
が
き
夜
の
す
き
み
に
む
か
し
/
¥
の
物
が
た
り
も
、
あ
は

れ
な
る
事
か
た
る
べ
か
ら
ず
。
病
人
の
気
の
よ
は
き
に
聞
て
、

心
の
い
た
み
に
な
る
也
。
又
愛
欲
の
物
が
た
り
、
利
得
の
は

な
し
は
、
か
な
ら
ず
身
に
し
め
て
聞
物
な
れ
ば
か
た
る
べ
か

ら
ず
。
草
紙
な
ど
を
よ
む
と
も
、
さ
ゃ
う
の
事
は
よ
む
べ
か

ら
ず
、
無
常
を
す
、
め
で
か
き
た
る
物
、

ぼ
だ
い
の
た
よ
り

に
な
る
事
を
耳
に
入
ベ
き
也
。

老
い
た
る
お
や
、

い
と
き
な
き
子
つ
ま
を
ば
、
ま
へ
か
ど
よ

り
他
所
へ
か
な
ら
ず
う
っ
す
べ
き
也
。
か
ね
て
よ
り

一
大
事

と
合
点
し
て
も
、
そ
の
き
は
に
は
か
な
し
き
ゅ
へ
、
お
し
み

な
き
を
と
り
は
づ
し
、
声
を
あ
げ
て
な
く
物
也
。
此
時
に
な

に
と
も
せ
い
た
う
な
り
が
た
き
物
な
り
。
な
げ
く
声
病
人
の

耳
に
入
ぬ
れ
ば
、
今
を
か
ぎ
り
の
名
残
な
れ
ば
、
心
が
う
つ

り
て
正
念
み
だ
る
る
也
。

そ
の
他
に
、
両
書
に
共
通
し
て
食

(飲
食
)
に
関
す
る
制
限
が

示
さ
れ
て
い
る
。
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(
六
)
訪
問
者
の
面
接
の
制
限
が
あ
る
点
に
つ
い
て
、

『臨
終
節

要
」
で
は
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

又
病
人
ノ
心
ニ
。
違
ヒ
タ
ル
人
。
努
々
向
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
総

テ
訪
問
人
ノ
出
入
。

一
一
病
人
ニ
。
知
ラ
シ
ム
ル
。
無
用
ノ

事
ナ
リ
。

酒
肉
五
辛
ヲ
。
用
ヒ
タ
ラ
ン
人
ハ
。
何
カ
ニ
。
親
シ
キ
縁
ア

リ
ト
モ
。
家
内
ニ
。
入
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
若
入
タ
ラ
ン
ハ
。
必

ズ
。
病
人
ノ
辺
リ
二

。
向
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
天
魔
鬼
神
。
ソ
ノ

臭
気
ニ
便
リ
ヲ
得
テ
。
病
人
狂
ヒ
。
死
シ
テ
。
三
悪
道
ニ
。

堕
ス
ル
ガ
故
一
一
。
是
実
ニ
。
我
祖
善
導
和
尚
。
苦
口
町
時
ニ
。

誠
メ
玉
へ
り
。
深
ク
以
テ
。
謹
ム
ベ
シ
。
敢
テ
是
ヲ
。
忽
セ

ニ
ス
ル
コ
ト
。
無
カ
レ
。

又
人
ヲ
外
ニ
置
テ
。
訪
ヒ
来
ル
人
ヲ
パ
。
膚
ヒ
。
帰
ベ
シ
。

礼
儀
ナ
レ
パ
。
歎
ク
モ
。
歎
カ
ザ
ル
モ
。
親
疎
ヲ
、
ク
。
挙

リ
ヌ
レ
パ
。
心
乱
レ
テ
。
往
生
ヲ
妨
グ
。

『千
代
見
草
』
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

か
ん
び
ゃ
う
人
に
で
も
、
見
ま
ふ
人
に
で
も
、
室
内
へ
入
る

時
は
、
ま
づ
戸
の
そ
と
に
て
し
ば
し
気
を
し
づ
め
て
入
。
病

人
の
そ
ば
へ
よ
り
て
も
、
又
気
を
し
づ
め
、
病
人
の
よ
は
き

気
に
我
気
を
と
く
と
う
つ
し
て
か
ら
、
物
を
い
ふ
べ
し
、
そ

の
と
の
気
に
て
す
ぐ
に
物
を
い
へ
ば
、
病
人
に
相
応
せ
ず
し

て
あ
し
き
也
。
総
じ
て
病
人
の
そ
ば
に
は
、

三
人
五
人
よ
り

お
ほ
き
は
、
さ
は
が
し
く
て
あ
し
き
也
。
見
ま
ふ
人
を
の
こ

ら
ず
室
内
へ
入
る
べ
か
ら
ず
。

一
、
に
か
た
る
べ
か
ら

ず
。
」
「
い
か
に
し
た
し
き
人
に
で
も
、
り
ん
じ
う
の
刻
、
魚

鳥
五
辛
を
く
ひ
酒
を
の
み
た
る
人
を
室
内
に
入
べ
か
ら
ず
。

そ
の
人
に
た
よ
り
を
得
て
悪
鬼
入
て
、
さ
は
り
を
な
す
事
か
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な
ら
ず
也
。
あ
る
ひ
は
恨
な
ど
あ
る
死
霊、

と
ぶ
ら
ひ
を
う

け
た
が
り
、
此
糊
に
つ
き
て
正
念
を
み
だ
き
す
る
事
も
あ
り
。

(
七
)
看
病
人
の
数
に

つ
い
て
、

「臨
終
節
要
」
で
は
、
「
病
人

ノ
辺
リ
ニ
ハ
。
三
人

(省
略
)
或
ハ
。
四
五
人
ニ
ハ
。
過
ベ
カ
ラ

ズ
。
人
多
ケ
レ
パ
。
騒
シ
ク
。
其
心
乱
ヤ
ス
キ
ガ
故
一
一
。
若
日
ヲ

重
テ
。
看
病
セ
パ
。
互
ヒ
ニ
。
代
リ
テ
休
ム
ベ
シ
。
病
人
ノ
辺

テ
。
睡
ル
コ
ト
無
ラ
ン
ガ
為
メ
ナ
リ
。」

と
す
る
。
『
千
代
見
草
」

で
は
、
「
総
じ
て
病
人
の
そ
ば
に
は
、

三
人
五
人
よ
り
お
ほ
き
は
、

さ
は
が
し
く
て
あ
し
き
也
。
」
と
す
る
。



(八
)
臨
終
に
際
し
、
頭
北
面
西
に
病
人
を
臥
せ
る
点
に
つ
い

て、

『臨
終
節
要
』
で
は
、

「凡
ソ
。
病
人
ハ
。
頭
北
面
西
ニ
。
臥

シ
テ
。
決
定
往
生
ノ
想
。
或
は
。
帰
命
引
接
ノ
想
ニ
住
シ
テ
。

向
ニ
。
念
仏
ス
ベ
シ
。
」
と
す
る
。
『
千
代
見
草
」
で
は
次
の
よ
う

な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

病
人
く
た
び
れ
お
き
ふ
し
な
り
が
た
く
ば
、
北
枕
に
、
本
尊

に
む
か
ふ
や
う
に
西
む
き
に
ね
さ
す
べ
し
。
釈
尊
の
浬
繋
の

儀
式
也
。
東
は
発
心
の
か
た
、
南
は
修
行
の
か
た
な
れ
ば
行

足
を
お
き
、

西
は
ぼ
だ
い
の
か
た
の
ゆ
へ
に
む
か
は
せ
、
北

は
浬
繋
の
か
た
、
浬
繋
は
空
の
理
を
あ
ら
は
せ
ば
、
頭
は
天

を
か
た
ど
り
て
空
也
。
空
理
に
相
応
の
ゆ
へ
に
、
北
枕
に
さ

す
る
也
。
病
人
の
左
の
わ
き
に
む
し
し
ゃ
く
な
ど
あ
れ
ば
、

右
を
下
へ
つ
け
、
西
む
き
に
ふ
す
事
な
ら
ぬ
物
也
。
是
は

往
の
表
事
な
れ
ば
、
だ
い
も
く
さ
へ
と
な
ふ
れ
ば
、

い
づ
か

た
に
で
も
く
る
し
か
ら
ず
。
本
来
無
東
西
、
む
か
ふ
か
た
寂

光
也
。
な
る
身
な
ら
ば
、
か
り
そ
め
の
事
に
で
も
っ
と
め
た

る
が
よ
き
也
。

」
の
場
合
、
病
人
を
臥
せ
る
方
角
や
向
き
に
つ
い
て
は
、
両
者

共
通
す
る
が
、
臥
し
た
後
の
病
人
の
処
遇
・
対
処
に
つ
い
て
は
異

な
る
。

(
九
)
臨
終
前
後
、
病
人
に
水
を
飲
ま
せ
る
際
の
注
意
点
に
つ

い
て
、

『臨
終
節
要
』
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

又
臨
終
ノ
ト
キ
ハ
。
喉
唇
カ
ハ
ク
故
ニ
。
加
持
土
砂
ヲ
。
浄

湯
ニ
和
シ
テ
。
其
ウ
ハ
湯
ヲ
。
紙
ニ
浸
シ
テ
。
時
々
少
シ

ヅ
、

。
潤
ス
ベ
シ
。
今
時
ノ
諸
方
。
間
或
ハ
。
末
期
ノ
水
ト

称
テ
。
功
徳
モ
無
キ
。
水
ヲ
用
ヒ
。
剰
ヘ
。
是
ハ
某
ガ
水
。

是
ハ
誰
ガ
水
ナ
ン
ト
ド

二

名
ヲ
ナ
ノ
リ
。
轟
々
シ
ク
。
多
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ク
漉
キ
入
ル
。
実
ニ
是
。
天
魔
ノ
所
為
。
全
ク
輪
廻
ノ
緋
ナ

ル
ベ
シ
。
恐
ル
ベ
ク
。
慎
ム
ベ
シ
。

「千
代
見
草
」
で
は
、
「
臨
終
ち
か
け
れ
ば
、

の
ど
ひ
か
は
く
物

也
。
紙
に
水
を
ひ
た
し
て
さ
い
/
¥
し
ぼ
り
入
、

の
ど
を
う
る
ほ

す
べ
し
。
か
ま
へ
て
/
¥
誰
が
水
、

か
れ
が
水
と
て
の
ま
す
べ
か

ら
ず
。
病
人
に
名
を
き
か
し
む
る
事
、
大
に
い
む
事
也
。
か
へ
す

/
¥
ゆ
ゑ
も
な
き
事
也
。
」
と
す
る
。
こ
れ
に
み
る
よ
う
に
、
紙

を
使
用
し
て
水
を
飲
ま
せ
る
と
い
う
飲
ま
せ
方
も
、
水
を
飲
ま
せ

る
際
の
注
意
点
も
共
通
し
て
い
る
。



(
十
)
ま
さ
に
臨
終
の
際
に
行
う
内
容
に
つ
い
て
、

『
臨
終
節

要
」
で
は
、
「
正
ニ
只
今
ト
。
思
フ
ト
キ
ハ
。
愈
室
内
ヲ
。
寂
静

ニ
シ
テ
。
更一一
。
名
香
ヲ
焼
キ
。
燈
燭
ヲ
。
明
ラ
カ
ニ
シ
。
知
識

ノ
人
耳
ノ
辺
リ
ニ
寄
テ
言

ヘ
。
」
「
決
定
往
生
疑
ヒ
無
シ
。
(省

略
)
南
無
阿
弥
陀
仏
(
無
常
ノ
磐
一
打
)
南
無
阿
弥
陀
仏
(
磐
一

打
)
乃
至
十
念
百
念
千
念
モ
。
亦
カ
ク
ノ
如
ク
。
高
カ
ラ
ズ
。
低

カ
ラ
ズ
。
病
人
ノ
耳
ニ
。
落
ル
ホ
ド
。
疾
カ
ラ
ズ
。
遅
カ
ラ
ズ
。

病
人
ノ
出
ス
息
ニ
。
唱
へ
和
ス
ベ
キ
也
」
と
す
る
。
『
千
代
見

草
』
で
は
、
「
直
至
道
場
の
印
文
の
大
量
茶
羅
を
手
に
渡
し
て
、

し
っ
か
り
持
た
せ
、
鈴
を
し
ば
ら
く
鳴
ら
し
て
、
気
持
ち
を
落
ち

着
け
て
、
題
目
を
病
者
の
息
に
合
わ
せ
て
、
早
す
ぎ
ず
、
遅
す
ぎ

ず

一
緒
に
唱
え
る
よ
う
に
す
る
。
題
目
の
間
に
は
鈴
を
鳴
ら
す

よ
う
に
す
る
。
」
「
病
人
い
き
づ
き
く
る
し
く
ば
、
だ
い
も
く

一
ぺ

ん
を
三
句
に
も
四
句
に
も
き
り
て
、
病
人
の
い
き
に
合
て
と
な
ふ

べ
し
。
」
「
疲
な
ど
の
せ
め
の
ぼ
り
、
だ
い
も
く
と
な
ふ
る
事
な
ら

ぬ
病
人
に
は
、
息
あ
ひ
に
し
た
が
ひ
、

口
よ
り
だ
い
も
く
を
と
な

へ
入
べ
き
也
。
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
唱
え
る
も
の
が
念
仏
で

あ
る
か
題
目
で
あ
る
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、

病
人
の
息
づ
か
い
に
合
わ
せ
て
唱
え
る
と
い
う
方
法
が
共
通
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
鳴
り
物
(
『臨
終
節
要
」
の
場
合
は
磐
、

「千
代
見
草
』
の
場
合
は
鈴
)
を
鳴
ら
す
点
に
お
い
て
も
共
通
し

て
い
る
と
い
え
る
。

(十

一
)
命
終
の
後
も
耳
元
で
唱
え
る
点
(
但
し
、
唱
え
る
も

の
は
異
な
る
)
、
お
よ
び
そ
の
理
由
も
含
む
点
に
つ
い
て
、
『
臨
終

節
要
』
で
は
、
「
既
ニ
。
終
テ
後
モ
。

一
時
ア
マ
リ
。
耳
ノ
辺

テ
念
仏
ス
ベ
シ
。
上
へ
ハ
。
死
セ
ル
様
ニ
テ
。
底
ニ
徹
細
ノ
識
ア

リ
。
或
ハ
。
魂
去
ズ
シ
テ
。
死
骸
ノ
辺
ニ
。
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ア
リ
テ
。
念
仏
ノ
縁

-
0 

フ
ル
レ
パ
。
仮
令
悪
道
一
一
。
入
ル
ベ
キ
人
モ
。
即
チ
浄
土
ニ
。

生
ル
、
ナ
リ
。
」
と
す
る
。「
千
代
見
草
」
で
は
次
の
よ
う
な
記
述

が
見
ら
れ
る
。

い
き
た
へ
て
後
、

一
時
ば
か
り
耳
へ
と
な
へ
入
ベ
し
。
上
は

死
し
た
る
や
う
に
で
も
、
底
に
心
あ
る
也
。
魂
さ
り
か
ね
、

死
骸
の
ほ
と
り
に
あ
る
物
也
。
自
我
備
に
で
も
、
だ
い
も
く

に
で
も
、
た
へ
間
な
く
人
を
か
へ
て
よ
む
べ
し
。

疾
な
ど
せ
め
の
ぼ
り
、
だ
い
も
く
と
な
ふ
る
事
な
ら
ぬ
病
人

に
は
、
息
あ
ひ
に
し
た
が
ひ
、

口
よ
り
だ
い
も
く
を
と
な
へ



入
べ
き
也
。
息
た
へ
な
ば
耳
よ
り
と
な
へ
入
べ
し
。
又
正
念

み
だ
れ
で
息
た
へ
た
る
人
に
は
、
慈
悲
心
に
住
し
て
口
よ
り

と
な
へ
入
れ
、
耳
よ
り
と
な
へ
入
れ
、
死
骸
に
と
な
へ
か
け
、

経
を
ず
い
ぶ
ん
よ
む
べ
き
也
。
魂
が
死
骸
の
ほ
と
り
を
さ
り

か
ぬ
る
物
な
れ
ば
、
御
経
だ
い
も
く
の
こ
ゑ
を
聞
て
、
悪
道

に
お
も
む
く
人
、
中
有
よ
り
あ
ら
た
ま
り
て
善
処
に
生
る
、

也
こ
の
場
合
も

(一

O
)
で
述
べ
た
と
き
と
同
様
に
、
唱
え
る
も

の
が
念
仏
で
あ
る
か
、
題
目
で
あ
る
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
命
終

後
も
し
ば
ら
く
の
聞
は
耳
元
で
唱
え
る
と
い
う
方
法
論
と
し
て
、

共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
す
る
理
由
に
お
い
て

も
、
命
終
の
後
、
表
面
上
で
は
死
ん
だ
よ
う
に
見
え
て
も
内
面
の

奥
底
に
は
識
が
残
っ
て
お
り
、

あ
る
い
は
魂
が
死
骸
の
そ
ば
に
あ

る
た
め
、
命
終
後
も
し
ば
ら
く
は
耳
元
で
唱
え
る
の
で
あ
る
と
し
、

共
通
し
て
い
る
。

(十
二
)
死
後
、

一
定
時
間
は
病
人
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

点
に
つ
い
て
、

『臨
終
節
要
』
で
は
、
「
既
ニ
息
絶
ナ
ン
後
ハ
。
先

ヅ
加
持
土
砂
ヲ
以
テ
。
其
ノ
口
中
ニ
入
レ
テ
。
死
骸
ヲ
少
シ
モ
。

動
シ
締
ベ
カ
ラ
ズ
。
」
「
次
ニ
死
骸
ノ
辺
ニ
ハ
。
焼
香
ヲ
断
サ
ズ
。

一
日

一
夜
パ
カ
リ
。
其
億
二
テ
置
ベ
シ
。
或
ハ
。
二
十
四
時
ト
云

説
モ
ア
リ
。
時
ノ
宣
キ
ニ
。
随
フ
ベ
シ
。
」
「
煉
気
。
未
ダ
尽
ザ
レ

パ
。
第
八
識
。
其
ノ
中
ニ
ア
リ
。
若
シ
其
体
ヲ
。
損
ズ
ル
ト
キ
ハ
。

殺
生
ノ
業
ト
成
ル
。
」
「
善
智
識
ト
云
ヒ
。
看
病
人
ト
云
ヒ
。
唯
須

ラ
ク
。
大
慈
側
隠
ノ
心
ヲ
致
シ
テ
。
敢
テ
疎
略
ヲ
。
在
ス
ベ
カ
ラ

ス
。
」
と
す
る
。
「
千
代
見
草
」
で
は
、
「
総
じ
て
死
し
て
五
時
も

六
時
も
死
骸
を
い
ら
ふ
べ
か
ら
ず
。
ふ
か
き
い
ま
し
め
也
。
六
時

す
ぎ
て
休
浴
入
棺
す
べ
し
。
」
と
す
る
。
死
体
を
安
置
し
て
お
く
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時
間
の
違
い
は
あ
る
が
、
両
者
と
も

一
定
時
間
安
置
す
る
点
で
は

共
通
す
る
。
ま
た
、

「千
代
見
草
』
で
は
、
死
骸
に
触
れ
る
こ
と

は
大
変
重
要
な
禁
制
で
あ
る
と
す
る
が
、

『臨
終
節
要
』
で、

「煩

気
。
未
ダ
尽
ザ
レ
パ
。
第
八
識
。
其
ノ
中
ニ
ア
リ
。
若
シ
其
体
ヲ
。

損
ズ
ル
ト
キ
ハ
。
殺
生
ノ
業
ト
成
ル
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、

『千
代
見
草
』
で
言
、
っ
と
こ
ろ
の

「大
変
重
要
な
禁
制
」

に
相
当
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
両
書
に
共
通
す
る
点
を
見
て
み
る
と
、

そ
の

多
く
は
、
戒
律
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
日
本
的

「臨



終
行
儀
」
の
定
本
と
も
い
え
る

『往
生
要
集
』
の
文
中
に
み
ら
れ

る
項
目
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
、

相
違
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
相
違
点
に
つ
い
て

は
以
下
の
項
目
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
(
一
)
仏
像
の
安
置
の
是
非
、

お
よ
び
五
色
の
幡
の
使
用
の
是
非
、
(
二
)
子
息
が
看
病
人
と
な

る
こ
と
の
是
非
、
(
三
)
唱
え
る
も
の
の
違
い
、
(
四
)
夢
な
ど
を

見
た
と
き
の
対
処
法
、

(
五
)
大
小
便
な
ど
の
対
処
法
、
以
上
の

点
で
相
違
が
見
ら
れ
る
。

(
こ

仏
像
の
安
置
の
是
非
、
お
よ
び
五
色
の
幡
の
使
用
の
是

安
二
置
仏
像
一謂
ク
。

非
に
つ
い
て
、

「臨
終
節
要
」
で
は
、
「

立
像
三
尺
ノ
。
金
色
ナ
ル
ヲ
。
安
置
セ
ヨ
。
若
コ
レ
無
ン
パ
。
時

ノ
宜
キ
ニ
。
随
フ
ベ
シ
。
絵
像
モ
。
明
カ
ナ
ル
ハ
可
也
。
仏
ノ
高

サ
ハ
。
病
人
ノ
臥
シ
ナ
ガ
ラ
。
ヨ
ク
拝
ミ
泰
ル
ホ
ド
。
」
「
引
二
御

，

ノ

司

J

手
紙

一語
ク
。
本
尊
ノ
左
ノ
頭
指
ニ
懸
ケ
。
行
者
ノ
右
ノ
頭
指
ニ
。

粁
フ
ベ
シ
。
所
調
。
十
指
ヲ
以
テ
。
十
波
羅
蜜
ニ
。
配
当
ス
ル
ニ
。

右
ノ
頭
指
ヲ
進
指
ト
シ
。
左
ノ
頭
指
ヲ
力
指
ト
ス
。
言
ハ
。
願
力

ノ
強
縁
ヲ
患
ミ
。
行
者
ノ
勇
進
ヲ
表
ス
ト
也
」
と
さ
れ
る
の
に
対

し、

「千
代
見
草
」
で
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

と
ふ
て
云
。
臨
終
の
本
尊
に
は
、
何
れ
の
仏
を
あ
が
む
べ
き

ゃ
。
こ
た
へ
て
云
。
臨
終
に
は
た
ず
だ
い
も
く
に
事
き
は
ま

り
た
り
。
わ
が
心
の
本
尊
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
あ
が
む

べ
き
也
。
祖
師
の
云
。
此
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
余
事
を
ま
じ

へ
ば
、

ゆ
注
し
き
僻
事
也
。
日
出
ぬ
れ
ば
燈
詮
な
し
と
あ
そ

ば
さ
れ
た
り
。

と
ふ
て
云
。
臨
終
に
仏
像
を
お
が
み
な
ば
、
信
心
も
一
入
お

こ
り
よ
ろ
し
か
ら
ん
。
い
か
ず

。
こ
た
へ
て
云
。
随
願
往
生

経
、
無
常
経
に
は
、
仏
像
を
お
が
ま
す
べ
し
と
と
き
給
ふ
。
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伝
に
は
、
仏
の
御
手
に
五
色
の
幡
を
か
け
、
幡
の
手
を
病
人

の
手
に
ひ
か
へ
臨
終
す
べ
し
と
也
。
み
な
是
仏
土
へ
往
生
を

ね
が
は
し
む
る
お
し
へ
ゆ
へ
也
。
我
宗
旨
は
往
生
は
本
意
に

あ
ら
ず
。
即
身
成
仏
を
ね
が
ふ
也
。
仏
像
を
心
に
か
く
れ
ば
、

魔
仏
に
た
ぶ
ら
か
さ
る
、
事
有
。
そ
の
う
へ
未
代
愚
療
の
衆

生
な
れ
ば
、
仏
像
の
金
薄
の
い
ろ
に
目
が
く
れ
て
、
は
や
仏

像
に
貧
著
の
念
お
こ
る
也
。
仏
像
を
見
て
は
仏
と
い
ふ
物
は
、

み
め
よ
く
う
つ
く
し
き
身
に
て
、
楽
ば
か
り
す
る
物
な
る
ほ

ど
に
、
我
も
な
り
た
き
と
お
も
ふ
心
に
て
命
お
は
り
な
ば
、



ま
っ
た
く
食
欲
の
心
な
れ
ば
、

さ
ん
図
の
事
也
。
と
も
か
く

だ
い
も
く
は
、
ら
く
と
も
苦
と
も
よ
き
と
も
あ
し
き
と
も
、

名
も
つ
け
ら
れ
ず
、
分
別
思
按
に
お
よ
ば
ざ
る
物
に
て
、

三

世
十
方
の
諸
仏
も
、
本
尊
に
あ
が
め
給
ふ
妙
法
な
れ
ば
、
だ

い
も
く
に
し
く
物
は
な
き
也
。

浄
土
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
の
系
統
を
引
く

『臨
終
節
要
」
に

お
い
て
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
、
ま
た
五
色
の
幡
を
結
ぶ
こ
と
に

つ
い
て
の
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

方
、
日
蓮
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
で
あ
る

「千
代
見
草
』
に
お
い

て
、
本
尊
を
題
目
と
し
、
仏
像
を
安
置
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
宗

派
的
特
徴
に
よ
る
差
異
で
あ
る
と
い
う
点
で
当
然
の
こ
と
と
い
え

ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

『千
代
見
草
」
に

お
い
て
仏
像
や
五
色
の
幡
の
使
用
を
禁
ず
る
理
由
の
な
か
に
、
あ

え
て
「
『随
願
往
生
経
」
、
『無
常
経
」
に
は
仏
像
を
拝
ま
す
べ
き

こ
と
が
説
か
れ
、
伝
え
に
よ
る
と
仏
像
の
手
に
五
色
幡
を
懸
け
て
、

そ
の
端
を
病
人
の
手
に
持
た
せ
て
臨
終
を
迎
え
る
と
あ
る
。
」
と

書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「千
代
見
草
」
が
成
立
す

る
時
に
、
す
で
に

一
般
民
衆
の
間
で
、
「
臨
終
行
儀
」
を
行
う
際

に
仏
像
を
安
置
し
、

五
色
の
幡
を
結
ぶ
こ
と
が
浸
透
し
て
い
た
た

め
、
あ
え
て
、

『千
代
見
草
」
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、

「千

代
見
草
』
の
中
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
記
載
が
問
答
形
式
で
書

か
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
当
時
、
民
衆
の
「
臨
終
行
儀
」
の

中
に
仏
像
安
置
と
五
色
の
幡
を
結
ぶ
こ
と
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と

の
裏
付
け
と
し
て
と
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
般
民
衆
の

問
い
に
答
え
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、

一
般
民
衆
に
わ
か
り
や
す

く
説
明
す
る
た
め
の
問
答
形
式
だ
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
、

「千
代
見
草
』
で
は
、
「
つ
ね
の
十
界
勧
請
の
ま
ん
だ
ら

を
、
臨
終
の
本
尊
に
あ
が
む
べ
き
や
」
「
心
し
づ
か
に
正
念
な
る

病
人
を
ば
、

さ
い
/
t
¥
心
を
つ
け

病
人
の
い
き
い
あ
ひ
に
ち
が

ひ
あ
ら
ば
、
り
ん
じ
う
ち
か
し
と
知
る
べ
し
、
先
直
至
道
場
の
印

文
の
大
ま
ん
だ
ら
を
手
に
わ
た
し
て
、
し
か
と
も
た
せ
、
り
ん
を

し
ば
し
な
ら
し
、
正
念
に
し
づ
め
て
、
だ
い
も
く
を
病
人
の
息
に

合
て
、
は
ゃ
か
ら
ず
お
ぞ
か
ら
ず
、
と
な
へ
て
す
、
む
べ
し
。
」

と
の
記
述
に
み
る
よ
う
に
、

「臨
終
節
要
」
に
あ
る
「
仏
像
」
に

代
わ
る
も
の
、
あ
る
い
は

「御
手
糸
」
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、



「
臨
終
是
茶
羅
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

(二
)
子
息
が
看
病
人
と
な
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
、

『臨
終

節
要
」

ソ
ノ
子
息
ナ
リ
共
。
菩
提
心
ア
リ
テ
。

で
は
、
「
縦
令
。

病
人
ノ
資
助
ニ
。
成
ン
人
ハ
。
許
用
ヨ
。
但
シ
女
人
ハ
。
信
心
ア

リ
ト
モ
。

一
向
無
用
タ
ル
ベ
シ
。
生
染
ノ
本
ナ
ル
ガ
故
ニ
」
と
し

て
、
例
外
的
に
看
病
人
と
し
て
病
人
の
子
息
を
認
め
て
い
る
こ
と

に
対
し
、

「千
代
見
草
』
で
は
、
「
父
母
つ
ま
の
病
を
て
に
か
け
て
、

か
ん
び
ゃ
う
す
る
人
は
、
死
病
に
き
わ
ま
り
た
ら
ば
、

い
か
に
孝

順
に
て
、

は
な
れ
が
た
く
と
も
、
僧
に
で
も
俗
に
で
も
、
志
の
あ

る
人
に
い
か
ん
び
ゃ
う
を
頼
み
て
、
家
を
出
さ
る
べ
き
也
。
是

大
事
の
孝
順
也
。」
と
し
、
身
内
の
者
が
看
病
を
す
る
こ
と
を
禁

じ
て
い
る
。

( 

一一一) 

唱
え
る
も
の
の
違
い
と
し
て
、

「臨
終
節
要
」
で
は
、

「
凡
ソ
。
病
人
ハ
。
頭
北
面
西
ニ
。
臥
シ
テ
。
決
定
往
生
ノ
想
。

或
は
。
帰
命
引
接
ノ
想
ニ
住
シ
テ
。

一
向
ニ
。
念
仏
ス
ベ
シ
。
」

「
決
定
往
生
疑
ヒ
無
シ
。
(
省
略
)
南
無
阿
弥
陀
仏

(無
常
ノ
磐

一

打
)
南
無
阿
弥
陀
仏

(磐

一
打
)
乃
至
十
念
百
念
千
念
モ
。
亦
カ

ク
ノ
如
ク
。
高
カ
ラ
ズ
。
低
カ
ラ
ズ
。
病
人
ノ
耳
-
一
。
落
ル
ホ
ド
。

疾
カ
ラ
ズ
。
遅
カ
ラ
ズ
。
病
人
ノ
出
ス
息
一
一
。
唱
へ
和
ス
ベ
キ

也
」
と
す
る
。

一
方、

「千
代
見
草
』
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

見
ら
れ
る
。

と
ふ
て
云
。
臨
終
に
は
何
を
念
じ
、
何
を
と
な
へ
て
よ
く
侍

る
や
。
こ
た
へ
て
云
。
ま
へ
か
ど
に
は
要
品
を
も
よ
み
、
要

句
を
も
と
な
へ
、
唯
我

一
人
、
能
為
救
護
の
釈
迦
如
来
の
末

法
大
導
師
日
蓮
大
聖
人
、
憧
に
寂
光
浄
土
に
引
接
せ
し
め
給

へ
と
。
偏
に
た
の
み
奉
る
べ
き
也
。
ち
か
く
な
り
ぬ
る
時
の

す
ぎ
や
う
は
、
断
末
魔
の
く
る
し
み
に
め
い
わ
く
し
て
、
是
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非
を
わ
き
ま
へ
ざ
れ
ば
、
智
者
学
匠
も

一
文
不
通
の
う
ば

か
、
も
、
か
は
る
事
な
く
、
大
勇
猛
の
信
心
に
て
だ
い
も
く

と
な
ふ
る
よ
り
ほ
か
の
事
は
、
さ
ら
/
¥
也
。
さ
れ
ば
伝
教

大
師
も
ろ
こ
し
へ
わ
た
り
給
ひ
て
、
臨
終
の
大
事
を
御
な
ら

ひ
な
さ
れ
た
る
。
決
に
云
。
法
具
の

一
心
三
観
を
と
な
ふ
べ

し
と
也
。
法
具
の

一
心
三
観
と
は
、
妙
法
蓮
華
経
の
事
也
。

す
な
は
ち
三
世
の
諸
仏
の
さ
と
り
の
内
証
也
。
此
妙
法
に

力
の
く
ど
く
あ
る
ゆ
へ
に
、
臨
終
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と

な
ふ
れ
ば
、
速
に
成
仏
す
る
也
。



と
ふ
て
云
。
臨
終
の
本
尊
に
は
、
何
れ
の
仏
を
あ
が
む
べ
き

ゃ
。
こ
た
へ
て
云
。
臨
終
に
は
た
ず
だ
い
も
く
に
事
き
は
ま

り
た
り
。
わ
が
心
の
本
尊
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
あ
が
む

ベ
き
也
。
祖
師
の
云
。
此
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
余
事
を
ま
じ

へ
ば
、

ゅ
、
し
き
僻
事
也
。
日
出
ぬ
れ
ば
燈
詮
な
し
と
あ
そ

ば
さ
れ
た
り
。

と
も
か
く
だ
い
も
く
は
、
ら
く
と
も
苦
と
も
よ
き
と
も
あ
し

き
と
も
、
名
も
つ
け
ら
れ
ず
、
分
別
思
按
に
お
よ
ば
ざ
る
物

に
て
、

三
世
十
方
の
諸
仏
も
、
本
尊
に
あ
が
め
給
ふ
妙
法
な

れ
ば
、
だ
い
も
く
に
し
く
物
は
な
き
也
。

本
尊
を
東
む
き
に
か
け
、
机
に
御
経
を
す
へ
、
香
花
燈
明
を

供
養
し
、
病
人
を
い
だ
き
か
、
へ
お
こ
し
、
手
水
を
つ
か
は

せ
、
物
に
よ
り
か
、
ら
せ
、
本
尊
に
む
か
は
せ
て
合
掌
さ
せ
、

か
ん
び
ゃ
、
つ
人
り
ん
を
し
ば
し
な
ら
し
、
正
念
に
し
づ
め
て

か
ら
御
経
を
よ
み
は
じ
む
べ
し
。
御
経
は
十
如
是
、
自
我
偽

に
で
も
、
寿
量
品
神
力
品
に
で
も
、
陀
羅
尼
品
な
ど
し
づ
か

に
よ
み
て
、
だ
い
も
く
を
病
人
の
た
い
く
つ
せ
ざ
る
ほ
ど
、

つ
れ
だ
ち
と
な
ふ
べ
し
。

(
四
)
夢
な
ど
を
見
た
と
き
の
対
処
法
と
し
て
、

『臨
終
節
要
」

で
は
、
「
又
当
ニ
問
ベ
シ
。
若
ハ
夢
。
若
ハ
現
ニ
モ
。
何
等
ノ
事

ヲ
ヵ
。
見
ル
ヤ
ト
。
若
シ
善
想
ヲ
説
パ
。
随
喜
シ
テ
記
セ
。
若
シ

悪
想
ヲ
語
ラ
パ
。
即
チ
為
ニ
念
仏
シ
。
ア
イ
共
一
一
。
繊
悔
シ
テ
。

必
ズ
滅
罪
セ
シ
メ

ヨ
。
凡
テ
善
悪
ノ
相
。
ミ
ダ
リ
ニ
。
他
人
ニ
。

伝
フ
ベ
カ
ラ
ズ
o
」
と
す
る
。

一
方、

「千
代
見
草
」
で
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

病
人
よ
は
り
、
臨
終
ゃ
、
ち
か
く
な
り
て
、
ゆ
め
に
も
あ
ら

ず
、
目
の
ま
へ
に
未
来
の
有
様
を
見
る
事
あ
り
。
(
省
略
)

-72-

か
主
る
事
を
見
る
人
あ
る
也
。
よ
き
を
見
る
も
、
あ
し
き
を

見
る
も
、
も
と
に
し
き
り
に
だ
い
も
く
を
す
、
む
べ
し
。
し、

る
が
せ
に
す
べ
か
ら
ず
。
あ
し
き
を
見
る
人
を
す
、
め
て
、

正
念
に
だ
い
も
く
を
と
な
へ
を
は
る
な
ら
ば
、
悪
道
を
ま
ぬ

が
る
べ
し
。
よ
き
を
見
る
人
は
、

天
上
へ
生
る
べ
き
を
す
、

め
て
、
正
念
に
だ
い
も
く
を
と
な
へ
を
は
る
な
ら
ば
、
成
仏

は
い
と
や
す
か
る
べ
し
。

(
五
)
大
小
使
な
ど
の
対
処
法
と
し
て
、

『臨
終
節
要
」
で
は
、

「
若
シ
大
小
吐
唾
ノ
不
浄
ア
ラ
パ
。
有
ル
ニ
随
一
ア
。

コ
レ
ヲ
除
ケ
。



常
ニ
病
林
ヲ
シ
テ
。
清
カ
ラ
シ
ム
ベ
シ
。
」
と
す
る
。

一
方、

『千

代
見
草
』
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

臨
終
の
っ
と
め
あ
れ
ば
、
聖
衆
三
宝
来
臨
な
ら
ば
、
病
人
大

小
便
に
て
け
が
れ
な
ば
、
り
ん
じ
ゃ
う
の
つ
め
を
や
む
べ
き

ゃ
。
こ
た
へ
て
云
う
、
病
人
大
小
便
に
て
け
が
れ
で
も
、
少

し
も
く
る
し
か
ら
ざ
る
也
。
た
だ
お
こ
た
ら
ず
っ
と
む
べ
き

也
。
も
と
よ
り
稼
悪
充
満
の
国
土
に
て
、
清
浄
な
る
物
ひ
と

つ
も
な
き
ゅ
へ
、
仏
は
さ
し
て
大
小
便
は
に
く
み
給
わ
ず
。

仏
の
き
ら
い
給
へ
る
は
人
の
心
の
綴
れ
な
り
。
ま
め
や
か
に

心
の
け
が
れ
を
す
ま
し
ぬ
れ
ば
、
水
に
月
の
う
つ
る
が
ご
と

く
、
そ
の
ま
ま
来
り
給
ふ
也
。
今
を
か
ぎ
り
の
く
る
し
み
に

か
え
て
、

一
念
に
信
ず
る
人
を
、
大
小
便
の
け
が
れ
な
ど
に

て、

い
か
で
か
見
す
て
給
ふ
べ
き
。

「臨
終
節
要
」
で
は
、
「
往
生
要
集
』
か
ら
続
く
浄
土
宗
系
「
臨

終
行
儀
」
の
系
統
を
継
ぎ
、

『往
生
要
集
」
に
も
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
大
小
便
を
地
獄
の
象
徴
と
し
て
み
る
不
浄
観
を
受
け
継
ぐ
も

の
で
あ
り
、
そ
の
大
小
便
な
ど
を
不
浄
な
も
の
と
す
る
見
方
か
ら
、

そ
れ
を
取
り
除
く
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「千
代
見

草
」
で
は
、
そ
も
そ
も
稼
悪
充
満
の
国
土
で
あ
り
、
清
浄
な
物
が

な
い
と
し
、
仏
は
大
小
便
を
憎
ま
な
い
と
す
る
。
よ
っ
て
、

『千

代
見
草
」
に
お
い
て
は
、
病
人
が
大
小
便
で
汚
れ
て
も
差
し
障
り

が
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
大
小
便
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
、
措
似

れ
に
対
す
る
両
者
の
価
値
観
の
差
異
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

む
す
び

「
臨
終
行
儀
の
撰
述
・
施
行
に
は
時
代
的
特
徴
が
確
認
さ
れ
る

が
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
臨
終
行
儀

(ロ)

は

一
段
と
民
衆
に
受
容
さ
れ
て
い
く
」
中
で
、
平
生
と
共
に
臨

終
を
重
視
す
る
浄
土
教
の
思
想
か
ら
は
じ
ま
り
、
源
信
の

要
集
』
か
ら
の
「
臨
終
行
儀
」
の
流
れ
を
継
承
す
る
浄
土
宗
系

「
臨
終
行
儀
」
で
あ
る

『臨
終
節
要
」
と
、
西
方
浄
土
へ
の
往
生

を
願
う
浄
土
教
の
教
義
と
は
異
な
り
、
浄
土
へ
の
往
生
で
は
な
く
、

現
世
主
義
的
で
即
身
成
仏
を
願
う
日
蓮
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
に

ど
の
様
な
共
通
点
が
あ
り
、
ど
の
点
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を

み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

「臨
終
節
要
」
で
は
、
念
仏
を
唱
え
る
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「往
生



」
と
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
、

『千
代
見
草
』
で
は
、

題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
点
に

お
い
て
は
、
両
者
の
宗
派
が
提
唱
す
る
行
の
あ
り
方
の
違
い
、
ま

た
、
そ
の
行
に
よ
る
最
終
到
達
点
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
差
が
あ
る
こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
臨
終
に
際

し
て
、

『臨
終
節
要
」
で
は
「
仏
像
」
を
用
い
「
御
手
糸
」
を
結

び、

『千
代
見
草
」
で
は
「
臨
終
憂
茶
羅
」
を
用
い
る
点
に
お
い

て
も
、
何
を
「
道
具
」
と
し
て
用
い
る
か
の
違
い
で
あ
る
と
い
え

ト

ι
λ
j

。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
「
手
段
」
あ
る
い
は
「
方
法
論
」
・
「
道

具
」
の
違
い
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
到
達
点
で
あ
る
浄
土
へ
の
往

生
と
即
身
成
仏
と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
臨
終
行
儀
」

の
も
つ
根
本
的
構
造
は
共
通
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
日
蓮
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
で
あ
る

『千
代
見
草
』
lま

蓮
宗
の
教
義
の
単
独
で
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
に

既
に
作
成
さ
れ
、
民
衆
の
間
で
も
実
践
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
浄

土
宗
系
「
臨
終
行
儀
」
を
ベ

l
ス
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
は
、

『毘
尼
母
論
』
、
『四
分
律
」
、
『党
網
経
」
、

「増
一
阿
含
』
な
ど
が
両
書
に
共
通
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

本
論
で
は
、
浄
土
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
と
し
て

「臨
終
節

要
』
を
用
い
、

日
蓮
宗
系
の
「
臨
終
行
儀
」
と
し
て

『千
代
見

草
」
を
用
い
、

二
書
の
内
容
の
比
較
を
試
み
た
。
今
後
は
、
そ
の

他
の
宗
派
の

「
臨
終
行
儀
」
や
、
他
の
時
代
に
成
立
し
た
「
臨
終

行
儀
」

の
比
較
を
行
い
、
「
臨
終
行
儀
」
に
み
る
宗
派
性
や
、
宗

派
性
を
超
越
し
た
普
遍
性
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
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課
題
と
し
た
い
。

日

*

『臨
終
節
要
」
に
つ
い
て
は
、
柏
原
祐
泉
・
藤
井
学
『
近
世
仏
教
の
思

想
1
日
本
思
想
体
系
五
七
」
岩
波
書
庖
、

一
九
七
三
年
か
ら
引
用
し
、
旧

漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
。

*

『千
代
見
草
」
に
つ
い
て
は
、

『近
世
仏
教
集
説
』
庚
谷
国
啓
刊
行
会
、

一
九
二
五
年
か
ら
引
用
し
、
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
。

{注
}

(l
)
『日
本
仏
教
典
籍
大
辞
典
』
で
は

一
七
一
九
没
と
み
ら
れ
る



(
2
)
神
居
文
彰
他
編

『臨
終
行
儀
1
日
本
的
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
原

点
1
」
北
辰
堂
、

一
九
三
三
年
、
八
五
ペ
ー
ジ

(
3
)
神
居
文
彰
他
編

『臨
終
行
儀
1
日
本
的
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
原

点

1
」
北
辰
堂
、

一
九
コ
一三
年
、
八
七
ペ
ー
ジ

(
4
)
北
村
聴
「
近
世
法
華
信
仰
の

一
具
体
像
1
「千
代
見
草
」
を
素
材

に
1
」
「日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
」
第
三
号、

一
九
七
六
年
、
六
七

ペ
ー
ジ

(
5
)
柏
原
祐
泉
・
藤
井
学

「近
世
仏
教
の
思
想

1
日
本
思
想
体
系

五
七
』
岩
波
書
庖
、

一
九
七
三
年

(6
)
北
村
聴

「近
世
法
華
信
仰
の

一
具
体
像
l
『千
代
見
草
」
を
素
材

に
1
」
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
」
第
三
号、

一
九
七
六
年
、
六
七

ペ
ー
ジ

(7
)
北
村
聴

「
近
世
法
華
信
仰
の

一
具
体
像
1

『千
代
見
草
」
を
素
材

に
1
」
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
」
第
三
号、

一
九
七
六
年
、
六
四

ペ
ー
ジ

(8
)
林
淳

「近
世
転
換
期
に
お
け
る
宗
教
変
動
」
日
本
仏
教
会
編

「日

本
の
仏
教
』
第
四
号
、
法
蔵
館
、

一
九
九
五
年
七
ペ
ー
ジ

(9
)
長
谷
川
匡
俊
「
仏
教
タ
ー
ミ
ナ
ル

・
ケ
ア
の
史
的
研
究

I
江
戸
時

代
の

「臨
終
行
儀
」
史
料
の
紹
介
と
若
干
の
考
察
」
「淑
徳
大
学
大
学

院
研
究
紀
要
」
創
刊
号
、

一
九
九
二
年
、
五
六
ペ
ー
ジ

(叩
)
高
嶋
元
洋

「近
世
仏
教
の
位
置
づ
け
と
廃
仏
論
」
日
本
仏
教
会
編

『
日
本
の
仏
教
」
第
四
号
、
法
蔵
館
、

一
九
九
五
年
、
一
五
九

1

一
六

0
ペ
ー
ジ
参
照

(
日
)
新
村
拓
『
死
と
病
と
看
護
の
社
会
史
」
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
九
年
、

二
一
一

ペ
ー
ジ
参
照

(
ロ
)
神
居
文
彰
他
編

『臨
終
行
儀
1
日
本
的
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
原

点
1
」
北
辰
堂
、

一
九
三
三
年
、
七

0
ペ
ー
ジ
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「
少
子
化
社
会
の
保
育
制
度
と
仏
教
系
保
育
所
の
現
状
に
つ
い
て
」

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ

は
じ
め
に

現
在
仏
教
系
保
育
所
の
多
く
が
社
会
福
祉
法
人
立
と
し
て
活
動

し
て
い
る
。
社
会
福
祉
法
人
と
し
て
、
「
児
童
福
祉
法
」
や
「
児

童
福
祉
施
設
最
低
基
準
」
に
基
づ
く
所
轄
庁
の
監
査
の
下
に
あ
る
。

ま
た
保
育
の
実
践
に
当
た
っ
て
は
「
保
育
所
保
育
指
針
」
に
基
づ

い
て
保
育
計
画
が
組
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
現
在
は
、
「
第
三
者

評
価
」
と
し
て
、
保
育
の
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
推

奨
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
保
育
所
の
運
営
に
当
た
っ
て

は
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
系
、
キ
リ
ス
ト
教
系
、
そ
の
他

一
般
の
保
育

所
と
も
、
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
均
一
化
、
平

鷲

見

.r'--> 

疋

信

準
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

保
育
所
は
「
児
童
福
祉
法
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
保

護
者
の
申
請
に
よ
り
「
保
育
に
欠
け
る
子
ど
も
」
に
対
し
、
市
町

村
の
長
が
保
育
を
提
供
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
。
民
間
の
社

会
福
祉
法
人
の
保
育
所
も
市
町
村
の
長
が
保
育
を
実
践
す
る
に
当

た
り
、
そ
の
代
行
と
し
て
保
育
所
を
運
営
し
て
い
る
。
こ
の
点
か

ら
考
え
れ
ば
保
育
所
は
必
然
的
に
均

一
的
統

一
的
運
営
が
必
要
と

さ
れ
る
施
設
で
あ
っ
た
。

し
か
し
均
一
的
統

一
的
保
育
所
運
営
は
少
子
高
齢
化
社
会
の
到

来
と
共
に
変
化
を
迫
ら
れ
て
き
た
。
変
化
は
大
き
く
二
点
に
分
け

ら
れ
る
。
①
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
機
関
へ
の
変
更
、

②
規
制
緩
和
の
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二
点
で
あ
る
。

第
一
の
点
は
保
育
所
が
利
用
者
に
選
ば
れ
る
施
設
と
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
保
育
所
は
少
子
化
対
策
と
し
て
の
「
仕
事
と
子
育
て

の
両
立
支
援
」
の
担
い
手
と
し
て
延
長
保
育
や
乳
児
保
育
、
「
地

域
子
育
て
支
援
」
と
し
て
の
一
時
保
育
・
育
児
相
談
や
施
設
開
放

等
の
「
特
別
保
育
事
業
」
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。

さ
ら
に
後
述
す
る
一
九
九
七
年
に
改
正
さ
れ
た
「
児
童
福
祉
法
」

並
び
に

一
九
九
八
年
の
「
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
」
に
よ
り
、

保
育
所
並
び
に
福
祉
施
設
は
利
用
者
に
選
択
さ
れ
る
施
設
と
な
り
、

そ
の
選
択
に
資
す
る
た
め
の
情
報
公
聞
が
必
要
と
な
っ
た
。
利
用

者
が
自
分
に
あ
っ
た
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
事
受
す
る
た
め
に
、
各
保

育
所
は
自
ら
の
保
育
の
独
自
性
を
伝
え
、
他
の
保
育
所
と
の
差
別

化
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
差
別
化

の
ひ
と
つ
と
し
て
保
育
所
は
利
用
者
の
保
育
ニ

l
ド
に
答
え
る

「
特
別
保
育
事
業
」
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
施
設

と
し
て
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
、
規
制
緩
和
の
流
れ
の
中
で
の
保
育
の
最
低
基
準

の
変
化
で
あ
る
。

一
九
九
八
年
か
ら
、
現
総
合
規
制
改
革
会
議
に

よ
る
保
育
・
福
祉
の
分
野
に
お
け
る
様
々
な
規
制
改
革
意
見
が
提

案
さ
れ
た
。
例
え
ば

「
保
育
所
の
設
置
認
可
等
に
つ
い
て
」
の
通

知
が
出
さ
れ
、
社
会
福
祉
法
人
以
外
の
保
育
所
運
営
の
道
が
聞
か

れ
、
「
保
育
所
に
お
け
る
短
時
間
勤
務
の
保
育
士
の
導
入
に
つ
い

て
」
の
通
知
に
よ
り
、
短
時
間
勤
務
の
保
育
士
の
大
量
雇
用
の
道

が
聞
か
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
「
定
員
の
弾
力
化
」
、
「
公
立
保
育

所
の
民
問
委
託
」
、
「
給
食
施
設
設
置
の
緩
和
」
等
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
特
に
都
市
部
に
お
け
る
少
子
化
の
進
行
と
待
機

児
童
の
増
加
と
い
う
相
反
す
る
よ
う
な
現
実
の
問
題
に
対
し
、
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し、

か
に
効
率
よ
く
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
視
点
で
計
画
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

保
育
所
は
現
在
こ
れ
だ
け
の
要
求
を
受
け
、
そ
れ
に
対
応
す

べ
く
全
力
を
尽
く
し
て
い
る
。
し
か
し
財
源
的
な
裏
付
け
が
薄
い

現
状
で
は
保
育
所
の
対
応
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
保
育
所
は
自
ら
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

」
の
様
な
状
況
を
鑑
み
て
、

ひ
と
ま
ず
本
稿
に
於
い
て
現
状
の

保
育
を
巡
る
制
度
等
を
整
理
す
る
、
そ
し
て
、
仏
教
系
社
会
福
祉



施
設
調
査
を
元
に
し
て
仏
教
系
保
育
所
実
践
例
の
整
理
を
行
い
た

ぃ
。
そ
の
中
で
仏
教
系
保
育
所
の
「
仏
教
保
育
」
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
き
た
か
、
そ
し
て
少
子
化
対
策
の
要
求
の
中
で
仏
教
系

保
育
所
な
ら
で
は
の
選
択
肢
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

少
子
化
の
現
状

二
O
O
四
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
合
計
特
殊
出
生
率
は
つ
い
に

二
九
と
な
っ
た
。

一
九
八
九
年
合
計
特
殊
出
生
率
が

五
七
と
な
り
、

い
わ
ゆ
る
「

五
七
シ
ョ

ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
る

少
子
化
社
会
の
到
来
を
我
々
に
突
き
つ
け
た
。
そ
し
て
少
子
化
対

策
と
し
て
旧
厚
生
省
そ
の
他
に
様
々
な
対
策
審
議
会
等
が
設
置
さ

れ
、
様
々
な
プ
ラ
ン
、
提
言
が
な
さ
れ
た
。
特
に
問
題
と
さ
れ
た

の
が
子
育
て
家
庭
支
援
の
中
心
を
担
う
保
育
所
に
対
す
る
問
題
で

あ
っ
た
。
し
か
し

二
九
と
い
う
数
字
が
示
す
よ
う
に
依
然
と

し
て
少
子
化
の
流
れ
が
止
ま
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
要
因
に
つ
い
て
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が

行
っ
た
第

二
一
回
出
生
動
向
基
本
調
査
を
も
と
に
整
理
し
て
い
き

た
い
。
二

O
O
二
年
に
行
わ
れ
た
第

一
二
回
出
生
動
向
基
本
調
査

に
よ
る
と
、
平
均
理
想
子
ど
も
数
は

五
六
人
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
の
第

一一

回
出
生
動
向
基
本
調
査
に
お
い
て
も

五
三
人
で

一
九
九
二
年
の
第

一
O
回
出
生
動
向
基
本
調
査
が

六
四
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ

一
O
年
の
理
想
の
子
ど
も
数

は
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
。
で
は
次
に
結
婚
生
活
を
通
じ
て
平
均
出
産

数
(
完
結
出
生
児
数
)
を
確
認
し
た
い
。
第

一
O
回
出
生
動
向
基

本
調
査
二
.
二一

人
、
第

二

回
出
生
動
向
基
本
調
査
二

人
、
第

一一一
回
出
生
動
向
基
本
調
査
二
.
二
三
人
と
安
定
し
て
お

り
、
こ
の
平
均
数
は
こ
こ
三
0
年
間
変
わ
っ
て
い
な
い
。
結
婚
生
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活
を
通
じ
て
生
ま
れ
る
子
供
の
数
そ
の
も
の
は
変
わ

っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
合
計
特
殊
出
生
率
と
実
際
生
ま
れ
る
子
ど

も
の
数
と
理
想
と
す
る
子
ど
も
の
数
に
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
差

が
出
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第

一一一
回
出
生
動
向
基
本
調
査
で
は
予
定
子
ど
も
数
が
理
想
子

ど
も
数
を
下
回
る
理
由
と
し
て
、
「
子
育
て
や
教
育
に
お
金
が
か

か
り
す
ぎ
る
か
ら
」
が
最
も
多
い
答
え
と
な

っ
た
。
二

O
歳
代
で

見
る
と
最
も
多
い
答
え
が

「子
育
て
や
教
育
に
お
金
が
か
か
り
す

ぎ
る
か
ら
」
約
八

O
%
、
次
が
「
自
分
の
仕
事

(
勤
め
や
家
業
に



差
し
支
え
る
か
ら
)
」
約
二
四
%
、
「
子
ど
も
が
の
び
の
び
育
つ
社

会
環
境
で
は
な
い
か
ら
」
約
二
三
%
と
と
に
か
く
子
供
を
持
つ
こ

と
の
負
担
感
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
一
回
出
生
動

向
基
本
調
査
に
お
い
て
も
「
子
供
の
教
育
に
お
金
が
か
か
る
か

ら
」
五
二
%
、
「
一
般
的
に
子
ど
も
を
育
て
る
の
に
お
金
が
か
か

る
か
ら
」
七
一
%
、
「
{
永
が
狭
い
か
ら
」

二
七
%
で
あ
る
。

般

的
に
は
経
済
面
で
四

O
歳
代
、

三
O
歳
代
に
比
べ
劣
っ
て
い
る

二
O
歳
代
で
は
就
労
に
よ
り
、
自
ら
の
環
境
を
安
定
さ
せ
る
と
共

に
子
ど
も
を
産
み
育
て
、
教
育
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
経
済
的
な

面
で
負
担
感
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
主
に
経
済
的
負
担
感
か
ら
子
供
を
産
み
育
て
る

こ
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
少
子
化
の
要
因
に
対
し
て
、

就
労
と
子
育
て
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
「
仕
事
と
育
児
の
両
立
支

援
」
・
子
ど
も
が
安
心
し
て
育
つ
地
域
を
整
え
る
「
地
域
子
育
て

支
援
」
を
中
心
に
少
子
化
対
策
が
策
定
さ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
主
な
役
割
を
保
育
所
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で

は
次
に
保
育
所
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
か
「
措
置
か

ら
契
約
」

へ
と
保
育
制
度
の
あ
り
方
が
劇
的
に
変
化
し
た

一
九
九
七
年
以
降
の
流
れ
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

少
子
化
対
策
の
変
遷

一
九
九

O
年
以
降
の
少
子
化
対
策
の
変
遷
に
つ
い
て
は

一
九
九
四
年
の
「
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」
、
そ
の
具
体
策
の

一
環
と

し
て
の

「
「
緊
急
保
育
対
策
等
五
カ
年
事
業
」
」
に
お
い
て
一
つ
の

方
向
性
が
確
立
し
た
。
そ
れ
は
保
育
に
欠
け
る
、
措
置
さ
れ
る
子

ど
も
と
保
護
者
を
対
象
に
し
た
も
の
か
ら
、
地
域
の
子
ど
も
と
保

護
者
全
体
へ
と
保
育
所
の
対
象
が
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
に
「
児
童
福
祉
法
」
が
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
要
点

は
。
①
入
所
方
式
の
見
直
し
。
保
育
所
入
所
の
仕
組
み
が
見
直
さ

れ
、
選
択
の
た
め
の
情
報
に
基
づ
き
保
護
者
が
保
育
所
を
選
択
し
、

市
町
村
と
利
用
契
約
を
結
ん
で
利
用
す
る
形
式
に
変
更
さ
れ
た
。

②
費
用
負
担
の
見
直
し
。
従
来
保
育
料
は
所
得
に
応
じ
た
負
担
方

式
か
ら
、
子
ど
も
の
年
齢
に
応
じ
た
均

一
料
金
体
系
へ
の
変
更
を

目
指
す
。
③
保
育
所
の
子
育
て
支
援
機
能
に
つ
い
て
、
保
育
所
の

既
存
機
能
を
利
用
し
て
入
所
児
童
の
み
な
ら
ず
、
広
く
地
域
住
民

に
対
し
て
子
育
て
相
談
助
言
を
行
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
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一
九
九
八
年
に
「
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
つ
い
て

(
中
間

ま
と
め
)
」
・
「
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
を
進
め
る
に
当
た
っ
て

(
追
加
意
見
)
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
の

主
な
理
念
は
①
対
等
な
関
係
の
確
立
、
②
地
域
で
の
総
合
的
な
支

援、

③
多
様
な
主
体
の
参
入
促
進
、
④
質
と
効
率
性
の
向
上
、

⑤

透
明
性
の
確
保
、
⑥
公
平
か
つ
公
正
な
負
担
、

⑦
福
祉
文
化
の
創

造
の
七
点
で
あ
る
。
柏
女
霊
峰
は
こ
の
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革

の
理
念
を
「
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
へ
」
と

し、

①
個
人
の
選
択
を
尊
重
し
た
制
度
の
確
立
、

②
質
の
高
い
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
、

③
地
域
福
祉
の
拡
充
の
三
点
に
ま
と
め
て

い
る
。

一
九
九
九
年
、
止
ま
る
こ
と
の
な
い
出
生
率
の
低
下
に
対
し
、

「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は

「
少
子
化
へ
の
対
応
を
考
え
る
有
識
者
会
議
」
に
よ
る
提
言
を
も

と
に
、
国
が
ま
と
め
た
が
取
り
組
み
の
方
針
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨

は
「
少
子
化
対
策
は
、
こ
う
し
た
少
子
化
の
原
因
と
背
景
に
対
応

し
て
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
に
係
る
負
担
感
や
子
育
て
の
負
担

感
を
緩
和
・
除
去
し
、
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
な
様
々

な
環
境
整
備
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、

一二

世
紀
の
我
が
国
を
家

庭
や
子
育
て
に
夢
や
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

少
子
化
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
基
本
的
視

点
に
立
つ
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

ω
結
婚
や
出
産
は
、
当
事
者
の
自
由
な
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ω
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
や
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
が
心

身
と
も
に
健
や
か
に
育
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
づ
く
り
を
旨
と
す

る
こ
シ
」
。

聞
社
会
全
体
の
取
組
み
と
し
て
、
国
民
的
な
理
解
と
広
が
り
を

も
っ
て
子
育
て
家
庭
を
支
援
す
る
こ
と
。
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い

る。
」
の
「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
」
の
具
体
的
計
画
と
し
て
、

同

一
九
九
九
年
大
蔵
、
文
部
、
厚
生
、
労
働
、
建
設
、
自
治
六
大

臣
合
意
に
よ
る
「
重
点
的
に
推
進
す
べ
き
少
子
化
対
策
の
具
体
的

実
施
計
画
に
つ
い
て
」
(
以
下
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
と
す
る
)
が

実
施
さ
れ
た
。
「
少
子
化
対
策
推
進
関
係
閣
僚
会
議
」
に
お
け
る
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「
少
子
化
対
策
基
本
方
針
」
に
基
づ
い
た
実
施
計
画
で
あ
り
、

ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
並
び
に
五
カ
年
事
業
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

そ
の
目
標
は
①
保
育
サ
ー
ビ
ス
等
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、

②
仕
事
と
子
育
て
両
立
の
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備
、

③
働
き
方

に
つ
い
て
の
固
定
的
な
性
別
役
割
分
業
や
職
場
優
先
の
企
業
風
土

の
是
正
、

④
母
子
保
健
医
療
体
制
の
整
備
、

⑤
地
域
で
子
ど
も
を

育
て
る
教
育
環
境
の
整
備
、

⑥
子
ど
も
た
ち
が
の
び
の
び
育
つ
教

育
環
境
の
実
現
、

⑦
教
育
に
伴
う
経
済
的
負
担
の
軽
減
、
⑧
住
ま

い
づ
く
り
や
町
づ
く
り
に
よ
る
子
育
て
支
援
の
八
点
で
あ
る
。
保

育
サ
ー
ビ
ス
等
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
で
は
具
体
的
に
は
、

①
低
年
齢
児
の
保
育
所
受
け
入
れ
の
拡
大
、

②
多
様
な
需
要
に
応

え
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
推
進

(延
長
保
育
・
休
日
保
育
等
)
、

③

在
宅
児
も
含
め
た
子
育
て
支
援
の
推
進
(
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
l
・
一
時
保
育
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
等
)
、
④

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
推
進
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ
に
は
具
体
的
な
数
値
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

二
O
O
一
年
「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
策
の
方
針
に
つ
い

て
」
に
基
づ
く
施
策
が
閣
議
決
定
さ
れ
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち コニ

主
に
保
育
所
に
関
連
す
る
も
の
が
「
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
」
・
「
多

様
で
良
質
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
」
で
あ
る
。

「
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
|
最
小
コ
ス
ト
で
最
良

・
最
大
の
サ

l

ピ
ス
を
|
」
は
、
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指
し
、
保
育
所
の
整
備
、

公
設
民
営
化
な
ど
の
社
会
福
祉
法
人
、
企
業
、

N
P
O
等
の
参
入

の
推
進
、

い
わ
ゆ
る
認
可
外
保
育
所
の
設
置
、
学
校
の
空
き
教
室

等
の
公
設
施
設
の
利
用
等
を
活
用
し
て
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指

し、

二
O
O
四
年
ま
で
の
数
値
目
標
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
二
O
O
二
|
二
O
O
四
年
の
二
年
間
で

一
五
万
人
に

も
及
ぶ
待
機
児
童
の
解
消
を
目
標
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
最
小

コ
ス
ト
で
最
良
・
最
大
の
サ
ー
ビ
ス
を
」
と
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、

一
五
万
人
分
の
新
設
施
設
を
整
備
す
る
余
裕
は
な
く
、
既

存
の
施
設
の
定
員
超
過
に
よ
る
受
け
入
れ
や
若
干
の
新
規
参
入
に

ト
ふ
れ
ソ
、

い
か
に
効
率
よ
く
待
機
児
童
の
解
消
が
な
さ
れ
る
か
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
。

「
多
様
で
良
質
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
」
は
利
用
者
の
保
育
ニ

l

ズ
を
ふ
ま
え
、
病
後
児
保
育
や
よ
り
一
層
の
延
長
保
育
、
情
報
開

示
等
利
用
者
の
多
様
性
に
応
じ
て
保
育
所
が
選
択
で
き
る
よ
う
に

- 81-



と
っ
て
よ
り
選
択
し
や
す
い
よ
う
多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
保
育

所
が
提
供
で
き
る
よ
う
体
制
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。

二
O
O
二
年
に
は
「
少
子
化
対
策
プ
ラ
ス
ワ
ン
|
少
子
化
対
策

の
一
層
の
充
実
に
関
す
る
提
案
|
」
(
以
下
、
プ
ラ
ス
ワ
ン
)
が

策
定
さ
れ
た
。
「
プ
ラ
ス
ワ
ン
」
は
「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方

針
」
を
土
台
に
「
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」
で
不
足
し
て
い
た
視
点

を
新
た
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
と
は
、

①
す
べ
て
の

働
き
な
が
ら
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
人
の
た
め
に
、

②
子
育
て
し

て
い
る
す
べ
て
の
家
庭
の
た
め
に
、
③
次
世
代
を
育
む
親
と
な
る

た
め
に
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
こ
の
施
策
の
特
徴
は
そ
の
基
本
的

考
え
方
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
「
子
育
て
と
仕
事
の
両

立
支
援
」
が
中
心
で
あ
っ
た
従
前
の
対
策
に
加
え
、
「
男
性
を
含

め
た
働
き
方
の
見
直
し
」
な
ど
四
つ
の
柱
に
沿
っ
た
対
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
。
」
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

保
育
を
中
心
と
し
た
取
り
組
み
か
ら
、
保
護
者
の
働
き
方
や
、
杜

会
の
あ
り
方
を
も
含
ん
だ
全
社
会
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
旨
が

は
っ
き
り
と
一
不
さ
れ
て
い
る
。
保
育
に
関
連
す
る
点
は
、
「
待
機

児
童
ゼ
ロ
作
戦
」
の

一
層
の
推
進
と
「
特
定
保
育
事
業
」
の
創
設
、

保
育
マ
マ
の
利
用
日
数

・
時
間
の
弾
力
化
、
幼
稚
園
保
育
所
小
学

校
の
連
携
等
で
あ
る
。
「
特
定
保
育
事
業
」
と
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム

で
働
く
保
護
者
の
方
な
ど
が
「
週
二
1
一一一
日
程
度
、
あ
る
い
は
午

前
か
午
後
の
み
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
」
を
行
え
る
よ
う
整
備
さ

れ
る
事
業
で
あ
る
。

二
O
O
三
年
に
は
具
体
的
な
少
子
化
対
策
の
行
動
計
画
策
定
を

目
的
と
し
た
「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
と
と
も
に
「
児

童
福
祉
法
」
も
改
正
、
そ
し
て
「
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
」
が

策
定
さ
れ
た
。
二

O
O
二
年
の
合
計
特
殊
出
成
立
一

.
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一一一一
と
い

う
夫
婦
の
出
生
率
の

一
層
の
低
下
を
受
け
、
政
府

・
地
方
公
共
団

体
・
企
業
等
が

一
体
と
な

っ
て
、
国
の
基
本
政
策
と
し
て
次
世
代

育
成
支
援
を
進
め
、
家
庭
や
地
域
社
会
に
お
け
る

「子
育
て
機
能

の
再
生
」
を
実
現
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
政
府
・
地

方
公
共
団
体
・
企
業
等
全
社
会
的
に
対
策
を
講
じ
る
た
め
の
法
律

が

「次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
で
あ
り
、

二
O
一
五
年
ま

で
の
前
期
五
年
、
後
期
五
年
の
具
体
的
行
動
計
画
の
策
定
を
求
め

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
「児
童
福
祉
法
」
の
改
正
は
地
方
公
共

団
体
に
対
し
、
平
成

一
六
年
で
計
画
年
度
を
終
え
る

「新
エ
ン
ゼ



ル
プ
ラ
ン
」
に
代
わ
り
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
事
業
を
柱

に
加
え
た
保
育
計
画
お
よ
び
待
機
児
童
対
策
の
策
定
を
義
務
づ
け

る
も
の
で
あ
る
。
子
育
て
支
援
事
業
で
は
①
保
護
者
か
ら
の
相
談

に
応
じ
、
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
事
業
(
地
域
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
事
業
、

つ
ど
い
の
広
場
事
業
等
)
、

②
保
育
所
等
に

お
い
て
児
童
の
養
育
を
支
援
す
る
事
業
(
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
乳
幼
児
健
康
支
援
事
業
、

時

保
育
事
業
、
特
定
保
育
事
業
、
幼
稚
園
預
か
り
保
育
事
業
)
、

③

居
宅
に
お
い
て
児
童
の
養
育
を
支
援
す
る
事
業
(
出
産
後
等
の
保

育
士
等
派
遣
事
業
)

の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
従

来
も
国
の
施
策
等
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
実
施
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
が
法
律
に
よ
り
義
務
と
さ
れ
た
こ
と
は
よ
り

一
層
の
責
任

を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
二
O
O
五
年
四
月
間

始
に
向
け
て
各
地
方
公
共
団
体
は
行
動
計
画
を
準
備
し
て
い
る
段

階
で
あ
る
。
「
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
」
は
行
動
計
画
や
、
具

体
的
行
動
内
容
の
根
幹
で
あ
る
総
合
的
な
少
子
化
対
策
の
基
本
理

念
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
が

一
九
九
七
年
以
降
の
主
な
少
子
化
対
策
を
中
心
と
し
た

施
策
の
変
遷
で
あ
る
。

保
育
所
へ
の
要
求

少
子
化
対
策
の
中
で
保
育
所
が
担
っ
た
の
は
主
に
「
仕
事
と
育

児
の
両
立
支
援
」
・
「
地
域
子
育
て
支
援
」

の
役
割
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
の
「
保
育
問
題
検
討
会
報
告
書
」
に
お
い
て
「
共
働

き
家
庭
の
子
育
て
機
能
を
補
完
し
、
児
童
の
健
全
育
成
を
確
保
す

る
仕
組
み
が
必
要
が
あ
り
、
保
育
所
制
度
は
そ
の
中
心
的
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
」
と
示
さ
れ
て
以
来
、
現
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在
も
少
子
化
対
策
に
お
け
る
保
育
所
の
大
事
な
役
割
と
な
っ
て
い

る

エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
策
定
後
は
、
そ
こ
に
「
地
域
子
育
て
支

援
」
が
加
わ
っ
た
。
保
育
所
の
援
助
対
象
が
「
保
育
に
欠
け
る
児

童
」
か
ら
地
域
の
す
べ
て
の
子
供
た
ち
と
明
確
に
変
更
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
「
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
」
や
「
地
域
子
育
て
支

援
」
は
「
特
別
保
育
事
業
」
と
い
う
補
助
事
業
と
な
り
、
延
長
保

育
や
乳
児
保
育
の
推
進
、
地
域
子
育
て
支
援
と
し
て
の
施
設
開
放
、

一
時
保
育
、
育
児
相
談
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。
保
育
所
を
具
体
的

に
利
用
す
る
保
護
者
と
子
ど
も
に
対
し
、
そ
の
多
様
な
就
労
形
態



に
よ
る
保
育
ニ

l
ズ
に
応
え
、
開
所
時
間
の
延
長
や
延
長
保
育
に

よ
り
送
迎
の
時
間
に
余
裕
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

地
域
に
お
け
る
育
児
休
業
中
や
未
就
労
で
子
育
て
中
の
家
庭
に
対

し
、
保
育
所
の
持
つ
子
育
て
に
関
す
る
資
産
(
安
全
な
園
庭
や
相

談
者
、
図
書
の
貸
し
出
し
等
)
を
利
用
し
て
そ
の
子
育
て
の
ニ

l

ズ
に
応
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
特
別

保
育
事
業
」
は
市
町
村
の
福
祉
計
画
に
よ
り
実
施
量
が
決
定
さ
れ

る
が
、
各
保
育
所
が
ど
の
事
業
を
実
施
す
る
か
は
そ
の
裁
量
に
任

さ
れ
る
と
こ
ろ
も
多
く
な
っ
た
。
筆
者
の
勤
め
る
保
育
所
の
あ
る

市
に
お
い
て
も
、

二

時
間
関
所
、

一
時
間
延
長
保
育
や
六
ヶ
月

児
か
ら
の
入
所
は

一
律
で
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、

一
時
保
育
や
地

域
子
育
て
支
援
の
中
で
、
ど
の
事
業
を
実
施
す
る
か
は
個
々
の
保

育
所
に
任
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

さ
ら
に

一
九
九
八
年
の
改
正
児
童
福
祉
法
の
施
行
、
社
会
福
祉

基
礎
構
造
改
革
、

二
O
O
O年
の
社
会
福
祉
法
の
制
定
に
よ
り
こ

れ
ら
保
育
所
の
取
り
組
み
が
法
制
化
さ
れ
、
更
に
新
た
な
る
取
り

組
み
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
中
で
も
特
に
社
会
福
祉
法
は
、
第
五

条
で
利
用
者
の
意
向
の
尊
重
が
、
第
二
四
条
で
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
向
上
と
透
明
性
が
、
第
七
五
条
で
情
報
開
示
が
、
第
七
八

条
で
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
評
価
が
、
第
八
二
条
で
苦
情
解
決
の
実
施

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
情
報
開
示
、
サ

l
ピ

ス
の
質
の
評
価
、
苦
情
解
決
処
理
シ
ス
テ
ム
の
三
点
が
現
在
の
社

会
福
祉
施
設
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
利
用
者
が
自
分
に

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
施
設
を
選
択
す
る
た
め
の
情
報
、

自
ら
の
提
供
す
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
適
正
か
検
討
す
る
評
価
と
利

用
者
の
直
接
の
声
を
聞
く
苦
情
解
決
、
保
育
所
は
保
育
の
内
容
で

利
用
者
で
あ
る
子
供
と
向
き
合
う
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
子
育
て
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家
庭
全
体
の
中
で
ど
れ
だ
け
有
用
で
あ
る
か
を
自
ら
表
明
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て

一
九
九
九
年
の
「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
」
の
制

定
以
後
は
子
育
て
支
援
施
策
の
性
格
が
変
化
し
て
い
く
。
特
に

「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
策
の
方
針
に
つ
い
て
」
策
定
の
後
、

「
少
子
化
対
策
プ
ラ
ス
ワ
ン
」
・
「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
」
・

「少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
」
・

二
O
O
一
年

「児
童
福
祉

法
」
の
改
正
と
続
く

一
連
の
施
策
は

一
九
九
六
年
の
「
エ
ン
ゼ
ル

プ
ラ
ン
」
以
後
の
取
り
組
み
が
最
終
的
に
法
律
と
し
て
明
文
化
さ



れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
規
制
緩
和
の
流
れ
の
中
で
厚

生
労
働
省
の
通
知
と
し
て
変
更
さ
れ
た
保
育
の
制
度
や
認
可
・
基

準
等
が
法
律
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
子
育
て
支
援
施
策
の
性
格
の
変
化
と
は
、
規
制
緩
和
の
流
れ

の
中
で
の
保
育
の
最
低
基
準
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
保
育
に

関
す
る
要
件
の
緩
和
は
は
じ
め
に
の
部
分
で
触
れ
た
よ
う
に
多
岐

に
わ
た
る
。
従
来
の
保
育
所
運
営
は
社
会
福
祉
法
人
が
児
童
福
祉

法
並
び
に
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
に
則
り
運
営
さ
れ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
ベ
ビ

1
ホ
テ
ル
等
い
わ
ゆ
る
認
可
外
保
育
所
も
多
数
運

営
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
施
設
の

あ
り
方
と
し
て
法
に
則
り
、
適
正
に
運
営
で
き
る
か
厳
し
く
審
査

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
に

「
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」
以
後
は

「
特
別
保
育
事
業
」
等
を
そ
の
能
力
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
引
き
受
け
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
基
準
が
現
在
緩
和
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

「
待
機
児
童
解
消
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
児
童
福
祉
法
第
二
条

に
あ
る
保
護
者
と
共
に
園
地
方
公
共
団
体
が
子
ど
も
の
育
成
の
責

任
を
負
う
と
い
う
点
が
不
安
定
に
な

っ
て
き
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

乳
児
保
育
を
例
に
挙
げ
る
と
、

一
九
九
七
年
以
前
は
児
童
福
祉
施

設
最
低
基
準
以
上
の
乳
児

一
人
当
た
り
5
d
が
要
求
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
待
機
児
童
対
策
と
し
て
現
在
は
最
低
基
準
通
り
の

u
d又

は山川

zm
が
通
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
に
と
っ
て
保
育
環

境
の
悪
化
と
言
え
る
。
保
育
所
に
お
い
て
は
主
た
る
利
用
者
で
あ

る
子
ど
も
が
自
ら
の
意
志
を
明
確
に
表
し
、
生
活
す
る
施
設
を
選

べ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
保
護
者
が
市
町
村
と
保
育
の

公
契
約
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
認
可
保
育
所
は
入

所
ま
た
は
不
定
期
に
利
用
す
る
子
ど
も
に
代
わ
り
、
子
ど
も
の
育

成
の
責
任
・
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
・
環
境
を
整
え
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
例
え
ば
育
児
相
談
に
つ
い
て
も
野
坂
勉
氏
が
平
成

一
五
年

度
版

『改
正
保
育
制
度
の
実
態
及
び
保
育
所
の
運
営
管
理
に
関
す

(
2
)
 

る
調
査
研
究
報
告
書』

七
六
頁
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
保
育
所

の
持
つ
毎
日
の
子
ど
も
の
生
活
場
面
観
察
を
通
し
た
育
児
相
談
こ

そ
が
、
他
の
相
談
機
関
に
は
な
い
保
育
所
の
育
児
相
談
の
特
徴
で

あ
る
。
そ
し
て
地
域
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
相
談
に
お
い
て
も
、

保
育
所
の
持
つ
園
庭
や
施
設
を
活
用
し
、
多
く
の
遊
び
の
場
面
を

き
ち
ん
と
観
察
す
る
事
に
よ
る
相
談
援
助
を
可
能
に
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
園
庭
設
置
や
乳
児
保
育
の
面
積
用
件
の
緩
和
等
、
認
可



保
育
所
の
特
徴
を
消
し
て
い
き
、
さ
ら
な
る
要
求
を
保
育
所
に
提

示
さ
れ
て
も
お
そ
ら
く
は
現
状
以
上
の
効
果
は
あ
げ
ら
れ
な
い
と

思
わ
れ
る
。
認
可
保
育
所
は
自
ら
の
存
在
の
優
位
性
を
き
ち
ん
と

表
明
し
、
公
的
責
任
を
こ
れ
以
上
後
退
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
特

別
保
育
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

仏
教
保
育
の
実
践
と
は

次
に
仏
教
系
保
育
所
の
取
り
組
み
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き

た
か
整
理
し
て
い
き
た
い
。
仏
教
系
保
育
所
の
運
営
の
要
と
な
る

「
仏
教
保
育
」
と
は
何
か
、
日
本
仏
教
保
育
協
会
編
の

(3
)
 

や
す
い
仏
教
保
育
総
論
」
二
三
頁
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

『わ
か
り

い
る
。

「
仏
教
保
育
と
は
、
広
く
仏
教
の
原
理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
保
育
で
あ
る
。
単
に
一
般
の
保
育
に
仏
教
保
育
と
い
う
特
別

な
保
育
を
付
加
し
た
保
育
で
は
な
い
。
広
く
仏
教
の
原
理
に
立
つ

て
、
「
人
格
の
完
成
」

へ
導
く
の
が
仏
教
保
育
で
あ
る
。
」
と
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
保
育
の
実
践
の
整
理
を
「
仏
教
系
社
会
福
祉

施
設
調
査
報
告
書
」
を
元
に
行
っ
て
い
き
た
い
。
本
調
査
報
告
書

は
一
九
九
七
年
i
二
0
0
0年
ま
で
四
年
間
に
渡
り
四
一
施
設
の

調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
う
ち
保
育
所
が
五
施
設
で
あ
る
。
今
回
は

」
の
五
施
設
に
つ
い
て
便
宜
上

A
l
E
施
設
と
し
て
、
仏
教
系
保

育
所
と
し
て
の
理
念
・
特
徴
・
効
果
・
今
後
の
方
向
性
と
い
っ
た

点
に
絞
り
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
文
章
等
で
記
載
さ
れ
て
い
る
「
創
設
の
理
念
」
に
つ
い

て
表
一
に
に
ま
と
め
た
。
創
設
の
理
念
は
保
育
所
運
営
の
基
幹
を

な
す
も
の
で
あ
る
。
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表D C B A 

五四三二の一
和昭

援助すう 乳幼児が

特 創設.中 !こ
物白地道中の揺 な の
へ然域 役り

年
し 理念の にに にか る

感謝続し開か 立ご 事を 心身
ちか

のみれ たう
的目 もと気自た

い墓場ま持然を 施 とに

ちを大設を
!こ てし 健や

で よ

育切指す目
と り 、む、

てに し1
発出

次に
るす

人つ の成長。る し
1し、 間 た
を の
育
て 生をる

通
し
て
世 。よ



寺
院
の
社
会
事
業
は
、
大
乗
仏
教
的
思
想
と
振
興
(
*
)
の
実
現

さ
れ
た
も
の
で
仏
陀
の
大
慈
悲
に
そ
の
根
本
基
調
を
置
く
。

*
信
仰
か

創
設
の
理
念
に
つ
い
て
は

A
1
C
の
三
保
育
所
で
は
特
に
仏
教

色
が
で
て
は
い
な
い
が
、

D
-
E
保
育
所
に
つ
い
て
は
「
中

道
」
・
「
大
慈
悲
」
等
の
仏
教
色
が
色
濃
く
で
て
い
る
。
ま
た

D
保

育
所
で
は
「
感
謝
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
創
設
の
理
念
は

施
設
運
営
の
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仏
教
の
理
念
が
二
つ
の
方
向

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
仏
教
の
理
念
が
子
ど
も
へ
の
直
接

援
助
の
理
念
と
し
て
主
に
社
会
性
に
関
す
る
部
分
で
「
援
助
の
理

念」、

二
つ
に
は
仏
教
の

「
大
慈
悲
」
実
践
が
社
会
福
祉
実
践
に

つ
な
が
る
と
い
う
「
施
設
運
営
の
理
念
」

で
あ
る
。

次
に
「

一
般
の
施
設
と
異
な
る
点
」
に
つ
い
て
表
二
で
ま
と
め

て
み
た
。
「な
し
」
と
答
え
て
い
る
保
育
所
が
二
カ
所
あ
っ
た
。

こ
の
様
な
返
答
は
あ
る
意
味
公
的
な
助
成
を
受
け
て
運
営
さ
れ
て

い
る
施
設
と
し
て
は
順
当
な
答
え
で
あ
る
と
い
え
る
。
C
保
育
所

で
は
「
感
謝
」
を
D
保
育
所
で
は
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う

「
感
謝
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

B
保
育
所
や

D
保
育

表E D C 日 A 
設問

な 宗教と 拶マせプ か。感謝
勤めう 護者へ たり、 由ただ 伝統的

特 か一
し すイ る ラ 般

るナ事が ス の t，J. の

勧違事が函スで 面
1し、

てい の草敬還教的忽義酒と
し

施設
を

い担任 き畳 持 る さな と

さ 小bブ校~ ると
つ 。のれ色 異

れに 子ど い た 様た彩 な

事刀る、 不然自 入に も 座るう
1豊し、 子りをし る

やす全て
特徴

あだ学育文化

力、
警Eヨる面tJ. 事 ( 地域 lこ

るとしつ
子ど

をも* つ

. 言わ 草て時 7い1貌に
伝あ)に し1

も え る に 信頼 て
れそし が ての出 ど
たみ 育 いでしさ の
りに つ き、てれ よ

する 手を 檀仏 の 、でいて つ
で

理解ー」十 きくい
まわcl 

Icl: るとる
考おえ手 な 限拒と

たせ を 力、 れり否思
新て dEh コ ろ る、さう で
興挨 わ つ よ保れ す
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*
前
面
か

所
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
保
育
の
取
り
組
み
の

成
果
が
誤
解
を
受
け
て
い
る
点
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
誤
解
に

対
し
て
は
、

B
保
育
所
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
利
用
者
に
対

し
て
は
自
ら
の
取
り
組
み
、
そ
の
効
果
に
対
し
て
き
ち
ん
と
説
明



し
理
解
し
て
も
ら
う
事
が
必
要
と
な
る
。

仏
教
保
育
の
効
果
に
つ
い
て
は
「
施
設
の
運
営
お
よ
び
実
践
に

当
た
っ
て
、

仏
教
の
理
念
や
信
仰
が
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す

か
」
と
い
う
設
問
に
つ
い
て
表
三
で
ま
と
め
た
。

A
・

c
-Eの
各
保
育
所
で
「
慈
悲
」

・
「
感
謝
」

と

い
う
言
葉

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
保
育
所
保
育
指
針
」
の
保
育
の
目
標
に

お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
子
ど
も
の
成
長
発
達
に
お
い
て
人
と

の
関
係
、
自
主
や
協
調
、
人
へ
の
信
頼
感
を
育
て
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
学
ぶ
思
想
と
し
て

「慈
悲
」

・
「
感
謝
」
と

い
う
仏
教
の
理
念
が
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
子
ど
も
達
や

保
護
者
を
直
接
援
助
す
る
職
員
が
仏
教
の
理
念
等
を
理
解
し
て
お

く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

表設
問

施
段
の
運
営
お
よ
び
実
践
に
当
た
っ
て
、
仏
教
の
理
念
や
信
仰
が

意
昧
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
か

子
ど
も
た
ち
に
「
慈
悲
」
の
心
を
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
優

し
い
子
ど
も
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
意
昧
で
弘

法
大
師
が
行
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
保
育
園
を
隠
園
し
た
い
と
、
考

A 

E D C B 

あに 社会
tJ. 

がな謝職員が
のきど え

し 育けの ですん た

る。事業 たれ気持 は、な 仁ーー

なぱ 浄土 なま施設 と
l主 い 、ち かた も
信 。子 を の ろ理で
仰 供に持つ教え

う 念 も 万教丈

の かを理念

実現
伝てを 。守

教のえ
わら 保育を 解理

つ を
で てい持た
あ 芯し 力、

り い行 く な う

し つ 生 事 け で

そ 、たか でれ あ

の 謝感りさ 聡 ぱ る

本根
、れ

員の 健全

。

の子供 て
lま 心い

上向 施忽
仏陀 持をとる

態こ
の っ し と

大慈悲
たたへ

子供 りの
し 感 るで
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そ
れ
で
は
「
利
用
者
に
と
っ
て
仏
教
系
社
会
福
祉
施
設
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
」
と
い

う
設
問
に
対
す
る
答
え
に
つ
い
て
表
四
で
ま
と
め
た
い
。

表
四
で
は

B
保
育
所
と
C
保
育
所
の
回
答
が
同
じ
と
な
っ
て
い

る
。
編
集
さ
れ
た
年
度
が
同
じ
年
の
た
め
何
ら
か
の
手
違
い
か
も

し
れ
な
い
。

A
i
D
各
保
育
所
で
子
ど
も
た
ち
ゃ
保
護
者
が
自
然

な
形
で
仏
教
の
教
え
を
学
ん
で
い
る
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
B
1

D
保
育
所
で
「
感
謝
」
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。



選
択
さ
れ
る
施
設
と
な
っ
た
保
育
所
に
お
い
て
利
用
者
に
ど
の

よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
は
大
変
重
要
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
一
九
九
八
年
版
「
仏
教
系
社
会
福
祉
施
設
調
査

報
告
書
」
三

O
頁
で
は
「
利
用
者
が
選
択
す
る
時
に
は
「
仏
教

系
だ
か
ら
」
と
い
う
よ
り
も
、
伝
統
あ
る
園
と
し
て
地
域
に
自
然

と
広
ま
っ
て
い
る
点
か
ら
」
と
述
べ
、
利
用
者
に
と
っ
て
仏
教
保

育
だ
か
ら
と
い
う
点
で
拒
否
反
応
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
実
践
の

積
み
重
ね
が
評
価
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

表
四

8 A 設
問

切ー」←ー なのいあ れよ 子 ど は 利
く 心た え てしど の 、用者

つに ても学を保育実践 て
きとも よど
たした Y力うtの iとE 

い 、ん 教刀て たて ち

て然自で の め 、身自 つつ

現7、、 いの事 し にて
なる中に 進ん てが あ受け 仏

書広をめ 形よでつ い 意識すで う 親 い でる る取教

仏 で も て く人 とら系

のあ然自 lま るもる 思れ社

教え る 強 わい 事 わ て 会
て o 1(主要 ける は れ い 福

いに地域 形し で。 な まる祉

る基づ でて はたい す と 施
よの 、い なし1だが か 思 設

でつい中子ど な わで

あたで い
。今でま 保護者

れあ

感謝 特も まる

そ にを信仰 すと
(の何通 Iel: Iま 力、し1

下略 心もしに 措置 それ
、っー

の言て基 まこ
大わ仏づ さ を たと

E D C 

理解し 仏教が
話が物事のを子ど 切dな の い あ

のの本思目 し く 心 た え

あ収穫を 時 たも !こてを保育実践 てて利 る にをりた つも学 宗教

入す園 用者の 通 手合を学ん礼拝、ちは
い、ん

て然自 で の
しでご 罪 いの警

人刀る、 話題l こ
てわいやく なる中

食物を せている本堂然自
童を広め 形 よ で つで う 親 い

ほな 挨拶 るのに 仏でもて
とっ 大 と見fゐH 「 の あ 然自 は
んた 事で患つ の 教え る 強
ど事 にきをの て 。な要
では する しさ いに地域 形し
あな るよ親てま る基づ でて
るい ょうのい」 さつ の 、 い。 。

うに意るの でい中子ど な

寺院 にな 見 。歌を あたで い
なっ とそ 感謝 特も

と ったしの歌 そ にを信仰
し、 た」て中い の何通

事つ
」や はで 心もしに

のと 「作「食教仏合掌 大の言わ仏て基づ
を
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最
後
に
「
仏
教
系
社
会
福
祉
施
設
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
大
切

な
こ
と
は
何
で
あ
る
と
お
考
え
で
す
か
、
更
に
施
設
長
さ
ん
に

と
っ
て
、
今
後
の
仏
教
系
福
祉
施
設
は
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
お
考

え
で
す
か
」
と
い
う
設
問
を
表
五
に
ま
と
め
る
。

A
・
B
-
C各
保
育
所
と
も
調
査
時
期
が
児
童
福
祉
法
改
正

基
礎
構
造
改
革
・
社
会
福
祉
法
の
制
定
の
時
期
で
も
あ
り
、
「
措

置
か
ら
契
約
」
と
い
う
制
度
変
更
を
意
識
し
、
情
報
公
開
の
必
要

性
を
認
識
し
た
意
見
が
出
た
。
ま
た

A
保
育
所
で
は
社
会
福
祉
法



人
と
し
て
の
制
約
に
と
ら
わ
れ
な
い
宗
教
法
人
格
の
保
育
所
と
し

て
独
自
性
を
強
く
打
ち
出
し
た
施
設
運
営
を
目
指
し
て
い
る
。
B

保
育
所
で
は
利
用
者
に
保
育
所
の
理
念
を
き
ち
ん
と
伝
え
そ
の
上

で
選
ば
れ
る
保
育
所
と
し
て
の
あ
り
方
を
目
指
し
て
い
る
。
各
年

度
の
調
査
報
告
書
に
お
い
て
制
度
の
範
囲
内
で
の
仏
教
社
会
福
祉

実
践
に
制
約
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

D
保
育
所

で
は
「
地
域
交
流
」
に
目
を
向
け
保
育
所
内
で
の
実
践
だ
け
で
な

く
、
広
く
地
域
の
方
々
と
の
交
流
に
よ
っ
て
よ
り
保
育
効
果
を
高

め
て
い
き
、
さ
ら
に
仏
教
系
社
会
福
祉
施
設
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

表
五

B A 
設問

のそ 今後 ;iti 主よは
つ ら正
なま れの由自
とす るこ
きま かのなで
にす が時、特色なく

切大な 競争が 喜とあ ど かに

とれかる宗教
つ、と

事は 激化
あ更つ

なJ ら保育法 るにて

仏教てし るどを人格 べ施

でれ指目 き設も
のい あだで だ長つ

理念 とく るつけし保育 と さと
。のた

喜え んもに考
宗教的 い園

に大
照え 。を

でと切
55  ま運 すつな
しれ

要素を た営 かてこ
てま 児し 、と

節操すが 童て 後今何は
取福い

E D C 

め人
と議会方学くち作業 4地主ネz土込z 主

考えと 的に 一人代時
どよ方のの

るの し を べ 然自は んうをあな

よう 心と てと大切る 地域 所 参加 で に なに利るい

役割のを も よに の
ては沿

にする用者べき行動

忽幸を い之の
連燐にう接す で 利 と いしで い

苦し 。に姿を
しに 生用者 の る 、きな

をてしる活 需を 。臼なが く 経H邑A 説はし
果た現在いて機会 しと 々いう て 明 、 な

しが るい て 共 ものし表い

たい 大切 しょ 。る が い に 奇lこ すく根本て面的事で
てり今後 。あ る 行事を。で
いさ さ る 高齢者 れな に 震 な あ

あ きらのう 。 し
い仏教れさ宗教色 るる いたに課にそ 行うてい。

。深題共「のや る さのる 仏教系
親 積おす 戸理ょを
と め仏霊芸とし に中で提害言こと () E んこめ 」念を ー気
し て 育 人 を も でなて す Z に 福祉施
て はつ聞もあ し1うし1 そ据え しせ
の 、」係関つり く研修 く

、す

b見自.. 社会と 人 、地域
事がにー

て強制 、設

福祉施 いにと子ど
その

祉福協 うつも に 大切だ は施設 経台がE国五 し の 施告亘h豆自 考い、もあ
極積 や

な考
覚 設 え て ご た る いえ長
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お
わ
り
に

仏
教
系
保
育
所
の
現
状
・
実
践
例
を
簡
単
な
が
ら
整
理
し
た
。

現
在
の
保
育
所
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
再
度
ま
と
め



る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
保
育
所
は
利
用
者
と
の
契
約
施
設
で

あ
り
、
そ
の
た
め
の
情
報
公
開
・
苦
情
解
決
シ
ス
テ
ム
・
外
部
評

価
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
規
制
緩
和
の
中
で
後
退
し
て

い
く
子
ど
も
の
育
成
に
対
す
る
公
的
責
任
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任

下
の
保
育
所
が
そ
の
特
長
を
生
か
し
子
育
て
支
援
事
業
を
実
践
し

て
い
く
こ
と
で
自
ら
の
優
位
性
を
表
明
し
、
こ
れ
以
上
の
後
退
を

阻
止
す
る
事
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
為
に
は
、
保
育
所
が

積
極
的
に
「
地
球
子
育
て
支
援
」
に
関
わ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

そ
れ
で
は
仏
教
系
保
育
所
が
主
に
制
度
上
の
問
題
に
お
い
て
、

他
の
保
育
所
と
の
異
な
る
特
長
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
点
が
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
特
長
は
ど
の
よ
う
な
活
動
と

し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
系
保
育
所
が
持
つ
他
の
施
設
と
の
違
い
は
「
運
営
の
理

念
」
と
し
て
仏
教
の
理
念
が
用
い
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
「慈
悲
」

ゃ
「
感
謝
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る
他
者
と
の
関
係
の
中
で
自

ら
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
子
ど
も
達
の
社
会
性
を
培
う

中
で
大
変
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
を
伝
え
る
事
を
第

に
と
ら
え
、
こ
の
子
ど
も
達
の
保
育
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か

問
わ
れ
て
い
る
時
期
に
あ
っ
て
も
と
ま
ど
う
事
無
く
運
営
を
貫
く

こ
と
が
出
来
る
占
…
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
運
営
の
理
念
」
の
も

と
に
仏
教
系
保
育
所
こ
そ
「
地
域
子
育
て
支
援
」
に
乗
り
出
す
こ

と
が
出
来
る
。

D
保
育
所
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
共
に
育
つ
」

と
い
う
考
え
方
は
ま
さ
に
「
地
域
子
育
て
支
援
」
の
実
践
へ
と
つ

な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
特
別
保
育
事
業
が
実
施
さ
れ
る
以
前
、
保

育
所
の
多
く
は
地
域
と
共
に
活
動
し
て
い
く
視
点
を
持
た
な
か
っ

た
。
措
置
児
の
通
所
施
設
で
あ
り
、
地
域
の
子
育
て
家
庭
が
そ
の

保
育
の
対
象
で
は
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
は
保
育
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所
の
対
象
は
地
域
の
子
育
て
家
庭
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。

保
育
所
が
地
域
と
の
関
係
を
持
つ
の
は
、
地
域
の
子
育
て
家
庭

を
支
援
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
地
域
子
育
て
支
援
」

は
育
児
相

談

・
施
設
開
放

・
一
時
保
育
・
育
児
サ
ー
ク
ル
と
の
交
流
等
が
あ

る
。
さ
ら
に
育
児
相
談
で
も
、
出
張
相
談
、
ま
た
育
児
サ
ー
ク
ル

と
の
交
流
で
も
講
師
と
し
て
の
保
育
士
の
派
遣
・
育
児
サ
ー
ク
ル

の
結
成
コ

l
デ

イ

ネ

l
ト
等
さ
ら
に
積
極
的
に
活
動
す
る
例
も
あ

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
保
育
所
か
ら
保
育
士
等
を
派
遣
す
る
形

の
支
援
は
保
育
所
に
と

っ
て
負
担
が
大
き
す
ぎ
る
。
そ
れ
に
つ
い



て
は
平
成

二一
年
度
の

「
改
正
保
育
制
度
の
実
態
及
び
保
育
所

の
運
営
管
理
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
一
三
六
頁
「
地
域

で
の
子
育
て
支
援
活
動
を
な
さ
ら
・
な
い
の
は
、
な
ぜ
で
す
か
」
と

い
う
聞
に
対
し
、
全
体
で
五
六

一
%
の
保
育
所
が
「
人
的
に
余

裕
が
な
い
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
こ
で
多
く
の
保
育
所
に
お
い
て
施
設
開
放
を
中
心
に

す
る
利
用
型
の
「
地
域
子
育
て
支
援
」
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
利
用
型
の
「
地
域
子
育
て
支
援
」
に
お
い
て
仏
教
系
保
育

所
と
し
て
の
特
長
が
生
か
さ
れ
る
と
考
え
る
。
平
成
一

三
年
度

(6
)
 

「保
育
所
の
地
域
子
育
て
支
援
活
動
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』
に

お
い
て
施
設
開
放
な
ど
を
「
ど
の
よ
う
に
お
知
り
に
な
り
ま
し
た

か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
「
保
育
園
の
お
知
ら
せ
」
が
最
も
多
く

( 

一一一一. 

五
%
)
、
次
い
で
「
知
人
な
ど
の
ク
チ
コ
ミ
こ
さ
二

.

二
%
)
、
「
案
内
の
チ
ラ
シ
」
(
二
二
.

八
%
)
、
「
市
町
村
の
広
報

紙

(
一
O

九
%
)
と
と
い
う
回
答
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
「
知

人
な
ど
の
ク
チ
コ
ミ
」
に
閲
し
て
は
筆
者
の
保
育
所
で
も
お
墓
参

り
時
に
保
育
所
の
活
動
を
知
り
、
友
人
と
共
に
訪
れ
る
ケ
l
ス
が

何
件
か
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
実
際
の
利
用
者
の
中
に
も
「
寺
院
内

で
あ
る
こ
と
の
不
思
議
な
安
心
感
を
覚
え
る
」
と
答
え
た
方
も
い

た
。
ま
た
「
敬
老
の
集
い
」
等
高
齢
者
の
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
に

お
い
て
も
地
元
檀
家
他
の
方
に
協
力
を
お
願
い
し
て
盛
大
に
実
施

さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
系
保
育
所
に
は
他
の

保
育
所
に
は
な
い
、
寺
院
と
し
て
築
い
て
き
た
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
l

ク
が
間
違
い
な
く
存
在
す
る
。
そ
の
資
源
を
活
用
で
き
る
点
が
仏

教
系
保
育
所
の
特
長
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
「
地
域
子
育
て
支
援
」
の
次
の
取
り
組
み
と
仏
教
系
保

育
所
の
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
終
わ
り
た
い
。
現
在
多
く
の
保

育
所
が
利
用
型
の
「
地
域
子
育
て
支
援
」
を
実
施
し
て
い
る
が
、

地
域
の
子
育
て
家
庭
の
中
に
は
助
け
が
必
要
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
も
多
く
存
在
す
る
。
外
出
す
る
こ

と
す
ら
も
億
劫
に
な
る
ほ
ど
の
育
児
等
か
ら
く
る
ス
ト
レ
ス
に
悩

ま
さ
れ
、
友
人
も
少
な
く
、
相
談
の
機
会
に
も
事
欠
い
て
い
る
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
虐
待
へ
と
つ
な
が
る
ケ
l
ス
も
存
在
す
る
。

こ
の
子
育
て
家
庭
が
今
後
の
「
地
域
子
育
て
支
援
」
の
支
援
タ
l

ゲ
ッ
ト
と
な
る
。
仏
教
系
保
育
所
を
運
営
す
る
寺
院
の
檀
家
の
中

に
は
、
民
政
委
員
や
児
童
委
員
を
務
め
ら
れ
て
い
る
方
も
い
る
と



考
え
ら
れ
る
。
そ
の
方
々
と
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
様
な

子
育
て
家
庭
を
「
地
域
子
育
て
支
援
」
の
利
用
に
結
び
つ
け
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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用
文
献
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O
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年
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)
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育
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会

「
地
域
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子
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支
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特
別
保
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実
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講
座
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日

本
保
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協
会

二
0
0
0年
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坂
勉
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福
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出
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O
O
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年

(
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)
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育
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営
マ
ニ
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ア
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|
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求
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ら
れ
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保
育

サ
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ビ
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法
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年
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協
議
会
編

『保
育
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2
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全
国
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会
福
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O
O
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(叩
)
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国
保
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議
会
編
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育
年
報

2
0
0
2」
全
国
社
会
福
祉
協

議
会
二
O
O
二
年

(
H
)
全
国
保
育
協
議
会
編

『保
育
年
報

2
0
0
3」
全
国
社
会
福
祉
協

議
会
二
O
O
三
年
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編
集
後
記

マ

浄
土
宗
総
合
研
究
所
発
行

「仏
教
福

祉
』
第
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本

誌
は
石
上
善
感
所
長
の
も
と
仏
教
福

祉
研
究
班

(研
究
代
表
、
長
谷
川
匡

俊
)
が
担
当
し
た
も
の
で
す
。

マ

今
回
の
第
六
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

「
寺
院
は
地
域
の
福
祉
に
い
か
に
貢

献
し
う
る
か
」
を
テ
l
マ
に
、
福
祉

を
実
践
し
て
い
く
主
体
と
し
て
の
寺

院
と
住
職
、
実
践
し
て
い
く
対
象
と

し
て
の
地
域
や
地
域
社
会
、

寺
院
が

地
域
社
会
に
貢
献
し
て
い
く
、
目
的

あ
る
い
は
事
業
と
し
て
の
社
会
福
祉

を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

マ

パ
ネ
ラ
!
と
し
て
ご
出
席
い
た
だ
き

ま
し
た
、
和
泉
短
期
大
学
の
小
倉
常

明
先
生
、
淑
徳
大
学
の
磯
岡
哲
也
先

生
、
福
緊
会
施
設
長
の
青
田
賢
之
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

ぉ
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
は
長
谷
川

匡
俊
研
究
代
表
が
つ
と
め
ま
し
た
。

マ

一
七
j

一八

関
徳
子
先
生
か
ら
は
、

世
紀
に
お
け
る
宗
派
の
異
な
る
臨
終

行
儀
「
臨
終
節
要
」
と
「
千
代
見
草
」

の
比
較
を
通
し
て
、
均
整
の
臨
終
行

儀
の
宗
派
性
の
有
無
と
成
立
過
程
に

つ
い
て
論
究
し
た
「
近
世
に
お
け
る

臨
終
行
儀
に
つ
い
て
|
『臨
終
節
要
』

と

『千
代
見
草
』
の
比
較
を
通
し
て
」

と
題
す
る
玉
稿
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

マ

鷲
見
宗
信
先
生
か
ら
は
仏
教
系
社
会

福
祉
施
設
の
調
査
を
元
に
、
仏
教
系

保
育
所
の
実
践
例
の
整
理
し
た
結
果

に
基
づ
い
た
仏
教
系
保
育
所
の
仏
教

保
育
の
特
色
に
つ
い
て
、
特
に
少
子

化
時
代
に
お
け
る
可
能
性
に
つ
い
て

論
究
し
た
報
告
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

マ

浄
土
宗
仏
教
福
祉
研
究
班
は
、
研
究

所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
再
出
発

致
し
ま
し
た
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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