


冊
和
問
題
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
」
（
発
足
当
時
五
七
教

団
、
三
連
合
体
）
と
の
連
携
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
対
策
」

「
対
応
」
の
枠
を
こ
え
る
宗
教
者
の
部
落
問
題
へ
の
積
極
的
な
取
り

組
み
を
喚
起
す
る
点
に
あ
っ
た
。

宗
教
部
会
で
は
、
同
年
五
月
「
宗
教
教
団
に
お
け
る
部
落
問
題
の

取
り
組
み
の
現
状
と
課
題
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
、
そ
の
結
果
を
報
告
（
部
落
解
放
研
究
所
編
『
宗
教
と

部
落
問
題
』
に
所
収
）
し
た
。

続
い
て
三
年
後
の
一
九
八
四
年
六
月
、
第
二
回
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
た
。
第
一
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
宗
教
教
団
と
部
落
問
題

の
関
わ
り
と
認
識
を
把
握
す
る
と
い
う
基
礎
的
な
デ
ー
タ
ー
の
収
集

に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
第
二
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
部

落
解
放
同
盟
中
央
本
部
に
よ
る
曹
洞
宗
な
ら
び
に
全
日
木
仏
教
会
、

世
界
宗
教
者
平
和
会
議
日
本
委
員
会
に
た
い
す
る
五
度
に
お
よ
ぶ
糾

弾
闘
争
を
は
じ
め
、
高
野
山
真
言
宗
、
真
言
宗
豊
山
派
、
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷
派
へ
の
確
認
、
糾
弾
会
を
通
し
て
、
差
別
戒

（
法
）
名
を
刻
ん
だ
墓
石
や
過
去
帳
の
存
在
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
差
別
事
象
等
、
宗
教
界
に
巣
喰
う
差
別
体
質
が
次
々
に
浮
き
彫
り

に
さ
れ
る
一
方
、
「
対
策
」
「
対
応
」
の
範
囲
に
総
じ
て
と
ど
ま
っ

て
い
る
も
の
の
四
十
数
教
団
に
部
落
問
題
と
取
り
組
む
専
門
機
関
が

設
置
さ
れ
ろ
と
い
う
情
勢
の
変
化
を
う
け
て
実
施
さ
れ
た
。

教
団
の
「
対
策
」
「
対
応
」
的
回
答
を
の
り
こ
え
る
た
め
に
、
第
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「
糾
弾
は
信
教
の
自
由
を
侵
す
憲
法
違
反
の
行
為
」
と
い
う
政
治

的
意
図
を
も
っ
た
発
言
も
水
を
え
た
魚
の
よ
う
に
ふ
き
出
し
て
い

ろ
。宗
教
部
会
で
は
、
「
地
対
財
特
法
」
成
立
に
と
も
な
う
宗
教
界
に

お
け
る
否
定
的
雰
囲
気
の
す
す
む
な
か
で
、
各
教
団
に
お
け
る
教

義
・
制
度
・
体
質
の
見
直
し
等
課
題
の
明
確
化
を
は
か
る
と
と
も

に
、
「
部
落
解
放
基
本
法
」
の
提
起
し
た
視
点
を
再
確
認
す
る
た
め

に
、
一
九
八
七
年
六
月
第
三
回
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

質
問
項
目
は
左
記
の
一
三
項
目
で
あ
る
。

①
貴
教
団
の
理
念
お
よ
び
開
教
の
趣
旨
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹

介
く
だ
さ
い
。

②
貴
教
団
に
お
い
て
は
部
落
問
題
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
り

ま
す
か
。
例
え
ば
、
伝
統
仏
教
教
団
に
お
い
て
は
一
九
六
八
年

（
昭
和
四
三
年
）
の
調
査
で
は
部
落
関
係
寺
院
数
は
、
西
本
願

寺
関
係
一
、
○
七
二
力
寺
、
そ
の
他
の
真
宗
関
係
二
六
六
力

寺
、
日
蓮
宗
四
○
力
寺
、
そ
の
他
の
一
般
仏
教
関
係
七
二
力
寺

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
の
調
査
で
も
各
教
団
に
ま

た
が
り
関
係
寺
院
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
貴
教
団
で

は
部
落
問
題
と
の
関
係
の
実
態
調
査
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。
そ
の
内
容
と
概
要
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
調
査
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
を
お
教
え

く
だ
さ
い
。

一
回
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
に
加
え
、
教
義
・
教
典
に
お
け
る
差
別
性
、

差
別
を
見
抜
く
力
の
有
無
、
教
団
指
導
者
の
認
識
等
、
当
時
と
し
て

は
で
き
る
限
り
ふ
み
こ
ん
だ
項
目
を
設
け
、
宗
教
関
係
者
の
協
力
を

あ
お
い
だ
。

一
九
八
七
年
三
月
の
「
地
対
法
」
の
期
限
切
れ
を
部
落
解
放
運
動

圧
殺
の
好
機
と
ね
ら
い
を
定
め
て
き
た
政
府
ｌ
そ
の
意
向
を
う
け

た
地
域
改
善
対
策
協
議
会
の
動
き
に
対
し
、
部
落
解
放
同
盟
で
は

「
部
落
解
放
基
本
法
」
を
対
極
に
お
き
制
定
要
求
運
動
を
組
織
し
推

進
し
て
き
た
。

中
央
実
行
委
員
会
の
代
表
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
大
谷
光
真
門
主

が
就
任
し
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
集
会
へ
の
宗
教
者
の

参
加
が
め
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
宗
教
界
に
も
「
部
落
解
放
基
本
法
」

の
必
要
性
へ
の
認
識
が
お
お
い
に
高
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
「
地
対
脇
意
見
具
申
」
、
「
地
対
法
」
期
限
切
れ
に

と
も
な
う
「
地
対
財
特
注
」
成
立
の
過
程
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
っ

た
解
放
運
動
へ
の
否
定
的
見
解
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
宗
教
界
に
も
反

映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
糾
弾
は
で
き
な
く
な
っ
た
」
、
「
も
う
解

放
同
盟
の
い
い
な
り
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
等
の
発
言
が
な
さ
れ
、

③
貴
教
団
の
教
義
・
教
典
（
唱
え
も
の
）
に
関
連
し
、
部
落
差

別
を
は
じ
め
障
害
者
、
女
性
、
民
族
差
別
な
ど
差
別
を
肯
定
し

助
長
す
る
可
能
性
の
あ
る
箇
所
や
、
解
釈
上
問
題
に
な
る
点
が

存
在
し
て
い
ま
せ
ん
か
。
例
え
ば
修
験
道
や
神
道
系
教
団
に
お

け
る
「
ケ
ガ
レ
」
天
と
、
法
華
教
教
団
に
お
け
る
法
華
経

「
安
楽
行
品
」
の
「
又
不
親
近
滴
陀
羅
及
畜
猪
羊
鶏
殉
」
の

よ
う
な
箇
所
や
そ
の
解
釈
と
対
応
。

④
貴
教
団
に
お
け
る
「
業
」
や
「
原
罪
」
の
扱
い
と
信
者
に
対

す
る
説
明
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
ま
す
か
。
ま
た
「
業
」
や

「
原
罪
」
が
差
別
的
に
働
い
た
例
が
あ
れ
ば
ご
記
入
く
だ
さ

い
。

⑤
貴
教
団
に
お
い
て
は
、
部
落
に
対
す
る
蔑
視
的
な
差
別
戒
名

が
存
在
し
ま
す
か
。
（
該
当
教
団
の
み
）

⑥
貴
教
団
に
お
い
て
は
、
過
去
一
○
年
間
に
部
落
差
別
事
象
が

お
こ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
あ
れ
ば
そ
の
年
月
日
と
事
件

の
概
要
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
な
い
場
合
は
差
別
を
見
抜
く
力

が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
の
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
ど

う
か
に
つ
い
て
の
所
見
を
お
伺
い
し
ま
す
。
も
し
差
別
を
見
抜

く
力
が
な
く
気
づ
か
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
と
思
う
な
ら
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

⑦
貴
教
団
に
お
い
て
は
、
部
落
問
題
に
と
り
く
む
機
関
は
存
在

し
て
い
ま
す
か
。
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5８ ５９宗教教団の課題と現状

一
回
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
時
に
お
い
て
も
一
八
教
団
一
連
合
体
で
あ
っ

た
こ
と
を
み
ろ
と
隔
世
の
感
が
強
い
。

と
は
い
え
、
予
算
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て
も
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

一
億
一
千
六
百
万
円
、
中
央
ス
タ
ッ
フ
の
み
で
も
六
二
名
、
真
宗
大
谷

派
六
千
万
円
、
ス
タ
ッ
フ
一
六
名
、
曹
洞
宗
四
千
百
万
円
（
人
件
費

は
別
予
算
）
ス
タ
ッ
フ
一
八
名
、
と
い
う
よ
う
な
教
団
も
あ
れ
ば
、

予
算
を
も
て
な
い
で
い
る
小
教
団
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。
大
規
模

教
団
と
し
て
は
意
外
の
感
の
す
る
立
正
佼
成
会
八
百
万
円
、
天
理
教

八
百
十
六
万
円
の
例
も
あ
れ
ば
、
教
団
規
模
と
し
て
は
突
出
し
て
い

る
善
隣
会
一
千
万
円
と
い
う
例
も
あ
り
、
内
容
的
に
は
バ
ラ
バ
ラ
で

あ
る
。

次
に
質
問
②
の
教
団
と
部
落
問
題
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
差
別

戒
名
の
関
係
上
い
く
つ
か
の
伝
統
的
仏
教
教
団
が
す
で
に
実
態
調
査

を
実
施
し
て
お
り
、
関
係
寺
院
数
、
信
者
数
に
つ
い
て
も
把
握
す
る

に
い
た
っ
て
い
る
。
檀
家
制
度
に
依
拠
す
る
伝
統
仏
教
教
団
の
場
合

調
査
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
神
道
系
、
諸
教
、
新
宗
教
、
キ
リ

ス
ト
教
系
の
場
合
は
性
格
上
む
ず
か
し
い
。

今
回
質
問
の
細
目
に
「
新
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
で
の
被
差
別
部
落

な
い
し
部
落
民
に
対
す
る
布
教
状
況
は
？
」
と
い
う
一
項
目
を
も
う

け
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
試
み
は
か
な
ら
ず
し
も
成
功
し
て
い

な
い
が
、
「
統
計
的
把
握
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
〃
布
教
〃
と
は

何
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
部
落
差
別
を
ふ

今
回
の
調
査
対
象
は
、
文
部
省
発
行
の
『
宗
教
年
鑑
』
に
収
録
さ

れ
て
い
る
神
道
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
諸
教
、
包
括
宗
教
団
体
、

単
立
宗
教
法
人
の
す
べ
て
を
含
む
五
一
○
教
団
で
あ
り
、
一
五
四
教

団
よ
り
回
答
（
三
○
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
寄
せ
ら
れ
た
。

第
一
回
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
社
会
的
に
影
響
の
あ
る
二
七
一
教
団
を

⑧
貴
教
団
と
し
て
部
落
問
題
の
解
決
の
た
め
に
取
組
み
を
さ
れ

て
い
ろ
と
考
え
ま
す
が
、
そ
の
内
容
と
今
後
の
方
向
を
記
入
下

さ
い
。

⑨
教
団
の
機
構
・
制
度
に
差
別
的
な
も
の
が
あ
れ
ば
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

⑩
「
地
対
協
意
見
具
申
」
（
一
九
八
六
年
一
二
月
一
一
日
）
に

対
す
る
貴
教
団
の
見
解
を
お
教
え
く
だ
さ
い
。

⑪
「
部
落
解
放
基
本
法
」
に
対
す
る
貴
教
団
の
見
解
お
よ
び
取

り
組
み
に
つ
い
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

⑫
貴
教
団
で
部
落
問
題
・
人
権
問
題
に
関
す
る
啓
発
資
料
を
出

し
て
い
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
ご
記
入
下
さ
い
。
な
お
、
そ
れ
ら

を
一
部
ご
送
付
下
さ
い
。

⑬
当
研
究
所
宗
教
部
会
に
対
す
る
要
望
が
あ
れ
ば
、
ご
記
入
く

だ
さ
い
。
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抽
出
し
て
依
頼
、
七
一
教
団
（
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
回
答
を
え

た
。
第
二
回
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
三
九
七
教
団
に
範
囲
を
広
げ
八
一
一
一
教

団
（
二
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
回
答
を
え
て
い
ろ
。
今
回
の
一
五

四
教
団
の
回
答
は
数
の
上
か
ら
い
っ
て
も
、
仏
教
系
の
み
な
ら
ず
神

道
系
、
キ
リ
ス
ト
教
系
、
諸
教
系
よ
り
幅
広
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の

も
画
期
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
部
落
と
の
関
わ
り
の
強
い
日
蓮
宗
、
運
動
体
よ
り
差
別

戒
名
墓
石
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
黄
檗
宗
、
社
会
的
影
響
力
の

あ
る
日
蓮
正
宗
・
創
価
学
会
が
、
回
答
を
寄
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、

「
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら
な
い
こ
と
。
国
か
ら
県
か
ら
部

落
の
融
資
（
特
別
）
を
す
る
こ
と
こ
そ
差
別
に
な
る
」
（
智
覚
山
民

主
教
）
、
「
同
和
対
策
新
風
会
中
央
本
部
に
問
い
合
わ
さ
れ
た
し
」

（
山
陰
神
道
）
と
す
る
も
の
や
、
事
実
上
の
白
紙
に
近
い
心
な
い
回

答
も
わ
ず
か
な
が
ら
含
ま
れ
て
い
た
。

ま
え
た
上
で
人
間
の
救
い
を
追
求
す
る
教
会
活
動
を
推
進
し
、
そ
う

し
た
教
会
が
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
生
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
現

況
で
す
」
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
）
と
い
う
よ
う
な
真
蟄
な
回
答
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ろ
。

質
問
③
の
教
義
・
教
典
（
唱
え
も
の
）
に
お
け
る
部
落
差
別
を
は

じ
め
障
害
者
、
女
性
、
民
族
差
別
な
ど
差
別
を
肯
定
し
助
長
す
る
可

能
性
の
あ
る
箇
所
や
解
釈
上
問
題
に
な
る
点
に
つ
い
て
は
、
今
回
広

範
な
共
通
認
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
ろ
。

（
１
）
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
是
焼
陀
羅
」
（
禁
母
縁
）
解
。

浄
土
三
部
経
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
観
無
量
寿
経
」
の
禁
母
縁
で

は
、
母
を
殺
そ
う
と
し
た
王
を
大
臣
が
「
腕
陀
」
の
行
為
と
し
て
戒

め
る
く
だ
り
が
あ
る
が
、
親
露
上
人
も
無
批
判
的
に
「
和
讃
」
で
引

用
し
て
い
る
。
し
か
も
、
の
ち
に
は
「
無
道
に
母
を
害
し
絵
ふ
は
、

穣
多
非
人
の
仕
業
で
あ
る
。
一
門
の
け
が
れ
、
一
族
の
は
じ
、
非
人

に
も
劣
る
大
王
は
こ
の
宮
に
御
住
は
せ
す
る
と
と
は
出
来
な
い
」

（
『
真
宗
聖
典
講
讃
全
集
』
第
四
巻
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
腕
陀
羅
」

が
具
体
的
に
「
穣
多
非
人
」
と
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。こ
の
禁
母
縁
に
関
し
て
、
「
観
無
量
寿
経
及
び
親
欝
上
人
の
和
讃

以
下
い
く
つ
か
の
項
目
に
わ
た
っ
て
内
容
を
検
討
し
た
い
。
順
不

同
で
あ
る
が
質
問
⑦
の
部
落
問
題
に
と
り
く
む
専
門
機
関
の
有
無
に

つ
い
て
は
、
回
答
を
寄
せ
た
教
団
の
う
ち
三
四
教
団
に
存
在
し
、
専

門
機
関
は
な
い
も
の
の
担
当
窓
口
を
も
つ
教
団
は
八
、
あ
わ
せ
て
四

○
教
団
に
も
お
よ
ん
で
い
ろ
。
こ
の
数
は
前
回
と
同
じ
で
あ
る
が
、

「
町
田
差
別
発
言
」
以
前
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷
派
、

天
理
教
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
の
わ
ず
か
四
教
団
の
み
で
あ
り
、
第

（
●
．
□
勺
０
七
・
丹
４
９
４
●
・
已
亟
戸
山
｜
・
‐
１
１
■
］
ｆ
ｌ
ｊ
■
■
１
◆
４
０
△
■
５
０
Ｆ
０
．
０
▼
■
●
０
℃
。
’
■
毎
千
』
。
■
■
一
邑
杣
‐
●
□
｛
●
Ⅱ
・
・
心
□
△
凸
扣
■
ｑ
ｕ
０
マ
升
句
◆
『
臼
Ｐ
Ｌ
ｆ
０
ニ
ア
も
四
口
０
『
］
■
Ｃ
一
□
け
む
【
ョ
｜
Ｂ
・
コ
リ
ロ
Ｏ
●
ｆ
ｑ
ｂ
で
０
，
▲
叩
！
■
・
ロ
ロ
？
１
．
：
。

四
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の
腕
陀
羅
解
は
断
じ
て
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
曲
解
が
差
別
観
念
を
い

か
に
助
長
し
て
き
た
か
判
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
教
典
の
語

句
訂
正
も
必
要
で
あ
る
と
信
じ
る
か
ら
徹
底
的
な
検
討
と
善
処
を
要

請
す
る
」
と
し
て
、
全
国
水
平
社
が
東
西
本
願
寺
に
提
起
し
た
の
は

一
九
三
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
腕
陀
羅
の
解
釈
に
つ
い
て
、
教
団
に
対
し
て
指
摘
が
あ
っ
た
が

十
分
な
応
答
は
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
回
答

を
寄
せ
て
い
る
が
、
全
国
水
平
社
の
指
摘
は
五
十
有
余
年
前
の
こ
と

で
あ
る
。
「
十
分
な
応
答
」
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
少
く
と
も

現
時
点
で
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
親
露

に
お
け
る
〃
腕
陀
羅
〃
の
見
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
本
願
寺

教
団
史
に
お
け
る
〃
腕
陀
羅
〃
の
解
釈
を
跡
づ
け
栴
陀
羅
を
穣
多
・

非
人
と
し
て
き
た
差
別
の
事
実
を
反
省
し
〃
腕
陀
羅
〃
の
意
義
を
明

確
に
す
る
研
究
を
す
す
め
て
い
ろ
」
（
真
宗
大
谷
派
）
、
「
経
文
の

問
題
点
と
し
て
、
語
句
通
り
の
解
釈
（
経
文
は
訂
正
で
き
な
い
と
の

見
解
）
は
差
別
の
肯
定
と
助
長
に
な
る
と
し
、
生
命
尊
重
の
面
か
ら

人
間
の
問
題
と
し
て
解
釈
、
見
解
の
検
討
を
教
学
面
で
進
め
て
い
る

が
、
未
だ
統
一
見
解
を
出
し
て
い
な
い
」
（
時
宗
）
。
五
十
有
余
年

棚
上
げ
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
懸
案
事
項
に
と
り
く
む
機
会
が

よ
う
や
く
に
し
て
到
来
し
た
と
い
え
ろ
。

「
観
無
量
寿
経
」
と
な
ら
ぶ
浄
土
三
部
経
の
ひ
と
つ
「
無
量
寿

び
ん
ぐ

経
」
の
下
巻
「
神
明
記
識
し
て
犯
す
者
は
赦
き
ず
、
故
に
貧
窮
・
下

よ
う
け
い

や
し
な
で
ん
り
ょ
う

あ
く
り
つ
ぎ

羊
・
鶏
・
狗
を
幸
田
い
政
猟
す
ヲ
③
諸
の
悪
律
儀
に
親
近
せ
ざ
れ
」
の
箇

所
は
、
明
ら
か
な
人
種
差
別
、
身
分
差
別
的
内
容
の
記
述
で
あ
る
。

か
く

ま
な
こ

と

ま
た
「
是
の
如
き
罪
報
は
当
に
世
々
に
眼
な
か
る
く
き
」
、
「
此
の

び
や
く
ら
い
や
ま
い
え

人
は
現
世
に
【
口
癩
の
病
を
得
ん
」
等
の
第
一
一
八
「
普
磐
菩
薩
勧
発

品
」
の
記
述
は
、
現
世
で
の
悪
業
が
「
現
報
」
を
も
た
ら
す
と
い
う

「
仏
罰
」
的
な
「
業
」
論
と
と
も
に
さ
け
て
通
れ
な
い
教
学
的
課
題

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

「
無
量
寿
経
」
の
「
変
成
男
子
」
同
様
、
第
一
二
「
提
婆
品
」
の

「
龍
女
成
仏
」
の
記
述
も
、
性
差
別
の
観
点
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ

う
Ｃ
Ｏ天
台
宗
お
よ
び
新
一
不
運
傘
下
の
法
華
経
系
教
団
で
は
す
で
に
検
討

の
作
業
を
始
め
て
い
る
が
、
一
方
で
は
「
『
安
楽
行
品
』
に
つ
い
て

は
法
華
経
成
立
時
の
古
代
イ
ン
ド
の
当
該
原
始
教
団
の
偶
発
的
情
況

に
よ
る
も
の
と
解
し
、
大
乗
的
方
便
の
説
相
と
み
な
し
て
こ
れ
に
拘

泥
し
な
い
」
（
天
台
真
盛
宗
）
と
す
る
教
団
も
あ
る
。

（
３
）
「
性
霊
集
』
「
栴
陀
羅
」
解

真
言
系
各
教
団
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
い
く
つ
か
の
教
団
が
「
真

言
安
心
和
讃
」
「
弘
法
大
師
和
讃
」
「
光
明
真
言
和
讃
」
の
い
わ
ゆ

る
『
真
言
三
和
讃
』
に
お
け
る
身
心
障
害
者
差
別
を
は
じ
め
と
す
る

差
別
の
肯
定
、
助
長
す
る
記
述
に
つ
い
て
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
高
野
山
が
改
訂
を
し
て
お
り
、
手
続

き
上
の
問
題
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
行
事
進
行
上
み
な
ら
わ
ざ
る
を

｜■以◆ｒ→‐１．Ｔｃｏｑ」。◆則－や咄ＯＣ０Ｌ１抄１０，．Ｊ・Ｉｑｊ０ゆり。。『■姐甜軌』Ｐ０副ＩＤ■』●且■．ｆ屯Ｐ凸呵剥択Ｏ■■用亘Ｉ剋刎ｑ刊＄｜・守口’８囚ぐ公叩掛●６１０曰咀・口可凸■〃抑Ⅲ－４ｎｉｌｑ田。・０台Ｊ屯ごｑｑ０。ｗ１屯■一Ｎ叱りも。叩弓’■・二Ｍ角▽■■『叩印可乙斫用０コロ河盗ｗ今出叩４４Ｏ一口。△今已呵乢‐北沖田９岬▲ｑ●●ｂ凸ローｑ’二用■■虹凡旧蛆已〃●ｊ■Ｒ０ＱＵＩ■幻▲■⑪『ＢＩ９ｊ５Ｊｑ荊匂丹０『孔ＵＯｊＢｖ□Ｕｄ・や●、Ｊｍ４ｊ、，４０■■ぴ◆ロヤロマ－，７凸ｑＧ００勺ＯＤＰ。、▲夕●ＡＣ■■６●９‐官ョＢⅢＪけⅡＪＤＢ。Ｃ，０‐０弦，９‐・り閂Ｃ６ｄ０⑲▽曲６！・９．６９４．■■■円氾臼壺■

こ
つ
か
い
ろ
う
も
う

わ
う
き
よ
う

賊
、
乞
甸
・
弧
独
・
聾
盲
・
唐
痘
・
愚
凝
・
幣
悪
有
川
ソ
、
妊
狂
不
退

の
た
ぐ
い
有
る
に
至
る
」
箇
所
を
検
討
事
項
と
し
て
、
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
は
あ
げ
て
い
ろ
。

性
差
別
に
関
し
て
、
同
じ
「
無
量
寿
経
」
の
三
五
願
「
女
人
成
仏

ｌ
変
成
男
子
」
、
親
欝
上
人
は
こ
の
箇
所
を
「
変
成
男
子
、
願
ヲ

タ
テ
女
人
成
仏
チ
カ
イ
タ
リ
」
と
「
和
讃
」
で
訳
し
て
い
る
が
、
い

く
た
の
教
団
が
問
題
点
と
し
て
あ
げ
て
い
ろ
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

の
場
合
、
「
葬
場
勤
行
」
で
の
こ
の
箇
所
の
使
用
を
禁
じ
男
女
統
一

の
和
讃
に
改
め
た
と
い
う
。
「
御
勤
章
」
の
「
五
障
三
従
」
「
＋
悪

五
悪
」
も
同
視
点
よ
り
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
『
法
華
経
』
の
問
題
点

「
法
華
経
」
を
所
依
の
経
典
と
仰
ぐ
教
団
の
数
は
多
い
。
奈
良
仏

教
系
の
聖
徳
宗
、
天
台
宗
を
は
じ
め
と
す
る
天
台
系
教
団
、
金
峯
山

修
験
本
宗
や
験
乗
宗
等
の
修
験
系
の
各
教
団
や
最
上
稲
荷
教
等
、
日

蓮
系
教
団
や
曰
蓮
正
宗
ｌ
創
価
学
会
、
曹
洞
宗
、
真
言
系
各
教

団
、
新
宗
連
傘
下
の
法
華
経
系
教
団
ｌ
立
正
佼
成
会
、
妙
智
会
、

大
慧
会
、
思
観
会
等
々
、
驚
く
ほ
ど
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
ろ
。

こ
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
ち
え
た
の
は
「
観
音
普
門
品
」
に
み
ら

れ
ろ
「
王
難
の
筈
に
遭
い
、
刑
に
臨
ん
で
い
の
ち
終
ら
ん
と
す
る

に
、
彼
の
観
音
の
力
を
願
ず
れ
ば
」
と
い
う
大
衆
の
徹
底
し
た
抵
抗

精
神
に
よ
る
も
の
と
思
う
。

戎
た

ち
よ

し
か
し
、
第
一
四
「
安
楽
行
ロ
叩
」
の
「
又
旋
陀
羅
、
及
び
猪
．

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
改
訂
に
際
し
、
い
か
に
啓
発
す

る
か
に
ポ
イ
ン
ト
が
お
か
れ
て
い
る
。

『
三
和
讃
』
と
と
も
に
『
望
趣
経
』
「
回
向
文
」
の
「
貴
践
霊
等
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ろ
。
す
で
に
二
切
聖
霊
」
と
改
め
た
教
団
も
あ

る
が
、
各
教
団
で
充
分
論
議
の
上
で
統
一
見
解
を
出
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
「
三
和
讃
」
で
の
手
続
き
上
の
失
敗
を
く
り
か
え
す
べ

き
で
は
な
い
。

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
の
な
か
で
奇
異
に
感
じ
る
の
は
、
第
二
回
ア
ン

ケ
ー
ト
時
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
教
団
が
課
題
と
し
て
あ
げ
て
い
た

弘
法
大
師
空
海
の
著
作
『
性
霊
集
』
の
「
旗
陀
羅
・
悪
人
」
解
に
ふ

れ
て
い
る
教
団
が
、
わ
ず
か
一
教
団
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
解
決
し
た
の
で
は
な
い
。
「
我
及
び
仏
弟
子
に
非
ず
ば
、

所
謂
、
碗
陀
羅
悪
人
な
り
」
と
断
じ
た
「
高
雄
の
山
寺
に
三
綱
を
択

び
任
ず
ろ
書
」
（
『
性
霊
集
』
巻
九
）
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
「
羅
殺

た
ぐ
い

と
も
が
ら

の
流
に
し
て
非
人
の
檮
な
り
」
を
は
じ
め
罵
呈
一
言
雑
一
一
一
一
口
を
あ
び
せ
て
い

ろ
「
野
陸
州
に
贈
る
歌
」
（
『
性
霊
集
』
巻
一
）
、
「
伴
按
察
平
章

亭
が
隆
府
に
赴
く
に
贈
る
詩
」
（
『
性
霊
集
』
巻
三
）
の
解
釈
を
ど

う
す
る
の
か
、
課
題
は
残
さ
れ
て
い
ろ
。
ま
た
真
言
宗
の
所
依
の
教

典
で
あ
る
『
大
日
経
』
の
「
弟
子
を
摂
受
す
」
の
段
に
弟
子
に
な
る

べ
き
人
の
条
件
と
し
て
「
種
姓
の
清
浄
な
ろ
に
生
れ
」
が
か
か
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
注
釈
書
で
あ
る
『
大
日
経
疏
』
で
は
「
薦
陀
羅
を
弟

子
と
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
」
と
い
う
意
味
の
解
説
を
加
え
て
い
ろ
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が
、
こ
れ
は
浄
土
系
の
『
観
無
量
寿
経
』
禁
母
縁
の
「
旗
陀
羅
」
解

同
様
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
。

ま
た
後
世
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
浄
厳
和
上
『
受
法

最
要
』
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
著
作
に
お
い
て
「
腕
陀
羅
Ⅱ
穣
多
非

人
」
と
い
う
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
直
す
の
か
、
改
め
て
提
起
し
た
い
。

以
上
見
て
き
た
以
外
に
も
個
別
の
教
学
的
課
題
を
も
つ
教
団
は
少

な
く
な
い
。

曹
洞
宗
で
は
、
①
部
落
差
別
に
関
わ
る
「
非
人
引
導
因
縁
」
な
ど

の
「
切
紙
」
の
存
在
、
②
女
性
の
生
理
的
特
性
を
不
浄
と
し
、
こ
れ

を
前
提
に
「
女
人
成
仏
」
を
説
く
『
血
盆
経
』
の
存
在
と
『
血
盆

経
』
授
与
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
・
慣
習
、
③
仏
法
を
聞
く
こ

と
が
で
き
な
い
八
種
の
境
界
、
「
八
難
」
の
第
六
番
目
に
は
「
盲
聾

唐
痘
」
が
あ
り
、
唱
え
も
の
『
鳴
鐘
の
偶
』
『
回
向
偶
』
な
ど
の
句

中
に
身
体
障
害
者
差
別
が
含
ま
れ
て
い
る
、
④
『
正
法
眼
蔵
』
の

「
三
時
業
」
の
巻
な
ど
に
、
中
国
の
文
献
『
景
徳
伝
灯
録
』
か
ら
の

引
用
し
た
挿
話
の
中
に
「
旋
陀
羅
行
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
近
世
ご
ろ

か
ら
、
注
釈
箸
に
よ
っ
て
は
被
差
別
部
落
の
こ
と
と
し
て
説
か
れ
て

き
て
い
ろ
。

臨
済
各
派
に
お
い
て
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
和
讃
四
件
の
う

ち
妙
心
寺
派
で
は
『
菩
提
和
讃
』
『
観
音
和
讃
』
の
う
ち
不
適
格
な

神
金
剛
神
、
畜
生
、
変
化
人
」
の
箇
所
を
削
除
手
続
を
し
て
い
ろ
。

「
宗
政
調
査
会
に
お
い
て
論
義
を
重
ね
、
削
除
の
意
味
を
充
分
に
徹

底
し
た
上
実
施
し
、
教
義
、
経
典
、
宗
教
活
動
点
検
の
端
緒
に
し
た

い
」
と
し
て
い
る
が
、
教
団
の
自
主
的
な
改
訂
作
業
の
先
例
と
し
て

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
ろ
。

差
別
戒
名
を
記
し
た
「
過
去
帳
」
、
差
別
墓
石
の
存
在
に
つ
い
て

も
、
天
台
宗
、
真
言
宗
豊
山
派
、
真
一
一
一
一
口
宗
智
山
派
、
高
野
山
真
言

宗
、
真
言
宗
御
室
派
、
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷

派
、
曹
洞
宗
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
十
教
団
（
未
回
答
教
団
で
は
日

派
、
曹
洞
宗
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
十
教
団
の

蓮
宗
、
黄
檗
宗
に
も
存
在
）
が
確
認
し
て
い
ろ
。

ま
た
真
言
宗
醍
醐
派
で
も
、
差
別
的
戒
名
と
は
断
定
で
き
な
い

が
、
「
相
対
的
差
別
」
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
調
査
活
動
を
開
始

し
て
い
ろ
。

差
別
戒
名
の
公
表
は
、
解
放
運
動
の
充
分
で
な
い
地
区
で
は
と
り

わ
け
慎
竃
に
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
運
動
側
が
気
づ
か
な
け
れ
ば
そ

の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
姿
勢
は
慎
し
む
べ
き
で
あ
る
◎
今
回
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
宗
内
の
差
別
戒
名
と
し
て
熊
木

、

県
下
の
「
釈
尼
妙
栓
信
奴
」
、
お
よ
び
広
島
県
下
で
の
差
別
添
書
の

例
を
、
真
宗
大
谷
派
が
鹿
児
島
県
下
で
の
「
釈
尼
桝
陀
」
を
「
釈
尼

五

‘
。
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と
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０
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．
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２
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．
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舟
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２
．
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；
凹
必
１
，
１
０
Ⅲ
勺
。
１
．
ｌ
ｂ
・
・
Ⅲ
。
Ｑ
つ
ぎ
－
Ｉ
．
－
今
２
ｄ
９
Ｉ
１
Ｊ
ｉ
１
刑
か
１
節
斯
川
丁
月
可
叩
肥
泗
ｊ
Ｊ
刈
司
祀
刮
刊
Ｉ
利
咄
司
河
日
沮
河
曲
Ｊ
引
可
■
●
鱸
、
刎
叫
］
、
砲
口
品
》
ｗ
、
心
凹
旧
而
印
⑤
宅
凸
１
０
四
○
二
■
■
‐
凸
凹
１
口
ご
叫
灯
△
．
■
当
風
郁
胡
印
Ｕ
Ｑ
町
田
佃
川
口
ｑ
‐
■
犯
。
．
。
■
に
佃
埣
切
抑
ご
凸
凹
、
や
『
ユ
ヨ
ロ
回
佃
二
一
ｍ
■
Ⅲ
扣
扣
石
口
と
幻

表
現
、
た
と
え
ば
「
高
き
ち
卑
し
き
も
」
、
「
老
若
貴
賎
も
諸
共

に
」
、
「
長
幼
尊
卑
の
義
を
守
り
」
、
「
無
始
却
来
の
罪
障
」
等
々

の
箇
所
を
す
で
に
改
訂
し
、
他
の
教
団
も
そ
の
例
に
な
ら
っ
て
い

ろ
。ま
た
天
台
系
の
念
法
真
教
で
も
、
「
親
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
教
祖

の
語
録
集
『
念
法
法
語
集
』
の
な
か
に
、
「
畜
生
」
「
け
だ
も
の
」

「
め
く
ら
」
「
き
ち
が
い
」
「
殺
す
」
「
そ
こ
の
生
れ
」
「
サ
ル
ま

ね
」
「
人
間
の
ク
ズ
」
「
前
世
の
因
縁
」
等
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
用
語

や
類
似
す
る
言
葉
が
た
く
さ
ん
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
使
用
す
る
こ
と
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
三
世
代
、
九
七
年
の
生

涯
を
全
国
津
々
浦
々
を
巡
錫
し
て
対
機
説
法
に
よ
っ
て
人
々
を
救
っ

て
き
た
教
祖
の
精
神
を
生
か
す
道
で
は
な
い
、
と
い
う
英
断
の
も
と

に
四
万
部
に
も
及
ぶ
『
念
法
法
語
集
』
の
回
収
・
改
訂
を
お
こ
な
っ

て
い
ろ
。

伝
教
大
師
最
澄
を
開
祖
と
す
る
天
台
系
教
団
で
検
討
す
べ
き
課
題

に
、
七
八
五
（
延
暦
四
）
年
最
澄
一
九
歳
の
年
比
叡
山
開
創
に
あ
た

り
決
意
の
ほ
ど
を
記
し
た
「
発
願
文
」
に
否
定
的
意
味
あ
い
に
お
い

し
や
く
に
よ
た
ん
に
よ
せ
ん
だ
い

て
「
石
女
担
墨
」
「
關
提
」
の
文
一
一
一
一
回
が
使
わ
れ
て
い
ろ
。

ま
た
、
良
忍
上
人
を
宗
祖
と
仰
ぐ
融
通
念
仏
宗
で
も
、
読
謂
経
典

の
ひ
と
つ
『
梵
綱
経
』
「
盾
舎
那
仏
説
菩
薩
心
地
法
門
品
菩
薩
戒
本

中
」
の
な
か
の
「
国
王
、
王
子
、
百
宮
宰
相
、
比
丘
、
比
丘
尼
、
十

八
梵
天
、
欲
天
子
、
庶
民
、
黄
門
、
婬
男
、
婬
女
、
奴
脾
八
部
、
鬼

慈
照
」
と
改
め
た
事
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
も
多
く
存
在

し
て
い
る
差
別
戒
名
に
つ
い
て
な
ん
ら
ふ
れ
て
い
な
い
点
も
不
可
解

で
あ
る
。

「
業
」
「
原
罪
」
の
解
釈
、
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
二
回
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
の
報
告
（
『
続
宗
教
と
部
落
問
題
』
）
で
詳
し
く
ふ

れ
た
の
で
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
原
則
的
な
「
業
」
論
を
記
述
す

る
の
み
に
と
ど
ま
り
、
「
教
団
に
お
け
る
現
実
問
題
を
避
け
た
回
答

が
多
く
、
必
ず
し
も
期
待
し
た
通
り
の
結
果
は
え
ら
れ
な
か
っ
た
」

の
で
あ
る
。

「
業
」
論
を
め
ぐ
る
解
放
運
動
と
宗
教
界
と
の
た
び
重
な
る
討
論

の
成
果
に
よ
る
も
の
か
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
現
実
を
直
視

し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
ろ
。

「
『
無
量
寿
経
』
巻
下
の
三
毒
段
、
五
悪
段
に
、
五
悪
を
作
す
者

は
神
明
が
記
識
し
、
現
世
と
来
世
に
貧
窮
・
下
賎
・
乞
食
等
の
社
会

的
身
分
、
聾
盲
瘤
痘
等
身
体
的
障
害
の
殊
罰
を
う
け
る
こ
と
が
説
か

れ
て
い
ろ
。
こ
れ
を
説
教
に
お
い
て
、
人
間
の
善
悪
の
行
為
が
苦
楽

の
果
報
に
転
生
す
る
と
い
う
善
悪
因
果
応
報
と
し
て
説
き
、
身
分
差

別
、
障
害
者
差
別
を
正
当
化
し
温
存
し
て
き
た
。
現
在
こ
の
よ
う
な

教
団
の
内
外
で
宿
業
に
つ
い
て
発
言
さ
れ
た
こ
と
を
、
ま
ず
資
料
と

し
て
集
約
し
、
宿
業
の
問
題
と
し
て
何
が
問
わ
れ
て
い
る
か
を
明
確

に
し
、
自
覚
的
宿
業
論
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
作
業
に
と



『
。
○
市
。
．
■
二
●
△
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Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｊ
宅
Ｐ
●
グ
■

“
り
く
ん
で
い
る
。
」
（
真
宗
大
谷
派
）

「
教
義
・
教
典
に
は
『
業
』
の
言
葉
は
な
く
、
『
前
生
（
世
）
』
は

ム
ス
ヒ

神
の
産
霊
に
あ
り
、
生
命
は
神
か
ら
『
タ
マ
ワ
リ
シ
ヒ
』
霊
魂
を
授

か
っ
て
生
れ
、
死
後
は
安
定
を
得
て
神
の
も
と
に
帰
る
と
さ
れ
、

『
輪
廻
転
生
』
の
教
え
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
先
祖
の
不
徳
が

因
と
な
り
、
為
に
子
孫
の
償
い
を
要
し
、
そ
の
為
の
積
徳
を
要
す
る

と
い
う
因
果
律
は
信
仰
論
理
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
ま
た
慣
用

的
に
、
『
業
』
が
深
い
な
ど
と
使
わ
れ
る
言
葉
が
教
信
徒
の
な
か
に

存
在
し
な
い
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い
の
で
差
別
を
助

長
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。
」
（
神
理
教
）

６５宗教教団の課題と現状

現
実
に
「
業
」
が
「
前
世
の
お
こ
な
い
に
よ
っ
て
う
け
る
現
実
の

む
く
い
」
、
そ
れ
も
「
悪
し
き
報
い
」
と
い
う
よ
う
に
あ
や
ま
っ

て
解
釈
ざ
れ
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
理
的
に
は

「
業
」
を
た
て
な
い
教
団
に
あ
っ
て
も
、
信
者
の
大
半
は
日
常
生
活

で
は
「
悪
し
き
業
」
論
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
て
い
る
の
が
現
実
で

あ
る
。
こ
の
点
を
直
視
し
、
克
服
の
た
め
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

「
部
落
問
題
を
改
め
て
と
り
あ
げ
な
く
て
も
信
心
を
純
化
す
れ
ば

部
落
差
別
は
克
服
で
き
ろ
」
と
い
う
「
信
心
第
一
主
義
」
が
根
強
く

生
き
て
い
る
宗
教
教
団
に
と
っ
て
、
部
落
差
別
が
社
会
構
造
に
よ
っ

ぐ
う
ご
う

て
つ
く
ら
れ
て
い
ろ
こ
と
を
認
識
す
る
緒
□
に
な
る
の
は
「
士
〈
業
」

訓
』
問
題
」
（
一
九
八
二
・
一
）
、
「
家
系
図
差
別
事
件
」
（
一

九
八
四
・
九
）
、
日
本
基
督
教
団
「
Ｈ
書
簡
」
（
一
九
八
五
・
一

一
）
、
「
大
阪
教
区
定
期
総
会
Ｔ
発
言
」
（
一
九
八
六
・
五
）
「
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌
Ｈ
文
書
」
（
一
九
八
六
・
二
）
、
日
本

バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
「
西
南
学
院
付
属
高
校
差
別
発
言
」
（
一
九
八

六
）
、
日
本
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
団
「
『
福
音
の
光
』
差
別
事
件
」
等
々

で
あ
る
。

ま
た
回
答
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は

「
ハ
ン
セ
ン
氏
病
患
者
差
別
発
言
」
が
提
起
さ
れ
、
真
宗
大
谷
派
で

も
重
大
な
差
別
事
件
が
発
生
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ろ
。

こ
れ
ら
事
件
の
う
ち
、
社
会
的
影
響
の
と
く
に
大
き
い
三
つ
の
事

例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
く
、

（
１
）
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
「
築
地
別
院
仏
教
文
化
講
座
差
別
発
言

事
件
」

法
務
省
の
特
別
顧
問
を
つ
と
め
る
故
・
小
野
清
一
郎
氏
が
、
講
師

の
講
演
に
ひ
き
続
き
質
疑
応
答
の
時
に
「
京
都
の
東
本
願
寺
の
近
く

に
特
殊
部
落
が
あ
る
。
そ
の
地
域
に
は
日
本
古
来
の
宗
教
が
残
っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
宗
教
を
研
究
す
れ
ば
先
生
の
研
究
分
野
は
も
っ
と

厚
み
が
で
る
で
し
ょ
う
」
と
発
言
。
差
別
発
言
の
ほ
か
、
当
日
差
別

発
言
を
聞
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
別
発
言
で
あ
る
と
指
摘
し

え
な
か
っ
た
別
院
職
員
の
体
質
に
つ
き
運
動
側
が
提
起
し
た
も
の
で

あ
る
。
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ｇ
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５
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Ⅲ
［
勺
。
や
■
ｕ
■
剴
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ｎ
副
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■
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勺
氾
司
河
釧
呵
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匁
劉
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刊
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別
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司
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■
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面
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回
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ｎ
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の
考
え
方
で
あ
る
。

立
正
佼
成
会
で
は
「
個
人
の
悪
業
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
多

く
の
人
々
の
悪
業
の
集
積
結
果
と
し
て
（
共
業
と
し
て
の
）
、
社
会

構
造
（
縁
）
と
し
て
の
差
別
が
生
じ
て
い
る
と
説
明
し
、
よ
き
業
を

積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
社
会
悪
を
な
く
し
て
行
く
べ
し
と
指
導
し
て

い
ろ
」
。

現
実
直
視
を
タ
テ
糸
と
し
、
「
共
業
」
を
ヨ
コ
糸
に
し
「
悪
し
き

業
」
論
の
克
服
を
深
め
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

「
差
別
事
象
の
有
無
」
の
項
目
に
関
し
、
お
び
た
だ
し
い
ほ
ど
の

事
例
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ろ
。

第
二
回
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
以
後
に
発
生
し
た
、
ま
た
判
明
し
た
も

の
だ
け
に
限
っ
て
も
十
数
件
に
も
お
よ
ぶ
。
大
本
「
滋
賀
県
八
幡
市

で
の
差
別
発
言
」
（
一
九
八
四
・
二
）
、
念
法
真
教
「
人
権
展
差

別
発
言
」
（
一
九
八
六
・
八
）
、
「
法
語
集
改
訂
に
ま
つ
わ
る
差
別

発
言
」
（
一
九
八
六
・
一
○
）
、
「
差
別
パ
ン
フ
配
布
」
（
一
九
八

七
・
二
）
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
「
奈
良
教
区
Ｔ
住
職
差
別
発
言
事

件
」
（
一
九
八
二
・
六
）
、
「
築
地
別
院
仏
教
文
化
講
座
差
別
発
言

と
う
り

事
件
」
（
一
九
八
五
・
一
一
一
）
、
真
宗
大
谷
派
「
董
理
院
董
理
差
別

発
言
事
件
」
（
一
九
八
四
・
七
）
、
曹
洞
宗
「
差
別
図
書
『
家
庭

と
う
り

（
２
）
真
宗
大
谷
派
「
董
理
院
董
理
差
別
発
一
一
一
一
口
事
件
」

京
都
教
区
内
で
の
研
修
会
席
上
、
教
団
の
宗
務
顧
問
を
つ
と
め
る

董
理
院
董
理
の
Ｆ
氏
（
大
谷
大
学
名
誉
教
授
）
が
「
蓮
如
上
人
の
女

性
観
」
の
テ
ー
マ
で
講
演
。
差
別
戒
名
に
関
し
て
「
江
戸
時
代
ま

で
、
百
年
前
ま
で
は
、
社
会
の
通
念
だ
か
ら
そ
う
い
う
戒
名
が
つ
け

ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
」
「
そ
れ
を
今
さ
ら
取
り
上
げ
て
大
騒
ぎ

で
す
よ
。
仏
教
界
大
騒
ぎ
で
す
よ
。
何
ち
ゅ
う
こ
と
か
と
思
う
。
そ

の
頃
の
常
識
、
常
識
だ
か
ら
仕
方
な
い
。
常
識
だ
か
ら
そ
う
い
う
戒

名
を
つ
け
た
か
ら
と
言
っ
て
、
文
句
を
言
わ
れ
る
筋
合
い
で
は
な

い
。
文
句
を
い
わ
れ
る
な
ら
社
会
全
体
が
、
日
本
民
族
全
体
が
い
わ

れ
る
べ
き
で
す
」
と
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

差
別
戒
（
法
）
名
は
け
っ
し
て
江
戸
時
代
以
前
の
過
去
の
遺
物
で

は
な
い
。
戦
後
、
七
歳
の
女
の
子
に
「
釈
尼
碗
陀
」
と
の
差
別
法
名

を
つ
け
た
教
団
の
最
高
幹
部
が
「
常
識
だ
か
ら
仕
方
な
い
」
と
発
言

し
た
こ
と
の
責
任
は
大
き
い
。

（
３
）
曹
洞
宗
「
家
系
図
差
別
事
件
」
な
ら
び
に
「
差
別
図
書
『
家

庭
訓
』
問
題
」

一
九
八
四
年
広
島
県
下
の
曹
洞
宗
住
職
が
地
区
に
住
む
檀
家
の
求

め
に
応
じ
て
、
部
落
民
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
家
系
図
を

作
成
し
て
与
え
た
事
件
で
、
身
元
調
査
に
か
か
わ
る
悪
質
な
行
為
と

し
て
広
島
県
連
が
糾
弾
し
た
。

お
り
し
も
、
一
九
八
二
年
一
月
大
本
山
永
平
寺
の
丹
羽
貫
首
が
副
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船
貫
首
時
代
に
静
岡
で
復
刻
し
た
岸
沢
維
安
著
『
家
庭
訓
』
に
結
婚
の

際
に
は
身
元
調
査
を
す
る
よ
う
に
奨
め
る
ほ
か
、
差
別
的
記
述
の
あ

る
こ
と
が
、
内
部
の
指
摘
で
判
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
事
例
は
い
ず
れ
も
身
元
調
査
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

「
身
元
調
査
拒
否
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
な
わ
れ
て
い
る
ざ
中
に
発

生
し
た
点
を
考
え
あ
わ
せ
ろ
と
、
問
題
の
根
は
深
い
と
い
え
る
。

す
で
に
列
記
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
じ
て
数
多

く
の
差
別
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
界
な
ら
び
に
宗

教
者
の
差
別
体
質
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
反
面
、
従
来

な
ら
差
別
発
言
が
な
さ
れ
て
も
黙
視
し
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
ケ
ー
ス

に
つ
い
て
も
、
気
づ
き
指
摘
す
る
目
が
教
団
内
に
育
っ
た
こ
と
の
現

れ
で
も
あ
る
。
念
法
真
教
の
三
つ
の
事
例
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

６７宗教教団の課題と現状

宗
教
界
に
お
け
る
「
部
落
解
放
基
本
法
」
の
認
識
と
取
り
組
み
を

把
握
す
る
の
も
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。

「
部
落
解
放
基
本
法
」
の
宗
教
界
へ
の
広
が
り
が
想
像
以
上
に
低

い
の
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
。
一
五
一
教
団
の
回
答
の
う
ち
二
五
パ

ー
セ
ン
ト
の
三
七
教
団
が
無
回
答
、
そ
の
う
え
「
特
に
あ
り
ま
せ

ん
」
「
何
も
し
て
い
な
い
」
と
い
う
回
答
も
か
な
り
の
数
に
達
し
て

署
名
は
労
せ
ず
し
て
集
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
教
団
の
回

答
は
、
く
り
返
し
く
り
返
し
の
啓
発
活
動
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
な

形
で
の
制
定
要
請
決
議
等
の
行
政
的
措
置
を
も
っ
て
し
て
も
容
易
で

な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
法
制
定
へ
の
道
は
こ
の
よ

う
な
地
道
な
積
み
重
ね
以
外
に
な
い
こ
と
を
改
め
て
示
し
て
い
ろ
。

「
基
本
法
」
制
定
運
動
は
、
部
落
解
放
同
盟
の
た
め
に
す
る
運
動

放
基
本
法
』
の
理
解
と
制
定
へ
の
協
力
を
求
め
る
取
り
組
み
を
継

続
中
。

署
名
運
動
に
未
だ
協
力
し
て
い
な
い
寺
院
住
職
に
対
し
て
は
、

協
力
す
る
よ
う
『
波
状
攻
撃
』
的
督
促
を
実
施
し
て
い
ろ
」
（
曹

洞
宗
）「
宗
務
総
長
名
に
よ
る
『
宗
派
見
解
』
と
『
署
名
協
力
要
請
』

並
び
に
『
要
項
』
、
署
名
用
紙
、
学
習
資
料
『
わ
が
心
に
問
う
』

を
全
寺
院
に
配
布
。
宗
議
会
・
参
議
会
・
地
方
議
会
で
は
制
定
要

請
決
議
と
し
て
、
宗
門
あ
げ
て
制
定
運
動
を
推
進
し
て
き
た
。

第
二
次
制
定
運
動
を
展
開
す
る
た
め
、
第
一
次
運
動
の
点
検
、

反
省
、
制
定
運
動
に
対
す
る
批
判
や
疑
問
の
声
の
あ
っ
た
こ
と
を

通
し
て
、
今
後
の
同
和
学
習
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
次
運
動

の
発
足
に
当
り
、
再
度
宗
派
の
と
り
く
み
姿
勢
を
内
外
に
表
明
す

る
た
め
の
準
備
作
業
を
現
在
す
す
め
て
い
る
」
（
真
宗
大
谷
派
）

七
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０
５
Ｉ
Ｊ
‐
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｖ
‐
’
０
０
３
‐
◇
』
１
．
Ⅱ
１
．
戸
・
Ｉ
０
ｂ
Ｉ
ｈ
ｌ
色
〒
０
．
Ｓ
Ｉ
Ｔ
，
’
１
言
「
●
ｉ
Ⅱ
ｗ
４
１
Ｅ
ご
マ
幻
・
口
用
ｑ
１
Ｎ
ヨ
『
ｑ
凸
■
１
Ⅶ
□
可
■
Ｈ
口
１
７
凸
珀
■
□
■
刃
・
伺
句
刑
魂
心
吾
４
刃
凸
面
一
円
ベ
ヨ
ロ
内
凹
『
円
却
刃
角
旧
口
山
■
呵
り
Ⅶ
ヨ
ィ
伊
鈩
武
宅
Ⅲ
口
呵
“
》
口
円
ｎ
口
Ⅱ
‐
Ｔ
ロ
ゴ
■
可
弍
】
０
１
ロ
エ
プ
Ｓ
１
ｂ
耶
曰
】
屯
け
．
ｗ
咽
Ⅱ
ぷ
ゐ
田
口
佃
ｊ
０
ｌ
Ｎ
う
□
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且
『
ｕ
カ

ー
十
勺

い
る
の
で
あ
る
。

な
か
に
は
「
私
は
宗
教
家
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
律
学
者
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
従
い
ま
し
て
神
の
示
さ
れ
る
自
由
平
等
の
精
神
で
の
ぞ
む

だ
け
で
す
」
と
い
う
も
の
や
、
「
部
落
問
題
に
関
係
が
な
い
の
で
、

特
に
見
解
お
よ
び
取
り
組
み
は
な
い
」
と
反
発
す
る
回
答
も
あ
っ

た
。
ま
た
「
上
記
法
律
に
つ
い
て
は
初
め
て
聞
く
も
の
で
あ
り
、
正

直
言
っ
て
勉
強
不
足
で
あ
る
の
で
見
解
は
無
い
」
と
記
述
し
た
も
の

も
あ
っ
た
。

積
極
的
な
取
り
組
み
を
め
ざ
し
て
い
る
教
団
の
例
と
し
て
、
「
同

和
問
題
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
」
の
議
長
教
団
で
あ
る
曹

洞
宗
と
真
言
大
谷
派
の
場
合
を
紹
介
し
た
い
。

宗
教
界
に
お
け
る
差
別
事
件
は
続
発
し
て
い
ろ
。
宗
教
界
の
現
状

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
差
別
体
質
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
。

で
は
な
い
。
運
動
へ
の
参
加
を
通
し
て
、
歪
め
ら
れ
た
認
識
を
改

め
、
宗
教
者
に
と
っ
て
の
人
権
問
題
ｌ
人
間
の
尊
厳
を
み
つ
め
直

す
好
機
な
の
で
あ
る
。

天
理
教
で
は
、
「
基
本
法
へ
の
と
り
く
み
を
本
教
団
の
部
落
問
題

へ
の
と
り
く
み
と
、
本
教
団
自
身
の
布
教
推
進
の
反
省
の
契
機
と
と

ら
え
て
き
た
」
と
位
置
づ
け
て
い
ろ
。

念
法
真
教
で
は
、
「
『
部
落
解
放
基
本
法
』
制
定
要
求
の
と
り
く

み
を
は
じ
め
て
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
部
落
解
放
施
策
の
間

違
い
を
く
わ
し
く
知
っ
た
」
と
い
う
。
続
け
て
「
明
治
４
年
の
、
い

わ
ゆ
る
『
解
放
令
』
い
ら
い
二
六
年
、
国
は
部
落
問
題
を
さ
け
て

通
り
、
差
別
を
温
存
し
て
き
た
。
部
落
問
題
は
、
差
別
の
実
態
が
な

く
な
り
、
完
全
解
放
が
な
さ
れ
て
は
じ
め
て
解
決
さ
れ
ろ
。
そ
の
為

に
は
時
限
立
法
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
基
本
法
を
制
定
し
て
か
か

ら
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
要
求
の
議
会
決
議
、
大
衆
署
名
（
一
二

万
）
、
団
体
署
名
、
中
央
行
動
等
を
行
な
っ
て
き
た
」
と
、
制
定
要

求
へ
の
確
信
を
語
っ
て
い
ろ
。

「
「
部
落
解
放
基
本
法
』
は
、
部
落
差
別
問
題
の
解
決
の
た
め

の
み
な
ら
ず
日
本
に
お
け
る
人
権
基
本
法
と
し
て
、
早
急
に
制
定

す
べ
き
法
律
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
ろ
。

現
行
の
『
地
対
財
特
法
』
は
『
部
落
解
放
基
本
法
』
の
中
の
事

業
法
的
部
分
の
わ
ず
か
な
一
部
で
あ
り
、
部
落
差
別
問
題
の
現
状

か
ら
し
て
、
特
に
人
々
の
心
の
問
題
、
差
別
意
識
に
関
す
る
啓
発

教
育
の
必
要
性
に
鑑
み
、
是
非
こ
れ
を
国
民
の
幅
広
い
運
動
に
よ

っ
て
制
定
さ
せ
た
い
。

宗
門
内
の
人
権
学
習
・
『
同
和
』
研
修
会
に
お
い
て
『
部
落
解
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