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現
代
と
仏
教

│
我
々
は
社
会
と
ど
う
向
き
合
う
の
か
│

岩　

田　

親　

靜

一
、
は
じ
め
に

　
『
宗
教
と
現
代
が
わ
か
る
本　

２
０
０
９
』（
平
凡
社　

二
〇
〇
九
年
）
で
は
「
仏
教
は
現
代
の
苦
し
み
に
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の

か
」
と
い
う
題
名
で
『
が
ん
ば
れ
仏
教
！
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
四
年
）
著
者
上
田
紀
行
氏
と
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主　

大

谷
光
真
氏
の
対
談
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
上
田
氏
は
、

　

 　

仏
教
の
教
義
が
現
代
の
苦
し
み
に
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
、
現
代
社
会
の
問
題
と
教
義
の
部
分
が
ど
う
す
り
合
わ
せ
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
僧
侶
の
方
々
も
ど
う
い
う
ふ
う
に
行
動
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う

な
齟
齬
が
あ
る
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。（
七
四
頁
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。
対
談
相
手
で
あ
る
大
谷
氏
は

　

 　

い
ま
ま
で
の
教
義
は
ハ
ン
ド
ル
み
た
い
な
も
の
で
、
道
を
間
違
え
た
ら
い
け
な
い
、
正
し
い
方
向
へ
行
こ
う
と
一
生
懸
命
議
論
を
し

て
い
る
け
ど
、
ハ
ン
ド
ル
は
い
く
ら
回
し
て
も
前
に
は
進
ま
な
い
。（
中
略
）
エ
ン
ジ
ン
で
前
に
進
む
よ
う
な
教
義
と
い
う
か
教
え
を
、

も
っ
と
皆
さ
ん
に
研
究
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
よ
（
七
六
頁
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
真
宗
を
含
め
多
く
の
仏
教
教
団
で
は
、
社
会
と
向
き
合
う
た
め
の
教
義
、
活
力
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
教
義
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が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
点
、
我
々
日
蓮
宗
は
宗
祖
が
正
法
を
立
て
て
国
家
を
安
ぜ
ん
と
し
た
『
立
正
安
国
論
』
を
執
権
北
条
時
頼
に
奉
進
し
て
お
り
、
そ

も
そ
も
社
会
と
向
き
合
う
た
め
の
教
義
を
有
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

と
す
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
は
日
蓮
聖
人
の
教
義
・
教
理
に
基
づ
い
て
現
代
と
ど
う
向
き
合
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く

る
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。

　

正
木
晃
『
仏
教
に
で
き
る
こ
と
』（
大
法
輪
閣　

二
〇
〇
七
年
）
で
は
左
記
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
ま
す
。

　
　

 　
「
ブ
ッ
タ
に
返
れ
」
と
か
「
祖
師
に
返
れ
」
と
い
う
主
張
と
実
践
そ
の
も
の
は
は
な
は
だ
正
当
で
あ
る
。（
中
略
）
た
だ
し
、
ブ
ッ

タ
や
祖
師
た
ち
が
い
き
て
い
た
時
代
の
状
況
や
環
境
を
十
二
分
に
考
慮
し
て
は
じ
め
て
、
ブ
ッ
タ
や
祖
師
た
ち
の
真
意
が
わ
か
る
と

い
う
点
は
、
強
く
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。
ご
く
ご
く
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、「
も
し
、
現
代
に
ブ
ッ
タ
や
祖
師
が
生
き
て
お
ら

れ
た
ら
、
ど
う
考
え
、
ど
う
行
動
す
る
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
設
問
な
く
し
て
は
、
仏
教
は
そ
の
宗
教
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
単

な
る
哲
学
や
思
想
に
堕
し
て
し
ま
う
。（
三
〇
二
頁
）

　

正
木
氏
の
指
摘
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
日
蓮
聖
人
が
生
き
て
い
た
時
代
の
状
況
や
環
境
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
鎌

倉
時
代
、
日
蓮
聖
人
は
世
の
乱
れ
（
現
実
・
危
機
）
を
直
視
し
、
為
政
者
（
北
条
時
頼
）
に
宗
教
政
策
の
見
直
し
を
訴
え
る
（
方
法
）
こ

と
で
、
国
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
（
理
想
・
克
服
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

二
十
一
世
紀
の
日
本
に
生
き
る
我
々
は
、
誰
に
何
を
訴
え
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代
日
本
は
言
う
ま
で
も
な
く
民
主
主
義
国
家

で
す
。
と
す
れ
ば
為
政
者
は
我
々
民
衆
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
蓮
宗
の
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
で
は
「
い
の
ち
に
合

掌
」
と
訴
え
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
「
環
境
・
平
和
・
い
の
ち
」
が
守
ら
れ
る
世
界
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
現
代
社
会
の
危
機
は
環
境
・
平
和
・
い
の
ち
の
ど
の
問
題
に
お
い
て
も
、
日
蓮
宗
ど
こ
ろ
か
日
本
一
国
だ
け
で
は
到
底
解
決

で
き
な
い
も
の
で
す
。
で
は
「
環
境
・
平
和
・
い
の
ち
」
が
守
ら
れ
る
世
界
（
目
的
）
の
獲
得
は
何
の
見
直
し
を
訴
え
る
（
手
段
）
こ
と
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で
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
個
人
と
し
て
は
慈
悲
な
る
精
神
に
基
づ
い
た
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
の
見
直
し
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
欲
望
の
制
御
・
共
生
の
思
想
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
、
現
代
と
教
義

　

上
記
の
よ
う
に
我
々
日
蓮
宗
僧
侶
は
『
立
正
安
国
論
』
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
義
・
教
学
の
現
代
化
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

元
臨
済
宗
佛
通
寺
派
管
長　

現
在　

臨
床
研
修
医
で
あ
る
対
本
宗
訓
氏
は
著
書
『
禅
僧
が
医
師
を
め
ざ
す
理
由
』（
春
秋
社　

二
〇
〇

一
年
）
下
記
の
ご
と
き
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。

　

 　

そ
の
頃
私
は
ま
だ
一
介
の
修
行
僧
で
あ
っ
た
の
で
、
当
然
な
が
ら
脳
死
研
究
班
の
メ
ン
バ
ー
に
な
ど
お
呼
び
も
か
か
ら
な
い
。
そ
こ

で
ト
イ
レ
へ
の
行
き
帰
り
に
と
時
々
、
廊
下
か
ら
会
議
室
内
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
拝
聴
し
て
い
た
。

　
　

す
る
と
宗
門
大
学
の
教
授
か
誰
か
で
あ
ろ
う
。
語
気
強
く
発
言
す
る
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。

　

 　
「
脳
死
の
議
論
を
行
う
際
に
は
、
き
ち
ん
と
仏
典
や
祖
録
に
論
拠
を
踏
ま
え
な
が
ら
話
を
す
す
め
て
ゆ
か
な
い
と
不
毛
の
議
論
に
な

っ
て
し
ま
う
。」

　

 　

私
は
愕
然
と
し
た
。
何
と
見
当
違
い
も
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
も
み
よ
。
い
く
ら
釈
尊
が
天
才
的
な
宗

教
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
二
千
年
後
に
医
療
技
術
が
進
歩
し
て
人
工
呼
吸
器
が
で
き
た
お
か
げ
で
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
脳
死
と

い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
現
象
を
あ
ら
か
じ
め
見
越
し
て
法
を
説
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
何
を
い
ま
さ

ら
教
義
教
理
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

 　

坊
さ
ん
の
陥
り
が
ち
な
弊
害
で
、
何
で
も
吾
が
宗
の
教
義
や
教
理
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
仏
典
や
祖
録
か
ら

適
当
な
言
葉
を
引
用
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
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そ
れ
で
は
実
際
は
何
も
わ
か
っ
て
は
い
な
い
の
だ
。
ほ
ん
と
う
に
わ
か
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
教
義
を
引
用
し
た
り
祖
師
の
語
を
借
り

た
り
し
な
く
て
も
、
自
分
自
身
の
言
葉
で
表
現
で
き
る
は
ず
な
の
だ
。
も
し
く
は
そ
の
時
代
の
こ
と
ば
で
語
れ
る
は
ず
な
の
だ
。（
中

略
）
ま
ず
物
事
を
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
み
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
意
識
の
色
眼
鏡
を
放
下
せ
よ
。
カ

ビ
臭
い
教
義
や
教
理
の
枠
組
み
を
安
直
に
当
て
は
め
て
、
何
か
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
は
絶
対
に
い
け
な
い
。（
七
四
・
七
五
頁
）

　

対
本
氏
は
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
見
つ
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
「
カ
ビ
臭
い
教
義
や
教
理
の
枠
組
み
を
安
直
に
当
て

は
め
て
、
何
か
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
は
絶
対
に
い
け
な
い
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

日
蓮
聖
人
の
思
想
か
ら
現
代
を
み
る
と
い
う
姿
勢
と
現
実
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
は
相
反
す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
一
見
、
相
反
す
る
姿
勢
に
関
し
て
は
、
歴
史
学
者　

上
原
専
禄
氏
が
大
い
な
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。（
上
原
氏
は
一

九
七
〇
年
に
宗
務
院
で
『
誓
願
に
つ
い
て
』
と
い
う
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
講
演
は
後
に
「
誓
願
論
」
と
し
て
発
表
さ
れ
、
多
く
の

研
究
者
に
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
上
原
氏
は
「
誓
願
論
」
以
外
に
も
仏
教
思
想
・
日
蓮
聖
人
思
想
の
多
く
の
論
文
を
発
表
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
成
果
は
主
と
し
て
上
原
専
禄
著
作
集
の
十
六
『
死
者
・
生
者　

日
蓮
認
識
へ
の
発
想
と
視
点
』、
二
十
六
『
経
王
・
列
聖
・
大

聖　

世
界
史
的
現
実
と
日
本
仏
教
』
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。）
そ
の
中
に
は
仏
教
・
日
蓮
聖
人
の
思
想
と
現
代
の
関
連
を
考
察
し
た
も

の
も
あ
り
ま
す
。

　
（
上
原
氏
は
日
蓮
聖
人
の
信
仰
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
僧
侶
で
は
な
く
、
研
究
者
で
あ
り
ま
す
。
故
に
、
仏
教
者
が
「
ど
う
社
会
と
向

き
合
う
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
一
研
究
者
と
し
て
、
一
仏
教
者
（
信
仰
者
）
と
し
て
考
え
て
お
り
、
我
々
に
重
要
な
提
言
を
行
っ
て

く
れ
て
い
ま
す
。）

　

 　
「
現
代
」
と
い
う
も
の
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
は
い
け
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
個
人
が
、
民
族
が
、
人
類
が
願
っ
て
い
る
こ
と
、

あ
る
い
は
願
わ
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
の
か
ら
み
あ
い
全
体
が
「
現
代
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
素
を
ぬ

き
に
し
て
「
現
代
」
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
自
体
存
在
し
て
い
る
と
思
う
の
は
錯
覚
な
の
だ
。（
中
略
）「
現
代
」
を
知
ろ
う
と
す
る
場
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合
に
は
、
現
代
認
識
の
理
論
、
そ
れ
は
出
発
点
に
お
い
て
主
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（「
現
代
に
お
け
る
仏
教
者
の
あ
り
方
」

『
経
王
・
列
聖
・
大
聖
│
世
界
史
的
現
実
と
日
本
仏
教
』
評
論
社　

一
九
八
七
年　

三
三
四
頁
）

　

 　
「
現
代
」
と
い
う
も
の
と
「
仏
教
者
」
と
い
う
も
の
と
が
別
々
に
あ
る
ん
で
は
な
く
て
、
最
初
に
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
「
現

代
」
と
い
う
も
の
を
「
仏
教
者
」
と
し
て
ど
う
見
て
ゆ
き
、
ど
う
認
識
し
て
ゆ
き
、「
仏
教
者
」
と
し
て
ど
う
い
う
具
合
に
そ
の
「
現

代
」
の
問
題
を
解
決
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
か
。
そ
う
ゆ
う
「
仏
教
者
」
の
問
題
意
識
に
か
か
わ
っ
て
「
現
代
」
の
問
題
性
と
い
う
も

の
が
明
ら
か
に
な
る
。（「
現
代
に
お
け
る
仏
教
者
の
あ
り
方
『
経
王
・
列
聖
・
大
聖
│
世
界
史
的
現
実
と
日
本
仏
教
』
評
論
社　

一
九

八
七
年
」
三
五
二
頁
）

　

 　

日
蓮
を
現
代
に
ど
う
生
か
す
か
、
と
い
う
問
題
は
、
日
蓮
に
お
ぶ
さ
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
日
蓮
を
道
具
に
つ
か
っ
た
り
な

に
か
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
蓮
を
簡
単
に
モ
デ
ル
と
し
て
、
日
蓮
が
言
っ
た
り
し
た
り
し
た
と
お
り
に
、
機
械
的
に
日
蓮
を

模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
も
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
蓮
と
い
う
も
の
を
つ
ご
う
よ
く
自
分
で
勝
手
に
つ
か
っ
た
り
、

ま
た
、
お
ぶ
さ
っ
た
り
、
ぶ
ら
さ
が
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
日
蓮
の
生
き
方
を
、
鎌
倉
時
代
の
問
題
状
況
の
な
か
で
、

も
う
い
っ
ぺ
ん
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
自
身
の
生
活
態
度
の
ひ
弱
さ
、
あ
る
い
は
欠
陥
を
反
省
し
て
み
る
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
が
、
第
一
に
、
日
蓮
を
現
代
に
生
か
す
ゆ
え
ん
だ
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
、
い
ま
の
よ
う
に
、
イ
ン
テ
リ
が
中
途
半
端

な
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
の
認
識
に
到
達
し
た
。
そ
こ
で
満
足
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、

認
識
の
正
し
さ
を
、
行
動
を
と
お
し
て
実
証
し
て
い
く
態
度
の
必
要
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。（「
日
蓮
を
現
代
に
ど
う
生
か
す
か
」

『
経
王
・
列
聖
・
大
聖
│
世
界
史
的
現
実
と
日
本
仏
教
』
評
論
社　

一
九
八
七
年　

二
八
一
頁
）

　

上
原
氏
は
「
現
代
に
お
け
る
仏
教
者
の
あ
り
方
」
で
「
現
代
」
の
中
に
我
々
の
願
望
な
ど
が
入
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
主
体
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
仏
教
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
代
の
問
題
の
解
決
に
寄
与
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。「
日
蓮
を
現
代
に
ど

う
生
か
す
か
」
で
は
「
日
蓮
が
言
っ
た
り
し
た
り
し
た
と
お
り
に
、
機
械
的
に
日
蓮
を
模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
の
べ
、
対
本
氏
と
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同
様
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
の
問
題
状
況
の
な
か
で
日
蓮
聖
人
の
生
き
方

（
根
本
的
精
神
）
を
理
解
し
、
現
代
に
生
き
る
自
分
た
ち
と
比
べ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
自
己
が
欠
陥
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
認

識
・
反
省
す
る
事
を
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
認
識
の
正
し
さ
を
行
動
に
よ
っ
て
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
ま
す
。

　

実
践
の
重
要
性
は
、
末
木
文
美
士
氏
の
「
仏
教
に
何
が
可
能
か
」（『
現
代
と
仏
教　

い
ま
仏
教
が
問
う
も
の
、
問
わ
れ
る
も
の
』
佼
成

出
版
社　

二
〇
〇
六
年
収
録
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

 　

仏
教
は
平
和
主
義
で
あ
る
と
か
、
仏
教
は
生
命
を
大
事
に
す
る
と
か
口
先
だ
け
の
き
れ
い
事
は
や
め
よ
う
で
は
な
い
か
。
自
分
の
感

覚
と
し
て
何
が
大
事
な
の
か
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
、
そ
し
て
考
え
直
す
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
典
に

書
い
て
あ
る
か
ら
と
か
、
宗
祖
が
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
宗
派
内
「
公
」
と
し
て
は
成
り
立
つ
し
、
そ
れ
は
否
定

し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
宗
派
を
離
れ
た
ら
何
の
説
得
力
も
持
た
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
ど
う
し
て

も
自
分
が
主
張
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
こ
と
、
実
践
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
こ
と
│
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
他
な
い
。（
中
略
）
仏
教
が
ど
の

よ
う
に
社
会
参
加
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
決
し
て
自
明
な
道
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
参
加
が
、
社
会
に
飼
い
馴
ら
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
所
詮
そ
れ
ま
で
の
こ
と
だ
。
社
会
と
の
緊
張
の
中
で
、
何
を
貫
き
、
何
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ

の
こ
と
が
本
当
に
「
行
動
す
る
仏
教
」
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
の
試
金
石
と
な
る
。（
二
七
・
二
八
頁
）

　

末
木
氏
は
、
実
践
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
外
部
者
か
ら
の
視
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
経
典
や
宗
祖
の
思

想
に
基
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
と
し
、
主
張
の
内
容
や
行
動
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

上
原
・
末
木
両
氏
の
指
摘
か
ら
考
え
ら
れ
る
社
会
と
向
き
合
う
仏
教
者
の
好
ま
し
い
姿
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

第
一
に
「
現
実
・
現
代
」
に
向
き
合
う
。
同
時
に
、
仏
教
者
で
あ
る
個
人
が
、
仏
典
や
宗
祖
の
根
本
精
神
に
基
づ
き
、
認
識
し
、
行
動
を

と
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
我
々
僧
侶
（
仏
教
者
）
が
社
会
参
加
、
社
会
活
動
を
す
る
と
き
、
外
側
に
お
い
て
は
、
一
般

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
り
社
会
活
動
家
な
り
と
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
己
の
内
側
に
お
い
て
は
、
法
華
経
や
宗
祖
の
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言
葉
に
基
づ
く
宗
教
性
や
信
仰
に
貫
か
れ
た
一
つ
の
柱
も
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

三
、
お
わ
り
に

　

最
後
に
宗
門
運
動
に
準
じ
た
実
践
の
仕
方
、
有
り
様
に
関
し
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
蓮
宗
と
し
て
「
環
境
・
平
和
・
い

の
ち
」
が
守
ら
れ
る
世
界
の
獲
得
を
目
指
す
場
合
、
課
題
と
し
て
他
の
宗
教
と
の
共
存
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
点
は
正
木
晃
『
仏
教
に
で
き
る
こ
と
』（
大
法
輪
閣　

二
〇
〇
七
年
）
の
指
摘
が
重
要
で
し
ょ
う
。

　

 　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
あ
い
か
わ
ら
ず
他
を
排
除
す
る
宗
教
は
実
に
ま
ず
い
。
こ
う
い
う
発
想
で
は
、
地
球
と
い

う
限
ら
れ
た
環
境
の
な
か
で
多
く
の
生
命
体
が
共
存
共
栄
し
て
い
く
の
は
無
理
で
あ
る
。
や
は
り
お
互
い
を
認
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
自
分
た
ち
と
異
な
る
意
見
を
も
つ
や
つ
は
悪
魔
だ
。
悪
魔
は
殺
し
て
し
ま
え
！
と
頭
か
ら
決
め
つ
け
る
よ
う
な
宗
教
で
は
、

二
一
世
紀
は
非
常
に
悲
惨
な
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
、
現
に
悲
惨
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
包
容
力
の

あ
る
宗
教
が
望
ま
れ
る
。

　

 　

こ
こ
で
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
お
断
り
し
て
お
く
が
、
私
は
な
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
や
教
団
の
固
有
性
や
独
自
性
を
な
く
せ
と

言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
や
教
団
の
固
有
性
や
独
自
性
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
り
薄
め
た
り
し
て
、
仏
教
一
般
と

か
倫
理
道
徳
と
か
い
う
か
た
ち
に
す
る
の
は
、
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
や
教
団
の
固
有
性
や

独
自
性
を
き
ち
ん
と
保
ち
つ
つ
、
し
か
も
総
合
的
・
包
括
的
に
考
え
実
践
し
て
い
け
る
宗
教
こ
そ
が
、
包
容
力
の
あ
る
宗
教
の
名
に
値

す
る
と
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
四
四
頁
）

　

確
か
に
教
団
と
し
て
は
信
徒
・
信
者
に
な
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
の
方
が
好
ま
し
い
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
不
特
定
多
数
と
手
を

つ
な
ぐ
こ
と
は
難
し
く
な
り
、
平
和
も
環
境
の
保
全
も
厳
し
い
も
の
と
な
る
。
む
し
ろ
宗
門
運
動
の
テ
ー
マ
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
、
多
様

な
る
宗
教
観
・
価
値
観
の
共
存
・
共
栄
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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し
か
し
、
こ
の
点
は
宗
門
・
宗
派
の
独
自
性
と
も
関
わ
り
難
し
い
問
題
を
有
し
て
い
ま
す
。
正
木
氏
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
や
教
団
の

固
有
性
や
独
自
性
を
き
ち
ん
と
保
ち
つ
つ
、
し
か
も
総
合
的
・
包
括
的
に
考
え
実
践
し
て
い
け
る
宗
教
」
で
あ
る
べ
き
と
し
て
い
る
が
、

「
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
竹
村
牧
男
氏
は
著
書
『
入
門　

哲
学
と
し
て
の
仏
教
』（
講
談
社
学
術
新
書　

二

〇
〇
九
年
）
の
中
で
左
記
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

 　

私
は
日
本
に
あ
っ
て
は
、
仏
教
内
部
に
お
け
る
宗
門
間
対
話
が
、
よ
り
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
日

本
の
仏
教
は
他
宗
教
に
対
し
て
非
常
に
寛
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
浄
土
真
宗
は
自
己
の
立
場
の
宗
教
の
み
を
真
実

と
考
え
、
他
の
宗
教
は
仮
か
邪
か
で
あ
る
と
す
る
側
面
も
あ
る
。
一
方
、
法
華
宗
（
日
蓮
宗
）
は
、
や
は
り
自
己
の
宗
教
の
み
真
実
と

考
え
、
他
の
宗
教
を
非
難
す
る
こ
と
も
あ
る
。
本
当
は
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
対
決
が
、
仏
教
、
特
に
日
本
仏
教
に
は
な
い
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
の
克
服
に
我
々
は
取
り
く
ま
な
く
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
寛
容
性
は
、
単
に
他
者
へ
の
無
関
心

と
当
面
の
軋
轢
の
回
避
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

 　

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
解
体
さ
え
厭
わ
な
い
あ
り
方
の
な
か
で
進
ん
で
き
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
仏

教
側
も
ま
た
、
そ
れ
と
同
等
の
真
剣
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。（
一
七
六
頁
）

　

竹
村
氏
の
指
摘
は
、
重
要
か
つ
的
確
で
す
。
我
々
日
蓮
宗
僧
侶
は
、
往
々
に
し
て
「
法
華
経
は
経
王
で
あ
る
」「
法
華
経
に
は
開
会
の

思
想
が
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
本
宗
の
教
義
が
総
合
的
・
包
括
的
な
思
想
を
有
し
て
い
る
こ
と
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
同

時
に
法
華
経
を
依
経
と
す
る
日
蓮
教
学
の
優
位
性
の
主
張
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
我
々
は
思
想
の
優
位
性
の
み
な
ら
ず
立
場
が
上
で

あ
る
と
い
う
考
え
を
有
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
は
そ
の
考
え
で
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
環
境
・
平
和
・
い
の

ち
」
が
守
ら
れ
る
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
場
合
、
上
か
ら
の
目
線
で
相
手
と
手
を
握
ろ
う
と
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
相
手

（
他
者
）
へ
の
無
関
心
も
し
く
は
軽
蔑
と
な
り
、
当
面
の
軋
轢
の
回
避
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
考
え
で
は
、

内
な
る
平
和
（
心
の
平
和
）
も
外
な
る
平
和
（
現
象
世
界
の
平
和
）
も
成
り
立
た
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
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「
総
合
的
・
包
括
的
で
あ
り
な
が
ら
、
互
い
を
尊
重
し
、
フ
ラ
ッ
ト
の
関
係
を
構
築
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
日
蓮
宗
に
の
み

な
ら
ず
他
宗
に
と
っ
て
も
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
す
、
そ
れ
こ
そ
自
己
解
体
さ
え
厭
わ
な
い
真
剣
な
努
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
言
え

ま
し
ょ
う
。
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