
唱
題
貯
金
通
帳
の
発
行
、
積
み
立
て
る
だ
け
で
な
く
、
当
然
引

き
出
し
も
可
。

例
え
ば
、
入
学
時
に
十
万
遍
、
そ
の
後
各
項
目
で
支
出
を
決
め

る
。
一
年
間
交
通
無
事
故
、
就
職
成
就
、
結
婚
、
安
産
、
当
病
平

癒
、
子
育
て
成
就
な
ど
。

逆
修
法
号
に
は
百
万
遍
差
し
引
く
、
臨
終
時
に
い
く
ら
貯
金
額

が
あ
る
か
、
子
孫
に
い
く
ら
の
貯
金
を
残
せ
た
か
等
、
具
体
的
に

功
徳
を
数
字
で
表
す
。

さ
ら
に
一
万
遍
と
現
金
を
タ
イ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
。
金
額
で
知
ら

せ
る

(
要
研
究
)
。

市
民
総
題
目
の
実
現
。

⑱
問
題
点

い
か
に
唱
題
の
質
を
向
上
さ
せ
る
か
。

空
題
目
と
の
見
究
め
。

御
利
益
追
求
の
題
目
の
熱
烈
さ
を
報
恩
の
題
目
へ
如
何
に
転
換
さ

せ
る
か
。

尺
寸
の
困
行
果
徳
の
二
法
の
功
徳
と
し
て
、
自
然
に
得
る
お
題
目

の
功
徳
へ
の
徹
底
。

新
興
宗
教
と
似
て
非
な
る
題
目
の
周
知
。

水
の
如
く
、
心
す
な
お
な
無
心
の
御
題
目
へ
向
わ
し
め
る
具
体
策

等
。

⑭
結
論

お
題
目
総
弘
通
は
、
結
局
、
教
師
が
一
人
づ
つ
、
或
は
先
達
が

一
人
づ
つ
、
能
化
が
一
人
づ
つ
教
化
す
る
事
。
そ
の
後
の
教
化
こ

そ
、
総
弘
通
へ
向
わ
し
め
る
。
初
め
は
何
が
何
で
も
唱
え
さ
せ
る

事
の
大
事
よ
り
外
に
な
い
。

私
の
お
題
目
弘
通
の
体
験

石

井

錬

昭

(
神
奈
川
・
妙
伝
寺
住
職
)

「
私
の
お
題
昌
弘
通
の
体
験
」

と
い
う
話
を
せ
よ
と
の
こ
と
、

私
自
身
大
変
お
題
目
に
緑
の
う
す
い
人
間
で
す
か
ら
。
と
申
し
ま

す
の
は
、
私
は
皆
の
よ
う
な
根
っ
か
ら
の
出
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
中
学
一
年
生
当
時
か
ら
十
七
、
八
歳
位
ま
で
お
経
と

お
題
目
は
唱
え
ま
し
た
が
、
寺
の
小
僧
で
す
か
ら
、
形
だ
け
の
修

行
は
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ど
う
も
僧
侶
が
何
と
な
く
い
や
で
、
そ
れ
も
葬
式
と
法
事
が
い
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や
で
、
中
学
終
る
時
(
十
八
歳
)
生
涯
の
め
し
を
喰
う
道
を
軍
人
に

求
め
た
人
間
で
す
。

当
時
(
昭
和
十
三
年
頃
)
の
私
は
、
寺
も
、
僧
侶
も
、
信
仰
も
何

も
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
あ
、
貧
乏
寺
の
小
僧
に
は
、
肩
の
肩
章
が
目
の
前
に
ぶ
ら
さ

が
っ
て
い
た
盲
者
だ
っ
た
の
で
す
。

お
世
話
に
な
っ
た
、
あ
る
貫
首
様
か
ら

「
夢
を
見
る
な
」

と
お

小
言
を
い
わ
れ
ま
し
た
。

又
、
祖
母
か
ら

「
こ
れ
は
お
題
目
を
唱
え
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ

な
い
人
間
だ
」

と
い
わ
れ
ま
し
た
。

体
は
健
康
、
病
気
な
ど
し
た
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
海
軍
の
学

校
へ
入
る
厳
し
い
身
体
検
査
も
通
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
が
、
そ
の

体
も
途
中
で
胸
部
疾
患
で
倒
れ
る
。
軽
か
っ
た
為
か
数
カ
月
で
も

と
に
も
ど
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
完
全
に
は
治
ら
な
か
っ
た
。

終
戦
後
大
学
を
終
る
時
に
は
、
再
度
病
気
に
な
る
。
悪
く
な
る
で

も
な
く
、
何
年
か
過
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
因
縁
か
業
病
な
の
で
す

が
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
中
に
、
突
然
、
人
生
の
最
後
を
宣
告
さ

れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

医
者
か
ら

「
そ
う
長
く
は
生
き
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
」

と
い
わ

れ
た
時
は
、
こ
れ
か
ら
私
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
、
と
つ
く
づ

く
考
え
ま
し
た
。

そ
の
時
の
様
子
で
す
が
、
死
と
の
対
決
す
。
夜
中
の
午
前
二
時

か
ら
午
後
三
時
ま
で
十
四
時
間
、
肉
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
血
を

吐
き
つ
づ
け
た
時
は
、
医
者
は
最
後
に
は

「
う
つ
手
が
な
く
、
こ

の
ま
ま
つ
づ
け
ば
終
り
だ
」

と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

私
の
枕
辺
で
は
、
母
も
妻
も
お
題
目
を
唱
え
な
が
ら
口
か
ら
ふ

き
出
る
血
を
ぬ
ぐ
い
と
る
に
手
一
杯
、
師
匠
は
本
堂
で
更
賜
寿
命

を
祈
っ
て
の
寿
量
品
の
読
詞
、
こ
う
し
た
中
で
段
々
疲
れ
て
、
精

神
も
膜
腱
と
し
て
眠
り
に
落
ち
か
け
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
時
、

頭
の
は
げ
た
白
髪
の
何
千
も
の
僧
の
姿
を
み
て
い
ま
し
た
。

今
思
え
ば
、
本
化
の
菩
薩
の
姿
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
中
に
す
や
す
や
と
休
ん
で
し
ま
っ
た
。

数
日
は
絶
対
安
静
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
か
ら
、
「
自
分
で
お
経

も
お
題
目
も
あ
げ
る
ん
だ
…
」

と
。

私
は
三
十
五
歳
で
、
お
経
を
あ
げ
、
お
題
目
を
唱
え
る
こ
と
を

知
っ
た
愚
者
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
少
し
ば
か
り
学
問
的
に
仏
教
を

学
ん
だ
つ
も
り
で
し
た
。

ね
た
き
り
で
胸
に
念
珠
を
置
き
、
つ
ま
ぐ
り
な
が
ら
一
日
一
万
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遍
の
お
題
目
を
唱
え
る
誓
願
行
を
始
め
、
一
百
日
間
あ
げ
通
し
で

百
万
遍
唱
え
、
次
い
で
、
一
日
自
我
侶
百
遍
あ
げ
、
一
百
日
間
で

一
万
遍
あ
げ
通
し
、
こ
れ
で
漸
く
一
人
前
の
体
の
如
く
な
っ
た
わ

け
で
す
。

仏
の
教
え
、
因
果
の
法
の
厳
し
さ
の
前
に
立
た
さ
れ
ま
し
た
。

「
自
分
の
た
め
に
信
を
も
っ
て
お
題
目
を
唱
え
る
」
、
こ
れ
が
お

題
目
を
唱
え
る
私
の
出
発
点
で
し
た
。

私
は
心
に
残
る
人
が
二
人
あ
り
ま
す
。
共
に
同
じ
よ
う
な
境
遇

で
、
血
を
吐
き
死
の
床
か
ら
題
目
修
行
で
生
き
た
人
で
す
か
ら
、

皆
さ
ん
も
ご
存
知
と
思
い
ま
す
が
、
一
人
は
小
林
学
進
師
で
、
彼

は
士
官
学
校
中
途
で
胸
部
疾
患
で
倒
れ
唱
題
で
生
き
か
え
る
。
又

籾
井
恵
学
師
も
や
は
り
胸
部
疾
患
で
、
小
康
を
得
て
荒
行
堂
で
、

一
万
遍
の
題
目
を
書
き
つ
づ
け
、
百
日
の
修
行
で
死
か
ら
立
ち
上

っ
た
。
両
人
共
に
、
「
妙
と
は
蘇
生
の
義
な
り
」
を
地
で
生
き
、
そ

の
後
の
生
涯
を
祖
師
の
恩
と
一
切
衆
生
へ
の
恩
に
か
け
て
終
ら
れ

た
方
で
す
。

末
法
の
行
者
息
災
延
命
の
祈
稿
の
事
…
…

種
々
の
大
難
に
あ
う
と
艶
も
、
法
華
経
の
功
力
、
釈
尊
の
金
言

深
重
な
る
故
に
、
今
ま
で
相
違
な
く
候
也
。
そ
れ
に
つ
け
て
も

法
華
経
の
行
者
は
信
心
に
退
転
無
く
身
に
詐
親
無
く
、
一
切
法

華
経
に
身
を
任
せ
、
金
言
の
如
く
修
行
せ
ば
憶
に
後
生
は
申
す

に
及
ば
ず
、
今
生
も
息
災
延
命
に
し
て
勝
妙
の
大
果
報
を
得
、

広
宣
流
布
の
大
願
を
も
成
就
す
べ
き
も
の
な
り
。
(
『
祈
稿
経
送

状
』
)

と
の
お
言
葉
の
如
く
、
法
華
経
に
身
を
ま
か
せ
、
お
題
目
を
唱
え

る
な
ら
ば
、
身
は
息
災
延
命
に
し
て
勝
妙
の
大
果
報
を
得
て
広
宣

流
布
の
大
願
も
成
就
す
る
の
大
聖
人
の
お
心
に
接
し
、
私
は
、
「
私

な
り
に
、
法
華
経
を
読
み
、
解
説
も
し
、
お
題
目
を
唱
え
通
す
ん

だ
」

と
五
力
年
間
の
闘
病
生
活
の
中
で
の
修
行
を
始
め
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
明
日
を
も
知
ら
な
い
死
の
前
で
、
中
年
坊
主
の
修
行
の
や

り
直
し
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

寺
を
お
題
目
を
唱
え
る
道
場
に
す
る
に
は
、
ど
う
す
る
の
か
。

そ
れ
は
、
お
経
の
話
も
、
お
経
を
読
む
こ
と
も
、
お
題
目
を
唱

え
る
こ
と
も
、
檀
信
徒
と
一
緒
に
や
ら
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
痛
感

し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
縁
あ
っ
て
本
山
の
執
事
に
な
り
、
七
カ

年
働
き
ま
し
た
。
こ
の
間
は
本
山
の
運
営
が
第
一
で
、
自
分
の
修

行
は
考
え
る
暇
は
な
く
過
し
ま
し
た
が
、
色
々
な
面
で
檀
信
徒
と

の
ふ
れ
合
い
、
信
行
会
の
も
ち
方
等
教
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
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し
た
。
本
山
を
や
め
る
と
同
時
に
師
跡
を
つ
い
で
、
昭
和
四
十
三

年
二
月
、
四
十
七
歳
で
住
職
に
な
り
ま
し
た
が
、
人
生
五
十
年
の

終
り
に
な
っ
て
住
職
と
な
り
、
あ
と
幾
年
も
な
い
の
で
急
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
相
撲
の
土
俵
で
は
な
い
が
、
俵
に
足
を
か
け
て

の
仕
事
に
な
っ
た
の
で
す
。

当
時
、
宗
門
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
護
法
運
動
が
提
唱
さ
れ
た
頃

で
す
。
私
は
こ
の
中
に
一
体
ど
う
し
て
入
っ
て
行
く
の
か
、
何
を

柱
と
す
る
の
か
、
檀
信
徒
は
毎
日
何
を
す
る
の
か
、
全
く
暗
中
模

索
で
し
た
。

先
づ
、
法
華
経
と
は
題
目
な
ん
だ
、
題
目
教
団
だ
か
ら
お
題
目

を
唱
え
て
、
安
心
し
て
食
え
る
寺
作
り
を
考
え
た
わ
け
で
す
。

師
匠
か
ら
つ
い
だ
檀
家
は
実
質
的
に
は
八
十
六
、
こ
れ
で
は
ど

う
に
も
な
ら
ぬ
。
先
づ
十
年
間
で
倍
増
し
二
百
軒
の
線
に
の
せ
た

い
、
こ
れ
は
ど
う
に
か
そ
の
線
に
近
づ
い
た
。
だ
が
、
こ
の
中
で

約
五
十
軒
が
私
の
お
題
目
で
作
っ
た
改
宗
の
檀
家
で
す
。
私
の
後

ろ
だ
て
と
な
り
、
信
者
か
ら
檀
家
に
な
っ
た
人
で
、
寺
に
は
常
時

来
る
、
題
目
は
唱
え
る
、
こ
う
し
た
人
た
ち
が
旧
檀
家
へ
よ
い
刺

激
を
与
え
て
、
檀
家
が
信
者
へ
の
移
行
を
し
始
め
た
わ
け
で
す
。

昭
和
四
十
三
年
九
月
、
題
目
に
よ
る
檀
信
徒
の
結
集
を
考
え
て

信
徒
の
核
(
リ
ー
ダ
ー
)
作
り
を
始
め
、
「
本
門
三
秘
の
一
大
秘
法

の
題
目
に
よ
る
成
仏
、
こ
れ
が
末
法
の
題
目
修
行
だ
、
こ
れ
し
か

成
仏
は
な
い
」

と
、
横
浜
・
東
京
・
大
和
等
の
地
区
に
リ
ー
ダ
ー

を
決
め
て
、
そ
の
家
を
拠
点
と
し
て
題
目
修
行
の
会
を
発
足
し
、

私
の
寺
へ
十
三
日
に
各
地
区
か
ら
集
っ
て
修
行
す
る
。
そ
う
す
る

と
、
こ
う
し
た
信
徒
へ
拝
む
対
象
を
与
え
る
。
ハ
ガ
キ
大
の
十
界

の
マ
ン
ダ
ラ
本
尊
を
一
カ
年
位
の
問
に
約
五
十
幅
以
上
書
き
授
与

し
、
信
徒
と
の
縁
を
結
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
後
も
仏
壇
用
本
尊
は

書
い
て
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

四
十
三
年
九
月
、
妙
伝
寺
に
お
題
目
の
霊
験
の
証
明
と
し
て
多

宝
仏
塔
(
多
宝
如
来
の
宝
塔
)
を
建
立
し
ま
し
た
。
こ
の
題
目
の
塔

は
、
信
徒
百
八
十
一
名
の
寄
進
と
信
徒
の
修
行
の
宝
塔
と
し
て
出

発
し
、
こ
れ
に
後
に
私
の
寺
の
檀
徒
を
加
え
て
お
題
目
を
唱
え
る

人
々
の
結
集
を
し
た
わ
け
で
す
。

お
題
目
修
行
は
、
先
づ
、
「
自
分
の
為
に
、
自
分
で
お
題
目
を
唱

え
て
救
わ
れ
な
さ
い
よ
」

「
唱
え
れ
ば
、
本
仏
釈
尊
へ
の
ご
報
恩
、

日
蓮
聖
人
へ
の
ご
報
恩
、
先
祖
へ
の
ご
報
恩
な
の
だ
」

と
。

い
つ
し
か
、
先
祖
回
向
と
自
己
の
成
仏
へ
と
、
お
題
目
修
行
が

進
ん
で
き
て
、
皆
信
徒
は
横
へ
、
親
戚
・
縁
者
へ
と
つ
な
が
り
が
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出
来
て
き
た
の
で
す
。

そ
う
こ
う
す
る
中
に
、
「
水
子
供
養
は
お
題
目
で
」
と
い
う
声
が

も
ち
上
が
り
、
四
十
七
年
に
は
、
水
子
供
養
の
た
め
に
霊
感
応
の

あ
る
リ
ー
ダ
ー
が
中
心
と
な
り
、
水
子
地
蔵
と
お
題
目
の
功
徳
が

結
ば
れ
て
、
約
四
百
名
近
い
水
子
供
養
の
集
団
を
作
っ
た
の
で
す
。

今
は
毎
年
一
回
秋
の
彼
岸
に
総
供
養
し
ま
す
。

「
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足

す
」
 
、
こ
の
五
字
の
受
持
に
依
っ
て
の
み
、
水
子
は
真
の
成
仏
が
出

来
る
の
で
す
、
と
導
く
。

そ
の
頃
(
昭
和
四
十
七
年
)

か
ら
護
法
統
一
信
行
が
実
施
さ
れ
、

統
一
信
行
の
柱
は
お
題
目
修
行
で
す
る
。
私
は
、
住
職
以
来
毎
月

二
十
五
日
に
、
釈
尊
の
教
え
(
法
華
経
)
と
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
学

ぶ
会
べ
行
学
会
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
の
会
と
の
ド
ッ
キ

ン
グ
を
実
施
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
地
区
に
二
力
寺
・
一
結
社
を

拠
点
と
す
る
統
一
信
行
の
場
を
作
り
、
読
諦
会
と
唱
題
行
を
軸
に

教
え
を
学
ぶ
会
を
統
一
信
行
と
し
て
始
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、
私
の
寺
で
は
、
最
初
育
て
た
核
(
リ
ー
ダ
ー
)

が
年
を
と
り
、
死
亡
や
活
動
が
に
ぶ
り
、
人
員
の
減
少
が
始
り
ま

し
た
。
何
の
会
で
も
そ
う
で
す
が
、
十
年
以
上
た
ち
ま
す
と
、
核

(
リ
ー
ダ
ー
)

の
再
教
育
と
新
旧
の
交
代
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

特
に
マ
ン
ネ
リ
化
の
現
象
と
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
の
問
題
で
す
。

丁
度
そ
の
頃
(
昭
和
五
十
一
年
)
宗
門
で
は
、
日
蓮
宗
の
檀
信
徒

研
修
道
場
が
身
延
山
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
第
一
回
か
ら
第

二
・
第
三
・
第
四
回
に
か
け
て
十
六
名
を
研
修
に
参
加
さ
せ
ま
し

た
。私

が
二
回
・
三
回
・
四
回
と
連
続
し
て
研
修
道
場
の
講
師
を
勤

め
ま
し
た
の
で
、
大
量
の
入
場
を
さ
せ
、
同
時
に
信
隆
寺
、
妙
栄

結
社
の
檀
信
徒
も
同
時
に
参
加
を
願
い
、
二
カ
年
半
位
の
間
に
、

二
力
寺
・
一
結
社
で
約
七
十
名
の
研
修
者
を
修
了
さ
せ
ま
し
た
。

一
力
寺
で
一
名
や
二
名
研
修
を
修
了
し
て
も
、
集
団
的
な
力
、
組

織
的
活
動
を
す
る
た
め
に
は
、
余
り
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

人
々
を
中
心
と
し
て
昭
和
五
十
三
年
一
月
か
ら
、
二
力
寺
・
一
結

社
で
宗
祖
七
百
遠
忌
報
恩
百
万
遍
唱
題
会
を
組
織
し
て
、
昭
和
五

十
六
年
正
当
ま
で
毎
日
、
お
寺
を
報
恩
唱
題
の
修
行
道
場
に
し
た

の
で
す
。
「
お
祖
師
さ
ま
へ
、
誰
も
が
百
万
遍
唱
題
の
功
徳
を
つ
み

ま
し
ょ
う
」

の
掛
声
の
も
と
、
五
十
三
年
か
ら
五
十
六
年
十
月
ま

で
毎
日
唱
題
行
の
実
施
に
入
り
ま
し
た
。
研
修
道
場
修
了
者
が
主

軸
と
な
り
、
毎
日
五
人
・
十
人
と
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
修
行
し
た
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の
で
、
寺
に
住
職
が
い
な
く
て
も
実
施
さ
れ
て
、
第
一
年
目
に
は

百
万
遍
唱
題
修
了
者
が
三
人
、
四
人
と
出
来
、
こ
の
人
た
ち
は
二

百
万
遍
、
三
百
万
遍
へ
、
そ
し
て
他
の
人
々
を
リ
ー
ド
し
な
が
ら

ご
正
当
の
目
ま
で
行
な
い
、
翌
五
十
七
年
、
池
上
本
門
寺
の
大
堂

前
石
畳
の
上
で
百
万
遍
唱
題
の
報
恩
の
結
願
法
要
を
も
っ
て
、
参

加
者
百
五
十
余
名
の
報
恩
百
万
遍
唱
題
の
幕
を
と
じ
た
の
で
す
。

お
蔭
で
筋
金
入
り
の
唱
題
行
の
リ
ー
ダ
ー
が
出
来
て
、
お
寺
へ

来
て
お
題
目
を
あ
げ
な
い
と
何
だ
か
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い

う
人
ま
で
出
来
ま
し
た
。

末
法
の
修
行
者
の
機
根
は
「
下
根
下
機
」
で
す
か
ら
、
「
た
だ
南

無
妙
法
蓮
華
経
の
信
心
が
肝
要
で
あ
る
」

と
宗
祖
の
教
示
さ
れ
た

通
り
の
修
行
し
か
な
い
と
思
う
。

こ
こ
で
百
万
遍
唱
題
の
実
践
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
申
し
ま
す
。

日
全
員
白
の
行
衣
を
着
用
し
て
い
る
。
但
し
、
二
逓
首
題
の
行

衣
で
あ
る
(
二
力
寺
一
教
会
で
三
百
着
作
る
。
一
着
分
千
二
百
円
)

字
は
全
部
腰
よ
り
上
に
書
く
。
行
依
は
現
在
も
追
加
作
成
し
て

い
る
。

口
念
珠
…
梅
の
玉

白
い
梵
天
の
も
の
(
三
百
人
分
一
個
七
五

〇
円
)

(一遍首題はヒケ題目)
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日
各
寺
の
輪
ゲ
サ
着
用
。
お
題
目
修
行
・
話
中
題
目
・
参
拝
団

等
は
こ
の
姿
で
修
行
し
て
い
る
。

㈲
百
万
遍
修
行
カ
ー
ド
を
使
用
し
、
毎
日
の
修
行
を
こ
の
カ
ー

ド
に
記
入
す
る
、
一
枚
の
カ
ー
ド
は
一
万
遍
で
終
了
す
る
。

㈲
カ
ー
ド
は
一
枚
終
る
と
、
そ
の
つ
ど
、
御
宝
前
の
百
万
遍
唱

題
功
徳
箱
に
納
め
る
。
各
家
に
は
百
万
遍
集
計
表
と
し
て
「
妙

法
蓮
華
経
」

の
百
万
遍
マ
ス
割
り
を
ぬ
っ
て
い
く
。
お
題
目

の
字
は
黒
い
生
き
生
き
と
し
た
文
字
と
な
る
。
こ
れ
を
先
祖



の
お
仏
壇
に
お
供
え
す
る
。

こ
の
方
法
で
四
力
年
間
続
け
ま
し
た
の
で
、
檀
信
徒
は
お
題
目

を
唱
え
る
日
常
の
習
慣
が
出
来
て
し
ま
っ
た
。

七
百
一
遠
忌
後
は
、
毎
日
は
大
変
で
す
の
で
、
毎
月
一
日
・
十

日
・
二
十
日
の
三
日
は
、
各
人
が
自
主
的
に
リ
ー
ダ
ー
と
組
ん
で

寺
へ
来
て
唱
題
修
行
を
す
る
。

十
三
日
は
、
寺
が
主
催
し
て
の
報
恩
読
諦
会
を
午
前
中
、
午

後
は
題
目
修
行
会
と
法
話
の
行
事
を
す
る
。
二
十
五
日
は

「
教

え
を
学
ぶ
会
べ
行
学
会
」

を
行
な
う
。

遠
忌
後
は
宗
徒
総
弘
通
と
題
目
修
行
を
す
る
。

日
檀
信
徒
の
服
装
は
前
述
の
通
り
自
行
衣
で
す
る
。

ロ
グ
リ
ー
ン
の
唱
題
修
行
カ
ー
ド
に
記
入
す
る
。
修
行
の
集
計

表
は

「
仏
性
関
頭
」

の
百
万
遍
マ
ス
割
り
を
ぬ
っ
て
い
く
、

生
き
生
き
と
し
た
仏
と
な
り
仏
心
に
か
え
る
。

お
題
目
修
行
を
檀
信
徒
が
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
他
寺
院
の

行
事
へ
も
よ
く
参
加
す
る
し
、
護
法
特
派
布
教
等
へ
も
自
主
的
に

修
行
に
加
わ
り
、
自
分
を
み
が
き
、
魂
の
浄
化
を
自
然
に
行
な
う

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
葬
式
・
法
事
の
寺
か
ら
題
目
修
行
の

寺
へ
の
脱
皮
が
除
々
に
行
な
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

私
は
、
本
山
の
執
事
時
代
、
堀
貫
首
(
後
の
清
澄
別
当
)
に
、
「
釈

尊
の
教
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
は
、
そ
の
人
(
学
ぶ
人
)
の
体
験
に
依

っ
て
い
く
ら
で
も
深
く
も
な
る
し
、
浅
く
も
な
る
も
の
だ
」

と
、

又
「
出
家
(
坊
主
)
は
終
生
求
道
と
そ
の
精
進
に
苦
闘
す
る
旅
人
な

ん
だ
よ
…
」

と
い
わ
れ
た
そ
の
言
葉
が
、
い
つ
も
私
の
心
に
去
来

し
て
い
ま
す
。

「
一
心
欲
見
仏
、
不
日
情
身
命
…
」
、
そ
れ
は
お
題
目
を
一
心
に

唱
え
る
姿
な
の
で
す
。
そ
の
心
境
を
、
宗
祖
は

『
生
死
一
大
事
血

脈
抄
』

に
、

相
棒
へ
相
棒
へ
て
強
盛
の
大
信
力
を
致
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経

臨
終
正
念
と
祈
念
し
給
へ
。
生
死
一
大
事
の
血
脈
比
よ
り
外
に

全
く
求
む
る
こ
と
な
か
れ
、
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
浬
菜
と
は
是

な
り
。
信
心
の
血
脈
な
く
ん
ば
法
華
経
を
持
つ
と
も
無
益
な
り
。

と
示
さ
れ
、
本
化
の
正
行
た
る
お
題
目
を
通
し
て
の
み
成
仏
も
出

来
、
仏
国
土
の
建
設
も
な
さ
れ
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
は
み
な
仏
の
子
で
あ
り
、
人
間
の
霊
な
る
根
本
の
姿
は
仏
で

あ
る
。
仏
と
私
た
ち
は
い
つ
も
一
体
で
あ
る
。
合
掌
し
お
題
目
を

唱
え
て
こ
そ
、
仏
の
救
い
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
仏
と
広
大
無
辺
の
慈
悲
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
こ
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そ
生
命
の
光
明
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
病
め
る
心
身
を
救
う
大
良
薬

で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
日
蓮
聖
人
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お

題
目
の
受
持
一
行
の
成
仏
な
の
で
す
。
こ
こ
に
真
の
救
い
が
あ
る
。

「
唯
我
一
人
能
為
救
護
-
た
だ
我
一
人
の
み
、
能
く
救
護
を
な
す

…
」

と
は
、
こ
れ
で
す
。

信
心
は
理
論
・
理
屈
で
は
な
い
。
他
人
に
す
す
め
ら
れ
る
か
ら

す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
、
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
真
実
の
道
な
の
で
す
。
だ
か
ら
私

た
ち
は
、
お
題
目
の
輪
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

高
齢
化
社
会
と
日
蓮
宗
教
化

大

島

啓

禎

(
東
京
・
真
浄
寺
修
徒
)

は
じ
め
に

わ
が
国
に
お
け
る
人
口
の
高
齢
化
に
警
鐘
が
発
せ
ら
れ
て
既
に

久
し
い
。
著
し
い
平
均
寿
命
の
伸
び
と
死
亡
率
の
低
さ
は
一
般
に

歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
高
齢
者
の
み
が
異

常
に
増
加
す
る
社
会
の
将
来
は
決
し
て
明
る
い
も
の
で
な
い
こ
と

も
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
日
、
わ
が
宗
門
を
は
じ
め

多
く
の
伝
統
的
仏
教
教
団
は
、
人
口
過
密
の
都
市
部
を
中
心
と
し

て
青
少
年
層
に
教
化
の
対
象
を
転
じ
っ
つ
あ
る
が
、
信
徒
の
主
体

は
依
然
と
し
て
中
高
年
齢
層
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
な

が
ら
、
高
齢
者
に
対
す
る
教
化
の
方
策
も
確
立
せ
ず
、
長
年
の
慣

習
に
依
る
ば
か
り
で
工
夫
が
足
り
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ

う
。
近
い
将
来
、
全
人
類
を
通
じ
て
か
つ
て
な
く
、
ま
た
世
界
で

最
も
著
し
い
高
齢
社
会
を
迎
え
る
日
本
、
こ
れ
に
対
し
て
宗
門
と

し
て
、
ま
た
日
蓮
宗
教
師
と
し
て
い
か
な
る
教
化
を
展
開
す
る
べ

き
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
遅
さ
に
失
す
る
と
は
い
え
、
現
在
、

最
も
強
く
要
望
さ
れ
て
い
る
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

日
本
の
老
年
人
口
の
現
状
と
動
向

昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
現
在
、
わ
が
国
の
総
人
口
は
一
億
二

〇
二
四
万
人
で
、
そ
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
い
わ
ゆ
る
老
年
人

口
は
二
九
六
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
総
人
口
に
対
す
る
老
年

人
口
の
比
率
は
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
今
年
(
昭
和
六
十
年
)
一
月
に

は
既
に
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
し
た
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日

本
で
は
一
〇
人
に
一
人
が
六
十
五
歳
以
上
と
い
う
現
状
で
あ
る
。

こ
こ
で
老
年
人
口
の
移
り
変
わ
り
を
見
て
み
よ
う
。
図
表
の
と
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