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二
十
一
世
紀
に
適
応
す
る
具
体
的
教
師
像

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

内
山
善
行
・
馬
島
浄
圭

宮
内
勝
典
は
言
う
。

「（
既
成
仏
教
が
オ
ウ
ム
真
理
教
に
敗
れ
た
）
そ
の
背
景
に
は
既
成
仏
教
の
堕
落
が
あ
る
。
僧
侶
た
ち
の
多
く
は
、
た
だ
寺
の
財
産
を
相

続
す
る
た
め
に
僧
侶
に
な
る
。
本
山
へ
行
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
修
行
し
て
戻
っ
て
く
れ
ば
、
戒
名
を
書
く
だ
け
で
何
十
万
円
。
彼
ら
に

オ
ウ
ム
真
理
教
を
批
判
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。

若
者
が
既
成
仏
教
に
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
新
興
宗
教
に
走
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
う
。
町
の
一
等
地
の
、
地
価
何
億
円
も
の
寺

は
が
ら
が
ら
で
は
な
い
か
。
あ
の
広
い
境
内
に
立
っ
て
、
若
者
た
ち
に
語
り
か
け
る
心
あ
る
僧
は
い
な
い
の
か
。」（
宮
内
勝
典
『
善

悪
の
彼
岸
へ
』
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
八
四
ペ
ー
ジ
）

わ
れ
わ
れ
宗
門
人
に
と
っ
て
も
、
耳
の
痛
い
こ
と
で
あ
る
。
宮
内
の
言
う
よ
う
に
、
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
若
者
た
ち
に
語
り
か
け
る
こ

と
を
怠
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
語
り
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
か
ら
は
、
そ
の
前
に
、
ま
ず
、
彼
ら
の
話
に
耳
を
傾
け
て
や
る
と
い
う
作
業
が
必
要
で

は
な
か
ろ
う
か
。
教
師
と
は
、
法
を
説
く
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
方
的
に
相
手
に
対
し
て
教
え
を
説
く
こ
と
が
役

目
だ
と
思
っ
て
は
い
な
い
か
。
二
十
一
世
紀
に
適
応
す
る
教
師
と
は
、
多
く
を
語
る
こ
と
に
重
き
を
置
く
の
で
は
な
く
、
ま
ず
聞
く
こ

と
、
相
手
の
気
持
ち
に
耳
を
傾
け
て
や
り
、
相
手
の
心
の
水
を
飲
ん
で
や
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
宴
会
の
席
に
お
い

て
ビ
ー
ル
を
注
ぎ
に
来
る
人
は
、
自
分
の
持
っ
て
き
た
ビ
ー
ル
を
相
手
に
飲
ん
で
も
ら
い
た
い
（
自
分
の
気
持
ち
を
受
け
取
っ
て
も
ら
い

た
い
）
が
た
め
に
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
気
持
ち
に
答
え
ず
し
て
、
ま
ず
俺
の
注
い
だ
酒
を
飲
め
と
、
相
手
に
無
理
強
い
し
て
酒
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を
飲
ま
せ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
ど
ん
ど
ん
杯
に
注
ぎ
ま
く
り
飲
ま
せ
た
ら
、
相
手
は
気
分
が
悪
く
な
り
、
つ
い
に
は
酒
を
吐
い
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。

悩
み
を
抱
え
る
人
間
の
な
か
に
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
吐
露
し
た
だ
け
で
そ
の
悩
み
が
解
消
す
る
者
も
い
る
。
精
神
科
医
の
中
に
は
、

「
し
ゃ
べ
る
こ
と
は
治
る
こ
と
」
と
言
い
切
る
人
も
い
る
。
二
十
一
世
紀
に
適
応
す
る
教
師
の
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
は
、
ま
ず
聞
く
こ

と
。
耳
を
使
わ
ず
し
て
口
ば
か
り
動
か
す
人
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
相
手
を
自
分
の
土
俵
に
引
っ
張
っ
て
来
る
前
に
、
ま
ず
相
手
の
土

俵
に
自
分
を
置
く
。
相
手
の
土
俵
に
行
っ
た
ら
、
今
度
は
相
手
を
自
分
の
土
俵
に
渡
っ
て
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
現
代
に
お
い
て
若
者
が
新
宗
教
に
走
る
と
い
う
問
題
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
、
自
分
が
何
者
だ
か

分
ら
な
い
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
宗
教
学
者
の

島
薗
進
は
、
若
者
が
新
宗
教
に
走
る
こ
と
を
、
以
前
見
ら
れ
た
「
貧
・
病
・
争
と
い
う
動
機
か
ら
『
空
し
さ
』
の
動
機
」
へ
の
変
化
だ
と

捉
え
て
い
る
。
生
き
る
こ
と
の
「
空
し
さ
」
と
言
う
動
機
が
、
若
者
が
新
宗
教
に
走
る
こ
と
の
重
き
を
占
め
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る

（
島
薗
進
『
新
新
宗
教
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
同
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
新
宗
教
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一

年
）。現

在
の
日
本
社
会
は
、
経
済
的
、
物
質
的
に
ま
す
ま
す
豊
か
さ
を
増
し
て
い
る
。
新
宗
教
に
入
っ
て
い
く
人
々
は
、
こ
の
物
質
的
に
満

た
さ
れ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
生
き
る
こ
と
の
「
空
し
さ
」
を
感
じ
、
人
生
の
意
義
を
見
出
せ
な
い
で
心
が
病
ん
で
い
る
人
が
少
な
く

な
い
。
実
存
的
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
諄
々
と
説
き
聞
か
せ
る
こ
と
は
大
事
だ

が
、
聖
人
の
教
え
を
伝
え
る
前
に
、
ま
ず
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
心
を
ケ
ア
ー
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
為
、
臨
床
心
理
講

習
会
を
宗
門
は
開
設
し
、
教
師
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ケ
ア
ー
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
に
耳
を

傾
け
、
教
え
の
一
つ
一
つ
が
心
の
中
に
し
み
わ
た
っ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

肉
体
的
損
傷
は
何
も
な
い
の
に
、
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
体
の
異
常
を
訴
え
る
人
が
い
る
。
い
ま
だ
に
医
学
的
な
原
因
が
解
明
さ
れ
て
い
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な
い
心
の
病
を
抱
え
て
い
る
者
も
い
る
。
あ
る
い
は
、
い
ろ
い
ろ
な
悩
み
を
持
っ
て
お
寺
に
飛
び
込
ん
で
来
る
人
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な

人
た
ち
に
対
し
て
心
の
癒
し
を
提
供
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
の
ケ
ア
ー
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
も
の
、
心
身
医
学
的
な

も
の
も
含
め
て
、
教
師
の
資
質
と
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
る
。
病
ん
で
い
る
心
を
ケ
ア
ー
し
て
あ
げ
た
後
に
、

信
仰
へ
の
導
き
と
い
う
順
序
が
必
要
で
あ
る
。

宗
教
体
験
す
な
わ
ち
、
修
行
で
得
ら
れ
る
意
識
状
態
や
、
そ
れ
ら
が
心
身
医
学
的
、
精
神
神
経
免
疫
学
的
に
病
の
治
癒
を
も
た
ら
す
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
、
科
学
的
に
も
立
証
さ
れ
て
き
て
い
る
（
上
田
紀
行
『
悪
魔
祓
い
』
講
談
社
＋

文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）。

以
下
、
教
師
に
と
っ
て
の
諸
問
題
を
あ
げ
て
み
る
と
、

新
宗
教
の
問
題

「
平
成
八
年
度
宗
勢
調
査
」
に
よ
る
と
、
回
答
し
た
四
五
〇
ケ
寺
の
一
〇
・
五
％
が
新
宗
教
の
宗
教
活
動
に
よ
っ
て
何
か
困
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
。
新
宗
教
に
対
す
る
知
識
、
対
策
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
か
ら
の
教
師
の
身
に
つ
け
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た

め
に
は
、
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
早
期
作
成
が
必
要
で
あ
る
。
檀
信
徒
の
入
信
、
家
族
の
入
信
、
あ
る
い
は
墓
地
問
題
と
い
う
も
の
が
起
き

て
い
る
現
実
を
見
る
と
、
こ
れ
か
ら
も
新
宗
教
の
発
展
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

一
九
九
五
年
の
「
日
本
世
論
調
査
」
に
よ
る
と
、
宗
教
に
対
し
て
、
金
儲
け
主
義
（
六
〇
・
一
％
）、
強
引
な
勧
誘
（
四
五
・

九
％
）、
怖
い
（
三
七
・
〇
％
）
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
人
が
か
な
り
い
る
。
本
宗
教
師
も
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

も
た
れ
な
い
よ
う
、
研
鑚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
学
を
学
ぶ
と
同
時
に
、
日
々
の
生
活
の
中
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
体
験
に
移
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。「
こ
の
世
の
中
す
べ
て

が
お
念
仏
で
あ
る
」「
お
念
仏
抜
き
に
は
私
何
も
語
れ
な
い
。
お
念
仏
だ
け
が
私
だ
と
思
う
。
私
の
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
こ
と
は
全
部
お
念

仏
」
と
浄
土
真
宗
住
職
の
、
あ
る
奥
さ
ん
は
言
っ
て
い
る
。
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今
、
巷
で
は
宗
教
間
の
相
互
理
解
と
共
生
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
結
局
、
宗
教
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
な
の
だ
か

ら
、
他
の
宗
教
に
も
寛
容
に
な
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
教
師
に
と
っ
て
は
「
日
蓮
聖
人
が
信
解
体
得

せ
ら
れ
た
法
華
経
」
に
の
っ
と
り
、
そ
の
教
義
を
自
ら
実
践
し
信
解
体
得
し
、
そ
の
真
実
を
他
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
他
共
に
、
心

の
平
安
、
世
界
の
平
和
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
理
想
目
的
が
あ
る
。
こ
の
確
固
た
る
事
実
を
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
、
単
に
宗
教
同
士

の
寛
容
さ
や
、
相
互
理
解
、
共
生
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
も
、
う
わ
べ
だ
け
を
飾
り
立
て
た
耳
ざ
わ
り
の
よ
い
文
句
に
終
わ
る
だ
け
だ
ろ

う
。
相
手
の
他
者
性
を
認
め
な
が
ら
、
意
思
の
疎
通
を
図
り
共
生
し
て
い
く
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
な
が

ら
、
し
か
も
な
お
そ
こ
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
共
生
の
道
を
探
っ
て
い
け
ば
い
い
か
を
模
索
す
る
と
い
う
営
み
が
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら

れ
る
。

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
平
成
十
四
年
一
月
推
計
）
に
よ
る
と
、
平
成
十
二
（
二
〇
〇

〇
）
年
の
日
本
の
総
人
口
は
一
億
二
、
六
九
三
万
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
総
人
口
は
今
後
も
緩
や
か
に
増
加
し
、
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）

年
に
一
億
二
、
七
七
四
万
人
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た
後
、
長
期
の
人
口
減
少
過
程
に
入
る
。
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年
に
は
ほ
ぼ
現
在

の
人
口
規
模
に
戻
り
、
平
成
六
十
二
（
二
〇
五
〇
）
年
に
は
お
よ
そ
一
億
六
〇
万
人
に
な
り
、
以
後
減
少
し
て
い
く
も
の
と
予
測
し
て
い

る
。老

年
人
口
（
六
五
歳
以
上
）
の
割
合
は
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
で
は
一
七
・
四
％
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
六
（
二
〇
五
〇
）
年
に

は
、
二
・
八
人
に
一
人
が
六
五
歳
以
上
人
口
と
な
る
と
い
う
。
こ
れ
に
伴
い
、
葬
儀
の
形
態
も
簡
素
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
出
は
じ
め
て

い
る
。

先
日
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
ら
、「
最
新
お
葬
式
ビ
ジ
ネ
ス
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
僧
侶
抜
き
の
、
散
骨
樹
木
葬
、
ホ
テ
ル
葬
（
お

別
れ
会
方
式
）、
宇
宙
葬
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
骨
壷
陶
芸
教
室
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
参
加
者
が
め
い
め
い

自
分
の
気
に
入
っ
た
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
、
将
来
自
分
が
入
る
た
め
の
骨
壷
を
、
楽
し
そ
う
に
自
分
自
身
で
作
っ
て
い
た
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
葬
儀
、
法
要
以
外
に
何
か
を
持
っ
て
い
な
い
教
師
に
と
っ
て
は
、
収
入
基
盤
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
ま

た
、
老
人
問
題
、
ホ
ス
ピ
ス
な
ど
の
対
策
も
ま
す
ま
す
重
要
度
を
帯
び
て
く
る
。

僧
侶
と
し
て
の
資
質
の
問
題

平
成
八
年
度
宗
勢
調
査
報
告
書
（
三
月
三
十
一
日
現
在
）
に
よ
る
と
、
二
〇
歳
代
で
は
「
教
師
と
し
て
の
自
覚
が
深
め
ら
れ
な
い
」
と

「
檀
信
徒
の
相
談
や
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
経
験
不
足
か
ら
な
る
問
題
で
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
檀
信
徒
の
信
頼
を
失
う

の
は
一
瞬
だ
が
、
失
っ
た
信
頼
を
再
構
築
す
る
た
め
に
は
莫
大
な
時
間
と
労
力
を
要
す
る
。
信
頼
さ
れ
る
た
め
に
は
、
教
師
は
そ
れ
な
り

の
知
識
を
備
え
、
か
つ
ま
た
言
動
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
師
は
人
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
常
に
心
の
隅

に
お
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
檀
信
徒
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
、
専
門
知
識
の
少
な
さ
を
自
覚
し
て
い
る
者
は
、
少
な
く

と
も
、
そ
れ
を
補
う
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
沈
黙
回
避
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

危
機
管
理
と
し
て
身
に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
長
時
間
か
け
た
布
教
も
、
問
わ
れ
た
質
問
に
沈
黙
す
る
こ
と
で
台
無
し
と
な

る
。基

礎
的
教
養
に
関
し
て
だ
が
、
遠
藤
誠
が
川
崎
大
師
に
お
参
り
に
行
っ
た
際
、
祈
願
を
依
頼
す
る
の
に
、
そ
の
目
的
を
「
即
身
成
仏
」

と
用
紙
に
記
入
し
た
ら
、
係
り
の
僧
侶
か
ら
「
お
客
さ
ん
、
自
殺
で
も
す
る
ん
で
す
か
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
（
遠

藤
誠
『
今
の
お
寺
に
仏
教
は
な
い
』
現
代
書
館
、
一
九
九
五
）。

参
詣
者
を
「
お
客
さ
ん
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
、
僧
侶
と
し
て
の
資
質
を
疑
わ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
、「
成
仏
と
は
な
に
か
」
と
い

う
こ
と
を
檀
信
徒
に
問
わ
れ
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
と
っ
さ
に
、
適
切
に
反
応
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
宗
門
教
師
た
る
も
の
、
次
の
よ
う
な
誤
っ
た
知
識
を
、
世
間
に
堂
々
と
語
る
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

『
法
華
経
は
だ
い
た
い
釈
迦
が
死
ん
で
千
年
ぐ
ら
い
後
に
で
き
た
も
の
で
す
。
…
…
法
華
経
は
岩
波
文
庫
に
入
っ
て
い
て
、
三
冊
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
読
む
と
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
何
を
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、「
法
華
経
こ
そ
が
お
経
の
中
の
お
経
」「
法
華
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経
は
お
経
の
中
の
王
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
三
巻
分
書
い
て
あ
る
。
役
に
立
つ
教
え
な
ど
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
』（
谷
沢
永
一
、

渡
辺
昇
一
『「
宗
教
と
オ
カ
ル
ト
」
の
時
代
を
生
き
る
智
恵
』

研
究
所
、
二
〇
〇
三
）

二
十
一
世
紀
に
適
応
す
る
具
体
的
教
師
像
と
い
う
こ
と
で
は
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
す
る
宗
教
者
と
し

て
の
自
覚
が
問
わ
れ
る
。
現
代
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
積
極
的
に
社
会
と
関
わ
り
、
諸
問
題
に
対
し
て
取
り
組

み
、
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
日
蓮
宗
と
い
う
も
の
は
、
社
会
的
に
無
害
無
益
の
宗
教
と
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
。

日
蓮
聖
人
の
ご
生
涯
が
立
正
安
国
論
に
始
ま
り
、
立
正
安
国
論
に
終
わ
っ
た
事
を
考
え
る
と
、
世
界
平
和
の
問
題
も
重
要
な
関
心
事
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
界
の
各
地
に
お
い
て
は
い
ま
だ
に
戦
争
、
紛
争
が
後
を
絶
た
な
い
。

今
、
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
で
は
、
軍
事
政
権
は
ウ
ス
ン
サ
ン
ス
ー
チ
ー
さ
ん
ら
の
暗
殺
を
謀
り
、
百
人
以
上
を
虐
殺
し
、
二
百
人

に
上
る
人
々
を
不
当
に
逮
捕
し
、

（
国
民
民
主
連
盟
）
は
じ
め
民
主
化
を
求
め
る
活
動
・
仏
教
徒
を
弾
圧
、
迫
害
し
て
い
る
と
い

う
状
況
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
対
す
る
新
規

（
政
府
開
発
援
助
）
を
停
止
し
た
が
、
す
で
に
進
行
中
の

は

継
続
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
税
金
を
使
っ
て
供
与
し
て
い
る

は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
軍
事
政
権
を
間
接
的
に
支
え
て
い
る
の
で
あ

る
。私

た
ち
教
師
は
総
合
的
に
こ
れ
ら
の
事
業
を
受
け
止
め
、
反
省
し
、
各
々
が
自
己
の
力
量
に
応
じ
て
事
態
の
改
善
に
向
け
て
実
践
し
て

い
く
態
度
を
起
こ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
あ
る
教
会
で
は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
映
画
、
ビ
デ
オ
を
上
映
で
き
る
娯
楽
施
設
を
兼
ね
備
え

て
い
る
。
理
想
だ
が
、
宗
門
も
こ
の
よ
う
な
総
合
施
設
を
設
立
し
て
、
劇
場
あ
る
い
は
ホ
テ
ル
を
含
ん
だ
施
設
に
お
い
て
、
教
師
の
法
話

が
聞
け
た
り
、
あ
る
い
は
日
蓮
聖
人
関
係
の
映
画
、
ビ
デ
オ
を
見
ら
れ
た
り
、
悩
み
事
相
談
、
宗
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も
受
け
ら
れ
る
よ

う
な
総
合
的
な
施
設
の
設
立
が
望
ま
れ
る
。
教
師
は
実
際
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
現
場
を
覗
く
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
付

け
、
自
坊
で
そ
れ
を
応
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
を
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
発
進
基
地
と
し
、
パ
ソ
コ
ン
用
の
布
教
用
ソ
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フ
ト
も
販
売
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
に
対
応
で
き
る
教
師
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
講
習
会
も
行
な
え
る
施
設
、
医
師
で
い
う
と
こ
ろ
の
イ

ン
タ
ー
ン
が
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
教
学
知
識
を
兼
ね
備
え
た
宗
門
の
教
師
像
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
か
ら
は
必

要
で
あ
る
。

ご
本
尊
と
か
教
義
と
か
は
、
変
え
よ
う
の
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
織
や
運
動
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
教

学
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
で
も
時
代
に
即
し
た
も
の
に
変
え
ら
れ
る
は
ず
だ
。

「
は
と
バ
ス
」
で
は
今
、
四
五
人
乗
り
座
席
か
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
二
七
人
乗
り
座
席
に
変
更
し
、「
癒
し
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
・
居
間
の
よ
う
な
感
じ
」
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
、
日
帰
り
バ
ス
ツ
ア
ー
を
展
開
し
て
い
る
。
宗
教
は
一
般
社
会
に
安
易
に
迎
合
す
べ

き
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
旧
態
依
然
と
し
た
、
時
代
錯
誤
の
認
識
を
抱
い
た
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
今
、
わ
れ
わ
れ
は
、「
す

が
る
宗
教
」
か
ら
「
楽
し
む
宗
教
」
へ
、
と
い
う
構
想
を
打
ち
立
て
、
教
師
と
一
般
大
衆
老
若
男
女
が
と
も
に
楽
し
く
宗
教
を
体
験
で
き

る
よ
う
な
場
の
設
立
を
目
指
し
て
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

美
術
家
の
横
尾
忠
則
も
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
大
切
な
の
は
、
生
の
側
か
ら
死
を
見
る
以
上
に
、
死
の
側
か
ら
生
を
確
か
め
る
と
い
う
視
点
だ
。
こ
れ
が
定
ま
ら
な
い
と
自
分
の

人
生
も
芸
術
も
実
り
多
い
も
の
に
な
ら
な
い
気
が
す
る
。
さ
ら
に
大
切
な
の
は
、
生
と
死
の
問
題
を
遊
び
を
導
入
し
な
が
ら
と
ら
え
る

と
い
う
視
点
。
遊
び
は
芸
術
に
お
け
る
必
要
不
可
欠
な
ビ
タ
ミ
ン
剤
の
よ
う
な
も
の
だ
。
…
…
こ
の
遊
び
は
、
自
分
自
身
か
ら
自
由
に

な
れ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
い
や
、
遊
び
を
実
践
し
て
か
ら
自
由
に
な
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」（
横
尾
忠
則
「
い
つ
も
そ
ば
に
本

が
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
十
一
月
二
日
）


