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布
教
教
化
を
機
能
さ
せ
る
に
は
（
布
教
教
化
機
能
論
）

家
の
宗
教
か
ら
個
人
の
宗
教
へ
の
変
化
を
理
解
す
る
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日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
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昨
年
は
「
世
間
の
目
線
に
た
っ
た
布
教
（
布
教
教
化
）」
と
題
し
て
、『
現
代
宗
教
研
究
』
第
三
十
八
号
に
小
論
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
布
教
教
化
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
「
世
間
の
人
々
が
、
宗
教
に
何
を
求
め
、
何
を
期
待
し
て
い
る
か
と
い
う
、
世

間
一
般
の
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
に
気
づ
く
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

や
や
も
す
る
と
私
た
ち
の
布
教
教
化
は
、
自
分
の
ニ
ー
ズ
（
葬
儀
で
あ
っ
た
り
、
法
事
で
あ
っ
た
り
、
お
寺
の
年
間
行
事
で
あ
っ
た

り
）
に
準
じ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
や
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
説
く
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
世
間
一
般
の
人
々
が
、
何
を
ど
う
感

じ
て
、
何
を
ど
う
求
め
て
い
る
か
と
い
う
、
そ
の
教
え
を
聞
こ
う
と
す
る
人
々
へ
の
配
慮
が
足
り
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

じ
つ
は
「
布
教
教
化
」
は
、
人
と
人
の
間
で
成
立
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
人
間
関
係
そ
の
も
の
と
い
え
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
布
教
教
化
は
、
い
ま
ま
で
日
蓮
聖
人
か
ら
継
承
し
た
宗
教
的
な
情
報
を
伝
え
る
た
め
の
技
術

的
な
向
上
や
、
ま
た
そ
の
情
報
ソ
ー
ス
の
研
鑽
ば
か
り
に
明
け
暮
れ
て
い
て
、
そ
の
布
教
教
化
を
受
け
取
る
側
の
情
報
を
入
手
し
て
来
な

か
っ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
あ
る
事
業
家
が
商
品
を
売
っ
て
営
業
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
た
だ
漠
然
と
商
品
を
並
べ
る
ヒ
ト
は
い
な
い
は
ず
で
す
。

そ
の
業
界
で
は
、
い
ま
ど
の
よ
う
な
商
品
が
売
れ
筋
に
な
っ
て
い
る
か
、
消
費
者
が
ど
の
よ
う
な
商
品
を
求
め
て
い
る
か
、
必
ず
市
場
調
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査
を
お
こ
な
い
目
算
が
立
っ
て
か
ら
実
施
す
る
は
ず
で
す
。
人
間
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
、
ヒ
ト
は
自
分
の
好
み
に

あ
っ
た
も
の
を
買
い
求
め
ま
す
か
ら
、
商
品
を
売
り
た
け
れ
ば
そ
の
好
む
も
の
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
構
造
不
況
の
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
ー
最
大
手
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
は
、
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
全
国
の
店
舗
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
た
レ
ジ
ス
タ
ー
で
管
理
し
、
そ
の
商
品
を
購
入
し
た
人
の
年
齢
・
性
別
・
何
時
・
何

処
・
気
象
条
件
な
ど
の
情
報
を
リ
サ
ー
チ
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
誰
が
何
時
、
何
処
で
何
を
買
う
か
」
を
把
握

し
、
い
ま
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
は
市
場
開
発
の
ツ
ー
ル
と
な
り
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
で
売
れ
る
商
品
が
売
れ
筋
の
商
品
と
な
っ
て
い
る
の
で

す
。ま

た
数
年
前
の
春
に
、「
だ
ん
ご
三
兄
弟
」
と
い
う
タ
ン
ゴ
が
爆
発
的
に
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
実
際
に
は
こ
れ
も
、
ヒ
ッ
ト
し
た
の
で

は
な
く
ヒ
ッ
ト
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
あ
る

プ
ラ
ン
ナ
ー
は
、
今
ど
き
の
子
供
た
ち
の
生
理
状
態
、
こ
こ
一
〇
年
の
間
、
子
供
た
ち

の
歌
う
音
程
が
数
オ
ク
タ
ー
ブ
下
が
っ
て
い
る
こ
と
、
平
熱
の
低
い
低
体
温
児
で
あ
る
こ
と
、
心
拍
数
が
少
な
い
こ
と
な
ど
の
情
報
を
リ

サ
ー
チ
し
、
子
供
た
ち
に
合
わ
せ
た
歌
を
作
り
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
は
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
時
代
と
大
衆
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」、
つ
ま
り
世
間
一
般
の
情
報
の
中
で
、
何
が
受
け
入
れ
ら
れ
や

す
い
情
報
な
の
か
を
見
極
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。「
世
間
の
目
線
に
た
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
向
こ
う
側
に
い
る
姿
の
見
え

な
い
世
間
一
般
の
人
々
の
声
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
。

で
は
い
ま
ま
で
、
な
ぜ
私
た
ち
は
、
布
教
教
化
を
受
け
取
る
側
の
情
報
を
入
手
し
な
い
ま
ま
、
つ
ま
り
、
相
手
の
好
み
も
分
か
ら
な
い

ま
ま
、
た
だ
一
方
的
に
お
釈
迦
さ
ま
や
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
伝
え
る
形
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

じ
つ
は
、
こ
の
認
識
自
体
が
誤
り
な
の
で
す
。
実
際
に
は
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
布
教
教
化
を
人
間
関
係
と
し
て
捉
え
た
と

き
、
そ
の
関
係
が
一
方
通
行
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
は
す
で
に
破
綻
し
た
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
に
気
づ

い
て
い
な
か
っ
た
だ
け
な
の
で
す
。
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現
在
、
宗
門
レ
ベ
ル
で
布
教
教
化
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
じ
つ
に
布
教
教
化
の
対
象
で
あ
る
世
間
一
般
の
人
々

と
の
関
係
が
、
一
方
通
行
と
な
っ
て
破
綻
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
ま
さ
に
「
世
間
の
目
線
に
た
つ
」
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
も
の

は
、
こ
の
よ
う
な
自
分
の
姿
、
自
己
像
そ
の
も
の
に
気
づ
く
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
大
変
重
要
な
問
題
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
布
教
教
化
の
人
間
関
係
が
一
方
通
行
に
な
っ
て
破
綻
し
て
い
る
た
め

に
、
宗
門
レ
ベ
ル
で
布
教
教
化
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
て
も
、
現
在
の
日
蓮
宗
寺
院
が
存
続
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
布
教

教
化
を
し
な
く
と
も
何
か
別
の
事
業
に
よ
っ
て
、
寺
院
が
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

さ
き
の
よ
う
に
、
あ
る
商
品
を
売
っ
て
営
業
に
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
の
商
品
が
売
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
会
社
は
破
綻
し
ま
す
。
も

し
そ
の
商
品
が
売
れ
な
く
と
も
、
そ
の
会
社
が
破
綻
し
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
会
社
は
す
で
に
何
か
別
の
事
業
を
起
こ
し
て
、
そ
れ

が
営
業
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
考
え
ま
す
と
、
現
在
の
寺
院
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
布
教
教
化
の
関
係
は
破
綻
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
以

外
の
事
業
と
い
え
ば
、
当
然
の
よ
う
に
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
寺
院
運
営
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
い
ま
ま
で
布
教
教
化
の
関
係
が
破
綻
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
の
破
綻
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
布
教
教
化
を

し
な
く
と
も
、
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
寺
院
運
営
で
や
っ
て
こ
れ
ら
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
布
教
教
化
の
関
係
が
破
綻
し
て
い
て
も
、
葬
儀
法
要
に
付
随
す
る
法
話
な
ら
ば
、
会
葬
者
た
ち
は
葬
儀
法
要
の

セ
ッ
ト
と
し
て
は
拝
聴
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
で
は
布
教
教
化
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
布
教
教
化
の
破
綻
し
た
関
係
が
継
続
さ
れ
る
と
、
布
教
教
化
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
錯
覚
に
よ
っ
て
、
私
た

ち
僧
侶
は
世
間
一
般
の
人
々
を
、
対
峙
関
係
に
捉
え
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
、
対
峙
関
係
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、「
世
間
一
般
の
方
々
と
私
た
ち
僧
侶
は
違
う
」
と
い
う
峻
別
で
あ
り
、
教
え
説
く
立
場
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（
能
化
）
と
聞
く
立
場
（
所
化
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
種
の
立
場
的
な
違
い
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
の
で
す
。
ま
さ
に
こ

の
対
峙
関
係
が
、
布
教
教
化
で
は
破
綻
し
た
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

と
く
に
近
年
の
僧
侶
は
、
住
職
の
師
父
か
ら
弟
子
と
し
て
寺
院
を
継
承
す
る
形
が
多
い
で
す
か
ら
、
必
然
的
に
僧
侶
と
い
っ
て
も
職
業

的
な
階
級
意
識
が
身
に
つ
い
て
し
ま
い
、
ど
う
し
て
も
対
峙
関
係
と
し
て
捉
え
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
い
ま
こ
こ
で
「
布
教
教
化
を
機
能
さ
せ
る
」
に
は
、
さ
き
の
よ
う
な
僧
侶
と
い
う
職
業
的
な
階
級
意
識
か
ら
離
れ
て
、

「
世
間
に
自
分
自
身
が
ど
う
映
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
、
自
己
像
へ
の
気
づ
き
が
必
要
な
の
で
す
。
こ
の
「
自
己
像
の
自
覚
」
が
な
い
限

り
、
布
教
教
化
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。

寺
院
と
い
う
環
境
の
中
で
、
僧
侶
に
耳
障
り
の
良
い
こ
と
を
い
う
人
は
誰
で
す
か
。
総
代
さ
ん
、
世
話
人
さ
ん
、
あ
る
い
は
経
済
的
に

豊
か
な
檀
家
さ
ん
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ご
く
少
数
の
お
檀
家
さ
ん
で
し
ょ
う
。

さ
き
の
よ
う
に
、
布
教
教
化
と
は
人
間
関
係
そ
の
も
の
で
す
か
ら
、「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
の
『
裸
の
王
様
』
の
よ
う
に
、
私
た
ち

は
『
裸
の
僧
侶
』」
で
あ
っ
て
は
困
る
の
で
す
。
ま
ず
、
世
間
に
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
の
自
覚
が
「
布
教
教
化
を
機
能
さ
せ
る
」
の
で

す
。こ

れ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
、
一
つ
は
私
た
ち
伝
統
教
団
の
よ
う
に
「
葬
儀
法
要
の
施
収
入
で
運
営
さ
れ
て

い
る
宗
教
」
と
、
も
う
一
つ
は
新
宗
教
の
よ
う
に
「
世
間
の
現
実
苦
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
施
収
入
で
運
営
さ
れ
て
い
る
宗
教
」
の
あ
り
方

を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
私
た
ち
の
布
教
教
化
が
機
能
す
る
か
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

１

新
宗
教
は
な
ぜ
流
行
す
る
の
だ
ろ
う
か
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ま
ず
こ
こ
で
こ
の
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
日
蓮
宗
の
布
教
教
化
の
現
状
に
対
し
て
共
通
認
識
を
持
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
私
た
ち
の
「
布
教
教
化
が
機
能
し
て
い
な
い
」
と
い
う
現
実
の
認
識
で
す
。
こ
の
よ
う
に
い
い
ま
す
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、

お
檀
家
さ
ん
は
聞
い
て
く
れ
て
い
る
、
と
反
駁
し
た
い
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
世
間
一
般
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
意
味
で
は
、「
私
た
ち
の
布
教
教
化
は
機
能
し
て
い

な
い
」
と
い
う
事
実
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
す
。

で
は
こ
こ
で
、
私
た
ち
の
「
布
教
教
化
を
機
能
さ
せ
る
」
に
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
手
掛
か
り

は
、
葬
儀
法
要
と
い
う
お
檀
家
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
で
は
な
く
、
世
間
一
般
の
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
形
で
、
布
教
教
化
が
進
ん
で
い
る

新
宗
教
教
団
な
ど
の
実
状
を
探
れ
ば
、
一
目
瞭
然
の
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
現
在
い
ろ
い
ろ
な
と
社
会
的
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
組
織
を
拡
大
し
て
い
る
宗
教
教
団
を
あ
げ
ま
す

と
、
オ
ウ
ム
真
理
教
、
富
士
大
石
寺
顕
正
会
、
創
価
学
会
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
文
化
庁
発
行
の
『
宗
教
年
鑑
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
宗
教
法

人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
お
よ
そ
四
〇
〇
団
体
で
、
そ
の
総
数
は
お
お
よ
そ
一
九
万
団
体
あ
ま
り
と
膨
大
な
教
団
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
こ
の
四
つ
の
宗
教
組
織
の
実
状
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
オ
ウ
ム
真
理
教
の
場
合
は
、
解
散
後
そ
の
名
称
を
「
ア
ー
レ
フ
」
と
改
め
、
宗
教
団
体
と
し
て
活
動
を
続
け
て
お
り
、
解
散
後
一

〇
年
を
待
た
ず
に
出
家
信
者
一
〇
〇
〇
人
を
す
で
に
回
復
し
、
資
産
は
五
〇
億
円
と
も
六
〇
億
円
と
も
推
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
富
士
大
石
寺
顕
正
会
の
場
合
は
、
立
教
開
宗
七
五
〇
年
当
時
に
は
会
員
一
〇
〇
万
人
を
達
成
し
、
国
会
議
事
堂
前
を
三
〇
万
信
徒

で
埋
め
つ
く
し
、
国
家
諫
暁
す
る
と
息
巻
い
て
お
り
、
実
際
に
一
〇
〇
万
信
徒
達
成
記
念
式
典
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
息
巻
い
た
ほ
ど
に

は
国
会
議
事
堂
云
々
の
国
家
諫
暁
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
会
員
の
実
数
は
、
こ
の
数
年
八
五
万
人
程
度
を
推
移
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
収
益
事
業
で
は
な
ん
と
年
商
六
五
億
円
と
い
い
、
収
益
の
大
半
は
例
の
『
国
家
諫
暁
書
』
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

さ
ら
に
創
価
学
会
の
場
合
は
、

（
国
際
創
価
学
会
）
を
か
か
え
て
、
池
田
名
誉
会
長
の
権
勢
は
安
泰
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
の
会



─ ─

員
総
数
は
公
称
八
二
一
万
世
帯
と
い
う
が
、
実
際
に
は
三
五
〇
万
世
帯
程
度
だ
と
い
い
ま
す
。
今
回
の
参
院
選
で
は
一
〇
〇
〇
万
票
ま
で

は
延
び
な
か
っ
た
も
の
の
、
な
ん
と
八
六
二
万
票
を
集
め
、
公
明
党
は
政
権
与
党
に
参
画
し
、
自
民
党
の
政
権
基
盤
を
支
え
て
い
ま
す
。

ま
た
会
員
の
寄
付
行
為
な
ど
で
年
間
四
〇
〇
〇
億
円
以
上
の
収
入
、
総
資
産
一
〇
兆
円
と
も
い
い
、
収
益
事
業
で
は
年
商
一
八
一
億
円

と
、
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
や

と
肩
を
並
べ
る
企
業
で
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。（『
週
刊
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
』
第
九
二
巻
三
一
号

株
式

会
社
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
社

二
〇
〇
四
・
八
・
七
）

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
立
て
続
け
に
布
教
教
化
の
進
ん
で
い
る
教
団
を
あ
げ
ま
す
と
、
私
が
こ
れ
ら
の
新
宗
教
を
褒
め
称
え
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
新
宗
教
が
「
葬
儀
法
要
の
施
収
入
で
運
営
さ
れ
て
い
な
い
」

と
い
う
事
実
で
す
。

こ
れ
ら
の
新
宗
教
が
「
葬
儀
法
要
の
施
収
入
」
に
依
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
世
間
の
目
線
に
た
っ
た
布
教
教
化
を
し
て
い
る
か
ら

な
の
で
す
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
世
間
一
般
の
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

言
い
つ
く
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
病
・
貧
・
争
の
ケ
ア
（
抜
苦
与
楽
）
を
具
体
化
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
の

で
す
。
近
ご
ろ
の
新
々
宗
教
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
若
者
た
ち
の
む
な
し
さ
」
だ
と
い
う
学
者
も
い
ま
す
が
、
よ
う
す
る
に
「
世
間
一
般

の
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
」
こ
と
、「
世
間
の
ヒ
ト
の
現
実
苦
」
に
目
線
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
に
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
一
つ
は
私
た
ち
伝
統
教
団
の
よ
う
に
「
葬
儀
法
要
の
施
収
入
で
運
営
さ

れ
て
い
る
宗
教
」
と
、
も
う
一
つ
は
新
宗
教
の
よ
う
に
「
世
間
の
現
実
苦
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
施
収
入
で
運
営
さ
れ
て
い
る
宗
教
」
で

す
。
こ
れ
を
も
う
少
し
具
体
的
に
理
解
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

２

寺
院
社
会
の
司
祭
階
級
化
に
つ
い
て
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い
ま
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
現
代
の
寺
院
社
会

の
司
祭
階
級
化
、
寺
院
継
承
者
の
集
団
化
に
つ
い
て
論
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

さ
き
に
、「
僧
侶
と
い
っ
て
も
職
業
的
な
階
級
意
識
が
身
に
つ
い
て
し
ま
い
、
ど
う
し
て
も
対
峙
関
係
と
し
て
捉
え
て
し
ま
い
が
ち
な

の
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
敗
戦
後
の
宗
教
法
人
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
寺
院
や
僧
侶

の
あ
り
方
が
変
化
し
た
か
ら
な
の
で
す
。
こ
れ
は
日
蓮
宗
ば
か
り
に
止
ま
ら
ず
、
伝
統
教
団
の
全
般
に
当
て
は
ま
る
こ
と
な
の
で
す
。

こ
れ
を
敗
戦
後
の
六
〇
年
史
か
ら
眺
め
る
と
釈
然
と
し
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
昭
和
二
十
年
に
終
戦
を
迎
え
、
ま
ず
何
が
起
き
た
か
と

い
え
ば
、
戦
前
ま
で
の
日
蓮
宗
の
基
本
的
な
組
織
は
、
そ
れ
ま
で
各
門
流
の
本
山
と
末
寺
と
い
う
関
係
で
維
持
運
営
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
と
く
に
昭
和
二
十
二
年
に
農
林
省
が
発
令
し
た
農
地
の
所
有
制
度
の
改
革
（
農
地
改
革
）
に
よ
っ
て
、
宗
教
法
人
が
持
っ
て
い
た
田

畑
な
ど
の
寺
領
が
解
放
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
の
本
山
と
末
寺
と
い
う
寺
院
組
織
の
解
体
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
現
在
の
宗
教
法
人
日
蓮
宗
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た
新
宗
教
法
人
法
の
下
に
、
包
括
法
人
と
し
て
の

宗
教
法
人
日
蓮
宗
を
組
織
し
て
、
各
都
道
府
県
に
登
記
さ
れ
た
日
蓮
門
下
の
寺
院
を
日
蓮
宗
と
し
て
包
括
し
、
全
国
の
管
轄
区
域
（
管

区
）
に
宗
務
所
を
設
置
し
、
そ
の
管
区
内
（
管
内
）
の
寺
院
・
教
会
・
結
社
を
統
括
し
て
組
織
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
組
織
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
本
山
と
末
寺
と
い
う
由
緒
や
故
事
来
歴
に
よ
る
寺
院
運
営
か
ら
、
日
蓮
宗
宗
制

（
日
蓮
宗
宗
憲
・
日
蓮
宗
規
則
・
日
蓮
宗
規
定
）
に
基
づ
く
法
人
運
営
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
日
蓮
宗
制
に
基
づ
い
た
寺
院
運

営
に
よ
っ
て
、
本
山
と
末
寺
関
係
が
解
体
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
は
法
人
の
上
で
は
同
等
の
立
場
で
独
立
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
実

際
に
は
法
人
の
上
で
は
同
等
の
立
場
で
も
、
寺
領
な
ど
を
失
っ
た
た
め
に
自
立
し
た
寺
院
運
営
が
行
え
ず
に
、
か
な
り
の
寺
院
が
経
済
的

に
行
き
詰
ま
っ
た
の
で
す
。

本
山
で
あ
っ
て
も
お
檀
家
さ
ん
の
少
な
い
お
寺
は
疲
弊
し
、
末
寺
で
も
お
檀
家
さ
ん
の
多
い
お
寺
は
残
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
お
檀

家
さ
ん
の
多
い
お
寺
が
優
等
寺
院
へ
と
い
う
変
遷
を
た
ど
っ
た
の
で
す
。
本
山
が
疲
弊
し
た
よ
う
に
、
お
檀
家
さ
ん
の
少
な
い
と
こ
ろ
は
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大
変
な
状
況
に
な
っ
た
の
で
す
。
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
寺
院
運
営
が
可
能
な
寺
院
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

ま
た
、
敗
戦
後
の
こ
の
よ
う
な
六
〇
年
に
及
ぶ
歳
月
が
、
あ
る
意
味
で
は
伝
統
教
団
の
宗
教
性
を
壊
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
と
い
え
ば
、
本
山
と
末
寺
の
関
係
が
解
体
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
山
で
修
行
し
た
僧
侶
が
、
末
寺
か
ら
み
ん
な
成
り

上
が
っ
て
行
く
と
い
う
循
環
、
本
山
と
末
寺
の
循
環
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

妙
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
戦
前
の
寺
院
組
織
で
は
僧
侶
は
あ
る
程
度
、
自
分
の
器
の
範
囲
で
成
り
上
が
る
余
地
が
あ
っ
た

の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
敗
戦
後
の
法
人
改
正
に
よ
っ
て
、
末
寺
か
ら
本
山
へ
の
循
環
が
な
く
な
り
、
み
ん
な
成
り
上
が
っ
た
と
こ
ろ
の
寺

院
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
く
に
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
寺
院
運
営
が
可
能
な
お
檀
家
さ
ん
の
多
い
お
寺
で
は
、
経
済
的
に
成
り
立
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ

か
ら
動
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
寺
院
で
は
、
子
供
さ
ん
が
寺
院
の
後
継
者
と
し
て
、
師
父
で
あ
る
住
職
の
跡
を
継

ぐ
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
こ
の
大
き
な
変
化
に
よ
っ
て
、
じ
つ
は
伝
統
的
な
継
承
事
も
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
本
山
の

檀
林
な
ど
で
修
行
し
た
後
、
小
寺
か
ら
大
寺
へ
と
そ
れ
な
り
に
寺
院
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
お
経
や
回
向
を
聞
け
ば
、
あ
の
僧
侶

は
ど
の
門
流
の
檀
林
で
修
行
し
た
の
か
、
ま
た
貫
主
さ
ま
の
ご
回
向
を
聞
け
ば
、
ど
こ
の
本
山
の
貫
主
さ
ま
か
が
分
か
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
の
よ
う
な
日
蓮
宗
制
に
基
づ
く
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
寺
院
運
営
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
寺
院
の
由
緒
や
故
事
来
歴
と

い
う
権
威
性
か
ら
、
寺
院
の
等
級
数
に
よ
る
経
済
的
な
権
威
性
が
も
の
を
い
う
状
況
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
こ
の
大
き
な
変
化
を
整
理
し
ま
す
と
、
敗
戦
後
の
寺
院
運
営
が
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
寺
院
運
営
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

僧
侶
の
考
え
方
や
感
じ
方
が
、
い
つ
も
お
檀
家
さ
ん
つ
な
が
り
の
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
お
檀

家
さ
ん
つ
な
が
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
宗
教
的
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
檀
家
が
、
お
寺
の
経
済
を
支
え
る
顧
客
と
し
て
の
檀
家
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と
い
う
よ
う
に
、
宗
教
的
な
位
置
づ
け
か
ら
、
経
済
的
な
位
置
づ
け
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
う
な
る
と
当
然
の
よ
う
に
、
宗
教
性
が
喪
失
し
が
ち
に
な
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
、
葬
儀
法
要
だ
け
に
よ
っ

て
経
済
基
盤
が
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
具
体
化
し
な
く
て
も
、
そ
れ
で
寺
院
運
営
が
で
き
る
か
ら
な
の

で
す
。

さ
き
に
、「
い
ま
ま
で
布
教
教
化
の
関
係
が
破
綻
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
布
教
教
化
を
し

な
く
と
も
、
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
寺
院
運
営
で
や
っ
て
こ
れ
ら
た
」
と
言
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
、
現
代
の
寺
院
社
会
の
司
祭
階
級
化
、
寺
院
継
承
者
の
集
団
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
僧
侶
と
い
う

職
業
的
な
階
級
意
識
が
養
わ
れ
て
し
ま
い
、
お
檀
家
さ
ん
の
葬
儀
・
法
要
の
ニ
ー
ズ
に
は
う
ま
く
応
え
ら
れ
る
も
の
の
、
世
間
一
般
の

人
々
と
は
ど
う
し
て
も
対
峙
関
係
と
な
っ
て
、
布
教
教
化
が
機
能
し
な
い
の
で
す
。

３

家
族
制
度
と
家
の
宗
教
の
崩
壊
に
つ
い
て

い
ま
敗
戦
後
の
寺
院
社
会
の
大
き
な
変
化
に
つ
い
て
、
僧
侶
の
司
祭
階
級
化
や
寺
院
継
承
者
と
い
う
職
業
的
な
階
級
意
識
に
つ
い
て
論

じ
ま
し
た
が
、
じ
つ
は
こ
の
大
き
な
変
化
は
、
日
本
の
民
主
化
を
は
か
る
進
駐
軍
の
施
策
で
あ
り
、
そ
れ
は
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
調

と
す
る
「
日
本
国
憲
法
」（
昭
和
二
〇
年
十
一
月
三
日
公
布
、
翌
二
十
二
年
五
月
三
日
実
施
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
こ

で
は
敗
戦
後
の
日
本
社
会
の
民
主
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
大
家
族
の
棲
み
分
け
と
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
、
家
族
の
つ
な
が
り
の
変
化
に

つ
い
て
論
じ
ま
し
す
。

さ
て
、
さ
き
に
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
つ
は
「
葬
儀
法
要
の
施
収
入
で
運
営
さ
れ
て
い
る
宗
教
」
の
伝
統
教
団
と
、
も

う
一
つ
は
「
世
間
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
施
収
入
で
運
営
さ
れ
て
い
る
宗
教
」
の
新
宗
教
の
二
つ
が
見
え
て
き
た
と
い
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
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こ
の
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
の
違
い
を
ニ
ー
ズ
と
い
う
切
り
口
で
眺
め
ま
す
と
、「
お
檀
家
さ
ん
の
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
」
に
応
え
る
伝

統
教
団
と
、「
世
間
の
現
実
苦
の
ニ
ー
ズ
」
に
応
え
る
新
宗
教
教
団
と
に
対
比
で
き
ま
す
。

で
は
、
こ
の
違
い
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
現
代
の
伝
統
教
団
は
「
檀
家
の
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
」
に
応
え
る
た
め
、
つ
ま

り
、
現
代
の
僧
侶
や
寺
院
は
お
檀
家
さ
ん
の
「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
た
め
の
司
祭
階
級
や
寺
院
継
承
者
の
集
団
で
あ
っ
て
、
そ
の
た

め
に
宗
教
的
な
技
能
教
育
を
受
け
て
き
た
と
い
え
ま
す
。（
こ
こ
で
は
先
祖
を
ま
つ
る
信
仰
を
仮
に
「
家
の
宗
教
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
）と

こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
家
の
宗
教
」
が
機
能
し
て
い
た
時
代
は
、
戦
前
の
家
族
制
度
が
し
っ
か
り
機
能
し
て
い
た
時
代
で
し
た
。

そ
の
時
代
は
大
日
本
帝
国
憲
法
（
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
発
布
）
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
大
権
の
も
と
に
臣
民
の
権
利
義
務
が
規
定
さ

れ
て
、
長
男
が
家
督
（
戸
主
の
身
分
に
付
随
す
る
す
べ
て
の
権
利
義
務
）
を
相
続
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
長
男
は
こ
の
家
督

相
続
に
よ
っ
て
、
先
祖
代
々
の
家
系
を
家
の
宗
教
と
し
て
相
続
す
る
こ
と
で
し
た
。
つ
ま
り
、「
家
の
宗
教
」
を
相
続
す
る
こ
と
は
、「
家

の
宗
教
」
の
儀
式
典
礼
を
執
行
す
る
檀
那
寺
を
檀
家
と
し
て
継
承
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
家
族
制
度
に
よ
っ
て
長
男
が
家
督
を
相
続
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
家
長
の
権
威
性
と
、
そ
れ
を
支
え
る
家
財
産
の
経
済
基

盤
の
相
続
と
同
時
に
、
先
祖
と
い
う
家
系
の
相
続
が
行
わ
れ
、
そ
れ
は
家
の
宗
教
を
執
行
す
る
寺
院
の
檀
家
を
経
済
的
に
支
え
る
こ
と
で

成
立
し
て
い
た
の
で
す
。
皆
さ
ん
の
寺
院
で
も
、
戦
前
に
は
何
軒
か
の
大
檀
越
が
お
寺
を
経
済
的
に
支
え
て
い
た
は
ず
で
す
。

ま
た
、
そ
の
時
代
の
「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
伝
統
教
団
の
社
会
的
な
位
置
づ
け
は
、
家
族
制
度
上
の
家
督
の
権
威
性
を
補
償
す
る

形
で
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
時
代
の
人
々
は
家
族
制
度
の
中
で
、
大
家
族
の
棲
み
分
け
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
、
家
族
の
つ

な
が
り
が
、
世
間
一
般
に
あ
っ
て
誰
も
が
経
験
す
る
個
人
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
生
き
る
意
味
を
与
え
て
い
た
の
で
す
。
ま
さ

に
そ
こ
で
は
、
先
祖
を
ま
つ
る
「
家
の
宗
教
」
が
宗
教
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、
さ
き
の
よ
う
に
、
こ
の
家
族
制
度
の
崩
壊
の
歴
史
と
い
え
る
戦
後
の
六
〇
年
の
歳
月
に
よ
っ
て
、
現
代
社
会
は
「
大
家
族
か
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ら
核
家
族
へ
」
と
、
家
の
単
位
か
ら
個
人
の
単
位
へ
変
貌
し
た
の
で
す
。
と
く
に
昭
和
二
十
二
年
に
農
林
省
か
ら
発
令
さ
れ
た
農
地
の
所

有
制
度
の
改
革
（
農
地
改
革
）
に
よ
っ
て
、
寺
領
が
喪
失
し
た
よ
う
に
、
家
族
制
度
を
支
え
た
経
済
基
盤
（
田
畑
山
林
・
家
屋
敷
）
が
失

わ
れ
る
と
、
相
続
す
る
家
が
消
え
、
長
男
の
継
承
す
る
家
長
の
権
威
性
も
な
く
な
り
、
大
家
族
の
棲
み
分
け
、
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
、

家
族
の
つ
な
が
り
を
支
え
た
先
祖
を
ま
つ
る
「
家
の
宗
教
」
も
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
家
族
の
あ
り
方
が
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
と
変
化
す
る
中
で
、
核
家
族
と
い
う
個
人
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
家
庭
は
、
家

族
制
度
に
支
え
ら
れ
た
時
代
の
よ
う
に
、
自
分
の
氏
素
性
と
し
て
名
前
は
継
承
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
先
祖
代
々
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き

た
、
家
長
と
し
て
の
権
威
性
も
、
経
済
基
盤
（
田
畑
山
林
・
家
屋
敷
）
も
失
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
寺
院

を
檀
家
と
し
て
支
え
て
き
た
力
も
失
っ
た
の
で
す
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
も
そ
れ
ま
で
の
権
威
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
ら
が
、
昨
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
社
会
の
崩
壊
の
原
因
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
戦
前
は
大
日
本
帝
国
憲
法
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
て
き
た
家
族
制
度
が
、
戦
後
の
基
本
的
人
権
の
尊
重
を

基
調
と
す
る
「
日
本
国
憲
法
」
に
基
づ
く
施
策
、
と
く
に
農
地
解
放
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
先
祖
か
ら
継
承
し
て
き
た
経
済
基
盤
を

失
っ
た
こ
と
で
家
族
制
度
が
崩
壊
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
家
族
制
度
を
支
え
た
先
祖
を
ま
つ
り
、「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
寺
院

を
、
檀
家
と
し
て
経
済
的
に
支
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
の
宗
教
的
な
権
威
性
も
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

３

核
家
族
化
と
個
人
の
宗
教
に
つ
い
て

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
家
族
制
度
が
崩
壊
し
、「
家
の
宗
教
」
と
一
緒
に
そ
れ
ま
で
の
僧
侶
や
寺
院
の
宗
教
的
な
権
威
性
が
失
わ
れ
る

と
、
そ
の
後
の
社
会
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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さ
き
に
、
家
族
制
度
に
よ
っ
て
社
会
が
支
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
、「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
伝
統
教
団
の
社
会
的
な
位
置
づ
け

は
、
大
家
族
の
棲
み
分
け
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
、
家
族
の
つ
な
が
り
が
、
世
間
一
般
に
あ
っ
て
誰
も
が
経
験
す
る
個
人
の

苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
生
き
る
意
味
を
与
え
、
そ
こ
で
は
先
祖
を
ま
つ
る
「
家
の
宗
教
」
が
宗
教
と
し
て
機
能
し
て
い
た
、
と
い

い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
「
家
の
宗
教
」
が
家
族
制
度
と
共
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ま
で
先
祖
を
ま
つ
っ
て
き
た
「
家
の
宗
教
」

の
、
宗
教
と
し
て
の
機
能
も
一
緒
に
失
わ
れ
、「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
僧
侶
や
寺
院
に
は
、
形
骸
化
し
た
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
だ
け

が
残
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
の
社
会
的
な
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
家
の
宗
教
」
が
補
償
し
て
い
た
宗
教
的
な

機
能
が
喪
失
し
た
の
で
す
か
ら
、
核
家
族
社
会
に
生
き
る
人
々
は
、「
誰
も
が
経
験
す
る
個
人
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
生
き
る

意
味
を
与
え
て
く
れ
る
」
で
あ
ろ
う
「
個
人
の
宗
教
」
を
探
し
始
め
た
の
で
す
。

こ
れ
が
敗
戦
後
に
な
っ
て
、「
雨
後
の
竹
の
子
」
の
よ
う
に
出
現
し
た
新
興
宗
教
の
勃
興
の
要
因
で
す
。
詳
し
い
こ
と
は
宗
教
社
会
学

の
先
生
に
譲
り
、
こ
の
よ
う
な
「
個
人
の
宗
教
」
を
求
め
る
動
き
が
、
現
在
の
新
宗
教
、
新
々
宗
教
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
こ
の
社
会
で
は
何
が
ど
う
変
化
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
現
代
社
会
は
核
家
族
を
一
つ
の
単
位
と
す
る
個
人
の
集
団
で
す
か

ら
、
そ
の
意
味
で
現
代
社
会
で
頼
れ
る
も
の
は
、
基
本
的
人
権
と
い
う
個
人
の
権
利
と
そ
れ
を
主
張
す
る
個
人
の
力
の
み
な
の
で
す
。

現
代
人
は
「
家
の
宗
教
」
を
失
っ
た
時
点
で
、
こ
の
個
人
の
力
で
、
自
分
の
生
き
方
な
り
、
人
生
観
な
り
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
運
命
を
背
負
っ
た
の
で
す
。
家
族
制
度
上
に
お
い
て
、
僧
侶
や
寺
院
の
宗
教
的
な
権
威
の
も
と
、
家
の
宗
教
は
先
祖
を
ま
つ
る
こ
と

で
、
自
分
も
個
人
と
し
て
で
は
な
く
一
族
と
い
う
氏
素
性
の
上
で
、
自
分
の
生
き
方
や
人
生
観
が
補
償
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
気

取
っ
て
い
え
ば
、「
家
の
宗
教
」
に
中
に
自
分
史
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
家
の
宗
教
」
と
し

て
の
機
能
は
、
家
族
制
度
が
崩
壊
し
た
と
同
時
に
停
止
し
、
そ
れ
ま
で
自
分
自
身
を
支
え
て
い
た
自
分
史
も
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
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な
の
で
す
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
さ
き
の
よ
う
に
、
な
ぜ
宗
門
レ
ベ
ル
で
「
布
教
教
化
が
機
能
し
て
い
な
い
」
か
と
い
う
原
因
が
分
か
る
は
ず
で

す
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
の
核
家
族
社
会
に
あ
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
の
あ
り
方
が
、
い
ま
だ
に
家
族
制
度
の
時
代
そ
の
ま
ま

の
「
家
の
宗
教
」
と
し
て
、
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
の
み
に
応
え
よ
う
と
し
て
る
か
ら
な
の
で
す
。

ハ
ッ
キ
リ
い
え
ば
、
僧
侶
や
寺
院
が
家
族
制
度
の
時
代
そ
の
ま
ま
の
「
家
の
宗
教
」、
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
の
み
に
偏
っ
て
い
る
た
め

に
、
個
人
の
生
き
方
や
人
生
観
の
探
求
と
い
っ
た
自
分
史
を
発
見
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
新
宗
教
へ
の
入
信
過
程
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
れ
ば
、
あ
る
新
宗
教
の
信
者
が
「
そ
の
宗
教
は

悪
い
宗
教
だ
よ
」
と
説
明
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
、
説
得
さ
れ
て
も
、
そ
の
宗
教
に
入
信
し
て
し
ま
う
の
は
、
そ
の
ヒ
ト
が
教
義
、
教
学
を
信

じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
ヒ
ト
に
と
っ
て
、
そ
の
宗
教
が
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
よ
り
居
心
地
が
よ
い
、
お
父
さ
ん

や
、
お
母
さ
ん
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ご
主
人
や
、
奥
さ
ん
と
い
る
よ
り
、
そ
こ
が
居
心
地
の
良
い
場
所
と
感
じ
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ

こ
に
自
分
史
を
見
い
だ
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

家
族
制
度
の
時
代
は
、
家
族
の
中
に
い
さ
え
す
れ
ば
、
み
ん
な
自
分
の
居
場
所
が
あ
り
安
心
で
き
た
が
、
現
代
で
は
自
分
自
身
の
物
語

が
必
要
な
の
で
す
。
自
分
自
身
で
説
明
し
て
納
得
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
力
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
、
現
代
で
は
そ
の
存
在

価
値
を
失
う
か
ら
な
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
あ
り
方
だ
け
で
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
、
あ
の
世
へ
と
旅
立
つ
ま
で
の
数
十
年
は
、
た
だ
過
ぎ
去
っ
て
行

く
時
間
で
し
か
な
い
、
だ
れ
に
も
認
め
ら
れ
な
い
時
間
の
流
れ
だ
け
、
真
っ
暗
な
闇
を
航
海
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

こ
の
航
海
に
た
だ
よ
う
時
間
の
流
れ
に
、
意
味
を
与
え
、
安
ら
ぎ
を
与
え
る
も
の
は
、
自
分
史
と
い
う
個
人
の
物
語
を
発
見
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
な
の
で
す
。
ど
の
よ
う
な
両
親
、
伴
侶
、
子
供
た
ち
、
友
人
た
ち
、
み
な
人
生
と
い
う
時
間
に
つ
け
ら
れ
た
意
味
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
自
分
史
を
満
足
さ
せ
る
「
個
人
の
宗
教
」
な
の
で
す
。
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４

私
た
ち
の
布
教
教
化
の
現
場
と
、
葬
儀
法
要
に
つ
い
て

さ
て
、
い
ま
宗
門
レ
ベ
ル
で
「
布
教
教
化
が
機
能
し
て
い
な
い
」
そ
の
原
因
は
、
現
代
の
核
家
族
社
会
に
あ
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
の
あ

り
方
が
、
い
ま
だ
に
家
族
制
度
の
時
代
そ
の
ま
ま
の
「
家
の
宗
教
」
と
し
て
、
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
の
み
に
応
え
よ
う
と
し
て
る
か
ら
、

僧
侶
や
寺
院
が
家
族
制
度
の
時
代
そ
の
ま
ま
の
「
家
の
宗
教
」、
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
の
み
に
偏
っ
て
い
る
た
め
に
、
個
人
の
生
き
方
や

人
生
観
の
探
求
と
い
っ
た
、
自
分
史
を
発
見
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
に
な
っ
て
大
変
な
問
題
が
見
え
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
は
宗
門
レ
ベ
ル
で
、
こ
れ
ま
で
の
寺
院
運
営
は
、
布
教
教
化

の
関
係
が
破
綻
し
て
布
教
教
化
が
で
き
な
く
と
も
、
実
際
は
葬
儀
・
法
要
対
応
型
の
運
営
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
布
教
教

化
の
破
綻
し
た
関
係
が
あ
ま
り
に
長
く
継
続
さ
れ
た
た
め
に
、
ど
う
や
ら
頼
み
の
綱
で
あ
る
葬
儀
法
要
も
ま
な
ら
な
い
僧
侶
像
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
は
昨
年
の
岩
間
湛
正
総
長
の
施
政
方
針
の
四
本
柱
の
一
つ
に
「
葬
儀
に
関
わ
る
全
て
の
こ
と
に
つ
い
て
の
規
範
」
が
あ
げ
ら
れ
、

い
ま
ま
で
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
葬
儀
法
要
の
全
般
を
見
直
し
す
る
よ
う
に
諮
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

い
ま
ま
で
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
葬
儀
法
要
が
、
な
ぜ
今
に
な
っ
て
そ
の
全
般
が
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
先
輩
諸
氏
の
目
線
で
は
、
ど
う
や
ら
近
ご
ろ
の
若
い
僧
侶
は
、「
葬
儀
法
要
も
満
足
に
出
来
な
い
」
よ
う
に
見
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
「
葬
儀
に
関
わ
る
全
て
の
こ
と
に
つ
い
て
の
規
範
」
と
し
て
出
さ
れ
た
打
開
策
な
る
も
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
葬
儀

法
要
の
技
術
論
で
あ
り
、「
引
導
文
の
あ
り
方
」
や
「
通
夜
説
教
の
理
念
と
実
践
例
」
な
ど
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
の
必
要
性
を
力
説
し
、
読

経
・
引
導
・
回
向
も
含
め
た
葬
儀
全
体
が
通
夜
説
教
の
内
容
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
の
所
在
は
、
若
い
僧
侶
方
の
葬
儀
法
要
に
対
す
る
技
術
的
な
仕
込
み
で
は
な
い
の
で
す
。
さ
き
に
「
布
教
教
化
を
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人
間
関
係
と
し
て
捉
え
た
と
き
、
そ
の
関
係
が
一
方
通
行
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
は
す
で
に
破
綻
し
た
関
係
に
な
っ
て
い
る
」
と

い
っ
た
よ
う
に
、
現
在
、
宗
門
レ
ベ
ル
で
葬
儀
法
要
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
じ
つ
に
葬
儀
法
要
を
依
頼
す
る
お

檀
家
さ
ん
と
私
た
ち
僧
侶
と
の
関
係
が
、
一
方
通
行
と
な
っ
て
破
綻
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
僧
侶
や
寺
院
の
活
動

が
、「
世
間
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
す
で
に
有
難
く
映
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
さ
き
の
よ
う
に
、
家
族
制
度
が
崩
壊
し
、「
家
の
宗
教
」
と
一
緒
に
そ
れ
ま
で
の
僧
侶
や
寺
院
の
宗
教
的
な
権
威
性
ま
で

が
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
世
間
の
目
線
で
は
「
僧
侶
も
世
間
一
般
の
私
た
ち
と
同
じ
だ
か
ら
有
り
難
く
な

い
」
と
い
う
感
じ
、
お
坊
さ
ん
も
私
た
ち
と
同
じ
普
通
人
と
い
う
感
覚
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
「
有
難
く
な
い
」
と
い
う
感
覚
が
ど
こ
か
ら
く
る
か
と
い
え
ば
、
私
た
ち
が
営
む
葬
儀
法
要
は
、
じ
つ
は
「
死
者
を
弔
う
」
と
い

う
非
日
常
性
の
場
面
で
す
が
、
現
代
の
僧
侶
は
、
さ
き
の
よ
う
に
、「
僧
侶
と
い
う
職
業
的
な
階
級
意
識
が
養
わ
れ
て
」
い
て
も
、
生
活

レ
ベ
ル
で
は
世
間
一
般
と
ま
っ
た
く
同
じ
日
常
生
活
を
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
間
一
般
の
方
々
と
ま
っ
た
く
同
じ
に
、
日
常

性
を
あ
た
り
ま
え
に
生
き
て
い
る
の
で
、
そ
の
た
め
死
者
を
弔
う
葬
儀
（
非
日
常
性
）
の
場
面
で
は
、「
世
間
の
目
線
」
か
ら
は
、
た
と

え
袈
裟
衣
を
着
け
職
業
的
な
階
級
意
識
を
も
っ
て
い
て
も
、
世
間
一
般
の
人
々
と
の
関
係
が
一
方
通
行
で
破
綻
し
て
い
ま
す
か
ら
、「
所

詮
、
僧
侶
も
私
た
ち
と
同
じ
」
と
い
う
日
常
性
の
臭
い
に
よ
っ
て
、
有
難
い
と
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
世
間
一
般
の
人
々
の
「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
僧
侶
や
寺
院
に
よ
せ
る
宗
教
的
な
権
威
性
の
喪
失
は
、
家
族

制
度
が
崩
壊
し
て
直
ち
に
喪
失
し
た
の
で
は
な
く
、
敗
戦
後
六
〇
年
か
か
っ
て
徐
々
に
現
代
の
こ
の
状
況
へ
と
変
化
し
て
き
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
葬
儀
法
要
が
実
際
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
葬
儀
法
要
の
技
術
的
な
向
上
を
云
々
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
僧
侶
や

寺
院
の
活
動
が
す
で
に
「
有
難
く
な
い
」
の
だ
か
ら
、
そ
の
打
開
策
は
「
僧
侶
や
寺
院
の
活
動
が
有
難
く
な
る
」
こ
と
を
模
索
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
す

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
こ
の
葬
儀
法
要
の
問
題
も
、
さ
き
の
宗
門
レ
ベ
ル
で
「
布
教
教
化
が
機
能
し
て
い
な
い
」
原
因
の
よ
う
に
、
現
代
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の
核
家
族
社
会
に
あ
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
が
家
族
制
度
の
時
代
そ
の
ま
ま
の
「
家
の
宗
教
」、
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
の
み
に
偏
っ
て
、
個

人
の
生
き
方
や
人
生
観
の
探
求
と
い
っ
た
自
分
史
を
発
見
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
分
か
る
は
ず
で
す
。

と
く
に
葬
儀
法
要
の
問
題
は
、
現
代
の
寺
院
社
会
の
司
祭
階
級
化
、
寺
院
継
承
者
の
集
団
化
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
僧
侶
と
い

う
職
業
的
な
階
級
意
識
が
養
わ
れ
て
し
ま
い
、
葬
儀
法
要
を
依
頼
す
る
お
檀
家
さ
ん
と
私
た
ち
僧
侶
と
の
関
係
が
、
一
方
通
行
と
な
っ
て

破
綻
し
て
「
世
間
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
す
で
に
有
難
く
映
っ
て
い
な
い
」
こ
と
へ
の
気
づ
き
が
必
要
な
の
で
す
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
ま
さ
に
「
布
教
教
化
を
機
能
さ
せ
る
」
に
は
、
僧
侶
と
い
う
職
業
的
な
階
級
意
識
か
ら
離
れ
て
、「
世
間
に
自
分

自
身
が
ど
う
映
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
、
自
己
像
へ
の
気
づ
き
が
必
要
な
の
で
す
。
こ
の
「
自
己
像
の
自
覚
」
が
な
い
限
り
、
布
教
教
化

を
機
能
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。

◆
エ
ピ
ロ
ー
グ

今
ま
で
な
が
な
が
と
論
じ
て
き
ま
し
た
が
、
宗
門
レ
ベ
ル
で
「
布
教
教
化
が
機
能
し
な
い
」、
そ
の
理
由
を
ご
く
簡
単
に
い
い
あ
て
れ

ば
、
現
代
の
核
家
族
社
会
に
あ
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
の
あ
り
方
が
、
い
ま
だ
に
家
族
制
度
の
時
代
そ
の
ま
ま
の
「
家
の
宗
教
」
と
し
て
、

葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
の
み
に
応
え
よ
う
と
し
て
、
個
人
の
生
き
方
や
人
生
観
の
探
求
と
い
っ
た
自
分
史
を
発
見
す
る
ツ
ー
ル
、「
個
人
の

宗
教
」
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
理
解
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
、
一
つ
は
私
た
ち
伝
統
教
団
の
よ
う
に
「
葬
儀
法
要
の

施
収
入
で
運
営
さ
れ
て
い
る
宗
教
」
と
、
も
う
一
つ
は
新
宗
教
の
よ
う
に
「
世
間
の
現
実
苦
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
施
収
入
で
運
営
さ
れ
て

い
る
宗
教
」
の
あ
り
方
を
あ
げ
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
、
敗
戦
後
の
六
〇
年
に
及
ぶ
歳
月
を
遡
っ
て
ゆ
く
と
、
戦
前
の
日

本
社
会
で
は
大
日
本
帝
国
憲
法
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
て
き
た
家
族
制
度
が
、
戦
後
の
基
本
的
人
権
の
尊
重
に
基
づ
く
「
日
本
国
憲
法
」
の

施
策
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
、
と
い
う
大
き
な
日
本
社
会
の
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
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戦
前
の
家
族
制
度
を
支
え
た
「
家
の
宗
教
」
は
、
大
家
族
の
棲
み
分
け
を
補
償
し
、
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
、
家
族
の
つ
な
が
り
を
維

持
し
な
が
ら
、
世
間
一
般
に
あ
っ
て
誰
も
が
経
験
す
る
個
人
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
生
き
る
意
味
を
与
え
て
い
た
。
ま
さ
に
そ

こ
で
は
、
先
祖
を
ま
つ
る
「
家
の
宗
教
」
が
宗
教
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
家
の
宗
教
」
が
家
族
制
度
と
共
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ま
で
先
祖
を
ま
つ
っ
て
き
た
「
家
の
宗
教
」

の
、
宗
教
と
し
て
の
機
能
も
一
緒
に
失
わ
れ
、「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
僧
侶
や
寺
院
に
は
、
形
骸
化
し
た
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
だ
け

が
残
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
家
族
制
度
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
家
族
社
会
は
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
と
変
化
し
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
「
家
の
宗
教
」
が

補
償
し
て
い
た
宗
教
の
機
能
ま
で
も
が
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
核
家
族
社
会
に
生
き
る
人
々
は
、「
誰
も
が
経
験
す

る
個
人
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
生
き
る
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
」
で
あ
ろ
う
「
個
人
の
宗
教
」
を
探
し
始
め
た
の
で
す
。

こ
れ
が
敗
戦
後
に
な
っ
て
、「
雨
後
の
竹
の
子
」
の
よ
う
に
出
現
し
た
新
興
宗
教
の
勃
興
の
要
因
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
個
人
の
宗

教
」
を
求
め
る
動
き
が
、
現
在
の
新
宗
教
、
新
々
宗
教
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
敗
戦
後
の
六
〇
年
に
及
ぶ
歳
月
を
遡
っ
て
ゆ
く
と
、
さ
き
の
二
つ
の
宗
教
の
あ
り
方
は
、
形
骸
化
し
た
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
「
家
の
宗
教
」
と
、
世
間
一
般
に
あ
っ
て
誰
も
が
経
験
す
る
個
人
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
る
「
個
人
の
宗
教
」
の
あ
り

方
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
事
実
を
総
理
府
統
計
局
の
人
口
の
推
移
と
、
世
帯
数
の
推
移
な
ど
の
数
字
か
ら
具
体
的
に
理
解
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

「
戦
後
の
総
人
口
と
世
帯
数
の
推
移
を
見
る
」

「
戦
後
の
総
人
口
と
世
帯
数
の
推
移
を
見
る
」
の
数
字
と
グ
ラ
フ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
一
九
四
〇
年
（
昭
和
十
五
）
か
ら
二
〇

〇
〇
年
（
平
成
十
二
）
ま
で
の
総
人
口
と
、
総
世
帯
数
と
一
人
世
帯
数
の
推
移
を
表
し
て
い
ま
す
。
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敗
戦
後
の
日
本
の
総
人
口
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
二
〇
年
間
で
約
七
千
二
百
万
人
か
ら
約
九
千
九
百
万
人
へ
と
急

増
し
ま
す
が
、
そ
の
後
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
約
一
億
二
千
七
百
万
人
と
ゆ
る
や
か
な
増
加
で
、
統
計
的
に
日
本
の
人
口
は
二
〇
〇
五
年
か

戦後の総人口と世帯数の推移を見る
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ら
は
確
実
に
減
少
す
る
と
い
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
世
帯
数
の
推
移
は
と
い
え
ば
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
が
約
千
四
百
万
世
帯
か
ら
約
二
千
四
百
万
世
帯
へ
と

比
較
的
に
ゆ
る
や
か
で
、
そ
れ
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は
約
四
千
七
百
万
世
帯
と
、
ほ
ぼ
一
・
八
倍
に
急
増
し
て
い
る
。
そ
れ
も
一
人
世

帯
数
は
約
四
百
八
十
万
世
帯
か
ら
千
二
百
九
十
万
世
帯
と
、
ほ
ぼ
二
・
四
倍
に
急
増
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
推
移
は
、
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
、
敗
戦
後
の
日
本
の
民
主
化
を
は
か
る
進
駐
軍
の
施
策
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基

調
と
す
る
「
日
本
国
憲
法
」（
昭
和
二
〇
年
十
一
月
三
日
公
布
、
翌
二
十
二
年
五
月
三
日
実
施
）
に
よ
っ
て
、
家
族
社
会
が
家
族
制
度
に

よ
っ
て
家
長
を
中
心
と
す
る
大
家
族
か
ら
、
個
人
を
中
心
に
す
る
核
家
族
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
家
族
制
度
を
支
え
て
き
た
「
家
の
宗
教
」
と
し
て
の
僧
侶
や
寺
院
の
あ
り
方
と
、
そ
の
「
家
の
宗
教
」

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
大
家
族
の
棲
み
分
け
に
よ
る
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
や
、
家
族
の
つ
な
が
り
が
崩
壊
し
た
た
め
に
、
そ
れ
ま

で
先
祖
を
ま
つ
っ
て
き
た
「
家
の
宗
教
」
の
、
宗
教
と
し
て
の
機
能
も
一
緒
に
失
わ
れ
、「
家
の
宗
教
」
を
執
行
す
る
僧
侶
や
寺
院
に

は
、
形
骸
化
し
た
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
だ
け
が
残
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
の
社
会
的
な
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
家
の
宗
教
」
が
補
償
し
て
い
た
宗
教
的
な

機
能
が
喪
失
し
た
の
で
す
か
ら
、
核
家
族
の
中
に
生
き
る
人
々
は
、「
誰
も
が
経
験
す
る
個
人
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
生
き
る

意
味
を
与
え
て
く
れ
る
」
で
あ
ろ
う
「
個
人
の
宗
教
」
を
探
し
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
敗
戦
後
に
、「
雨
後
の
竹
の
子
」
の
よ
う
に
出
現

し
た
新
興
宗
教
の
勃
興
の
要
因
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
個
人
の
宗
教
」
を
求
め
る
動
き
が
、
現
在
の
新
宗
教
、
新
々
宗
教
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
蛇
足
を
付
す
な
ら
ば
、「
布
教
教
化
を
機
能
さ
せ
る
」
に
は
、
私
た
ち
僧
侶
や
寺
院
の
あ
り
方
が
、
家
族
制
度
の
時
代
そ
の
ま

ま
の
「
家
の
宗
教
」
か
ら
脱
却
し
て
、
核
家
族
の
中
に
生
き
る
人
々
の
「
誰
も
が
経
験
す
る
個
人
の
苦
し
み
を
し
っ
か
り
と
支
え
、
生
き

る
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
」
で
あ
ろ
う
「
個
人
の
宗
教
」
を
し
っ
か
り
と
補
償
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
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そ
の
補
償
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
か
と
い
え
ば
、
さ
き
に
布
教
教
化
は
人
間
関
係
そ
の
も
の
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
関
係

が
一
方
通
行
の
破
綻
し
た
関
係
で
は
な
く
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
よ
う
に
双
方
通
行
の
関
係
に
な
る
こ
と
が
急
務
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。


