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「
男
女
共
同
参
画
」
準
備
段
階

「
曹
洞
宗
寺
族
相
談
窓
口
」
を
訪
問
し
て

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

宇

都

宮

恵

禎

は
じ
め
に

鉢
植
え
の
蘭
を
頂
く
と
す
る
。
今
、
こ
の
一
瞬
を
と
可
憐
に
咲
き
開
く
花
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
開
か
ん
と
ば
か
り
に
頑
な
に
力
を
秘

め
る
蕾
も
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、
そ
の
美
し
さ
を
十
分
に
広
げ
た
の
か
、
花
弁
に
皺
が
寄
っ
て
き
た
一
輪
も
、
ま
た
あ
る
。

蕾
ま
で
き
ち
ん
と
咲
か
せ
よ
う
と
思
う
の
な
ら
ば
、
萎
れ
て
き
た
か
な
と
見
ら
れ
る
花
を
摘
ま
む
と
よ
い
と
い
う
。
萎
れ
て
き
て
も
、

尚
咲
こ
う
と
し
て
栄
養
分
を
吸
う
。
そ
の
分
を
こ
れ
か
ら
咲
く
若
い
蕾
に
ま
わ
す
た
め
だ
。
そ
の
手
段
も
よ
い
が
、
そ
れ
も
虚
し
い
気
が

す
る
。
同
様
に
、
一
鉢
に
二
本
の
枝
が
あ
る
と
、
太
い
枝
の
ほ
う
が
栄
養
分
を
よ
り
吸
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
か
を
切
り
、
花

瓶
に
で
も
挿
し
て
お
く
と
よ
い
。
お
互
い
の
た
め
、
共
存
で
は
な
く
、
違
う
生
き
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

人
間
か
ら
見
て
、
人
と
花
と
で
は
環
境
が
違
う
。
し
か
し
、
先
記
し
た
こ
と
は
私
た
ち
が
日
常
行
っ
て
い
る
こ
と
と
置
き
換
え
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
そ
と
を
見
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
己
の
姿
が
判
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
気
付
き
の
一
つ
に
、「
曹
洞
宗
寺
族
相
談
窓
口（
当
時
は
準
備
中
）」
を
訪
問
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
い
。

昨
年
度
は
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
調
査
分
担
、
教
団
・
教
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
世
間
の
目
線
に
た
っ
た
布
教
（
宗
務
院
女
性
室
設

置
）」
の
現
地
調
査
の
た
め
に
、
真
宗
大
谷
派
「
女
性
室
」
を
訪
問
し
た
。
今
年
度
は
「
男
女
共
同
参
画
」
を
も
視
野
に
入
れ
て
、「
曹
洞
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宗
寺
族
相
談
窓
口（
当
時
は
準
備
中
）」
を
伊
藤
立
教
主
任
・
伊
藤
美
妙
研
究
員
と
訪
問
し
た
。
実
は
、
先
方
が
用
意
し
た
資
料
は
な
い
。

話
を
進
め
て
い
く
中
で
、「
尼
僧
団
の
あ
ゆ
み
」
と
い
う
、
年
表
と
名
簿
が
記
載
さ
れ
て
い
る
冊
子
を
頂
い
た
。
こ
ち
ら
が
質
問
し
た
内

容
と
先
方
の
回
答
と
を
、
六
点
に
ま
と
め
て
こ
こ
に
挙
げ
る
。

曹
洞
宗
女
性
得
度
者
数

一
〇
九
五
名
／
二
六
〇
一
四
名

曹
洞
宗
女
性
教
師
数

七
一
五
名
／
一
六
四
九
八
名

寺
族
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
？

第
一
に
寺
族
問
題
が
大
き
く
表
面
化
し
て
き
た
こ
と
。
明
確
な
回
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
寺
族
問
題
を
広
く
一
般
的
に
扱
っ
て

き
た「
福
祉
課
」と
い
う
部
署
だ
け
で
対
応
す
る
に
は
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
き
た
。
住
職
遷
化
後
の
寺
族
に
対
す
る
支
援
不
足
の
声

（
後
継
者
が
い
な
け
れ
ば
即
、
寺
院
を
出
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
等
）が
、
時
代
の
後
押
し
も
あ
っ
て
大
き
く
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
実
は
、「
寺
族
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
住
職
の
配
偶
者
で
し
か
な
い
。

「
女
性
教
師
の
会
」
等
は
あ
り
ま
す
か
？

三
箇
所
あ
る
曹
洞
宗
尼
僧
堂
出
身
者
で
成
り
立
つ
尼
僧
団
は
あ
る
。
た
だ
、
宗
門
内
外
に
働
き
か
け
る
活
動
を
主
体
と
し
た
団
体
は

な
い
。
外
国
人
女
性
で
日
本
に
滞
在
し
、
資
格
を
取
得
し
、
海
外
で
布
教
し
て
い
る
開
教
師
は
い
る
。
し
か
し
、
日
本
人
の
尼
僧
は

い
な
い
。

「
尼
僧
」
に
関
す
る
宗
門
内
に
お
け
る
問
題
点
は
何
で
す
か
？
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若
い
出
家
者
が
少
な
い
。
即
ち
、
後
継
者
不
足
に
つ
な
が
る
。
現
時
点
で
は
若
い
女
性
出
家
者
を
増
や
す
よ
り
、
高
齢
の
尼
僧
に
対

す
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
優
先
で
あ
る
と
い
う
。
高
齢
の
尼
僧
は
独
身
が
大
半
で
身
寄
り
が
な
く
、
施
設
等
に
入
所
し
、
弟
子
に
世
話

に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
の
弟
子
も
四
、
五
十
代
が
若
い
世
代
に
当
た
る
と
い
う
。

女
性
の
出
家
者
が
減
っ
て
い
る
の
は
何
故
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
？

こ
の
質
問
に
関
し
て
は
、
曹
洞
宗
と
本
宗
と
は
教
師
資
格
を
取
得
す
る
過
程
が
違
う
こ
と
を
前
提
。
ま
た
、
本
宗
よ
り
修
行
期
間
が

長
い（
最
低
半
年
か
ら
二
年
間
）た
め
、
女
性
が
長
期
に
わ
た
り
世
俗
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
困
難
な
た
め
（
結
婚
・
育
児
等
）
で
あ
る

か
、
と
質
問
を
し
た
。
し
か
し
、
曹
洞
宗
の
方
で
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
い
な
い
。
曹
洞
宗
で
は
、
女
性
の
出
家
者
は
生
涯
独
身

を
貫
き
、
お
給
仕
に
専
念
す
る
と
い
う
「
出
家
主
義
」
で
あ
る
と
い
う
。
女
性
教
師
数
七
一
五
名
中
既
婚
者
は
約
六
名
程
度
で
あ
る

と
い
う
。
独
身
の
女
性
教
師
に
と
っ
て
は
、
既
婚
者
が
大
半
を
占
め
る
男
僧
に
対
し
「
邪
道
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
み
て
い
る
と

い
う
。
本
宗
の
「
尼
僧
法
団
」
と
体
質
が
似
て
い
る
。
こ
の
「
出
家
主
義
」
が
若
い
女
性
の
出
家
者
激
減
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
と

い
う
。

女
性
が
住
職
を
継
ぐ
こ
と
に
ハ
ー
ド
ル
は
あ
り
ま
す
か
？

現
在
の
宗
制
で
は
、
女
性
が
後
継
者
に
な
る
こ
と
に
支
障
は
な
い
。
し
か
し
先
記
し
た
よ
う
に
、
尼
寺
も
後
継
者
不
足
で
男
僧
が
継

ぐ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
宗
は
こ
こ
数
年
、
住
職
遷
化
後
に
寺
庭
婦
人
が
後
継
者
に
な
る
寺
院
が
増
え
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
子
供
で
あ
る
娘
が
後
継
者
と
な
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
し
か
し
、
曹
洞
宗
で
は
女
性
が
住
職
に
な
る
と
い
う
意
識
が
あ
ま
り
な

い
と
い
う
。
子
供
が
娘
だ
け
だ
と
し
た
ら
、
男
僧
が
婿
に
入
り
住
職
に
な
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
い
う
。
地
域
差
も
あ
る
が
、
女
性

が
住
職
を
継
ぐ
こ
と
を
好
ま
な
い
檀
家
も
あ
る
と
い
う
。
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出
家
の
理
由

曹
洞
宗
尼
僧
堂
の
指
導
者
の
話
で
は（
こ
の
方
に
は
直
接
会
っ
て
い
な
い
）、「
遁
世
」
と
い
う
こ
と
で
出
家
し
僧
堂
に
入
る
こ
と
を

希
望
す
る
者
が
多
い
と
い
う
。
本
宗
在
家
出
家
者
の
「
自
分
が
救
わ
れ
た
法
華
経
、
お
題
目
を
弘
め
て
い
き
た
い
」
と
い
う
布
教
を

し
て
い
く
と
い
う
意
識
と
の
違
い
を
感
じ
る
。

六
点
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

こ
れ
か
ら
話
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
り
、
あ
え
て
曹
洞
宗
の
宗
憲
、
得
度
・
教
師
取
得
の
課
程
、
寺
族
規
定
等
に
は
触
れ
な
い
で
お
き

た
い
。
制
度
そ
の
も
の
よ
り
、
各
々
が
持
つ
意
識
に
重
点
を
置
き
た
い
。

寺
族
問
題
と
は
保
証
問
題

寺
族
に
は
、
寺
生
活
の
悩
み
以
上
の
苦
悩
が
あ
る
。
急
に
住
職
が
不
在
、
あ
る
い
は
住
職
の
職
を
遂
行
で
き
な
い
状
態
で
、
後
継
者

が
決
ま
っ
て
い
な
い
、
そ
の
予
定
も
な
い
と
い
う
時
、
寺
族
（
住
職
の
家
族
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
活
を
し
て
い
け
ば
よ
い
の

か
。「
寺
か
ら
出
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
今
現
在
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
寺
庭
と
一
般
家
庭
の
違
い
の
一
つ
に
、「
私
物
」
で
は
な

い
と
い
う
点
が
あ
る
。
例
え
書
類
上
で
あ
っ
て
も
、
住
職
の
仕
事
が
勤
ま
る
も
の
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
世
間
で
は
「
専
業
主
婦
」
業
に
対
し
改
め
て
労
働
価
値
を
見
直
す
取
り
組
み
が
あ
る
が
、
寺
庭
婦
人
を
含
む
寺
族
の
労
働
は
ど

こ
ま
で
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
私
物
」
で
は
な
い
の
で
お
引
取
り
願
い
ま
す
、
で
は
済
ま
な
い
か
ら
「
相
談
窓
口
」
が
開

か
れ
た
の
だ
。

宗
門
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
存
在

曹
洞
宗
女
性
教
師
の
開
教
師
は
多
く
、
そ
の
歴
史
は
古
い
。
こ
ち
ら
の
「
開
教
師
は
何
人
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
「
い
な
か
っ
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た
な
…
」
と
答
え
る
こ
と
自
体
、
女
性
教
師
の
存
在
が
宗
門
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
存
す
る
「
出
家
主
義
」
と
は
何
か
。

の
原
因
に

が
あ
る
。

に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
後
継
者
問
題
が
あ
が
る
。
女
性
教
師
で
住
職
の
者
は
、
女
性
教
師
に

法
統
を
継
い
で
も
ら
う
こ
と
を
望
む
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
れ
が
叶
わ
ず
に
男
性
教
師
が
住
職
に
な
っ
て
し
ま
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
性

に
拘
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

に
記
し
た
よ
う
に
、
女
性
教
師
数
七
一
五
名
中
既
婚
者
は
約
六
名
程
度
で
あ
り
、
生
涯
独
身
を
貫
く
こ

と
が
「
正
道
」
と
い
う
な
ら
ば
、「
時
代
に
即
さ
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
て
後
継
者
は
育
ち
に
く
い
環
境
で
あ
る
。
妻
帯
を
す

る
僧
侶
を
「
邪
道
」
と
み
る
な
ら
ば
、
自
然
に
道
は
別
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
考
え
る
の
は
「
出
家
主
義
」
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
同
様
に
、「
出
家
教
団
」
と
は
何
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
か
。
出
家
主
義
を
掲
げ
る
伝
統
教
団
を
実
際
に
動
か
し

て
い
る
僧
侶
は
、
男
性
で
あ
る
。
そ
の
多
く
が
妻
帯
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
邪
道
」
と
見
な
し
て
い
る
が
、
出
家
主
義
を
貫
く

「
正
道
」
の
僧
侶
は
、
そ
の
意
思
を
継
い
で
く
れ
る
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
に
頭
を
抱
え
て
い
る
。

活
字
に
な
ら
な
い
宗
憲

曹
洞
宗
で
は
、
女
性
が
住
職
に
な
る
と
い
う
意
識
が
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。
現
在
の
宗
憲
で
は
、
女
性
が
住
職
に
な
る
こ
と
に
支
障

は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
何
故
か
後
継
者
は
育
た
な
い
。
自
分
が
や
ろ
う
と
手
を
挙
げ
る
者
も
い
な
い
。
保
守
的
な
体
質
が
根
強

い
な
ら
ば
、
非
常
に
や
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
住
職
に
な
れ
な
い
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
宗
憲
に
規
程
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
則
り
、
行
え
ば
よ
い
。
し
か
し
、
行
う
人
の
意
識
が
変
わ
ら
ね
ば
生
き
た
活
字
と
な
ら
な

い
。
も
っ
と
大
事
な
の
は
、
変
え
よ
う
と
す
る
意
識
を
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

目
を
通
し
て
頂
け
ば
分
か
る
こ
と
だ
が
、
六
点
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
本
宗
も
然
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
男
女
共

同
参
画
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
現
状
を
良
し
と
す
る
点
は
無
い
に
等
し
い
。
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た
だ
、
昨
年
度
に
訪
問
し
た
真
宗
大
谷
派
「
女
性
室
」、
今
年
度
の
「
曹
洞
宗
寺
族
相
談
窓
口
」
の
話
を
伺
っ
て
い
て
肌
で
感
じ
た
こ

と
は
、
本
宗
の
ほ
う
が
「
明
る
く
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
機
会
を
多
く
の
女
性
教
師
が

知
ら
ず
に
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

個
人
的
な
話
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
数
年
前
に
茶
道
に
精
通
す
る
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
女
性
と
話
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
い
。

本
宗
の
荒
行
は
女
性
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、「
随
分
と
女
性
は
守
ら
れ
て
い
る
の
ね
」
と
言
わ
れ
た
。
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
、「
女
性
に
は
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る
」
事
に
被
害
者
意
識
を
持
っ
て
い
た
自
分
に
は
、
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
一
言
で
あ
っ

た
。
荒
行
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
は
脇
に
置
い
て
お
き
、
性
差
間
に
と
ら
わ
れ
る
あ
ま
り
、
性
を
過
剰
に
意
識
し
す
ぎ
て
、
己
の
性

の
特
性
を
無
視
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
に
即
し
た
宗
門
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
チ
ャ
ン
ス
は
平
等
に
与
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
チ
ャ
ン
ス
を
得
ら
れ
な
い
原
因
を
他
者
に
向
け
る
こ
と
は
、
も
う
や
め
た
い
。

筆
者
は
教
師
に
な
り
数
年
し
か
経
た
な
い
こ
ろ
、
あ
る
寺
院
関
係
の
役
職
を
頂
い
た
。
右
も
左
も
分
か
ら
ず
に
会
議
が
数
回
開
か
れ
た

あ
る
日
、「
尼
僧
さ
ん
を
積
極
的
に
役
に
就
く
よ
う
、
中
央
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。」「
あ
り
ま
し
た
。」
と
い
う
や
り
と
り
が

あ
っ
た
。
会
話
の
尼
僧
さ
ん
と
は
、
筆
者
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
会
議
に
顔
を
出
し
て
い
る
だ
け
で
役
に
立
た
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
含
む
、
こ
ん
な
や
り
取
り
を
目
の
当
た
り
に
し
、
自
分
の
能
力
不
足
を
悔
や
み
、
平
然
と
本
人
を
目
の
前
に
し
て
や
り
と
り
を
す
る

こ
と
を
悔
し
い
と
思
っ
た
。
自
分
の
能
力
不
足
を
悔
や
む
の
な
ら
、
自
ら
学
び
行
動
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
感
情
を
外
部
に
向

け
る
と
、
相
手
を
責
め
る
だ
け
の
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
件
で
、「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
「
蘭
」
の
花
の
生
か
し
方
が
似

通
っ
て
く
る
。
世
間
で
は
「
男
女
共
同
参
画
」
を
推
進
し
て
い
こ
う
と
叫
ば
れ
る
中
、
宗
門
も
今
ま
で
見
慣
れ
な
か
っ
た
女
性
教
師
を
起

用
す
る
こ
と
で
何
か
得
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
と
働
き
か
け
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
よ
う
に
、
場
に
な
れ
な
い
能
力
不
足
の
者
が
で
き

る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

萎
れ
た
花
も
、
茎
か
ら
落
ち
る
ま
で
見
届
け
る
。
硬
い
蕾
は
ど
ん
ど
ん
栄
養
素
を
吸
っ
て
花
開
こ
う
と
す
る
（
そ
う
で
あ
っ
て
欲
し
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い
）。
そ
し
て
、
茎
と
な
る
パ
イ
プ
が
し
っ
か
り
と
し
な
け
れ
ば
、
栄
養
素
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
共
倒
れ
で
あ
る
。
あ
ま
ね
く

活
動
の
場
を
与
え
、
す
べ
て
の
人
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
一
見
、
上
手
に
言
い
回
し
て
い
る
が
、
仕
事
の
能
率
は
あ
が
っ
て
い
な

い
。
ど
の
部
分
で
あ
ろ
う
か
、
怠
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
男
女
共
同
参
画
」
と
の
引
き
合
い
に
、
男
女
の
格
差
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
数
年
で
、
女
性
の
社
会
進
出
が
増
大
し
た
こ
と
に
伴

い
、
本
宗
も
女
性
教
師
の
活
躍
に
期
待
す
る
声
を
聞
く
こ
と
も
度
々
あ
る
。

人
材
は
適
材
適
所
に
配
置
し
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
本
人
の
努
力
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
な
け
れ
ば
発
展
し
な
い
。
会
社
な
ら
、
損
失

に
あ
た
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
空
い
て
い
る
ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
る
た
め
に
女
性
教
師
を
就
け
る
の
で
は
如
何
な
も
の
か
。
ま
た
、
ど
こ

に
配
置
し
て
よ
い
の
か
、
扱
い
方
に
悩
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
本
人
の
努
力
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
マ
ッ
チ
す
れ
ば
、
宗
門
の
一

機
関
と
し
て
発
展
し
う
る
可
能
性
は
大
き
く
秘
め
て
い
る
。

『
宗
報
』
平
成
一
八
年
一
月
号
「
宗
勢
調
査
報
告
書
平
成
一
六
年
度
」
参
照

全
教
師
数
八
二
七
九
人
、
回
答
を
よ
せ
た
教
師
五
三
〇
四
人
中
、

男
性
教
師
四
七
二
六
人
（
八
九
・
一
％
）
女
性
教
師
数
五
五
七
人
（
一
〇
・
五
％
）

住
職
数
は
、
三
一
七
八
人
中
、

男
性
教
師
数
二
九
七
六
人
（
九
三
・
五
％
）
女
性
教
師
数
二
〇
八
人
（
六
・
五
％
）

一
目
瞭
然
、
男
女
の
比
率
か
ら
い
っ
て
も
、
圧
倒
的
な
数
で
あ
る
。
男
性
教
師
に
よ
り
、
宗
務
は
執
行
さ
れ
て
い
る
。

法
事
一
件
を
執
り
行
う
に
し
て
も
、
式
次
第
の
内
容
に
教
師
の
性
差
は
関
係
な
い
。
僧
侶
は
、
声
明
な
り
読
経
を
し
て
法
要
一
座
を
営
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む
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
尼
僧
に
は
引
導
は
わ
た
せ
な
い
」
と
い
う
僧
侶
、
檀
信
徒
の
感
覚
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
能
力
の
格
差
を
重
点
に
置
く
と
す
る
と
、
声
明
が
よ
り
上
手
に
唱
え
ら
れ
る
、
読
経
の
声
が
す
ば
ら
し
い
等
能
力
に
差
が

あ
る
の
な
ら
わ
か
る
。
特
定
の
僧
侶
に
個
人
的
感
情
（
信
者
で
あ
る
と
か
）
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
理
解
す
る
。
た
だ
、
尼
僧
全
体
を
排

除
す
る
言
動
の
論
理
的
な
理
由
は
な
い
の
だ
。
歴
史
的
な
経
緯
、
男
性
教
師
に
よ
る
教
義
の
と
な
え
方
か
ら
女
性
を
軽
視
す
る
こ
と
は
、

数
多
く
語
ら
れ
て
き
た
。
宗
教
は
未
だ
、
そ
の
概
念
に
呪
縛
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
能
力
に
大
差
は
な
く
て
も
、
土
地
柄
な
ど

で
尼
僧
の
地
位
が
低
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
差
そ
の
も
の
が
つ
け
ら
れ
な
い
状
態
に
な
の
で
あ
る
。

宗
門
と
し
て
、
教
線
拡
大
は
自
明
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
活
動
の
場
の
確
保
、
維
持
が
必
要
で
あ
る
。
過
疎
地
域
の
廃
寺

を
と
ど
め
る
な
ど
の
場
を
設
け
、
人
材
を
送
り
込
む
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
に
恵
ま
れ
な
い
と
こ
ろ
は
、
多
く
の
も
の
が
嫌
悪

す
る
。
そ
の
よ
う
な
不
便
を
強
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
女
性
教
師
を
住
職
に
就
か
せ
る
話
も
あ
っ
た
。
何
を
基
準
に
適
材
適
所
な
の
か
、

理
解
し
難
い
。
実
際
、
都
会
の
優
等
寺
院
な
ど
は
定
員
オ
ー
バ
ー
の
状
態
で
住
職
の
空
き
は
な
い
。
動
け
る
人
材
は
宗
務
所
等
の
内
輪
が

多
く
、
宗
門
の
外
部
へ
の
働
き
は
難
し
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
手
一
杯
の
宗
務
に
女
性
の
進
出
と
な
る
と
、
ど
こ
か
に
皺
寄
せ
が
く
る
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
宗
門
に
お
け
る
「
男
女
共
同
参
画
」
は
男
女
の
比
率
か
ら
い
っ
て
も
、
実
現
し
に
く
い
。
皮
肉

な
こ
と
に
、
女
性
教
師
を
登
用
す
れ
ば
、
そ
の
扱
い
は
「
特
別
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
兼
ね
な
い
。

前
段
階
が
最
も
難
し
い

多
く
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
語
る
記
事
を
読
む
と
、
被
害
内
容
を
書
き
連
ね
、
女
性
の
感
性
と
重
要
性
を
説
き
続
け
、
最
後
は
女
性
の
勇
気

あ
る
行
動
に
期
待
す
る
と
賛
美
し
て
締
め
る
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
相
手
に
引
き
上
げ
て
も
ら
う
こ
と
は
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
。
自

発
的
に
行
動
を
し
て
い
か
ね
ば
、
何
も
う
ま
れ
な
い
。
機
会
に
恵
ま
れ
ず
に
今
、
何
か
ら
行
動
に
移
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
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女
性
教
師
も
存
在
す
る
。
そ
う
い
う
教
師
を
も
含
め
、
共
に
引
き
上
げ
て
い
く
「
日
連
宗
女
性
教
師
の
会
」
の
連
携
プ
レ
ー
が
、
男
性
教

師
の
刺
激
と
な
れ
ば
と
期
待
す
る
。

女
性
の
登
用
を
ど
ん
な
に
法
律
で
制
定
し
て
も
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
意
識
を
変
え
て
い
か
ね
ば
、
歯
車
が
噛
み
合
わ
な
い
。
常
に
ど
こ

に
行
っ
て
も
女
性
が
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
当
り
前
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
法
律
で
制
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
は
中
身
が
変
わ
ら
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
制
定
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
女
性
は
必
要
な
い
、
と
言
い
か
ね
な
い
で
は
な
い

か
。「
曹
洞
宗
寺
族
相
談
窓
口
」
を
訪
問
し
て
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
ま
ず
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
改
革
を
考
え
ね
ば
、「
男
女
共
同
参

画
」
は
実
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

参
考
資
料

日
蓮
宗
宗
報
平
成
一
八
年
一
月
号
「
宗
勢
調
査
報
告
書
平
成
一
六
年
度
」

曹
洞
宗
宗
憲

曹
洞
宗
寺
族
規
程

参
考
文
献

現
代
思
想
「
経
済
と
い
う
語
で
何
を
指
し
て
い
る
の
か
」
立
岩
真
也

平
成
一
七
年
一
〇
月
よ
り
連
載
中

青
土
社
『
混
在
す
る
め
ぐ

み
』
川
橋
範
子
・
黒
木
雅
子

人
文
書
院



─ ─

「
曹
洞
宗
尼
僧
団
の
あ
ゆ
み
」

明
治

年

五
次
曹
洞
宗
宗
議
会
に
お
い
て
「
尼
僧
学
林
設
置
案
」
を
可
決

〃

年

富
山
尼
僧
学
林
創
立

〃

年

関
西
尼
僧
学
林
創
立
、
長
野
尼
僧
学
林
創
立

〃

年

新
潟
尼
僧
学
林
創
立

大
正

年

駒
大
へ
初
め
て
尼
僧
の
聴
講
が
許
可
さ
れ
る

第
一
回
全
国
尼
衆
大
会
を
総
持
寺
で
開
催

昭
和
２
年

中
村
師
、
開
教
師
と
し
て
上
海
に
赴
任
。

〃

３
年

井
上
師
、
開
教
師
と
い
て
釜
山
に
赴
任
。

〃

４
年

宗
制
に
お
い
て
「
尼
教
師
分
限
称
号
例
」
を
発
布
し
、
尼
僧
の
教
師
資
格
を
確
認
。

〃

年

京
都
・
妙
説
庵
内
に
尼
僧
堂
を
創
立
。

〃

年

小
島
師
が
開
教
師
と
し
て
ハ
ワ
イ
へ
赴
任
。

〃

年

平
岩
師
が
開
教
師
と
し
て
中
国
へ
赴
任
。

〃

年

佐
藤
師
が
開
教
師
と
し
て
北
京
へ
赴
任
。

室
賀
師
が
開
教
師
と
し
て
ハ
ワ
イ
へ
赴
任
。

伊
藤
師
が
開
教
師
と
し
て
ハ
ワ
イ
へ
赴
任
。

〃

年

全
国
代
表
が
宗
務
院
に
集
合
し
尼
僧
団
結
成
実
行
委
員
会
を
開
催
。
団
名
は
「
曹
洞
宗
尼
僧
護
国
団
」
と
決
定
。
団
長
に
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総
務
（
後
の
宗
務
総
長

以
後
昭
和

年
ま
で
尼
僧
団
団
長
に
は
時
の
宗
務
総
長
が
就
任
）

内
川
師
が
開
教
師
と
し
て
朝
鮮
へ
赴
任
。

〃

年

団
名
を
「
曹
洞
宗
尼
僧
団
」
と
改
称
。

〃

年

東
京
宗
務
院
内
に
尼
僧
団
本
部
事
務
所
を
新
設
。

全
国
代
表
が
登
院
し
、
終
戦
に
よ
る
新
宗
制
制
定
を
控
え
た
特
別
宗
会
に
「
尼
僧
の
法
階
や
教
師
分
限
を
男
僧
と
平
等
に

す
べ
き
こ
と
」
そ
の
他
の
請
願
書
を
提
出
。

宗
議
会
で
請
願
書
が
満
場
一
致
で
可
決
。
審
議
会
を
経
た
新
宗
制
で
は
嗣
法
（
師
僧
か
ら
伝
授
）
が
許
さ
れ
教
師
資
格
が

男
女
と
も
同
格
同
名
と
な
り
、
尼
師
僧
が
認
め
ら
れ
、
尼
安
居
が
許
さ
れ
、
選
挙
権
が
附
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〃

年

宗
門
教
育
体
系
確
立
審
議
会
に
三
師
が
参
加
し
「
尼
僧
に
対
し
て
の
地
位
向
上
と
教
育
教
化
」
を
要
望
。

教
育
の
機
会
均
等
、
被
選
挙
権
の
要
求
、
そ
の
他
嘆
願
書
を
教
学
部
に
提
出
。

「
尼
師
家
養
成
機
関
設
置
」
の
嘆
願
書
を
教
学
部
に
提
出
。

〃

年

臨
時
宗
議
会
に
男
女
差
別
撤
廃
の
嘆
願
書
提
出
。

尼
僧
に
被
選
挙
権
が
許
可
さ
れ
る
。

駒
大
が
共
学
と
な
り
、
四
人
の
尼
僧
が
初
め
て
正
式
に
学
部
に
入
学
。

〃

年

宗
務
庁
主
催
の
地
方
特
殊
布
教
講
習
会
に
初
め
て
尼
僧
の
受
講
が
許
さ
れ
、
数
名
が
尼
僧
会
を
代
表
し
て
参
加
し
、
布
教

実
習
も
行
う
。

〃

年

名
古
屋
市
に
愛
知
尼
僧
団
支
部
経
営
の
清
水
保
育
園
を
開
設
。

四
尼
学
林
が
そ
れ
ぞ
れ
愛
知
・
富
山
・
新
潟
・
長
野
専
門
尼
僧
堂
と
し
て
許
可
さ
れ
る
。

〃

年

小
島
賢
道
師
が
宗
議
会
議
員
に
任
命
さ
れ
る
。
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宗
制
審
議
会
に
伝
戒
嗣
法
に
関
す
る
請
願
書
を
提
出
。

弟
子
の
得
度
と
伝
法
が
、
宗
制
審
議
会
を
通
過
。

ル
ン
ビ
ニ
園
に
陛
下
よ
り
御
下
賜
金
。

〃

年

新
宗
制
公
布
。
弟
子
へ
の
得
度
と
伝
法
が
許
さ
れ
、
男
僧
・
尼
僧
の
差
別
が
撤
廃
さ
れ
る
。

〃

年

第
三
回
世
界
仏
教
徒
会
議
ビ
ル
マ
大
会
に
、
法
団
代
表
と
し
て
小
島
師
を
送
る
こ
と
に
決
定
。

〃

年

岩
井
師
が
開
教
師
と
し
て
ハ
ワ
イ
へ
赴
任
。

井
上
師
が
留
学
僧
と
し
て
全
日
仏
よ
り
ビ
ル
マ
へ
派
遣
さ
れ
る
。

〃

年

初
め
て
「
団
長
は
時
の
宗
務
総
長
が
こ
れ
を
兼
任
す
る
」
と
い
う
不
文
律
が
破
棄
さ
れ
、
尼
僧
の
団
長
就
任
を
得
た
。

陛
下
よ
り
ル
ン
ビ
ニ
園
へ
御
下
賜
金
。

〃

年

両
陛
下
、
ル
ン
ビ
ニ
園
を
御
視
察
。

〃

年

ハ
ワ
イ
在
住
の
尼
僧
開
教
師
に
よ
っ
て
ハ
ワ
イ
支
部
「
ラ
イ
チ
ー
」
誕
生
。

福
谷
師
が
開
教
師
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
赴
任
。

〃

年

輪
番
制
大
八
回
尼
僧
総
会
に
お
い
て
、
男
・
尼
僧
の
差
別
待
遇
撤
廃
、
宗
制
一
本
化
の
嘆
願
書
を
提
出
。

〃

年

男
僧
・
尼
僧
の
差
別
を
撤
廃
し
、
宗
制
を
一
本
化
す
る
こ
と
の
「
嘆
願
書
」
を
全
国
団
員
の
代
表
理
事
・
評
議
員
の
署
名

を
添
え
て
時
の
内
局
に
提
出
。

〃

年

青
少
年
指
導
者
中
央
研
修
会
に
青
年
教
化
推
進
委
員
の
一
人
と
し
て
青
山
俊
薫
師
が
出
席
。
ス
カ
ウ
ト
部
門
に
は
全
国
で

唯
一
の
尼
僧
団
団
員
に
よ
る
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
運
動
の
推
進
者
と
し
て
（
昭
和

年
に
長
野
第

団
を
結
成
）
長
野
の
塚

田
宗
顕
師
ら
が
参
加
し
た
。

〃

年

「
お
た
よ
り
」

号
で
男
僧
・
尼
僧
差
別
待
遇
の
実
態
と
宗
門
に
お
け
る
泥
沼
的
選
挙
の
在
り
方
を
取
り
上
げ
て
特
集
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し
、
宗
門
に
一
波
紋
を
投
ず
る
。

曹
洞
宗
尼
僧
青
年
会
が
「
仏
母
会
」
と
し
て
発
足
。

宗
制
一
本
化
を
目
指
す
運
動
の
一
連
と
し
て

尼
僧
に
も
師
家
の
道
を
開
い
て
欲
し
い
、

寺
族
に
も
資
格
の
み
を
安
易

に
与
え
ず
、
厳
し
い
修
行
の
規
定
を
設
け
よ
、
の
二
項
目
の
申
請
書
を
当
局
へ
提
出
す
る
。

〃

年

第
二
八
回
曹
洞
宗
宗
議
会
に
お
い
て
、
人
材
養
成
の
一
貫
と
し
て
つ
い
に
宗
制
上
に
お
け
る
男
僧
・
尼
僧
の
差
別
撤
廃
が

決
議
さ
れ
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
る
平
等
へ
の
悲
願
は
よ
う
や
く
実
っ
た
。
宗
制
の
主
な
改
正
点

法
階
は
尼
上
座
、
尼

座
元
、
尼
和
上
、
尼
大
和
上
と
な
る
。

尼
安
居
は
廃
止
さ
れ
、
結
制
は
法
地
で
な
い
と
で
き
な
い
か
ら
、
准
法
地
の
場

合
は
寺
格
を
昇
等
さ
せ
る
こ
と
。

転
衣
、
端
世
が
で
き
る
。

特
別
尼
僧
堂
を
開
設
す
る
。

〃

年

尼
僧
の
有
髪
問
題
が
マ
ス
・
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
の
を
と
り
あ
げ
「
お
た
よ
り
」

号
で
「
現
代
尼
僧
の
在
り
方
」

と
し
て
有
髪
問
題
を
特
集
。

〃

年

四
師
が
尼
僧
団
推
薦
に
よ
り
尼
僧
界
初
の
権
大
教
師
の
辞
令
を
受
け
ら
れ
る
。

「
宗
会
議
員
選
挙
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
嘆
願
書
」
を
宗
制
審
議
会
会
長
・
宗
務
総
長
に
提
出
。
主
な
内
容
は
宗
議
会
議

員
の
泥
沼
的
選
挙
の
禍
根
を
除
く
た
め
に
、

開
票
を
教
区
単
位
か
ら
宗
務
所
単
位
に
す
る
、

選
挙
方
法
に
地
方
区
・

全
国
区
制
を
採
用
す
る
、
な
ど
選
挙
方
法
の
改
正
を
嘆
願
、
全
国
尼
僧
団
団
員
を
代
表
す
る
役
員
の
署
名
を
添
え
て
提

出
。

〃

年

尼
僧
の
歴
史
始
ま
っ
て
以
来
、
尼
僧
の
み
に
よ
る
拝
登
諷
経
が
本
山
の
特
別
の
配
慮
に
よ
り
厳
修
さ
れ
た
。

〃

年

全
国
僧
堂
堂
長
会
議
が
宗
務
庁
に
お
い
て
開
か
れ
、

年
山
形
総
会
で
審
議
さ
れ
一
等
教
師
へ
の
道
を
開
か
れ
た
い
旨
の

上
申
書
が
愛
知
専
門
尼
僧
堂
か
ら
提
出
。

〃

年

「
東
西
霊
性
の
交
流
」
実
施
、
日
本
尼
僧
を
代
表
し
て
青
山
俊
薫
師
・
井
川
悦
導
師
が
渡
欧
。
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〃

年

曹
洞
宗
東
南
ア
ジ
ア
難
民
救
済
会
議
発
足
。
全
国
か
ら
の
協
力
金
四
〇
〇
万
を
曹
洞
宗
東
南
ア
ジ
ア
難
民
救
済
会
議
へ
送

る
。

尼
僧
団
育
英
会
（
仮
名
）
を
設
け
る
。

永
平
寺
七
百
年
に
し
て
は
じ
め
て
尼
僧
の
み
の
法
要
二
祖
国
師
七
百
回
大
遠
忌
。

尼
僧
団
拝
登
諷
経
厳
修
。

〃

年

年
度
理
事
・
評
議
員
会
を
開
催
し
男
僧
尼
僧
の
差
別
を
な
く
す
よ
う
意
見
が
出
さ
れ
る
。
次
の
要
望
事
項
が
宗
務
総
長

に
提
出
さ
れ
た
。

○
男
僧
尼
僧
の
差
別
を
無
く
す
る
こ
と

イ
、
行
持
規
範
に
お
け
る
差
別

ロ
、
回
向
上
に
お
け
る
差
別

ハ
、
各
地
方

の
お
け
る
差
別
あ
る
取
り
扱
い

〃

年

法
階
の
「
尼
」
が
無
く
な
り
男
僧
尼
僧
の
平
等
の
道
が
開
か
れ
た
。

平
成
３
年

団
員
の
要
望
に
よ
り

月
理
事
・
評
議
委
員
会
開
催
の
際
、
本
部
講
習
会
を
併
設
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
各

支
部
尼
僧
講
習
会
に
人
権
学
習
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

〃

５
年

大
本
山
永
平
寺
よ
り
平
成
五
年
九
月
御
征
忌
会
に
尼
僧
団
焼
香
師
推
薦
の
依
頼
状
届
き
、
天
野
師
に
決
定
し
た
。

〃

７
年

阪
神
大
震
災
被
災
地
へ
焚
き
だ
し
等
。
各
支
部
団
員
等
交
替
で
約
一
ヶ
月
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
。

〃

年

ト
ル
コ
・
台
湾
大
震
災
地
義
援
金
三
〇
〇
〇
〇
〇
円
を
日
本
赤
十
字
に
送
る
。

〃

年

高
祖
道
元
禅
師
七
百
五
十
大
恩
忌
御
正
当
法
要
へ
尼
僧
団
代
表
笹
川
師
が
列
席
焼
香
す
る
。

大
本
山
永
平
寺
高
祖
道
元
禅
師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
法
要
に
三
師
が
焼
香
師
を
務
め
る
。


