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過
疎
地
寺
院
対
策

教
区
教
化
研
究
会
議
に
お
け
る
意
見（

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

中

村

龍

央

第
九
四
定
期
宗
会
に
お
い
て
、
過
疎
地
域
寺
院
活
性
化
検
討
委
員
会
が
発
足
い
た
し
ま
し
た
。

現
宗
研
で
は
、
二
〇
年
ほ
ど
前
に
も
過
疎
地
寺
院
調
査
を
行
い
、
近
年
で
は
現
代
宗
教
研
究
三
十
八
号
以
降
に
も
過
疎
地
寺
院
に
つ
い
て

研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
、
中
四
国
教
区
教
化
研
究
会
議
、
東
北
教
区
教
化
研
究
会
議
に
お
い
て
、
過
疎
地
寺
院
に
つ
い
て
伊
藤
立
教
現
宗
研
主
任
が
基
調

講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。
基
調
講
演
を
ふ
ま
え
て
討
議
さ
れ
た
内
容
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

中
四
国
教
区
教
化
研
究
会
議

■
参
加
者
を
七
組
に
分
け
約
十
分
間
話
し
合
い
を
行
っ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
代
表
者
が
意
見
を
発
表
。

大
学
が
な
い
地
域
な
ど
は
、
若
者
が
都
会
に
で
る
為
に
高
齢
化
が
進
む
。
お
寺
を
中
心
と
し
た
村
お
こ
し
と
い
う
点
で
回
復
を
図

る
。
都
会
に
出
た
檀
信
徒
の
そ
の
後
の
対
応
。
遠
方
に
行
っ
て
も
案
内
な
ど
を
積
極
的
に
送
り
、
お
寺
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
す

る
。

少
子
高
齢
化
に
つ
い
て
は
、
関
東
に
人
口
が
集
中
し
、
地
方
に
お
い
て
は
加
速
す
る
。
そ
の
為
、
信
仰
の
過
疎
化
も
進
み
、
魅
力
あ

る
お
寺
造
り
が
必
要
で
あ
る
。
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宗
門
の
対
策
は
行
き
届
か
な
く
不
充
分
で
あ
り
、
過
疎
化
等
の
問
題
は
地
域
と
一
寺
院
の
間
で
解
決
す
る
し
か
な
い
。
都
会
の
方
で

は
お
墓
が
な
い
人
が
多
い
為
、
お
寺
よ
り
お
墓
を
選
ぶ
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
人
が
い
な
い
所
で
は
布
教
は
出
来
な
い
の
で
、
地
域

に
根
付
い
た
お
題
目
信
仰
が
必
要
。

こ
れ
か
ら
の
教
団
の
維
持
か
ら
見
れ
ば
、
寺
院
経
営
か
ら
見
て
い
か
け
れ
ば
仕
方
が
な
い
。
団
塊
の
世
代
は
地
方
に
は
ほ
ぼ
帰
っ
て

こ
な
い
為
、
こ
れ
か
ら
は
真
剣
に
檀
家
の
獲
得
が
必
要
。
寺
院
合
併
は
仕
方
が
な
い
。

本
宗
の
対
応
は
遅
れ
て
お
り
、
他
宗
で
は
す
で
に
本
格
的
に
セ
ン
タ
ー
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
過
疎
化
の
地
域
で
檀
家
獲
得
を
目
指

す
に
は
、
他
宗
の
檀
家
を
対
象
に
布
教
を
行
う
。

信
仰
の
面
で
仏
教
を
信
じ
な
い
人
は
仕
方
が
な
い
。
教
団
と
し
て
日
蓮
宗
五
千
ヶ
寺
の
中
で
、「
過
疎
寺
院
」
の
認
定
を
行
う
。
そ

の
寺
院
に
は
代
務
住
職
の
手
続
の
簡
素
化
。
課
金
免
除
。
無
住
に
な
れ
ば
準
教
師
制
度
を
作
る
。（
補
教
信
行
道
場
の
復
活
な
ど
）

教
師
に
な
る
の
を
難
し
く
す
る
の
で
は
な
く
、
な
り
易
い
よ
う
に
す
る
。（
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
る
の
は
時
代
と
逆
行
し
て
い
る
）

葬
儀
を
し
な
い
人
に
対
し
て
、
な
ぜ
葬
儀
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
等
の
説
明
が
出
来
る
か
。
今
の
僧
侶
に
は
そ
れ
が
出
来
て
い

な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
こ
れ
か
ら
教
団
が
活
性
化
す
る
と
は
思
え
な
い
。

■
以
上
の
事
を
背
景
に
、
信
仰
を
ど
の
様
に
勧
め
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
か
。

宗
務
院
に
在
家
出
家
者
や
次
男
の
入
寺
を
勧
め
る
部
署
を
作
れ
ば
ス
ム
ー
ズ
に
事
が
進
む
。

過
密
で
あ
る
首
都
圏
の
寺
院
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
的
な
事
例
が
知
れ
た
為
、
地
方
の
過
疎
寺
院
に
も
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
植
え
付
け

ら
れ
た
。
い
か
に
特
色
を
持
っ
た
お
寺
造
り
を
目
指
し
布
教
し
て
い
く
か
に
重
点
を
お
く
。

経
営
、
教
団
の
維
持
か
ら
話
を
進
め
る
。
関
心
が
な
い
人
に
信
仰
を
勧
め
て
も
仕
方
が
な
い
。

教
団
の
将
来
的
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
見
え
て
こ
な
い
。
数
だ
け
で
な
く
、
中
身
の
あ
る
布
教
活
動
が
必
要
で
は
な
い
か
。
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過
疎
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
檀
家
数
が
約
半
数
に
な
る
。
青
年
教
化
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
核
家
族
化
で
親
が
子
ど
も

に
何
も
教
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
様
な
子
ど
も
達
を
お
寺
に
集
め
、
寺
小
屋
を
復
活
さ
せ
る
。

第
一
に
経
営
、
そ
の
次
に
信
仰
を
も
っ
て
い
か
な
い
と
寺
院
は
維
持
で
き
な
い
。
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活
動
が
重
要
で
は
な

い
か
。

寺
の
近
く
の
人
は
、
全
て
自
分
の
寺
の
檀
家
に
し
て
い
く
運
動
。

法
人
な
ど
を
つ
く
り
、
日
本
文
化
と
し
て
の
日
蓮
宗
を
伝

え
て
い
く
。
若
い
人
に
も
唱
題
行
な
ど
の
修
行
体
験
を
経
験
し
て
も
ら
う
。

東
北
教
区
教
化
研
究
会
議

少
子
高
齢
化
核
家
族
化
に
よ
り
寺
離
れ
宗
教
離
れ
が
大
変
進
ん
で
い
る
。
人
口
減
少
、
過
疎
化
は
大
変
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
若
い
人

と
お
年
寄
り
が
別
々
に
住
ん
で
い
る
が
た
め
に
、
お
年
寄
り
が
亡
く
な
る
と
お
墓
参
り
や
お
寺
の
行
事
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
中
に

は
連
絡
な
し
に
離
檀
す
る
も
の
も
で
て
い
る
。
親
子
間
の
信
仰
相
続
や
世
代
交
代
が
全
く
皆
無
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
一
人
暮
ら
し
や

子
供
の
い
な
い
人
が
増
え
て
い
る
た
め
に
孤
独
な
死
を
迎
え
る
人
が
増
え
て
い
る
。
無
縁
の
お
墓
が
増
え
て
困
っ
て
い
る
。
若
者
の
世
代

に
は
無
関
心
、
無
宗
教
が
多
く
み
ら
れ
、
葬
儀
や
法
事
を
な
ぜ
行
う
の
か
理
解
し
て
い
な
い
若
者
が
非
常
に
多
い
。
対
応
と
し
て
、
お
茶

呑
み
や
人
生
相
談
と
い
っ
た
友
達
感
覚
か
ら
檀
家
以
外
の
人
と
も
密
接
し
、
そ
れ
が
地
域
へ
の
密
着
性
を
維
持
し
て
い
く
。
公
的
役
職
を

で
き
る
だ
け
受
け
る
よ
う
に
し
て
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と
接
す
る
機
会
を
増
や
し
て
い
く
。
介
護
施
設
へ
行
く
な
ど
し
て
お
話
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
宗
教
を
超
え
た
部
分
で
の
お
寺
と
の
関
わ
り
を
持
た
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
ん
だ
と
き
ば
か
り
で
な
く
生
き

て
い
る
う
ち
に
お
寺
の
方
へ
来
て
も
ら
う
。
社
会
福
祉
活
動
と
し
て
は
、

活
動
に
参
加
し
た
り
保
育
所
の
経
営
な
ど
に
よ
り
子
供

た
ち
と
関
わ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
お
寺
を
開
放
し
、
霊
断
活
動
、
婦
人
部
を
中
心
と
し
た
和
讃
を
行
う
な
ど
し
て
、
で
き
る
だ
け
お
寺

に
来
て
も
ら
う
よ
う
に
努
力
を
し
て
い
る
。
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一
寺
院
一
信
徒
青
年
会
作
り
を
推
進
し
、
信
徒
組
織
を
強
固
な
も
の
に
す
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
広
告
宣
伝
な

ど
を
使
っ
て
、
日
蓮
宗
自
体
の
存
在
意
義
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
全
国
の
檀
信
徒
協
議
会
を
強
化
す
る
た
め
に
総
代
を
中
心
と
し
た
リ
ー

ダ
ー
研
修
会
を
開
い
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
宗
門
で
立
正
安
国
お
題
目
結
縁
運
動
と
言
っ
て
も
立
正
安
国
と
い
っ
た
言
葉
自
体
が
解
ら
な

い
教
師
や
檀
信
徒
が
多
い
の
で
中
央
並
び
に
教
区
、
管
区
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
連
結
し
て
研
修
会
や
勉
強
会
な
ど
を
行
っ
て
い
く
。
宗
務

所
を
起
点
と
し
て
、
青
少
年
修
養
道
場
や
僧
風
林
を
も
っ
と
多
く
開
い
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

宗
務
院
と
し
て
、
布
教
方
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
を
作
っ
て
ほ
し
い
。
宗
門
と
し
て
過
疎
化
対
策
を
も
っ
と
明
確
に
出
し
て
も
ら
い
た

い
。
雪
の
た
め
寺
の
存
続
自
体
大
変
な
の
で
、
宗
門
と
し
て
知
恵
な
り
対
策
な
り
を
出
し
て
ほ
し
い
。
子
供
が
い
な
く
て
後
継
者
問
題
で

悩
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
て
ほ
し
い
。
今
現
在
宗
教
は
公
益
性
と
い
う
部
分
が
一
番
問
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

の
で
、
日
蓮
宗
と
し
て
宗
門
全
体
と
し
て
、
公
益
性
を
明
確
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

東
北
六
県
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
少
子
高
齢
化
、
並
び
に
核
家
族
化
、
過
疎
化
が
大
変
進
ん
で
い
る
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
た

上
で
、
各
寺
院
の
住
職
並
び
に
教
師
は
、
布
教
活
動
を
独
自
で
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
日
蓮
宗
宗
門
全
体
と
し
て
の
サ

ポ
ー
ト
を
も
っ
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
教
師
一
人
一
人
の
資
質
の
問
題
で
あ
り
ど
ん
な
と
き
も
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
を
し
っ
か
り
と

我
々
が
理
解
し
檀
家
や
未
信
徒
に
教
化
し
て
い
く
べ
き
。

現
状
認
識
と
し
て
檀
家
の
減
少
が
大
多
数
の
寺
院
で
み
ら
れ
る
。
中
に
は
檀
家
の
減
少
を
感
じ
て
い
な
い
人
も
い
る
が
、
地
域
活
動
な

ど
か
ら
寺
離
れ
を
実
感
し
て
い
る
。
過
疎
化
に
よ
る
人
口
減
、
あ
る
い
は
檀
家
の
分
散
に
よ
る
減
少
に
対
し
て
、
遠
隔
地
で
あ
っ
て
も
檀

家
と
の
連
絡
を
密
に
と
っ
て
、
法
事
、
棚
経
な
ど
東
京
な
ど
の
遠
方
で
あ
っ
て
も
欠
か
さ
ず
に
参
り
ま
す
と
対
応
し
て
、
や
め
た
檀
家
は

い
な
い
。
墓
が
続
か
な
い
、
当
代
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
将
来
の
檀
家
減
少
は
避
け
ら
れ
な
い
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
世
代
と

そ
の
子
供
、
孫
の
世
代
と
独
立
し
て
生
計
を
営
ん
で
い
る
た
め
に
、
信
仰
は
も
ち
ろ
ん
お
寺
と
の
つ
き
あ
い
も
相
続
さ
れ
な
い
た
め
に
、

寺
離
れ
宗
教
離
れ
が
起
き
て
い
る
。
宗
教
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
よ
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
地
域
の
活
動
に
参
加
す
る
と
布
教
目
的
と
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誤
解
さ
れ
て
距
離
を
置
か
れ
る
。
お
寺
と
の
関
わ
り
は
お
金
が
か
か
る
。
坊
主
丸
儲
け
な
ど
と
い
う
不
透
明
さ
が
、
我
々
の
存
在
を
一
般

社
会
か
ら
遊
離
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
興
宗
教
は
信
者
を
獲
得
し
て
い
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
信
者
自
身
が
布
教
し

て
い
る
。
僧
侶
と
い
う
専
門
職
で
な
く
、
信
者
自
身
が
布
教
し
て
口
コ
ミ
で
信
者
数
を
増
や
し
て
い
る
。
信
者
が
自
分
と
同
じ
悩
み
を
抱

え
て
い
る
と
い
う
、
一
般
の
目
線
で
相
談
あ
る
い
は
悩
み
事
に
対
応
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
が
実
際
に
行
う
行

動
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
信
者
の
リ
ー
ダ
ー
、
先
達
、
寺
庭
婦
人
を
布
教
の
た
め
の
潜
在
力
と
し
て
認
識
し
て
活
用
す
る
。

檀
家
が
少
な
く
て
こ
れ
以
上
減
り
よ
う
の
な
い
住
職
が
、
自
分
が
日
蓮
宗
僧
侶
と
し
て
や
る
こ
と
は
お
題
目
を
唱
え
て
お
題
目
を
布
教
す

る
こ
と
以
外
や
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
世
間
の
状
態
が
ど
う
変
わ
ろ
う
と
自
分
は
や
る
べ
き
仕
事
を
や
る
だ
け
。

人
口
の
自
然
増
減
に
加
え
て
、
社
会
増
減
で
、
過
疎
地
域
の
人
口
の
加
速
度
的
減
少
を
避
け
ら
れ
な
い
に
、
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応

し
て
い
く
か
、
ま
ず
や
れ
る
こ
と
か
ら
や
る
、
た
だ
し
直
接
お
寺
の
経
営
基
盤
に
な
る
に
は
難
し
い
し
時
間
が
か
か
る
、
過
疎
地
域
過
密

地
域
が
あ
る
以
上
、
過
疎
地
域
寺
院
の
経
営
が
行
き
詰
ま
る
の
で
、
過
密
地
域
へ
進
出
す
る
方
法
で
教
線
を
拡
充
し
て
い
く
方
法
し
か
な

い
。
し
か
し
、
県
を
跨
い
で
行
う
こ
と
は
同
一
宗
教
法
人
と
し
て
法
律
的
に
難
し
い
の
で
、
宗
門
、
全
仏
教
会
が
対
応
す
る
必
要
が
あ

る
。
日
蓮
宗
は
布
教
を
主
と
し
た
宗
門
で
あ
る
、
地
域
全
部
が
檀
家
と
い
う
寺
院
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
こ
こ
に
日
蓮
宗
の

寺
院
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
寺
を
寺
子
屋
と
し
て
、
学
習
塾
と
し
て
活
用
し
て
い
く
、
地
域
の
方

た
ち
に
唱
題
行
な
ど
の
修
行
体
験
を
さ
せ
る
な
ど
し
て
寺
院
を
開
放
し
て
い
く
。
町
お
こ
し
な
ど
の
振
興
に
携
わ
っ
て
い
く
。
農
協
な
ど

の
食
育
行
事
に
も
携
わ
っ
て
い
く
。
立
正
佼
成
会
の
集
会
に
本
堂
を
貸
し
て
、
住
職
が
話
を
す
る
。
毎
月
寺
報
を
つ
く
っ
て
祥
月
の
法
号

を
掲
載
し
て
先
祖
供
養
の
意
識
を
高
揚
さ
せ
る
。
遠
隔
地
へ
の
お
経
廻
り
を
し
た
り
し
て
、
お
布
施
が
出
て
も
出
な
く
て
も
僧
侶
は
供
養

に
く
る
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
る
。
自
分
の
家
の
菩
提
寺
が
あ
っ
て
お
坊
さ
ん
が
供
養
に
来
る
ん
だ
と
、
何
か
あ
っ
た
ら
あ
の
坊
さ
ん
に

言
え
ば
い
い
ん
だ
と
意
識
付
け
を
す
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
病
院
等
で
な
く
な
っ
た
方
の
引
き
取
り
手
が
す
ぐ
に
来
ら
れ
な
い
と
き

に
、
宗
旨
を
問
わ
ず
遺
体
安
置
所
と
し
て
本
堂
を
解
放
し
て
い
る
。
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宗
門
行
政
に
対
す
る
不
信
感
が
根
強
く
、
何
を
言
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
無
力
感
が
あ
る
。
新
宗
門
運
動
の
内
容
も
ま
だ
解
ら
な

い
し
、
上
の
方
で
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
と
、
ま
た
こ
こ
で
話
し
た
こ
と
は
上
に
行
く
の
か
。
宗
門
は
過
疎
地
域
の
危
機
感
を
感
じ
て

ほ
し
い
。
村
上
フ
ァ
ン
ド
や
ラ
イ
ブ
ド
ア
は
、
本
来
株
主
の
利
益
の
た
め
に
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に

働
い
て
し
ま
っ
た
、
お
寺
も
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
動
い
て
い
く
の
で
は
な
く
て
、
檀
信
徒
・
一
般
市
民
の
た
め
に
地
域
の
利
益
の

た
め
に
公
益
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
今
の
日
蓮
宗
に
社
会
的
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
僧
侶
は
い
る
の
か
。
若
い
人
た
ち
に
、
占
い
に

興
味
の
あ
る
人
が
多
い
が
、
そ
の
人
た
ち
を
お
寺
に
結
び
つ
け
る
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
。
海
外
の
人
た
ち
が
争
い
の
な
い
宗

教
は
仏
教
だ
と
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
伝
え
る
こ
と
が
必
要
。
町
内
の
活
動
に
出
て
い
る
と
、
仏
教
の
こ
と
や
し
き
た
り
や
葬

儀
の
こ
と
を
聞
き
た
が
っ
て
い
る
。
高
齢
者
に
な
っ
て
も
そ
れ
ら
を
知
ら
な
い
人
も
い
る
。
祈
祷
に
よ
る
他
宗
の
信
者
の
信
仰
を
相
続
さ

せ
る
。
少
子
化
高
齢
者
の
増
加
の
中
で
、
公
共
の
仕
事
、
役
職
を
率
先
し
て
行
い
そ
の
人
間
関
係
に
よ
り
檀
家
を
増
や
す
。
現
在
帳
を
把

握
し
て
、
そ
れ
を
元
に
い
ろ
い
ろ
な
お
知
ら
せ
を
し
た
り
し
て
青
年
会
を
発
足
さ
せ
た
り
。
跡
継
ぎ
が
い
な
い
人
が
増
え
て
い
る
現
状

で
、
永
代
供
養
を
行
っ
て
い
る
。
お
寺
が
待
っ
て
い
る
状
態
だ
か
ら
、
檀
家
離
れ
が
進
ん
で
い
る
。
年
４
回
の
棚
経
、
行
事
を
続
け
て
僧

侶
が
あ
る
べ
き
姿
は
質
素
で
あ
り
そ
う
い
う
生
活
を
す
る
。
他
の
宗
教
を
勉
強
す
る
姿
勢
も
必
要
。
民
生
委
員
な
ど
の
地
域
に
貢
献
で
き

る
姿
を
模
索
。
子
供
が
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
上
手
に
伝
え
て
い
く
。
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫
へ
と
宗
教
の
心
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が

必
要
。
宗
務
所
で
誕
生
証
を
発
行
し
て
百
日
の
お
祝
い
を
す
る
。
新
興
宗
教
に
対
す
る
勉
強
、
対
策
を
し
て
は
。
代
務
住
職
の
役
得
。
信

行
道
場
の
あ
り
方
（
有
髪
、
僧
道
林
）。
葬
儀
や
法
要
に
プ
ロ
と
し
て
接
す
る
姿
の
勉
強
会
、
そ
れ
は
他
宗
や
新
興
宗
教
に
誇
れ
る
姿
を

示
す
。
立
正
安
国
論
の
精
神
を
絶
え
ず
保
っ
て
我
々
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
と
し
て
進
む
べ
き
。

代
務
住
職
寺
院
は
、
千
葉
教
区
、
山
静
教
区
が
多
く
、
一
人
で
二
つ
三
つ
と
代
務
し
て
い
る
。
本
来
空
き
寺
を
な
く
し
て
必
ず
す
ま
せ

よ
う
と
す
る
方
向
が
正
し
い
道
だ
と
お
も
う
が
、
そ
の
代
務
寺
に
入
り
た
い
と
い
う
と
、
権
利
金
を
出
さ
な
い
と
譲
ら
な
い
。
水
面
下
で

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
際
に
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
是
正
す
る
こ
と
が
は
じ
め
で
は
な
い
か
。
実
際
に
調
査
し
て
、
空
き
寺
を
な
く
す



─ ─

こ
と
が
第
一
で
は
な
い
か
。
住
職
が
住
ま
な
い
と
段
々
悪
く
な
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
当
然
何
ヶ
寺
か
持
っ
て
い
れ
ば
葬
式
だ
け
す

れ
ば
い
い
や
と
い
う
安
易
な
考
え
を
変
え
て
い
か
な
く
て
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
と
思
う
。
把
握
調
査
し
て
な
る
べ
く
多
く
の
僧
侶
を

住
職
と
し
て
入
れ
て
あ
げ
る
と
言
う
こ
と
が
い
い
こ
と
だ
と
思
う
。

東
北
教
研
に
お
け
る
伊
藤
主
任
の
発
言

代
務
寺
院
の
半
分
以
上
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
に
代
務
住
職
を
務
め
て
い
ま
す
。
十
ヶ
寺
ほ
ど
代
務
寺
院
を
持
っ
て
い
る
山
梨
の
方
は

そ
れ
で
や
っ
と
寺
門
経
営
が
で
き
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
宗
門
の
研
修
機
関
で
、
小
さ
な
無
住
寺
院
へ
行
き
ま
す
か
と

ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
が
は
っ
き
り
と
行
か
な
い
と
答
え
ま
し
た
。
食
べ
て
い
け
な
い
、
魅
力
を
感
じ
な
い
と
い
い
ま
す
。
そ
う
い
う
現
実
を

み
て
ど
う
対
処
す
る
か
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

平
成
十
三
年
度
の
行
政
改
革
で
現
場
の
女
性
教
師
の
声
を
聞
か
な
い
で
、
補
教
信
行
道
場
の
打
ち
切
り
を
決
め
た
。
坊
さ
ん
の
ハ
ー
ド

ル
を
高
く
し
て
い
る
問
題
が
あ
る
。
天
台
宗
は
、
六
十
歳
で
定
年
に
な
っ
た
方
の
坊
さ
ん
を
作
る
こ
と
を
十
年
以
上
前
に
や
り
ま
し
た
。

結
果
は
大
失
敗
で
し
た
。
お
経
が
覚
え
ら
れ
な
い
。
行
儀
作
法
が
で
き
な
い
。
社
会
ず
れ
し
す
ぎ
て
い
る
。
坊
さ
ん
の
品
格
が
欠
け
る
。

一
年
目
二
十
数
名
の
応
募
が
あ
っ
た
が
一
年
で
ゼ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
か
ら
リ
タ
イ
ア
し
た
。
中
山
法
華
経
寺
な
ど
で
は
、
沢

山
在
俗
か
ら
信
仰
心
に
燃
え
て
出
家
な
さ
っ
て
い
る
。
皆
寺
を
持
た
な
い
で
や
っ
て
い
る
。
寺
を
持
た
な
い
で
や
る
こ
と
の
有
意
義
性
、

利
便
性
が
あ
る
、
寺
を
持
っ
て
初
め
て
住
職
お
坊
さ
ん
と
い
う
日
蓮
宗
の
傲
り
。
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
て
、
ま
ず
お
坊
さ
ん
に
し
て
、
ま
ず

師
匠
が
よ
く
教
育
す
る
。
そ
し
て
宗
門
の
教
育
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
、
二
段
構
え
で
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
書
類
上
の
師
匠
が
沢
山

い
る
。
僧
侶
に
な
っ
た
あ
と
は
、
本
人
の
問
題
。
あ
と
宗
門
に
頼
む
で
は
困
る
。
坊
さ
ん
に
さ
せ
る
時
点
で
師
匠
が
、
そ
の
見
識
で
出
家

の
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
出
す
。
出
し
た
以
上
は
一
人
前
の
坊
さ
ん
に
な
る
よ
う
に
終
始
し
つ
け
る
。
師
匠
と
し
て
教
育
を
加
え
る
。
宗
門
に
だ

け
教
育
が
足
り
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
師
匠
の
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
解
決
し
て
初
め
て
前
に
進
ん
で
い
く
。
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代
務
住
職
に
関
す
る
考
察

私
も
、
代
務
寺
を
一
ヶ
寺
も
っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
住
職
を
し
て
い
て
、
師
父
が
遷
化
し
て
師
父
が
住
職
を
し
て
い
た
寺
院
を
継
い
だ

た
め
、
代
務
住
職
と
な
り
ま
し
た
。
代
務
寺
は
檀
家
が
数
軒
で
、
寺
の
収
入
だ
け
で
は
生
活
で
き
ま
せ
ん
。
以
前
は
同
じ
市
内
の

寺
に

山
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
生
計
を
立
て
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

寺
の
方
も
山
務
が
減
り
例
え
別
の
方
が
、
代
務
寺
の
住
職
と
な
り
私
の

代
わ
り
に

寺
の
山
務
員
と
な
っ
て
も
生
活
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
代
務
寺
の
檀
家
の
多
く
は
新
し
い
住
職
が
来
る
こ
と
を

好
み
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
よ
く
言
え
ば
住
職
と
檀
家
の
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
た
め
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
地
方
で
は
月
回
向

が
あ
る
た
め
、
毎
月
お
経
を
上
げ
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
し
た
り
し
て
、
信
仰
を
勧
め
た
り
、
信
頼
関
係
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
関
係

を
や
り
直
す
こ
と
を
嫌
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
入
寺
す
る
前
、
前
住
職
遷
化
後
六
年
間
、
代
務
住
職
が
遠
方
の
た
め
干
与
人
が
回
向

廻
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
が
住
職
と
な
っ
た
の
で
、
檀
家
は
先
代
住
職
遷
化
後
三
人
の
住
職
と
付
き
合
っ
て
き
た
わ
け
で
、
更

に
新
し
い
人
と
付
き
合
う
こ
と
を
敬
遠
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
新
住
職
を
迎
え
る
と
入
寺
に
当
た
っ
て
経
済
的
負
担
が
増
え

る
こ
と
も
原
因
で
す
。
管
内
に
は
、
私
以
外
に
三
人
の
方
が
代
務
寺
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
状
態
で
す
。

報
告
に
あ
り
ま
す
が
、
代
務
住
職
の
手
続
き
の
簡
素
化
と
課
金
免
除
は
実
行
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
特
に
手
続
き
の
簡
素
化
は
急
務
だ

と
思
い
ま
す
。
現
在
、「
第
十
七
条
第
一
項
の
場
合
の
住
職
代
務
者
は
、
代
務
期
間
は
三
月
と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
寺
院

に
限
り
こ
れ
を
三
年
以
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
住
職
担
任
教
導
選
定
規
程

第
十
九
条
）
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
寺

院
は
特
別
の
事
由
が
あ
る
よ
う
で
、
実
質
的
に
は
三
年
の
任
期
で
す
。
宗
制
通
り
実
行
す
る
と
、
三
年
ご
と
に
登
記
手
続
き
並
び
に
宗
務

院
へ
の
届
け
出
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
登
記
手
続
き
は
、
大
変
煩
雑
で
司
法
書
士
に
頼
め
ば
数
万
円
の
手
数
料
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
宗
制
に
は
、
就
任
・
重
任
・
退
任
し
た
と
き
は
、
宗
教
法
人
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

あ
り
ま
す
が
、
任
期
が
長
く
な
れ
ば
負
担
は
低
減
さ
れ
ま
す
し
、
任
期
を
定
め
な
け
れ
ば
重
任
の
変
更
登
記
の
必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。

全
て
の
寺
院
の
制
限
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
、「
日
蓮
宗
」
規
則
に
は
任
期
の
明
記
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
規
程
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の
中
で
、
た
と
え
ば
経
済
的
理
由
か
ら
後
継
住
職
の
就
任
が
困
難
と
認
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
一
期
目
の
三
年
の
間
に
審
査
し
二
期
目
以

降
任
期
の
制
限
を
取
り
除
け
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

過
疎
地
の
寺
院
は
、
教
研
の
報
告
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
各
自
が
最
良
の
方
法
を
求
め
て
、
布
教
活
動
・
寺
院
経
営
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
が
、
試
行
錯
誤
の
状
態
で
こ
れ
と
い
っ
た
最
善
策
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
宗
門
運
動
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
の
詳
細
は
未

だ
提
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
過
疎
地
寺
院
の
多
様
化
し
た
活
性
化
プ
ラ
ン
な
く
し
て
は
、
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
は
空
念
仏
な
ら
ぬ

空
題
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。


