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員

　
藤
﨑
善
隆
、
松
井
大
宗
、
延
本
妙
泉
、
山
口
功
倫
、
齋
藤
宣
裕

嘱
託

　
中
條
曉
仁
、
渡
邉
英
晃
、
中
村
龍
央
、
都
泰
雄

○
研
究
の
経
緯

　

所
謂
「
三
離
れ
（
葬
式
離
れ
・
墓
離
れ
・
寺
離
れ
）」
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
一
方
で
、
従
来
の
「
檀
家
制
度
」
に
替

わ
る
様
々
な
か
た
ち
で
寺
や
僧
侶
と
社
会
と
の
関
わ
り
を
模
索
す
る
動
き
が
出
て
き
て
い
る
。
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
社
会
の
変
化
に
対

応
し
て
現
れ
て
き
た
こ
の
動
き
か
ら
、
新
た
な
時
代
に
お
け
る
寺
院
・
僧
侶
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

調
査
研
究
に
当
り
、
ま
ず
第
一
に
事
例
を
集
め
る
こ
と
か
ら
着
手
し
た
。
雑
誌
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
大
規
模
な
」
取
り
組
み
は

一
般
的
と
は
言
え
ず
、
ま
た
そ
の
手
法
も
多
種
多
様
で
あ
っ
た
。
加
え
て
新
し
い
取
り
組
み
故
に
か
、
そ
う
し
た
寺
院
は
地
域
や
宗
派
内

と
の
軋
轢
を
抱
え
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
現
代
宗
教
研
究
所
と
し
て
直
接
調
査
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情

に
よ
り
、
よ
り
一
般
手
的
な
、
小
規
模
で
も
地
域
の
事
情
に
密
着
し
た
事
例
集
め
を
目
的
と
し
て
教
化
セ
ン
タ
ー
連
絡
会
議
（
平
成
二
十

九
年
度
）
の
場
に
お
い
て
、
宗
派
を
問
わ
ず
全
国
各
地
の
事
例
の
調
査
を
依
頼
し
た
が
、
予
想
を
超
え
て
デ
ー
タ
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
。

恐
ら
く
は
、
何
が
「
会
員
制
度
」
と
い
う
も
の
な
の
か
、
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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改
め
て
考
え
る
と
、「
檀
家
制
度
」
と
一
般
に
言
わ
れ
る
が
、
何
を
以
て
そ
う
呼
べ
る
の
か
と
い
う
定
義
は
実
は
地
域
や
そ
れ
ぞ
れ
の

寺
院
に
よ
っ
て
明
確
で
は
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
更
に
「
信
者
」
の
存
在
も
あ
り
、「
檀
家
」
と
呼
ば
な
く
て
も
別
な
視
点
か
ら
見
れ

ば
「
檀
家
制
度
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
り
と
、
そ
の
「
見
分
け
」
方
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

ま
ず
「
檀
家
制
度
」
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
か
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

○
檀
家
制
度
と
は

　
『
日
蓮
宗
宗
憲
』（
宗
憲
七
十
五
条
）
に
よ
る
と

　
　
【
檀
徒
】

　
　

�

本
宗
の
教
義
を
信
行
し
本
宗
及
び
所
属
す
る
寺
院
の
護
持
に
当
り
、
檀
徒
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
を
檀
徒
と
い
う
。

　
　
【
信
徒
】

　
　

�

本
宗
の
教
義
を
信
行
し
本
宗
及
び
帰
仰
す
る
寺
院
、
教
会
又
は
結
社
の
維
持
を
助
け
、
信
徒
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
を
信
徒
と
い
う
。

　

宗
憲
に
は
「
檀
徒
」
と
は
あ
る
が
実
は
「
檀
家
」
と
い
う
単
語
は
存
在
し
な
い
。
第
一
に
当
然
の
如
く
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
「
檀
家

制
度
」
と
い
う
も
の
が
、
実
は
如
何
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
定
義
を
考
え
る
と
き
に

い
く
つ
か
の
要
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
の
議
論
で
出
さ
れ
た
の
は
、
①
信
仰
②
名
簿
③
供
養
（
葬
儀
・
法

事
）
④
墓
地
管
理
⑤
祈
願
⑥
寺
と
の
関
係
⑦
寺
と
関
係
す
る
単
位
、
そ
し
て
以
前
以
後
の
⑧
継
続
性
で
あ
る
。
各
項
目
に
つ
い
て
、
上
記

宗
憲
の
定
義
と
は
別
に
「
檀
徒
」
と
「
信
徒
」
の
定
義
を
検
討
し
た
。
ま
ず
①
信
仰
に
つ
い
て
は
、（
残
念
な
が
ら
）「
檀
徒
」
の
場
合
必

要
条
件
で
は
な
く
、
逆
に
「
信
徒
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
無
く
し
て
成
立
し
な
い
。
②
名
簿
に
つ
い
て
は
両
者
存
在
は
す
る
も
の
の
、「
檀

徒
」
に
お
い
て
は
「
家
」
単
位
の
も
の
で
あ
っ
て
個
人
の
も
の
で
は
な
く
、「
信
徒
」
は
個
人
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
の
供
養

に
つ
い
て
は
「
檀
徒
」
の
場
合
当
然
受
け
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、「
信
徒
」
の
場
合
は
「
菩
提
寺
を
持
た
な
い
」
な
ど
の
条
件
が
付
さ
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れ
る
。
特
に
葬
儀
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
供
養
を
含
め
、
葬
儀
を
契
機
と
し
て
「
信
徒
」
の
「
檀
徒
」
化
が
予
想
さ
れ
る
。
④
墓
地
管
理

に
つ
い
て
は
「
檀
徒
」
と
し
て
寺
院
に
墓
地
が
存
在
す
れ
ば
当
然
墓
地
管
理
の
義
務
お
よ
び
権
利
が
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
一
方
、

「
信
徒
」
の
墓
地
に
つ
い
て
は
菩
提
寺
の
所
在
等
も
含
め
て
基
本
的
に
は
そ
の
管
理
に
は
立
ち
入
れ
な
い
。
⑤
祈
願
に
つ
い
て
は
「
檀
徒
」

「
信
徒
」
と
も
に
受
け
付
け
る
が
い
ず
れ
も
他
寺
院
・
神
社
等
で
の
祈
願
を
拒
絶
せ
し
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
⑥
の
寺
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、「
檀
徒
」
の
場
合
そ
の
義
務
と
し
て
（
意
思
に
反
し
た
と
し
て
も
）
寺
の
護
持
に
協
力
を
求
め
ら
る
が
、「
信
徒
」
の
場
合

積
極
的
に
関
わ
る
も
の
と
い
え
る
。
⑦
の
寺
と
の
関
係
の
単
位
は
「
檀
徒
」
の
場
合
基
本
的
に
「
家
」
を
単
位
と
す
る
の
に
対
し
、「
信

徒
」
の
場
合
「
個
人
」
を
単
位
と
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
葬
儀
な
ど
を
通
じ
て
「
家
」
単
位
の
関
係
に
発
展
す
る
場
合
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
「
檀
徒
」
へ
変
容
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
⑧
の
継
続
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
檀
徒
」
は
「
家
」
単
位
で
あ
る
以
上
、

そ
の
「
家
」
の
継
続
す
る
限
り
続
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
一
方
で
、「
信
徒
」
の
場
合
は
そ
の
「
個
人
」
と
の
関
係
が
終
わ
っ
た
と
き
に

終
了
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
を
通
し
て
、
実
際
の
「
檀
家
制
度
」
は
地
域
や
寺
院
ご
と
で
多
種
多
様
で
あ
り
、
こ
れ
を
定
義
づ
け
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

○
檀
家
制
度
の
意
義

　

一
方
で
「
檀
家
制
度
」
の
本
質
を
考
え
る
と
き
、
人
々
の
信
仰
や
救
済
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
寺
院
や
僧
侶
を
維
持
す
る
た

め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
現
実
か
ら
目
を
背
け
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
仏
教
伝
来
以
来
、
寺
院
や
僧
侶
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
維
持
」
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。　

本
来
、
寺
院
・
僧
侶
は
そ

れ
自
身
「
生
産
性
」
を
持
た
ず
、
仏
教
教
団
は
伝
統
的
に
「
檀
那
」
に
よ
る
「
喜
捨
（
布
施
）」
に
よ
り
経
済
的
に
支
え
ら
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
我
が
国
の
仏
教
教
団
・
寺
院
・
僧
侶
は
必
ず
し
も
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
史
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書
に
お
け
る
仏
教
公
伝
は
、
ま
ず
蘇
我
氏
な
ど
に
よ
る
「
私
的
」
な
崇
拝
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
（
更
に
遡
る
私
的
な
信
仰

は
調
べ
る
術
が
な
い
）
が
、
そ
の
後
律
令
国
家
成
立
の
経
緯
の
中
で
、
仏
教
は
国
家
の
管
理
下
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
鎮

護
国
家
を
祈
る
場
と
し
て
の
「
寺
院
」、
祈
る
者
と
し
て
の
「
僧
侶
」
で
あ
り
、
国
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
戒
壇
に
於
い
て
受
戒
さ
れ
た

者
に
の
み
僧
侶
の
資
格
が
認
め
ら
れ
た
。
寺
院
は
国
家
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
僧
侶
は
所
謂
公
務
員
で
あ
っ
た
た
め
、
律
令

国
家
そ
の
も
の
が
経
済
的
に
寺
院
僧
侶
を
支
え
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
律
令
体
制
が
限
界
を
迎
え
た
こ
と
に
よ
る
国
家
の
財
政
的
な
問
題
や
、
国
政
に
関
与
を
試
み
る
僧
侶
の
出
現
な
ど
に

対
す
る
反
省
か
ら
、
平
安
朝
以
降
の
仏
教
統
制
は
転
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
寺
院
僧
侶
の
国
家
に
よ
る
経
済
的
な
保
証
は
失
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
一
方
で
奈
良
時
代
中
期
か
ら
墾
田
永
年
私
財
法
に
よ
り
土
地
の
私
有
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
寺
院
の
経
済
の
中
心
は

は
こ
の
私
有
地
（
荘
園
）
支
配
に
よ
る
経
済
基
盤
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
降
中
世
に
至
る
ま
で
大
寺
院
は
強
大
な
荘
園
領
主
と

し
て
君
臨
し
続
け
る
。
武
家
政
権
の
誕
生
に
よ
り
朝
廷
や
寺
社
に
対
す
る
統
制
が
強
ま
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
寺
院
が
領
主
と

し
て
の
経
済
力
を
持
ち
続
け
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
更
に
大
寺
院
は
中
小
寺
院
も
政
治
的
経
済
的
、
時
に
は
武
力
に
よ
っ
て
そ
の

支
配
下
に
置
き
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
所
謂
本
末
制
度
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

　

江
戸
期
に
は
幕
府
の
統
制
に
よ
り
、
上
述
の
と
お
り
全
て
の
寺
院
は
本
山
末
寺
の
制
度
の
も
と
に
組
み
込
ま
れ
、
あ
わ
せ
て
キ
リ
シ
タ

ン
禁
令
と
寺
請
制
度
に
よ
り
幕
府
の
支
配
機
構
の
一
部
と
な
っ
た
。
寺
請
帳
の
整
備
に
よ
り
民
衆
は
寺
の
檀
家
と
し
て
登
録
さ
れ
、
そ
れ

以
外
の
者
は
キ
リ
シ
タ
ン
や
不
受
不
施
派
な
ど
と
見
な
さ
れ
迫
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
寺
請
帳
を
発
行
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
と

な
っ
た
寺
院
は
強
大
な
権
力
を
握
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
寺
院
は
、
幕
府
の
権
威
を
後
ろ
盾
と
し
て
経
済
的
に
は
安
定
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
が
現
在
の
檀
家
制
度
の
も
と
に
な
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る
仏
教
（
寺
院
）
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
寺
院
や
僧
侶
は
支
配
体
制
の
側
、
あ
る
い
は
支
配
者
そ
の

も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
済
的
基
盤
は
そ
の
権
力
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
き
た
と
は
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。「
檀
家
制
度
」
は
こ
う
し
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た
流
れ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
、
例
え
ば
一
六
八
七
年
の
幕
法
に
よ
っ
て
檀
那
寺
（
菩
提
寺
）
へ
の
参
詣
や
年
忌
法
要
、
寺
へ
の
付

け
届
け
な
ど
が
檀
家
の
責
務
と
さ
れ
る
な
ど
を
良
い
例
と
し
て
、
支
配
階
級
と
し
て
の
寺
院
僧
侶
を
経
済
的
に
支
え
る
き
わ
め
て
有
効
な

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
か
ら
は
じ
ま
る
変
化
は
そ
う
し
た
状
況
を
一
変
さ
せ
、
更
に
戦
後
の
日
本
国
憲
法
施
行
に
よ
り
信
教
の

自
由
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
家
権
力
と
宗
教
の
関
係
は
切
り
離
さ
れ
た
。
一
方
で
寺
院
・
僧
侶
の
側
は
そ
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
に

き
て
い
る
。
本
末
制
度
の
崩
壊
や
農
地
解
放
な
ど
に
よ
り
直
接
の
経
済
基
盤
を
失
っ
た
本
山
は
窮
乏
す
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
も
そ
の
影

響
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
直
接
に
民
衆
と
繋
が
っ
て
い
た
寺
院
が
か
ろ
う
じ
て
か
つ
て
の
関
係
を
維
持
し
て
き
た
が
、
少
子

高
齢
化
や
家
族
観
の
変
化
な
ど
に
よ
り
そ
う
い
っ
た
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
も
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

○
檀
家
制
度
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
現
実

　

こ
の
よ
う
に
寺
院
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
し
た
こ
と
に
加
え
、
我
が
国
の
社
会
も
大
き
く
変
化
し
、
特
に
「
家
」
制
度
の
崩
壊
は
、

「
寺
」
と
「
家
」
を
単
位
に
し
た
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
檀
家
制
度
」
に
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
寺
院
や
僧

侶
、
ま
し
て
「
檀
家
制
度
」
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
そ
の
も
の
の
変
質
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
大
き
な
変
化
の
中
で
、
相
変
わ
ら
ず
に
固
定
化
さ
れ
た
菩
提
寺
か
ら
要
求
さ
れ
る
高
額
な
布
施
や
、
そ
の

よ
う
な
要
求
を
す
る
一
部
の
僧
侶
の
現
実
感
覚
の
欠
如
、
自
ら
の
宗
派
も
知
ら
ず
に
そ
れ
ら
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
へ
の
疑
問
な
ど
が
、
結
果
と
し
て
僧
侶
全
体
へ
の
不
信
、
そ
れ
に
よ
る
信
仰
心
の
希
薄
化
へ
と
つ
な
が
り
、
人
々
の
心
が
葬
儀
や

墓
・
寺
を
人
々
が
必
要
と
感
じ
な
く
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
「
三
離
れ
」
が
叫
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
原
因
の
主
た
る
も
の
と
し
て
、
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
檀
家
制
度
」
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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○
檀
家
制
度
に
替
わ
る
会
員
制
度

　

こ
う
し
た
問
題
を
打
破
す
べ
く
「
檀
家
制
度
」
に
替
わ
る
様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る

寺
院
は
「
檀
家
制
度
廃
止
」
を
謳
い
、
旧
来
の
（
悪
い
）「
檀
家
制
度
」
を
廃
止
し
て
、
新
し
い
（
良
い
）「
会
員
制
度
」
で
運
営
さ
れ
る

寺
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
。
新
た
な
形
で
人
々
の
信
仰
を
取
り
戻
し
、
寺
や
僧
侶
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
こ

れ
ま
で
と
異
な
る
寺
と
人
と
の
関
わ
り
を
模
索
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
三
離
れ
」
に
よ
っ
て
離
れ
て
し
ま
っ
た
（
あ
る
い

は
こ
れ
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
）
人
々
と
の
関
わ
り
を
再
構
築
す
る
努
力
は
重
要
で
あ
り
、
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
ら
の
取
り

組
み
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
必
ず
し
も
網
羅
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
形
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　
　

◦　

�「
檀
家
制
度
を
廃
止
し
ま
し
た
」
と
宣
言
し
、
会
費
無
料
の
会
員
組
織
を
作
る
。

　
　

◦　

�

永
代
供
養
墓
を
使
用
し
た
方
を
対
象
と
し
て
、
檀
信
徒
と
は
別
の
会
員
組
織
を
作
る
。

　
　

◦　

�「
檀
家
」「
信
徒
」「
寺
報
会
員
」
と
い
う
よ
う
に
、
寺
院
と
の
関
わ
り
方
に
応
じ
て
数
種
類
の
会
員
組
織
を
作
る
。
会
費
は
そ

れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
。（
会
費
が
す
べ
て
無
料
と
い
う
場
合
も
あ
る
）

　

会
費
の
有
無
の
違
い
は
あ
る
が
、
概
ね
「
檀
家
」「
信
徒
」「
そ
れ
以
外
の
も
う
少
し
関
わ
り
の
薄
い
会
員
組
織
」
と
い
っ
た
区
別
が
さ

れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
中
に
は
自
ら
の
寺
院
を
際
立
た
せ
る
た
め
、
檀
家
制
度
を
批
判
す
る
傾
向
も
一
部
の
寺
院
で
見
ら
れ
る
が
、
会

費
が
無
料
、
寄
付
の
強
制
が
な
い
と
い
う
部
分
を
強
調
す
る
以
外
は
、
じ
つ
は
従
来
の
檀
家
制
度
と
の
差
異
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。

（
※
こ
こ
で
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
も
あ
り
、
具
体
的
な
寺
院
名
な
ど
は
掲
載
を
控
え
る
こ
と
と
し
た
。）

　

こ
れ
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
家
」
の
形
が
崩
れ
、
菩
提
寺
を
持
た
な
い
人
が
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
人
々
の
ニ
ー
ズ
は
細
分
化
し
て
お
り
、

ま
た
経
済
的
・
人
的
負
担
を
警
戒
し
て
寺
院
と
の
近
す
ぎ
る
関
係
を
避
け
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。「
檀
家
」「
信
徒
」
と
い
っ
た
、
こ
れ

ま
で
の
大
き
な
枠
組
み
で
括
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
お
り
、
今
後
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
や
距
離
感
に
合
わ
せ
た
関
係
の
構
築
が
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望
ま
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
中
、
各
寺
院
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
べ
く
「
新
し
い
」
制
度
を
模
索
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
と
言
え
る
。

更
に
い
え
ば
「
会
員
制
度
」
の
中
の
「
会
員
」
と
し
て
囲
い
込
み
た
が
る
寺
と
の
間
に
も
既
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、

寺
と
人
々
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
思
い
切
っ
た
思
考
の
変
換
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

○
会
員
制
度
の
あ
る
べ
き
す
が
た

　

そ
も
そ
も
「
檀
家
制
度
」
の
否
定
と
「
会
員
制
度
」
の
導
入
が
イ
コ
ー
ル
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
依
然
と

し
て
檀
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
寺
院
が
大
半
で
あ
ろ
う
し
、「
檀
家
制
度
」
の
中
で
も
人
々
と
の
関
わ
り
を
構
築
し
て
い
る
寺
院

も
数
多
く
存
在
す
る
。
真
摯
な
姿
勢
で
寺
と
人
々
と
の
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
僧
侶
も
大
勢
い
る
。
こ
の
「
檀
家
制
度
」

「
会
員
制
度
」
と
い
う
両
者
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
寺
院
や
僧
侶
を
経
済
的
に
支
え
る
手
段
で
あ
り
、
そ
の
支
え
と
し

て
機
能
を
実
働
さ
せ
る
た
め
に
は
世
間
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
人
々
か
ら
支
持
さ
れ
る
「
そ
の
時
代
に
合
わ
せ

た
」
制
度
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。　

　

振
り
返
る
と
、
所
謂
「
檀
家
制
度
」
の
枠
よ
り
外
れ
る
対
応
は
こ
れ
ま
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
時
そ
の
時
の
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス

で
必
要
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
き
た
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
そ
う
し
た
対
応
が
「
あ
く
ま
で
も
例
外
」
で
あ
っ
て
本
来
は
認
め

ら
れ
な
い
、
と
思
わ
れ
て
き
た
の
が
「
檀
家
制
度
」
の
壁
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
と
お
り
、「
檀
家
制
度
」

と
い
う
も
の
自
体
が
実
は
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
か
ら
は
寺
と
人
を
縛
る
堅
苦
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
、
普
段
は
寺
と
の
な
じ
み
の
薄
い
人
か
ら
は
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
原
因
と
な
っ
て
い
た
の
も
現
実
と
言
え
よ
う
。

　
「
会
員
制
度
」
を
謳
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
「
檀
家
制
度
」
の
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
細
分
化
さ
れ
た
様
々
な
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
を
宣
言
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
上
に
述
べ
た
と
お
り
、
実
際
の
事
例
を
検
討
す
る
と
本
質
的
に
従

来
の
「
檀
家
制
度
」
と
あ
ま
り
差
異
の
な
い
事
例
も
多
く
見
ら
れ
た
。「
会
員
制
度
」
と
い
う
新
し
い
名
前
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
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際
に
は
こ
れ
ま
で
も
対
応
し
て
き
た
様
々
な
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
例
に
も
対
応
で
き
る
こ
と
を
公
に
し
、
細
分
化
さ
れ
た
世
間
の
ニ
ー
ズ

に
き
め
細
や
か
に
応
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
時
に
従
来
の
「
檀
徒
」
と
「
信
徒
」「
会
員
」
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
つ
い
て
配
慮
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

○
お
わ
り
に

　

改
め
て
「
檀
家
制
度
」
の
元
と
な
っ
た
「
寺
請
制
度
」
を
考
え
る
と
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
こ
れ
が
寺
院
僧
侶
を
支
え
る
意
味
で
き
わ

め
て
有
効
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
寺
請
帳
に
よ
っ
て
寺
が
民
衆
の
身
元
を
檀
家
と
し
て
保
証
す
る
こ
と
で
、
そ
の
人
の
社
会
的
地
位
が

担
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
寺
と
民
衆
と
の
力
関
係
は
圧
倒
的
な
差
異
が
生
じ
て
い
た
。
よ
っ
て
寺
は
葬
儀
や
年
忌
法
要
等
の
供
養
を

檀
家
に
強
制
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
寺
請
制
度
」
が
な
く
な
っ
て
一
五
〇
年
も
経
過
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
檀
家
制
度
」
の
部
分
だ
け
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
う
ま
く
機
能
す
る
わ
け
が
な
い
。
多
様
化
・
細
分
化
さ
れ
た

世
間
の
ニ
ー
ズ
か
ら
寺
や
僧
侶
を
自
由
に
選
び
た
い
と
い
う
考
え
に
行
き
着
く
こ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
な
ど
と
強
制
さ
れ
る
こ
と
へ
の
拒
否
感
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。「
寺
請
制
度
」
の
元
で
圧
倒
的
優
位
に
あ
っ
た
寺
院
僧
侶
は
、
そ

の
優
位
性
を
失
っ
て
い
る
、
む
し
ろ
立
場
が
逆
転
し
た
も
の
と
し
て
よ
り
謙
虚
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。

　

一
方
檀
家
の
立
場
か
ら
「
檀
家
制
度
」
を
考
え
る
と
、
実
は
デ
メ
リ
ッ
ト
ば
か
り
で
も
な
い
。
葬
儀
や
年
忌
法
要
等
を
行
う
と
き
に
、

い
ち
い
ち
寺
や
僧
侶
を
探
す
の
は
労
力
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
僧
侶
を
呼
ば
ず
に
葬
儀
を
済
ま
す
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
信
頼
で
き
る
菩
提
寺
が
あ
り
僧
侶
が
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
苦
労
を
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
喜
捨
を
し
て
寺

や
僧
侶
を
支
え
る
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
不
合
理
な
こ
と
と
は
受
け
取
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
普
段
か

ら
僧
侶
の
側
が
信
頼
を
得
ら
れ
る
だ
け
の
心
が
け
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
檀
徒
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
謙
虚
に
耳
を
傾
け
、

一
方
で
も
し
布
施
の
金
額
な
ど
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
な
ぜ
な
の
か
、
寄
付
を
求
め
る
必
然
性
な
ど
に
つ
い
て
丁
寧
に
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説
明
を
す
る
。
そ
の
積
み
重
ね
の
う
え
に
成
り
立
つ
信
頼
関
係
が
構
築
で
き
れ
ば
、「
檀
家
制
度
」「
会
員
制
度
」
と
い
う
名
前
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
か
ら
も
寺
院
を
支
え
て
い
く
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
会
員
制
度
」
の
調
査
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
変
化
、
寺
院
僧
侶
の
立
場
の
変
化
を
再
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
多
様

化
・
細
分
化
さ
れ
た
世
間
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
姿
の
一
端
が
「
会
員
制
度
」
な
ど
の
取
り
組
み
と
し
て
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
い
え
ば
、
普
段
は
一
切
寺
と
の
関
係
を
持
ち
た
く
な
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
れ
ば
、「
会
員
」
と
し
て
囲
う
こ
と
さ
え
拒
否
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
一
方
で
「
檀
家
」
で
あ
る
こ
と
の
安
心
感
を
求
め
る
ニ
ー
ズ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
、
現
代
に
於
い
て
私

た
ち
僧
侶
は
こ
う
し
た
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認

識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
寺
院
の
側
が
考
え
る
「
こ
う
あ
る
べ
き
」
は
も
は
や
全
て
の
人
に
は
通
用
し
な
い
。
経
済
的
に
支
え
る
価
値
の
あ

る
寺
・
僧
侶
た
る
べ
く
、
不
断
の
努
力
が
重
要
で
あ
る
。
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