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井
川　

裕
覚

　
　
　
一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
九
日
に
鶴
見
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
日
本
大
震
災
の
経
験
か
ら
学
ぶ
も
の
―
―
災

害
・
い
の
ち
・
こ
こ
ろ
―
―
」
に
お
け
る
発
表
内
容
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

報
告
者
は
、
二
〇
一
五
年
に
東
北
大
学
大
学
院
実
践
宗
教
学
寄
付
講
座
が
主
催
す
る
臨
床
宗
教
師
研
修
を
修
了
し
た
認
定
臨
床
宗
教
師
（
１
） 

と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
の
動
機
は
、
東
日
本
大
震
災
を
目
の
当
た
り
に
し
、
「
寺
院
の
外
（
社
会
）
に
存
在
す
る
苦
悩
」
に
仏
教
者

と
し
て
い
か
に
関
わ
り
得
る
の
か
と
い
う
問
い
を
抱
い
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。

　

私
を
強
く
突
き
動
か
し
た
の
は
、
震
災
後
に
訪
れ
た
仮
設
住
宅
で
出
会
っ
た
次
の
言
葉
で
あ
る
。

「
あ
た
し
だ
け
ど
う
し
て
生
き
残
っ
た
の
よ
。
目
の
前
で
お
父
さ
ん
流
さ
れ
て
い
っ
た
の
。
助
け
て
っ
て
、
そ
れ
が
お
父
さ
ん
の

最
後
の
言
葉
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
あ
た
し
だ
け
…
」

「
お
坊
さ
ん
、
津
波
で
こ
ん
な
に
街
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
さ
れ
て
…
本
当
に
神
様
、
仏
様
い
る
の
か
い
？ 

い
る
な
ら
、
ど
う
し
て

助
け
て
く
れ
な
か
っ
た
の
？ 

あ
た
し
に
は
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。
」

 　

や
り
ど
こ
ろ
の
な
い
怒
り
と
深
い
悲
し
み
を
秘
め
た
実
存
的
な
苦
し
み
に
、
私
は
言
葉
を
失
っ
た
。
「
神
や
仏
が
い
る
の
か
」
と
い
う
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厳
し
い
問
い
か
け
に
、
仏
教
者
と
し
て
何
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
存
在
価
値
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

私
は
そ
の
問
い
の
答
え
を
求
め
、
宗
教
者
と
し
て
、
臨
床
宗
教
師
と
し
て
、
ま
た
死
生
学
の
研
究
者
と
し
て
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た
宗
教
者
た
ち
は
、
死
生
の
問
題
に
対
し
て
い
か
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
。
本
発
表
で
は
、
そ
の
展
開
を

確
認
し
た
上
で
、
筆
者
の
臨
床
宗
教
師
と
し
て
の
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
寺
院
の
外
で
活
動
す
る
仏
教
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
考
察

を
試
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
対
象
者
の
個
人
情
報
に
配
慮
し
、
複
数
の
事
例
を
組
み
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
。

　
　
　
二
、
東
日
本
大
震
災
に
み
る
死
生

　

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
十
四
時
四
十
六
分
十
八
秒
―
―
宮
城
県
の
東
南
東
沖
百
三
十
キ
ロ
を
震
源
と
す
る
日
本
周
辺
に
お
け

る
観
測
史
上
最
大
の
大
地
震
と
津
波
に
よ
っ
て
、
一
瞬
に
し
て
ふ
る
さ
と
は
破
壊
さ
れ
、
多
く
の
人
々
の
生
命
は
失
わ
れ
た
。

二
〇
一
八
年
三
月
時
点
で
の
震
災
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
は
一
万
八
千
四
百
三
十
四
名
、
建
築
物
の
全
壊
・
半
壊
は
合
わ
せ
て

四
十
万
二
千
六
百
九
十
九
戸
が
公
式
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
の
被
害
の
大
き
さ
に
、
圧
倒
的
な
自
然
の
脅
威
を
前
に
…
…
私
た
ち

は
声
を
失
い
、
無
力
さ
を
噛
み
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

あ
の
時
、
向
こ
う
側
―
―
「
死
」
に
選
ば
れ
て
し
ま
っ
た
人
と
、
こ
ち
ら
側
―
―
「
生
」
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
と
を
分
け
た

の
は
偶
然
に
過
ぎ
な
い
。
誰
も
が
皆
い
ず
れ
死
を
迎
え
る
。
そ
の
時
に
備
え
て
一
体
何
を
考
え
、
ど
う
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

誰
も
が
被
災
者
に
哀
悼
の
意
を
示
し
、
そ
の
祈
り
は
、
自
ず
と
「
い
の
ち
」
へ
の
問
い
か
け
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

被
災
者
の
み
な
ら
ず
、
や
が
て
日
本
社
会
全
体
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
三
、
日
本
に
お
け
る
「
死
生
観
」
「
死
生
学
」
の
展
開

　

人
々
が
自
ら
の
死
生
の
問
題
を
大
々
的
に
問
い
直
そ
う
と
す
る
状
況
は
、
近
現
代
の
日
本
に
お
い
て
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
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の
最
も
早
い
も
の
と
し
て
一
九
〇
四
年
に
加
藤
咄
堂
が
『
死
生
観
』
を
著
し
、
以
来
「
死
生
観
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
政
府
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
欧
化
主
義
に
よ
る
価
値
観
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
、
加
藤
は
日
本
的
な
価

値
観
が
揺
ら
ぐ
中
で
武
士
道
を
基
盤
と
し
た
死
生
観
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
四
〇
年
代
に
は
、
戦
争

に
よ
る
大
量
死
を
受
け
て
、
死
生
観
に
関
す
る
書
物
が
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン

ダ
ー
ス
の
ホ
ス
ピ
ス
設
立
や
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
の
『
死
ぬ
瞬
間
』
の
影
響
を
受
け
、
死
に
ゆ
く
人
々
の
ケ
ア
に
関
す
る
関
心
が
急
速

に
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
病
院
死
の
増
加
や
医
療
技
術
の
革
新
、
死
の
日
常
か
ら
の
隠
蔽
、
葬
祭
や
宗

教
の
後
退
な
ど
を
背
景
に
「
死
生
学
」
と
い
う
学
問
領
域
が
確
立
さ
れ
て
い
く
。

　

日
本
で
初
め
て
「
死
生
学
」
の
名
称
を
冠
し
た
教
科
書
と
し
て
は
、
一
九
八
八
年
に
日
野
原
重
明
ら
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
死
生

学
・Thanatology—

—

死
か
ら
生
の
意
味
を
考
え
る
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
執
筆
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
死
に
臨
む
人
々
や
死
別
の
悲

し
み
に
直
面
し
て
い
る
人
々
へ
の
ケ
ア
に
携
わ
っ
て
い
る
医
療
者
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
死
生
学
は
「
治
療
を
含
む
ケ
ア
の
プ
ロ
セ
ス

で
、
特
に
ケ
ア
す
る
側
が
自
分
・
相
手
・
社
会
が
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
を
深
く
理
解
す
る
の
を
、
知
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
有
効
な
実

践
知
を
育
む
学
問
［
清
水
・
島
薗2010

］
」
と
し
て
展
開
し
た
。
そ
れ
は
、
床
に
臥
す
病
者
に
臨
ん
で
診
療
す
る
「
臨
床
4

4

の
知
」
を
学

ぶ
、
狭
義
の
「
臨
床
4

4

死
生
学
」
と
い
え
る
。　

　

一
方
で
、
そ
れ
は
伝
統
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
死
生
に
ま
つ
わ
る
文
化
や
宗
教
的
儀
礼
が
後
退
し
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
「
い
の

ち
の
尊
厳
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
死
生
を
め
ぐ
る
根
源
的
な
感
受
性
が
弱
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
［
島
薗2008

］
。
で
は
、
こ
の

よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
死
生
学
は
い
か
に
答
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
に
述
べ
た
狭
義
の
臨
床
死
生
学
に
対
し
て
、
「
医
療
や
教
育
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
お
け
る
人
間
の
営
み
全
体
」
を
射
程
に
入
れ
、

「
臨
床
」
を
広
い
意
味
で
捉
え
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
［
河
野
・
平
山2000
］
。
そ
れ
は
、
研
究
者
自
身
が
「
医
師
が
患
者
の
ベ
ッ

ド
サ
イ
ド
に
赴
く
よ
う
に
、
書
斎
や
研
究
室
か
ら
出
て
、
社
会
の
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
、
つ
ま
り
は
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
社
会
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の
現
場
に
身
を
置
い
て
研
究
す
る
と
い
う
強
い
含
意
が
あ
る
」
と
い
う
［
大
澤
・
吉
見
・
鷲
田2012

］
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
そ
の

対
象
を
医
療
や
福
祉
の
み
に
限
定
せ
ず
、
死
生
の
現
場
に
関
わ
り
な
が
ら
実
践
性
を
意
識
し
て
研
究
し
、
ま
た
そ
れ
を
現
場
に
生
か
そ
う

と
す
る
態
度
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
死
生
学
を
広
義
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
射
程
は
非
常
に
幅
広
く
、
死
生
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
課
題
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
（
図
１
）。
こ
の
死
生
学
の
多
様
な
視
点
は
現
代
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
東
日
本
大
震

災
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
誰
も
が
「
死
」
と
い
う
圧
倒
的
な
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ

た
こ
と
で
、
様
々
な
領
域
で
「
い
の
ち
」
へ
の
問
い
が
叫
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ

は
や
が
て
死
生
学
を
含
む
「
実
践
宗
教
学
」
と
い
う
新
た
な
学
問
領
域
へ
と
連
続
し
て

い
く
。

　

震
災
が
発
生
し
た
二
〇
一
一
年
に
は
東
北
大
学
に
、
後
述
す
る
「
実
践
宗
教
学
寄
附

講
座
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
震
災
発
生
の
直
後
か
ら
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究

所
（
２
）

を
中
心
に
被
災
者
の
支
援
を
行
っ
て
き
た
上
智
大
学
で
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
に
実

践
宗
教
学
研
究
科
・
死
生
学
専
攻
が
新
設
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
宗
教
へ
の
理
解
を
基
礎
に
置
き
な
が
ら
、「
宗
教
の
公
共
性
」「
死
生
観
・

生
命
倫
理
」「
臨
床
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
な
ど
、
幅
広
い
視
点
で
現
代
の
死
生
学
的

課
題
へ
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
研
究
科
委
員
長
を
務
め
る
島
薗
進
に
よ
る
と
、
そ

の
大
き
な
テ
ー
マ
は
「
現
代
の
社
会
・
公
共
空
間
に
お
い
て
、
特
定
の
宗
教
が
、
あ
る

い
は
そ
れ
が
宗
教
・
宗
派
の
壁
を
越
え
て
連
携
し
た
形
で
、
い
っ
た
い
何
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
何
を
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
（
３
）

」
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
実
社
会
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
も
研
究
科
の
設
立
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
近
代
化
・
科
学
至
上
主
義

図 1：死生をめぐる課題
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の
中
で
、
宗
教
的
な
も
の
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
が
排
除
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問

が
呈
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
こ
と
に
よ
る
。

　

で
は
、そ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
に
対
し
て
、宗
教
者
は
い
か
に
関
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、死
生
学
的
課
題
と
し
て
「
宗

教
者
が
社
会
で
様
々
に
起
こ
る
悲
嘆
・
喪
失
な
ど
の
諸
問
題
に
対
し
て
、
い
か
に
支
援
や
ケ
ア
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
う
い
う

点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
四
、
近
年
の
宗
教
と
社
会
の
関
わ
り

　

東
日
本
大
震
災
以
降
の
宗
教
者
の
動
向
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
ま
ず
近
年
の
宗
教
と
社
会
の
関
わ
り
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
一
九
九
五

年
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生
し
た
際
に
は
「
宗
教
界
の
支
援
が
目
立
た
な
か
っ
た
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
宗
教
者
は
そ
の
特
質
を

十
分
に
は
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
同
年
に
は
オ
ウ
ム
事
件
が
発
生
し
、
宗
教
界
が
力
を
失
っ
て
い
る
こ
と

に
一
因
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
［
島
薗2014

］
。

 　

ま
た
、
二
〇
一
五
年
に
は
僧
侶
で
も
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
鵜
飼
秀
徳
に
よ
っ
て
『
寺
院
消
滅
』
が
出
版
さ
れ
、
「
経
営
の
危

機
に
瀕
す
る
お
寺
と
、
お
寺
や
お
墓
は
も
う
い
ら
な
い
と
言
う
現
代
人
」
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
鵜
飼
は
「
こ
の
問
題
の
根

底
に
は
、
人
々
の
お
寺
に
対
す
る
不
信
感
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
僧
侶
は
、
宗
教
者
と
し
て
の
役
割
を
本
当
に
果
た
し
て
き
た
の
か
。
檀

家
や
現
代
人
が
求
め
る
「
宗
教
」
の
あ
り
方
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
」
と
の
問
い
か
け
を
発
し
て
い
る
［
鵜
飼2015

］
。

全
国
各
地
に
「
消
滅
可
能
都
市
」
を
抱
え
る
日
本
社
会
に
お
い
て
、
宗
教
者
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
得
る
の
か
―
―
果
た
し
て
宗
教

は
そ
の
影
響
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
方
で
、
現
代
の
宗
教
を
高
く
評
価
す
る
者
も
い
る
。
特
に
伝
統
仏
教
の
社
会
活
動
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
上
田
紀
之
の
『
が
ん
ば
れ

仏
教
！ 

―
―
お
寺
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
』
が
あ
る
。
上
田
は
、
曹
洞
宗
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
（
現
・
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
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ア
の
会
）
や
大
阪
の
應
典
院
な
ど
独
自
性
の
あ
る
社
会
活
動
を
取
り
上
げ
、
未
来
を
切
り
ひ
ら
く
行
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
代
の
困
難

な
時
代
の
使
命
に
、
仏
教
が
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
地
域
社
会
を
拠

点
と
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
き
た
宗
教
者
の
活
動
が
あ
る
程
度
の
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
宗
教
界
は
社
会
か
ら
あ
る
程
度
の
評
価
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
の
存
在
価
値
を
十
分
に
示
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
は
東
日
本
大
震
災
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
五
、
臨
床
宗
教
師
の
誕
生

　

東
日
本
大
震
災
発
生
の
直
後
か
ら
、
現
地
の
宗
教
者
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
積
極
的
に
支
援
活
動
に
乗
り
出
し
、
人
々
に
救
済
の
手
を

差
し
伸
べ
て
い
っ
た
。
や
が
て
そ
の
活
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
・
宗
派
の
立
場
を
超
え
た
連
携
と
し
て
発
展
し
て
い
く
。
「
心
の
相
談

室（４
）」

や
「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
の
経
験
は
、
そ
の
後
の
宗
教
者
の
社
会
活
動
の
基
礎
と
な
り
「
臨
床
宗
教
師
」
の
養
成
が
始
め
ら
れ

る
。

　

そ
の
構
想
を
立
ち
上
げ
た
一
人
が
、
「
心
の
相
談
室
」
の
室
長
も
務
め
た
医
師
の
岡
部
健
で
あ
る
。
岡
部
は
元
々
が
ん
専
門
医
で
、
長

年
に
わ
た
り
宮
城
県
名
取
市
で
在
宅
医
療
に
携
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
現
場
で
の
経
験
か
ら
「
戦
後
の
日
本
で
、
宗
教
や
死
生
観
に
つ
い
て

語
り
、
暗
闇
に
降
り
て
い
く
道
し
る
べ
を
示
す
こ
と
で
の
で
き
る
専
門
家
が
死
の
現
場
か
ら
い
な
く
な
っ
」
た
こ
と
を
問
題
視
し
、
「
人

が
死
に
向
か
い
合
う
現
場
に
医
療
者
と
チ
ー
ム
を
組
ん
で
入
れ
る
、
日
本
人
の
宗
教
性
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
型
チ
ャ
プ
レ
ン
の
よ
う
な
宗

教
者
が
必
要
」
と
考
え
て
き
た
［
奥
野2013

］
。　

　

そ
し
て
、
そ
の
構
想
が
震
災
支
援
の
過
程
で
具
体
化
さ
れ
、
「
医
療
・
福
祉
等
の
現
場
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
を
持
つ
人
々
、
ま
た
は

信
仰
を
持
た
な
い
人
々
の
苦
し
み
を
受
け
止
め
、
適
切
に
向
き
合
う
こ
と
の
で
き
る
宗
教
者
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
５
）」

と
い
う
洞
察
か
ら
、

東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
が
設
置
さ
れ
、
臨
床
宗
教
師
研
修
が
始
め
ら
れ
る
。
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「
臨
床
宗
教
師
」
は
、
被
災
地
や
医
療
機
関
、
福
祉
施
設
な
ど
の
「
公
共
空
間
で
心
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
宗
教
者
」
で
、
欧
米
の
チ
ャ

プ
レ
ン
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
日
本
の
風
土
や
宗
教
的
土
壌
、
現
代
日
本
の
宗
教
と
社
会
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
養
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
「
布
教
や
伝
道
を
行
う
の
で
は
な
く
、
相
手
の
価
値
観
を
尊
重
し
な
が
ら
、
宗
教
者
と
し
て
の
経
験
を
い
か
し

て
、
苦
悩
や
悲
嘆
を
抱
え
る
方
々
に
寄
り
添
」
う
こ
と
や
、
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
神
道
な
ど
、
様
々
な
信
仰
を
持
つ
宗
教
者
が
協
力
し

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

二
〇
一
一
年
に
東
北
大
学
で
始
め
ら
れ
た
研
修
は
、
龍
谷
大
学
、
鶴
見
大
学
、
高
野
山
大
学
、
武
蔵
野
大
学
、
種
智
院
大
学
、
上
智
大

学
等
の
大
学
機
関
へ
と
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
。
二
〇
一
六
年
二
月
二
十
八
日
に
は
、
各
地
の
臨
床
宗
教
師
会
を
支
え
る
日
本
臨
床
宗
教

師
会
が
設
立
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
三
月
よ
り
「
認
定
臨
床
宗
教
師
」
の
資
格
認
定
を
行
な
っ
て
い
る
（
６
）。

　

ま
た
、
日
本
臨
床
宗
教
師
会
に
よ
る
と
、
臨
床
宗
教
師
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
職
と
チ
ー
ム
を
組
み
、
宗
教
者
と
し
て
全
存
在
を
か
け

て
、
人
々
の
苦
悩
や
悲
嘆
に
向
き
あ
い
、
か
け
が
え
の
な
い
物
語
を
あ
る
が
ま
ま
受
け
と
め
、
そ
こ
か
ら
感
じ
取
ら
れ
る
ケ
ア
対
象
者
の

宗
教
性
を
尊
重
し
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
宗
教
的
ケ
ア
（
７
）」

を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
六
、
終
末
期
医
療
に
お
け
る
臨
床
宗
教
師
の
活
動

　

臨
床
宗
教
師
の
活
動
現
場
は
、
病
院
や
福
祉
施
設
、
災
害
支
援
、
地
域
社
会
、
少
年
院
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
地
域
支

援
活
動
と
し
て
東
京
都
内
の
公
団
住
宅
で
開
催
さ
れ
る
高
齢
者
サ
ロ
ン
に
定
期
的
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
中
心
に
宗
教
者
が
深
く
関
わ
る
よ
う
な
活
動
は
以
前
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
人
間
関
係
が
希
薄
と
な
り
つ
つ
あ
る
地
域
社
会
を
拠

点
と
し
た
宗
教
者
の
活
動
は
今
後
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
多
岐
に
わ
た
る
臨
床
宗
教
師
の
活
動
現
場
の
中
で
、
近
年
特
に

注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
終
末
期
医
療
の
現
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
終
末
期
医
療
の
現
場
に
お
け
る
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臨
床
宗
教
師
の
活
動
の
実
際
を
紹
介
す
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
仏
教
を
基
軸
と
し
た
病
院
の
ほ
か
、
一
般
病
院
に
よ
る
緩
和
ケ
ア
や
在
宅
ケ
ア
な
ど
の
現
場
で
活
動
す
る
機
会

を
得
て
き
た
。
現
在
は
、
埼
玉
県
内
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
お
い
て
開
催
さ
れ
て
い
る
傾
聴
喫
茶
「
関
東
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
に
定
期

的
に
参
加
し
て
い
る
。
「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
は
、
東
日
本
大
震
災
発
生
以
降
、
石
巻
の
沿
岸
部
の
被
災
地
支
援
の
目
的
と
し
て
金

田
諦
應
住
職
（
宮
城
県
、
通
大
寺
）
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
。
現
在
は
、
北
海
道
え
り
も
や
東
京
な
ど
全
国
へ
と
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

「
関
東
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
は
、
病
棟
に
勤
務
す
る
医
療
者
や
臨
床
宗
教
師
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
師
、
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
に
よ
っ
て
毎
月
２
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。
参
加
す
る
臨
床
宗
教
師
は
、
様
々
な
伝
統
仏
教
の
僧
侶
の
他
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ス
タ
ー

や
天
理
教
の
教
師
な
ど
、
諸
宗
教
・
諸
宗
派
協
力
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　

開
催
日
当
日
、
担
当
看
護
師
と
臨
床
宗
教
師
、
そ
の
他
参
加
者
を
交
え
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
な
っ
た
後
に
、
カ
フ
ェ
は
病
棟
の
ラ

ウ
ン
ジ
で
開
催
さ
れ
る
。
病
棟
に
は
主
に
終
末
期
の
が
ん
患
者
が
入
院
し
て
お
り
、
重
篤
な
症
状
の
者
も
少
な
く
は
な
い
。
当
日
の
入
院

患
者
の
体
調
な
ど
に
配
慮
し
、
臨
床
宗
教
師
が
コ
ー
ヒ
ー
や
か
き
氷
な
ど
の
飲
食
物
の
注
文
を
伺
い
に
居
室
を
訪
問
す
る
。
注
文
を
伺
う

際
、
多
く
の
場
合
に
日
常
的
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
が
、
時
に
患
者
が
抱
え
て
い
る
「
課
題
」
や
「
想
い
」
が
話
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
な
ぜ
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
い
う
実
存
的
な
苦
し
み
も
あ
れ
ば
、
「
自
身
の
人
生
」
の
振
り
返
り
や
、
自
身
の
死

後
に
残
さ
れ
る
「
家
族
へ
の
想
い
」
な
ど
も
あ
る
。

　

臨
床
宗
教
師
は
宗
教
者
で
あ
る
が
、
読
経
や
祈
り
と
い
っ
た
宗
教
的
ケ
ア
に
発
展
す
る
こ
と
は
稀
で
、
ま
ず
は
患
者
の
話
し
や
想
い
を

「
聴
く
」
こ
と
か
ら
そ
の
支
援
活
動
は
展
開
す
る
。
「
臨
床
宗
教
師
倫
理
綱
領
（
８
）」

に
お
い
て
「
布
教
・
伝
道
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
特
に
臨
床
宗
教
師
が
自
身
の
所
属
す
る
宗
教
施
設
〈
外
〉
の
公
共
空
間
で
活
動
す
る
場
合
、
「
宗
教

的
ケ
ア
」
の
取
り
扱
い
に
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
公
共
空
間
で
は
、
ま
ず
話
し
を
聴
き
つ
つ
患
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握

す
る
な
ど
の
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
る
。
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カ
フ
ェ
の
中
で
特
に
人
気
が
あ
る
の
は
「
数
珠
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
作
り
」
で
あ
る
。
患
者
や
そ
の
家
族
が
、
準
備
さ
れ
た
色
と
り
ど
り
の

珠
を
選
び
な
が
ら
、
臨
床
宗
教
師
と
と
も
に
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
作
り
を
行
う
。
自
分
で
珠
を
選
び
、
綺
麗
な
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
が
完
成
す
る

と
、
多
く
の
患
者
が
笑
顔
を
見
せ
、
入
院
生
活
の
中
で
も
カ
フ
ェ
が
ホ
ッ
と
一
息
く
つ
ろ
ぐ
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
何
度
も

参
加
す
る
人
も
多
く
、
複
数
の
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
腕
に
つ
け
て
い
る
姿
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
患
者
自
身
が
身
に
つ
け
る
も
の
を

作
成
す
る
場
合
が
多
い
が
、
患
者
が
家
族
へ
、
ま
た
家
族
か
ら
患
者
の
た
め
に
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
作
る
こ
と
も
あ
る
。

　

あ
る
患
者
は
娘
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
い
と
色
鮮
や
か
な
ピ
ン
ク
の
珠
を
選
び
な
が
ら
、
母
親
と
し
て
生
き
て
き
た
人
生
を
振
り
返
っ

た
。
ま
た
、
別
の
機
会
に
は
落
ち
着
い
た
珠
を
選
び
、
主
人
へ
の
思
い
を
話
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
単
な
る
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
作
り
の
よ

う
に
思
え
る
が
、
「
数
珠
」
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
は
宗
教
的
資
源
で
も
あ
り
、
患
者
の
想
い
や
悲
嘆
の
表
出
を
促
し
、
自
身
の
限
り
あ
る
い
の

ち
を
見
つ
め
、
ま
た
家
族
と
の
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
な
ど
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
カ
フ
ェ
や
数
珠
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
作
り
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
臨
床
宗
教
師
の
支
援
は
、
患
者
の
話
や
思
い
に
耳
を
傾
け
る
こ

と
に
始
ま
り
、
患
者
一
人
ひ
と
り
の
「
人
生
の
物
語
り
（
自
己
表
現
）
」
の
サ
ポ
ー
ト
へ
と
展
開
す
る
。
臨
床
宗
教
師
自
身
の
価
値
観
や

信
念
を
押
し
付
け
る
こ
と
な
く
、
相
手
の
表
現
し
た
い
こ
と
や
、
そ
の
心
の
奥
底
に
あ
る
想
い
を
受
け
止
め
、
考
え
の
整
理
や
表
現
を
支

え
る
自
己
表
現
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
七
、
生
者
と
死
者
を
つ
な
ぐ
―
―
Ａ
氏
と
の
関
わ
り
―
―

　

臨
床
宗
教
師
が
倫
理
綱
領
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
「
布
教
や
宗
教
活
動
を
前
提
と
し
な
い
」
関
わ
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。
臨
床
宗
教
師
と
し
て
活
動
す
る
場
合
、
自
身
の
宗
派
色
や
宗
教
性
を
、
患
者
の
求
め
も
な
く
、
こ
ち
ら
か
ら
あ
え
て
提

供
す
る
よ
う
な
行
為
は
慎
む
べ
き
行
為
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
が
意
図
せ
ず
と
も
「
宗
教
性
」
が
伝
わ
り
、
患
者
の
側
か
ら
そ
れ

を
好
意
的
に
受
け
入
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
少
な
く
は
な
い
。
筆
者
の
場
合
は
、
「
坊
主
頭
」
と
名
札
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
裕
覚
」
と
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い
う
名
称
で
、
僧
侶
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
お
坊
さ
ん
」
と
い
う
前
提
が
敷
か
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な

会
話
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
者
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
支
援
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

紹
介
す
る
の
は
、
在
宅
ケ
ア
の
現
場
に
お
け
る
患
者
（
以
下
Ａ
氏
）
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
当
時
、
Ａ
氏
は
半
年
ほ
ど
前
に
医
師
よ
り

余
命
宣
告
を
受
け
、
仕
事
を
辞
め
て
一
人
で
自
宅
療
養
を
行
っ
て
い
た
。
懇
意
に
し
て
い
る
身
寄
り
は
な
い
と
い
う
。
訪
れ
た
筆
者
に
対

し
て
、
言
葉
少
な
く
当
た
り
障
り
の
な
い
会
話
を
続
け
て
い
た
が
、
僧
侶
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
途
端
、
会
話
は
大
き
く
展
開
す
る
。

筆
者
の
所
属
す
る
宗
派
と
患
者
の
実
家
の
菩
提
寺
の
宗
派
が
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
に
「
ご
縁
」
を
感
じ
た
こ
と
も
大
き
く
関
係
し
て
い

る
。
Ａ
氏
は
ひ
と
通
り
筆
者
に
対
す
る
関
心
に
つ
い
て
話
し
た
後
、
訥
々
と
自
身
の
人
生
を
振
り
返
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

「
仏
壇
」
を
処
分
し
て
し
ま
っ
た
が
「
位
牌
」
だ
け
は
残
し
て
い
る
と
い
い
、
先
に
亡
く
な
っ
た
両
親
の
想
い
出
話
か
ら
自
身
の
「
死

生
観
」
に
つ
い
て
語
る
。
限
り
あ
る
い
の
ち
に
気
づ
い
た
こ
と
で
「
生
き
た
い
」
と
い
う
想
い
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
こ
と
や
、
亡
く

な
っ
た
両
親
の
位
牌
だ
け
は
処
分
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
様
々
な
想
い
を
語
り
、
最
後
に
「
自
分
が
死
ん
だ
ら
、
き
っ
と
亡
く
な
っ
た

両
親
と
会
え
る
よ
ね
」
と
笑
顔
を
浮
か
べ
、
面
談
は
終
了
す
る
。

　

家
族
や
社
会
と
の
関
係
が
断
た
れ
て
も
な
お
、
自
分
が
生
き
て
い
る
意
味
や
亡
く
な
っ
た
両
親
と
の
繋
が
り
を
紡
ご
う
と
す
る
Ａ
氏
の

人
生
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
感
覚
に
包
み
込
ま
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
Ａ
氏
が
、
筆
者
が
纏
う
「
宗
教
性
」
を
受
け

取
っ
た
こ
と
で
、
こ
ち
ら
が
意
図
せ
ず
と
も
ケ
ア
へ
と
展
開
し
た
例
と
言
え
る
。
僧
侶
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
死
」
や
「
死

者
」
の
こ
と
を
語
り
、
自
身
の
「
生
」
を
見
つ
め
よ
う
と
し
た
患
者
の
姿
か
ら
、
た
と
え
布
教
を
前
提
と
せ
ず
と
も
宗
教
者
が
関
わ
る
こ

と
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
八
、
継
続
す
る
絆

　

最
後
に
、
「
死
者
」
に
つ
い
て
語
る
患
者
の
宗
教
観
・
死
生
観
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
日
本
人
の
多
く
は
無
宗
教
で
あ
る
と
い
わ
れ
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る
が
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
無
宗
教
と
思
え
る
人
々
が
、
自
身
の
危
機
的
状
況
を
前
に
「
宗
教
的
」
と
も
取
れ
る
語
り
を
行
う
場
面

を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
。
あ
く
ま
で
経
験
談
で
は
あ
る
が
、
「
仏
壇
」
や
「
位
牌
」
の
話
題
か
ら
「
亡
く
な
っ
た
死
者
」
を
連
想

し
、
自
身
の
「
い
の
ち
」
の
洞
察
へ
と
展
開
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
観
に
つ
い
て
、
日
本
の
先
祖
供
養
の
観
点
か
ら
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
デ
ニ
ス
・
ク
ラ
ス
の
「
継
続
す
る
絆

（Continuing Bonds
）
（
９
）」
を
紹
介
す
る
。
宗
教
心
理
学
者
で
あ
っ
た
彼
は
、
三
十
年
余
り
前
に
日
本
を
訪
れ
た
際
、
多
く
の
家
に
神
棚

や
仏
壇
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
こ
で
見
た
光
景
は
、
亡
く
な
っ
た
先
祖
に
対
し
て
、
ま
る
で
生
き
て
い
る
か
の
様
に
語
り
か
け
、

お
願
い
事
を
し
、
ご
飯
や
水
を
供
え
る
人
々
の
姿
で
あ
っ
た
。
デ
ニ
ス
は
、
当
時
ア
メ
リ
カ
で
は
亡
く
な
っ
た
人
が
不
在
で
あ
る
か
の
よ

う
に
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
が
、
日
本
の
宗
教
文
化
を
知
っ
た
こ
と
で
、
故
人
の
声
や
生
き
方
に
学
び
、
そ

れ
を
活
か
す
こ
と
が
文
明
で
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
［
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー2012;2015

］
。

　

仏
壇
や
位
牌
の
あ
る
家
で
、
そ
れ
ら
を
大
切
に
し
、
そ
こ
に
故
人
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
振
舞
う
行
動
は
今
な
お
広
く
行
わ
れ
て
い

る
。
お
盆
に
は
故
人
の
「
た
ま
し
い
」
を
家
に
招
き
、
数
日
滞
在
し
て
も
ら
い
見
送
る
と
い
っ
た
風
習
も
残
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
死

者
を
弔
い
・
悼
む
行
為
は
、
日
本
人
の
根
っ
こ
の
宗
教
観
と
し
て
今
な
お
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
死
者
の
た
め
の
適
切
な
場
所
を
、

生
者
の
中
に
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
重
要
と
考
え
て
き
た
日
本
人
の
宗
教
観
・
死
生
観
を
反
映
し
て
い
る
。

　

フ
ロ
イ
ト
を
出
発
点
と
す
る
精
神
医
学
に
お
い
て
、
か
つ
て
亡
き
人
と
の
執
着
が
病
理
的
に
捉
え
ら
れ
、
故
人
を
忘
れ
る
こ
と
が
勧
め

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
研
究
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
故
人
と
の
関
係
性
」
は
続
い
て
お
り
、
そ
の
繋
が
り

を
再
構
築
す
る
べ
き
だ
と
い
う
理
解
が
広
ま
っ
て
い
る
。

　

先
の
Ａ
氏
と
の
関
わ
り
か
ら
、
自
身
の
死
と
い
う
喪
失
を
前
に
し
て
、
故
人
と
の
思
い
出
を
語
り
、
死
者
と
の
「
継
続
す
る
絆
」
を
紡

ぐ
中
で
、
自
身
の
死
生
観
を
見
つ
め
る
対
象
者
の
例
を
示
し
た
。
宗
教
者
は
「
死
の
物
語
」
を
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
対
話
者
で
あ

り
、
宗
教
的
資
源
や
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
、
も
は
や
亡
き
人
が
苦
し
み
の
中
に
い
な
い
こ
と
、
笑
顔
で
こ
ち
ら
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
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と
願
い
続
け
て
き
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
臨
床
宗
教
師
は
非
宗
教
的
な
支
援
者
と
は
異
な
る
役
割
の
担
い
手
と
い
え
、
終
末
期
と

い
う
人
々
の
危
機
的
状
況
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死
生
観
を
支
え
る
支
援
者
と
な
り
得
る
と
い
え
る
。
社
会
で
共
有
さ
れ
た
「
死
の
物
語
」
が

失
わ
れ
た
現
代
に
お
い
て
、
終
末
期
の
現
場
に
臨
床
宗
教
師
が
関
わ
る
意
義
は
大
き
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

  　
　
　
九
、
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
経
て
誕
生
し
た
臨
床
宗
教
師
の
活
動
を
中
心
に
、
宗
教
者
が
社
会
の
苦
悩
や
困
難
に
い
か
に
向

き
合
っ
て
い
る
の
か
述
べ
て
き
た
。
３
・
11
は
「
い
か
に
生
き
、
い
か
に
死
を
迎
え
る
か
。
ま
た
、
愛
す
る
人
を
喪
失
し
た
後
、
い
か
に

生
き
る
か
。
そ
の
よ
う
な
人
々
を
ど
う
支
え
れ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
人
生
の
最
重
要
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
終
末
期
医
療
の
現
場
に

宗
教
者
が
関
わ
ろ
う
と
す
る
現
代
の
社
会
的
状
況
は
、
日
本
人
の
死
生
観
、
宗
教
心
の
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
「
い
の
ち
」
の
現
場
に
お
い
て
、
宗
教
者
は
い
か
な
る
働
き
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

「
人
が
亡
く
な
っ
て
も
消
え
て
し
ま
わ
な
い
」
「
そ
の
人
と
依
然
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、
多
く
の
宗
教
の
根
底
に
存

在
す
る
。
医
療
上
の
ケ
ア
や
科
学
だ
け
で
は
な
く
、
一
人
一
人
の
「
語
り
」
や
「
実
体
験
」
の
中
に
も
我
々
が
「
死
生
」
に
つ
い
て
考
え

る
ヒ
ン
ト
は
多
く
存
在
す
る
。
宗
教
や
文
化
、
様
々
な
立
場
を
超
え
た
叡
智
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
に
学
び
つ
つ
、
一
人
一
人

の
「
い
の
ち
」
を
尊
重
す
る
時
代
が
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
注
】

（
１
）
一
般
社
団
法
人
日
本
臨
床
宗
教
師
会
は
、
２
０
１
８
年
３
月
に
「
認
定
臨
床
宗
教
師
」
の
資
格
認
定
制
度
を
開
始
し
て
い
る
。
各
地
で
活
動
す
る
臨
床
宗

教
師
が
、
「
高
度
な
倫
理
性
に
支
え
ら
れ
た
質
の
高
い
ケ
ア
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
、
各
地
の
臨
床
宗
教
師
会
や
臨
床
宗
教
師
養
成
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
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備
え
た
諸
大
学
機
関
と
の
協
力
に
基
づ
い
て
、
継
続
的
な
研
鑽
の
機
会
充
実
に
つ
と
め
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
日
本
臨
床

宗
教
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://sicj.or.jp

（
２
）
上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
は
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
か
か
る
研
究
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
携
わ
る
人
材
の
養
成
を
通
し
て
、

日
本
に
お
け
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
理
解
・
啓
発
を
行
い
、
グ
リ
ー
フ
を
抱
え
る
者
「
悲
嘆
者
」
が
ケ
ア
さ
れ
る
健
全
な
社
会
の
構
築
に
貢
献
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
現
在
、
東
京
の
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
と
上
智
大
学
大
阪
サ
テ
ラ
イ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
（
大
阪
市
北
区
）
の
２
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で

研
究
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

（
３
）
島
薗
進
（2016

）
「
現
代
社
会
で
求
め
ら
れ
る
宗
教
の
役
割
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
を
考
え
る
新
し
い
大
学
院
」
上
智
大
学
×YO

M
IU

RI O
N

LIN
E

を
参
照
。https://w

w
w

.yom
iuri.co.jp/adv/sophia/teacher/teacher_06.htm

l

（
４
）
「
心
の
相
談
室
」
は
、
２
０
１
１
年
３
月
の
東
日
本
大
震
災
以
来
、
被
災
者
の
心
の
ケ
ア
の
た
め
に
地
元
の
宗
教
者
、
医
療
者
、
研
究
者
が
連
携
し
て
支

援
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
。
詳
細
は
［
藤
原2012

］
［
鈴
木2016

］
他
を
参
照
の
こ
と
。

（
５
）
東
北
大
学
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
・
旧
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://w

w
w

2.sal.tohoku.ac.jp/p-religion/neo/w
iki.cgi?page=FrontPage

（
６
）
２
０
１
８
年
１
０
月
現
在
８
大
学
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
、
龍
谷
大
学
大
学
院
実
践
真
宗
学
研
究
科
、
高
野
山
大
学
密

教
実
践
セ
ン
タ
ー
、
種
智
院
大
学
臨
床
密
教
セ
ン
タ
ー
、
武
蔵
野
大
学
臨
床
宗
教
師
・
臨
床
傾
聴
士
養
成
講
座
、
愛
知
学
院
大
学
、
大
正
大
学
、
上
智
大

学
臨
床
宗
教
師
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
、1

法
人
（N

PO

法
人
日
本
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
協
会
）
が
「
臨
床
宗
教
師
養
成
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
認
定
を
受
け
て
お
り
、
２
０
１
８
年
３
月
５
日
現
在
で
１
４
６
名
が
資
格
認
定
を
受
け
て
い
る
。
詳
細
は
、
日
本
臨
床
宗
教
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
の
こ
と
。http://sicj.or.jp

（
７
）
「
日
本
臨
床
宗
教
師
会 Society for Interfaith Chaplaincy in Japan 

設
立
趣
意
書
」
を
参
照
。http://sicj.or.jp/uploads/2017/10/shui.pdf

（
８
）
「
日
本
臨
床
宗
教
師
会 

臨
床
宗
教
師
倫
理
綱
領
」4-1

〈http://sicj.or.jp/uploads/2017/10/shui.pdf

〉
を
参
照
。

（
９
）D

ennis Klass, Phyllis R. Silverm
an, and Steven L. N

ickm
an 

（1996

）, Continuing Bonds, Taylor &
 Francis
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【
参
考
文
献
・
資
料
】

上
田
紀
行
『
が
ん
ば
れ
仏
教
！
―
―
お
寺
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
２
０
０
４
年

鵜
飼
秀
徳
『
寺
院
消
滅
―
―
失
わ
れ
る
「
地
方
」
と
「
宗
教
」
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
２
０
１
５
年

大
澤
真
幸
・
吉
見 

俊
哉
・
鷲
田
清
一
・
見
田
宗
介
編
『
現
代
社
会
学
辞
典
』
弘
文
堂
、
２
０
１
２
年

奥
野
修
司
『
看
取
り
先
生
の
遺
言
―
―
２
０
０
０
人
以
上
看
取
っ
た
、
が
ん
専
門
医
の
「
往
生
伝
」
』
文
藝
春
秋
、
２
０
１
３
年

河
野
友
信
・
平
山
正
美
『
臨
床
死
生
学
辞
典
』
日
本
評
論
社
、
２
０
０
０
年

清
水
哲
郎
・
島
薗
進
『
ケ
ア
従
事
者
の
た
め
の
死
生
学
』
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヒ
ロ
カ
ワ
、
２
０
１
０
年

島
薗
進
・
竹
内
整
一
「
死
生
学
［
１
］
―
―
死
生
学
と
は
何
か
」
東
京
大
学
出
版
会
、
２
０
０
８
年

島
薗
進
「
い
の
ち
寄
り
添
う 

大
震
災 
苦
の
現
場
か
ら
」
『
中
外
日
報
』
２
０
１
２
年
１
月
12
日
号

―
―
―
「
現
代
日
本
の
宗
教
と
公
共
性
」
『
宗
教
と
公
共
空
間
―
―
見
直
さ
れ
る
宗
教
の
役
割
』
東
京
大
学
出
版
会
、
２
０
１
４
年

―
―
―
「
現
代
社
会
で
求
め
ら
れ
る
宗
教
の
役
割
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ケ
ア
を
考
え
る
新
し
い
大
学
院
」
〈https://w

w
w

.yom
iuri.

co.jp/adv/sophia/teacher/teacher_06.htm
l

〉
２
０
１
６
年
、
２
０
１
８
年
10
月
３
日
参
照

上
智
大
学
「
実
践
宗
教
学
研
究
科
死
生
学
専
攻
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
２
０
１
８
年

鈴
木
岩
弓
「
『
臨
床
宗
教
師
』
の
誕
生
―
―
公
共
空
間
に
お
け
る
宗
教
者
の
あ
り
方
」
磯
前
順
一
・
川
村
覚
文
編
『
他
者
論
的
転
回
―
―

宗
教
と
公
共
空
間
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
２
０
１
６
年

日
本
臨
床
宗
教
師
会
「
日
本
臨
床
宗
教
師
会 Society for Interfaith Chaplaincy in Japan 

設
立
趣
意
書
」
２
０
１
６
年
、
〈http://

sicj.or.jp/uploads/2017/10/shui.pdf

〉
、
２
０
１
８
年
10
月
21
日
参
照

―
―
―
「
臨
床
宗
教
師
倫
理
綱
領
」
２
０
１
６
年
、
〈http://sicj.or.jp/uploads/2017/11/rinri.pdf

〉
、
２
０
１
８
年
10
月
21
日

参
照
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日
野
原
重
明
・
山
本
俊
一
『
死
生
学
・Thanatology

―
―
死
か
ら
生
の
意
味
を
考
え
る
』
技
術
出
版
、
１
９
８
８
年

藤
山
み
ど
り
「
『
臨
床
宗
教
師
』
の
可
能
性
を
社
会
の
ニ
ー
ズ
か
ら
探
る
―
―
「
臨
床
宗
教
師
」
を
め
ぐ
る
考
察
前
編
」
２
０
１
２
年
、

〈http://w
w

w
.circam

.jp/reports/02/detail/id=3177

〉
、
２
０
１
８
年
10
月
10
日
参
照

カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
「
死
と
向
き
合
っ
た
時
に
あ
ら
わ
に
な
る
日
本
人
の
基
盤
的
宗
教
観
」
『
緩
和
ケ
ア
』
２
２
―
３
、
２
０
１
２
年

カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
＆
千
石
真
里
「
日
本
人
の
死
生
観
」
『
愛
す
る
も
の
は
死
な
な
い
―
―
東
洋
の
知
恵
に
学
ぶ
癒
し
』
、
２
０
１
５
年

山
崎
浩
司
『
死
生
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
２
０
１
８
年


