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育
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と
し
て
の
仏
教
保
育
―
仏
教
保
育
の
理
念
と
授
業
実
践
―
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
仏
教
文
化
研
究
所
所
員
　
　
橋
本
　
弘
道

　
　
　
一
、
宗
教
学
と
仏
教
保
育

　
本
日
は
、
「
保
育
者
論
と
し
て
の
仏
教
保
育
」
と
い
う
論
題
で
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
鶴
見
大
学
短
期
大
学
部

の
保
育
科
で
は
、
前
期
に
必
修
科
目
と
し
て
宗
教
学
の
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
後
期
に
は
仏
教
保
育
と
い
う
授
業
を
必
修
科

目
に
し
て
い
ま
す
。
本
学
保
育
科
で
は
、
ど
ち
ら
も
卒
業
必
修
科
目
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
単
位
を
取
得
し
な
け
れ
ば
卒
業
で
き
な
い
と

い
う
、
と
て
も
大
切
な
科
目
と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
宗
教
学
の
授
業
で
は
、
宗
教
を
基
盤
に
生
活
を
し
て
い
る
人
々
の
価
値
観
に

つ
い
て
学
ん
で
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
特
定
の
宗
教
に
所
属
し
て
い
る
と
意
識
し
て
い
る
人
た
ち
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
残
り
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
た
ち
は
、
自
ら
が
何
ら
か
の
宗
教
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
た

ず
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
で
は
、
世
界
全
体
を
見
渡
し
た
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
全
世
界
で
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
た
ち
は
人
口
比
で

約
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
た
ち
は
約
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
地
球
上
の
人
口
の
約
半
数
近
く
が
一
神
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
人
た
ち
が
一
神
教
を
信
仰
し
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
、
日
本
人
の
八
十
パ
ー
セ
ン

ト
が
特
定
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
答
え
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
多
く
の
日
本
人
は
宗
教
的
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に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
様
々
な
意
味
で
宗
教
的
知
識
が
相
対

的
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
宗
教
学
と
し
て
敢
え
て
宗
教
的

価
値
観
を
中
心
に
し
て
生
活
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
横
浜
は
国
際
都
市
で

す
し
、
多
く
の
外
国
人
が
居
住
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
様
々
な
宗
教
的
背
景
を
持
っ
た
人
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
と
同
義
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
保
育
者
は
、
子
ど
も
の
保
護
者
や
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
な
ど
も
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
特
に
本
学
保
育
科
で
保
育
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
に
は
、
あ
る
程
度
、
宗
教
的
価
値
観
を

基
盤
に
生
活
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
を
理
解
し
て
お
い
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
宗
教
上
の
理
由
で
子
ど
も
に
食
べ

さ
せ
て
欲
し
く
な
い
も
の
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
、
そ
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
重
要
な
生
活
上
の
約

束
事
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
保
育
者
が
そ
の
よ
う
な
価
値
観
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
宗
教
上
の
振
る
舞
い
を
身
勝
手

な
振
る
舞
い
だ
と
感
じ
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
は
、
「
郷
に
入
れ
ば
郷
に
従
え
」
と
い
う
諺
が
あ
り
ま
す

が
、
宗
教
的
価
値
観
と
そ
の
諺
の
根
底
に
あ
る
日
本
的
な
価
値
観
と
は
相
容
れ
な
い
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
や
は
り
、

そ
の
よ
う
な
宗
教
的
価
値
観
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
し
っ
か
り
と
許
容
し
て
い
け
る
よ
う
な
知
識
と
教
養
を
保
育
者
に
も
持
っ
て
お
い

て
欲
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
学
に
お
い
て
は
そ
の
点
を
最
も
重
要
な
視
点
に
し
て
授
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
二
、
仏
教
保
育
の
理
念

　
前
置
き
が
少
し
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
次
に
本
発
表
の
本
題
で
あ
る
「
保
育
者
論
と
し
て
の
仏
教
保
育
」
に
関
し
て
お
話
し
を
さ
せ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
仏
教
保
育
の
授
業
の
流
れ
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
の
授
業
で
は
、
仏
教
と

保
育
の
共
通
点
を
明
確
に
し
た
上
で
仏
教
保
育
の
定
義
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
次
に
釈
尊
の
一
生
を
概
観
し
、
釈
尊
自
身
の
人
生

観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
仏
教
の
考
え
方
を
仏
教
保
育
の
視
点
で
捉
え
る
と
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
か
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と
い
う
点
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
仏
教
は
、
人
生
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大
き

な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
で
学
生
自
身
が
自
ら
の
人
生
を
ど
う
捉
え
直
す

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
が
重
要
な
視
点
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
保
育
者
が
人
生
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

と
い
う
人
生
観
が
、
保
育
者
自
身
の
保
育
観
を
形
成
し
て
い
く
土
台
に
な
る
、
そ
の
人
生
観
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
仏
教

保
育
の
根
底
に
あ
る
理
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
保
育
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
保
育
者
に
な
り
た

い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
達
を
保
育
し
て
い
き
た
い
の
か
と
い
う
保
育
者
論
に
直
結
し
て
い
く
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
「
保
育
者
論
と
し
て
の
仏
教
保
育
」
と
い
う
視
点
で
仏
教
保
育
の
授
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
続
い
て
、
仏
教
保
育
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
明
確
に
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
仏
教
主
義
の
保
育
を
行
っ
て
い
る
園
に
就
職
す
る
た
め
の
教
育
を
仏
教
保
育
の
授
業
で
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
の
考
え
方
を
で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
し
現
在
化
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
環
境
の
園
で
保
育
を
す
る
際
の

一
つ
の
指
針
に
し
て
欲
し
い
。
そ
し
て
、
保
育
者
自
身
の
保
育
理
念
の
形
成
に
寄
与
で
き
る
よ
う
な
授
業
内
容
に
し
た
い
と
の
思
い
で
仏

教
保
育
の
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
仏
教
保
育
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
が
ど
の
よ
う
な
人
生
観
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な

保
育
観
を
形
成
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
視
点
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
保
育
で
は
、

視
聴
覚
教
材
な
ど
も
交
え
な
が
ら
保
育
者
に
な
ろ
う
と
す
る
学
生
の
人
生
観
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
自
ら
が
ど
の
よ
う
な
人
生

を
送
り
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
考
え
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
、
自
ら
が
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
で

欲
し
い
と
考
え
る
の
か
と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
で
各
自
の
保
育
観
を
形
成
し
て
欲
し
い
、
そ
の
た
め
の
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
仏
教
保

育
に
つ
い
て
学
ん
で
欲
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
学
の
仏
教
保
育
は
、
「
保
育
者
論
と
し
て
の
仏
教
保

育
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
試
行
錯
誤
を
続
け
な
が
ら
授
業
の
構
築
を
試
み

て
い
ま
す
。
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三
　
仏
教
保
育
の
授
業
内
容

　
先
ほ
ど
仏
教
保
育
の
授
業
の
流
れ
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
次
に
授
業
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
の
授
業
で
は
、
ま
ず
、
仏
教
保
育
の
定
義
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
本
学
で
は
、
仏
教
保
育
の
定
義
を
「
い
の
ち
を
大
切

に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
お
し
ゃ
か
さ
ま
の
教
え
を
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
に
育
て
、
自
分
の
い
の
ち
も
自
分
以
外
の
い
の
ち
も
大
切
に
す
る
子

ど
も
を
育
て
て
い
く
保
育
」
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
研
究
所
の
所
員
で
あ
る
佐
藤
達
全
先
生
が
定
義
さ
れ
た
も
の
で
す
。

釈
尊
は
、
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
た
と
き
七
歩
歩
い
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
直
訳

す
れ
ば
、
「
世
界
中
で
た
だ
一
人
自
分
だ
け
が
尊
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
分
と
同

じ
よ
う
に
す
べ
て
の
人
が
尊
い
存
在
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
意
訳
す
る
と

「
世
界
中
で
た
だ
一
人
自
分
だ
け
が
尊
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
世
界
中
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
尊
い
」
と
い
う

意
味
に
解
釈
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
学
生
に
は
そ
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
仏
教
保
育
の
定
義
に

あ
る
と
お
り
、
仏
教
保
育
に
お
け
る
授
業
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「
い
の
ち
」
を
大
切
に
す
る
「
こ
こ
ろ
」
を
育
む
と
い
う
意
味
で
「
い
の

ち
」
と
「
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
、
保
育
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
中
心
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
保
育
と
は
、
養
護
と
教
育
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
養
護
と
は
「
い
の
ち
」
を
守

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
教
育
は
、
自
他
を
共
に
尊
重
す
る
「
こ
こ
ろ
」
を
育
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
使
命
の
一
つ
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
仏
教
も
保
育
も
「
い
の
ち
」
と
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い

る
と
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
と
保
育
と
は
、
も
と
も
と
「
い
の
ち
」
と
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
共
通
項
で

結
ば
れ
た
部
分
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
学
生
に
は
、
仏
教
と
保
育
の
共
通
点
を
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
で
は
次
に
、
「
い
の
ち
」
と
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
、
本
学
の
仏
教
保
育
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
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て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
本
学
の
仏
教
保
育
で
は
、
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
例
え
ば
、
自
分
の
「
い
の
ち
」
は
、
自
分
だ
け
の
も
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う

に
お
答
え
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
存
在
と
い
う
も
の
を
考
え
た
と
き
に
、
や
は
り
、
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
と
い
う
視
点
に

立
つ
と
、
ま
ず
は
両
親
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
祖
父
母
、
曾
祖
父
母
と
ど
ん
ど
ん
遡
っ
て
い
く

こ
と
で
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
を
意
識
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
「
い
の
ち
」
は
、
両
親
、
祖
父
母
、
曾
祖
父
母
と

三
代
遡
っ
た
だ
け
で
も
、
十
四
人
の
「
い
の
ち
」
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
い
の
ち
」
が
長
い
時
間
を

通
じ
て
一
度
も
欠
け
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
奈
良
時
代
や
鎌
倉
時
代
、
江
戸
時

代
に
お
い
て
も
自
分
の
先
祖
は
必
ず
そ
の
時
代
を
力
強
く
生
き
抜
い
て
い
て
次
の
世
代
に
「
い
の
ち
」
を
繋
い
で
く
れ
た
、
そ
の
お
か
げ

で
自
分
は
今
、
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
感
覚
が
あ
れ
ば
、
自
分
の
「
い
の
ち
」
は
自
分
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
は
と
て

も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
先
祖
に
支
え
ら
れ
て
今
の
自
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
れ

ば
、
自
分
の
「
い
の
ち
」
は
自
分
だ
け
の
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
家
庭
が
核
家
族
化
す
る
前
は
、

各
家
庭
に
仏
壇
が
あ
り
、
頂
き
物
が
あ
っ
た
際
に
は
、
仏
壇
に
一
度
お
供
え
を
し
て
、
そ
の
お
下
が
り
を
い
た
だ
く
と
い
う
習
慣
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
日
常
に
お
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
先
祖
と
の
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
を
自
然
と
感
じ
取
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
は
核
家
族
化
の
進
展
と
と
も
に
仏
壇
が
あ
る
家
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
体

験
を
日
常
的
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
将
来
、
保
育
者
に
な
る
学
生
に

は
、
敢
え
て
こ
の
時
期
に
仏
教
保
育
を
通
し
て
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
意
識
的
に
考
え
る
機
会
を
持
っ
て
欲
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
を
意
識
で
き
れ
ば
「
い
の
ち
」
の
大
切
さ
も
同
時
に
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
保
育
者
の
人
生
観
と
保
育
観
に
も
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
お
話
し
し
た
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
は
縦
方
向
の
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
で
す
が
、
横
方
向
の
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
と
い
う
こ
と
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に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
食
べ
る
と
い
う
か
た
ち
で
「
い
の
ち
」
を
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
と
い
う
視
点
で

考
え
る
と
、
「
い
の
ち
」
が
食
べ
物
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
過
程
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
魚
を
釣
っ
て
き
て
捌
い
て
食
べ
る
、
ブ
タ
な

ど
を
育
て
屠
畜
し
て
食
べ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
昔
前
は
、
そ
れ
を
目
の
前
で
目
に
見
え
る
形
で
行
っ
て
い
た
と
言
え
ま

す
。
で
す
か
ら
、
「
い
の
ち
」
が
「
食
べ
物
」
に
変
わ
る
瞬
間
を
可
視
化
で
き
て
い
た
訳
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
、
そ
こ
が
完
全
に
見

え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
い
の
ち
」
が
「
食
べ
物
」
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
「
い
の
ち
」
の
移
り
変
わ
り
が
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
た
ち
の
食
べ
た
も
の
が
排
泄
さ
れ
て
、
そ
れ
が
田
畑
に
散
布
さ
れ
て
肥
料
に
な
り
、
そ
れ

が
新
た
に
自
然
を
育
ん
で
い
く
と
い
う
「
い
の
ち
」
の
循
環
も
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
せ
め
て
保
育
者

に
な
る
学
生
に
は
、
「
い
の
ち
」
が
「
食
べ
物
」
に
な
り
、
排
泄
さ
れ
た
も
の
が
新
た
な
「
い
の
ち
」
を
育
む
と
い
う
食
の
循
環
に
つ
い

て
知
っ
て
お
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
「
い
の
ち
」
を
頂
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
自
覚
で
き
れ
ば
、
「
い
の
ち
」
を
頂
い
て

い
る
自
分
は
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
生
き
方
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
自
ら
の
人
生
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
禅
宗
で
は
、
食
事
の
前
に
「
五
観
の
偈
」
と
い
う
偈
文
を
唱
え
て
か
ら
頂
き
ま
す
が
、
そ
の
意
味
は
、
今
申
し
上
げ
た

精
神
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
私
た
ち
は
、
縦
方
向
と
横
方
向
の
「
い
の
ち
」
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
保
育
者
が
子
ど
も
達
に
「
い
の
ち
」
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
日
常
的
な
保
育
者
の
姿
勢
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
と
い
な
い
の
と
で
は
、
や
は
り
、
子
ど
も
達
を
保
育
し
て
い

く
際
の
視
点
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
「
い
の
ち
」
を
中
心
に
仏
教
保
育
の
具
体
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
発
表
し
て
き
ま
し
た
が
、
次
に
「
こ
こ
ろ
」
の
部
分
に

つ
い
て
言
及
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
学
の
仏
教
保
育
で
は
、
釈
尊
の
生
涯
を
概
観
す
る
こ
と
で
仏
教
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
く
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こ
と
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
釈
尊
の
生
涯
を
構
造
化
し
て
捉
え
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
釈
尊
は
悟

り
を
得
る
ま
で
の
前
半
生
に
お
い
て
人
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
生
老
病
死

を
四
苦
と
し
た
こ
と
に
そ
れ
が
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
現
実
生
活
に
対
し
て
悲
哀
を
感
じ
て
い
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
不
安
と
苦
し
み
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
、
人
間
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
、
老

い
、
病
み
、
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
釈
尊
の
前
半

生
は
、
悲
観
的
人
生
観
に
基
づ
い
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
悟
り
を
得
て
か
ら
は
あ
る
意
味
で
楽
観
的

人
生
観
に
転
換
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
も
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
人
生
は
苦
し
み
の
連
続
で
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
苦
し
み
を
受
け
入
れ

な
が
ら
限
り
あ
る
「
い
の
ち
」
を
慈
し
み
を
持
っ
て
味
わ
い
、
力
強
く
歩
ん
で
い
く
こ
と
を
推
奨
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
仏
教
保
育
の
視
点
で
捉
え
る
と
、
子
ど
も
た
ち
に
は
人
生
の
様
々
な
苦
難
を
乗
り
越
え
て
力
強
く

生
き
抜
い
て
欲
し
い
、
そ
の
た
め
の
保
育
と
は
ど
の
よ
う
な
保
育
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
日
常
の
保
育
実
践
の
中
で
保
育
者
自
身
が

考
え
続
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
す
べ
て
挙
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
が
、
釈
尊
に
関
す
る
様
々
な
説
話
や
仏
教
の
教
義
を
仏
教
保
育
の
視
点
で
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
釈
尊
の
人
生
に
お
い
て
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
に
若
者
の
頃
に
体
験
し
た

四
門
出
遊
の
説
話
が
あ
り
ま
す
。
釈
尊
は
、
そ
の
経
験
に
よ
っ
て
老
・
病
・
死
に
つ
い
て
考
え
人
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
と
捉
え
た

わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
出
家
し
、
修
行
の
後
に
悟
り
を
得
ま
し
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
四
門
出
遊
は
疑
問
、
す

な
わ
ち
「
気
づ
き
」
の
機
会
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
出
家
は
「
探
求
」
、
悟
り
は
「
理
解
」
と
図
式
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
保
育
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
達
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
子
か
ら
「
気
づ
き
」
を
得
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
「
気
づ
き
」
が
「
探
求
」
を
促
し
、
や
が
て
「
理
解
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
性
が
保
育
の
現
場
に
も
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
説
話
に
つ
い
て
も
仏
教
保
育
の
視
点
に
基
づ
い
た
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
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思
い
ま
す
。

　
次
に
釈
尊
の
悟
り
の
中
心
的
な
教
義
の
一
つ
で
あ
る
縁
起
説
に
つ
い
て
仏
教
保
育
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
縁
起
説

を
最
も
シ
ン
プ
ル
に
表
現
す
る
と
、
す
べ
て
の
も
の
は
原
因
と
縁
と
結
果
の
連
鎖
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
い
と

思
い
ま
す
。
少
し
大
ざ
っ
ぱ
な
説
明
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
例
え
ば
植
物
を
例
に
し
て
み
る
と
、
種
が
原
因
、
水
や
日
光
や
養
分
が

縁
、
実
が
結
果
だ
と
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
次
は
人
間
に
例
え
て
み
る
と
、
原
因
は
も
と

も
と
持
っ
て
い
る
資
質
で
、
縁
が
環
境
、
結
果
が
成
果
と
い
う
形
で
図
式
化
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
環
境
と
し
て
の
縁
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
保
育
は
環
境
を
通
し
て
行
う
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
保
育
に
お
け
る
環
境
は
保
育
者
の
関
わ
り
が
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
仏
教
保
育
の
視
点
か
ら
考
え
て
も
縁
と
し
て
の
保
育
者
の
子
ど
も
達
へ
の
か
か
わ
り
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
仏
教
に
は
様
々
な
教
義
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
四
諦
に
つ
い
て
仏
教
保
育
の
視
点
で
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
四
諦
は
、
苦
諦
、
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
元
来
、
苦
し
み
を
分
析
的
に
把
握
し
そ
れ
を
取
り
除
く

た
め
の
方
法
論
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
仏
教
保
育
の
視
点
で
解
釈
す
る
と
次
の
よ
う
に
表
せ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

苦
諦
：
保
育
の
難
し
さ
や
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
自
覚
す
る
。

集
諦
：
そ
の
難
し
さ
や
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
を
客
観
的
に
把
握
し
分
析
す
る
。

滅
諦
：
そ
の
原
因
に
つ
い
て
究
明
し
、
よ
り
よ
い
保
育
を
実
践
す
る
た
め
の
解
決
方
法
を
見
い
だ
す
。

道
諦
：
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
保
育
方
法
を
実
践
す
る
。

　
保
育
者
の
専
門
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
や
は
り
、
現
状
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
、
そ
れ
を
客
観
的
に
分
析
、
把
握
し
、
解
決
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方
法
を
考
え
た
上
で
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
視
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
こ
の
四
諦
の
考
え
方
を

こ
の
よ
う
な
仏
教
保
育
の
視
点
で
捉
え
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
る
と
き
に
説
法
な
さ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
自
灯
明
　
法
灯
明
」
に
つ
い
て
仏
教
保
育
の
視
点
か
ら

言
及
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
釈
尊
入
滅
後
の
こ
と
を
弟
子
達
に
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に

「
自
灯
明
」
と
は
、
自
ら
を
頼
り
に
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
「
法
灯
明
」
と
は
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
こ
の
世
の
法
則
を
頼
り

に
し
て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
仏
教
保
育
の
視
点
で
捉
え
る

と
、
ど
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
「
自
灯
明
」
は
、
自
分
の
頭
で
保
育
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
考
え
る
こ
と
。
「
法
灯
明
」
は
保
育

の
専
門
知
識
を
駆
使
し
て
、
正
し
い
保
育
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
検
証
し
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
四
、
保
育
者
論
と
し
て
の
仏
教
保
育

　
こ
れ
ま
で
、
仏
教
保
育
に
お
け
る
視
点
と
そ
の
授
業
内
容
の
一
部
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
今
回
の
発
表
の
ま
と
め
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
学
生
に
は
仏
教
保
育
を
学
ぶ
こ
と
で
、
い
か
に
人
生
を
歩
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
人
生
観
を
明
確
に
意
識
す

る
一
助
に
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
生
観
を
通
し
て
保
育
者
と
し
て
の
資
質
の
向
上
を
は
か
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
保
育
所
保
育
指
針
に
も
、
「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
、
人
権
に
配
慮
し
た
保
育
を
行
う
た
め
に
は
、
職
員
一
人
一
人

の
倫
理
観
、
人
間
性
並
び
に
保
育
所
職
員
と
し
て
の
職
務
及
び
責
任
の
理
解
と
自
覚
が
基
盤
と
な
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
宗
教

学
の
話
の
中
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
人
間
の
倫
理
観
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
多
く
の
人
々
に
対
し
宗
教
が
担
っ
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
宗
教
的
価
値
観
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
人
が
多
い

と
言
え
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
仏
教
で
言
え
ば
、
日
本
人
の
中
に
仏
教
的
な
考
え
方
が
沈
着
し
す
ぎ
て
意
識
し
て
い
な
い
だ
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け
だ
と
い
う
解
釈
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
改
め
て
意
識
す
る
こ
と
で
仏
教
の
考
え
方
を
保
育
に
生
か
し
て
い
く
と

い
う
の
が
仏
教
保
育
の
目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
本
学
の
仏
教
保
育
で
は
、
人
生
を
ど
う
捉
え
る
の
か
、
子

ど
も
達
に
将
来
的
に
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
で
欲
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
保
育
者
自
身
が
哲
学
的
に
探
求
し
て
い
く
姿
勢
が
重
要
で

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
仏
教
保
育
は
、
保
育
者
論
を
説
い
て
い
る
側
面
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
の
発
表
で
し
た
の
で
、
本
学
の
仏
教
保
育
に
お
け
る
考
え
方
と
授
業
内
容
の
す
べ
て
を
紹
介
で
き
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
以
上
で
「
保
育
者
論
と
し
て
の
仏
教
保
育
」
に
つ
い
て
の
発
表
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

【
追
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
日
に
行
わ
れ
た
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
仏
教
に
学
ぶ
保
育
の
原

点
」
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
つ
い
て
加
筆
、
再
構
成
し
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。


