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鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員　
　

佐
藤
　
達
全

　
　
　

一
、
は
じ
め
に
（
無
宗
教
と
公
言
す
る
日
本
人
）

　

日
本
人
の
多
く
が
自
分
の
宗
教
に
つ
い
て
聞
か
れ
る
と
「
自
分
は
無
宗
教
だ
」
と
答
え
る
と
い
う
。
し
か
し
、
本
当
に
宗
教
を
否
定
し

て
い
る
人
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
多
く
の
日
本
人
が
正
月
の
初
詣
や
彼
岸･

お
盆
の
墓
参
を
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
毎
年
、
正
月
が
終
わ
る
と
初
詣
の
人
数
が
発
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
数
は
８
０
０
０
万
人
を
超
え
て
い
る
。

ま
た
、
文
化
庁
の
宗
教
別
信
者
数
調
査
を
み
る
と
、
そ
の
総
数
は
二
億
人
を
超
え
る
と
い
う
驚
く
べ
き
統
計
が
出
て
い
る
（
文
化
庁
〈
宗

教
年
鑑
〉）
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
「
宗
教
意
識
」
と
「
宗
教
的
な
行
動
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
、阿
満
利
麿
は
「
本
当
に
宗
教
を
否
定
し
た
り
、

考
え
抜
い
た
上
で
の
無
神
論
者
は
き
わ
め
て
少
な
い
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
人
の
多
く
が
「
無
宗
教
だ
」
と
い
う
と
き
に
は
、「
特
定
の
宗
派
の
信
者
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
な
ど
が
い
う
「
無
神
論
者
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
（
１
）。
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そ
し
て
、
各
種
の
調
査
で
日
本
人
の
７
割
が
「
無
宗
教
だ
」
と
答
え
る
一
方
で
、
そ
う
答
え
た
人
の
75
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
宗
教
心
は
大

切
だ
」
と
も
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
人
の
多
く
が
「
宗
教
心
は
豊
か
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
宗
教
心
を
〈
特
定
の
宗
教
〉
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
２
）。

　

こ
う
し
た
日
本
人
の
宗
教
観
に
つ
い
て
、ド
イ
ツ
出
身
（
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
哲
学
科
修
士
課
程
を
修
了
し
京
都
大
学
に
留
学
）
で
、

出
家
得
度
し
て
曹
洞
宗
・
安
泰
寺
（
兵
庫
県
）
の
住
職
を
し
て
い
る
ネ
ル
ケ
・
無
方
は
、

日
本
人
は
な
ぜ
宗
教
に
無
関
心
な
の
か
。
こ
の
疑
問
は
、私
が「
禅
」の
勉
強
を
す
る
た
め
来
日
し
た
と
き
に
感
じ
た
も
の
で
し
た
。

日
本
人
の
多
く
が
禅
の
こ
と
を
深
く
知
ら
ず
、
宗
教
そ
の
も
の
に
も
無
頓
着
だ
と
愕
然
と
し
た
の
で
す
。
正
月
に
は
神
社
へ
初

詣
に
行
き
、
結
婚
式
を
教
会
の
チ
ャ
ペ
ル
で
挙
げ
、
葬
式
に
は
僧
侶
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
。
な
ん
と
も
不
思
議
な
宗
教
観

を
持
っ
た
人
々
だ
と
思
い
ま
し
た
（
３
）。

と
、
来
日
当
初
の
印
象
を
記
し
た
上
で
、
現
在
は
「
日
本
人
の
宗
教
観
は
、
欧
米
人
か
ら
す
れ
ば
お
か
し
な
感
覚
で
あ
る
。
で
も
、
捉
え

方
次
第
で
は
、
す
ば
ら
し
い
も
の
な
の
で
は
な
い
か
」
と
変
化
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
日
本
人
は
宗
教
に
は
無
関
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
だ
。
日
本
人
は
無
宗
教
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
に
反
す
る
（
４
）」
と
結
論

づ
け
た
上
で
、
自
身
の
妻
（
日
本
人
）
の
宗
教
意
識
を
例
に
あ
げ
て
「
私
の
妻
も
含
め
、
日
本
人
は
、
特
定
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
と

い
う
意
識
が
希
薄
だ
。
た
だ
し
、
無
宗
教
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
妻
は
仏
教
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
妻
は
お
盆
や
お
彼
岸
に
は

祖
母
の
墓
参
り
を
す
る
し
、
私
と
一
緒
に
寺
に
住
ん
で
い
る
（
５
）」
と
、
日
本
人
の
宗
教
意
識
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
彼
は
日
本
人
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
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日
本
人
に
と
っ
て
の
宗
教
は
、
空
気
を
吸
っ
て
吐
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
教
心
が
あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

無
宗
教
に
見
え
る
。
だ
か
ら
、
他
宗
教
に
対
し
て
寛
容
に
も
な
れ
る
し
、
宗
教
を
理
由
に
他
人
を
否
定
す
る
必
要
も
な
い
。
宗

教
に
無
関
心
で
あ
る
日
本
人
は
、
最
も
宗
教
的
な
人
々
だ
と
私
は
思
う（６
）。

と
述
べ
、
さ
ら
に
日
独
の
学
校
教
育
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
給
食
や
部
活
動･

掃
除
を
取
り
上
げ
な
が
ら
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
興

味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

日
本
に
は
宗
教
の
授
業
が
な
い
が
、
悲
観
す
る
必
要
は
な
い
。
日
本
の
学
校
で
は
給
食
が
出
る
。
給
食
の
前
に
は
全
員
で
「
い

た
だ
き
ま
す
」
と
言
い
、
食
べ
終
わ
っ
た
ら
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
」
と
言
う
。
部
活
動
で
、
仲
間
の
大
切
さ
や
協
調
性
を

体
で
覚
え
る
。
自
分
た
ち
が
使
っ
て
い
る
教
室
や
ト
イ
レ
は
自
分
た
ち
で
掃
除
を
す
る
。
こ
れ
は
禅
の
教
え
を
実
践
し
て
い
る

こ
と
な
の
だ
（
７
）。

そ
れ
ゆ
え
、
ネ
ル
ケ
は
「
日
本
人
に
〈
宗
教
〉
は
要
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

ネ
ル
ケ
の
指
摘
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
人
が
宗
教
に
関
す
る
知
識
を
持
た
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。

　

た
し
か
に
ネ
ル
ケ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
同
士
な
ら
、
そ
う
し
た
宗
教
意
識
は
共
有
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
際
的
な
人
的
交

流
が
ま
す
ま
す
活
発
化
し
て
い
る
現
代
社
会
で
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、
国
際
間
の
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、

宗
教
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
価
値
観
や
考
え
方
や
行
動
習
慣
を
理
解
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
医
学
や

科
学
が
進
歩
す
る
に
つ
れ
て
、
生
命
倫
理
に
関
わ
る
分
野
に
お
い
て
も
宗
教
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
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二
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
学
校
教
育
に
お
い
て
宗
教
全
般
に
関
す
る
知
識
を
教
育
し
よ
う
と
し
て
も
、
多
く
の
法
律
的
な
制
約
が
あ
る
。
学

校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
関
連
す
る
法
律
と
し
て
、【
日
本
国
憲
法
】
第
20
条
に
は
〈
信
教
の
自
由
〉
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
是
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力

を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
（
第
１
項
）。

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
（
第
２
項
）。

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
（
第
３
項
）。

　

さ
ら
に
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
「
政
教
分
離
原
則
」
の
制
度
を
作
っ
て
、
国
家
が
特
定
の
宗
教
を
優
遇
し
な
い
こ
と
を
明
確

に
し
て
い
る
。

　

信
教
の
自
由
は
明
治
憲
法
下
で
も
保
障
さ
れ
て
は
い
た
（
明
治
憲
法
28
条
「
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
」

で
保
障
さ
れ
て
い
た
）
が
、
当
時
は
事
実
上
国
家
神
道
が
国
教
と
さ
れ
て
い
て
、
当
時
の
日
本
政
府
が
こ
の
国
家
神
道
を
都
合
の
良
い
よ

う
に
利
用
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
言
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、【
日
本
国
憲
法
】
第
20
条
の
要
点
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

①
信
仰
の
自
由
＝
個
人
が
宗
教
を
信
仰
し
又
は
信
仰
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
、
個
人
が
任
意
に
決
定
で
き
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

②
宗
教
的
行
為
の
自
由
＝
信
仰
に
関
し
て
個
人
が
単
独
又
は
他
の
者
と
協
働
し
て
祭
壇
を
設
け
、
礼
拝
や
祈
祷
を
行
う
な
ど
、
宗
教

上
の
祝
典
・
儀
式
・
行
事
そ
の
他
布
教
な
ど
を
任
意
に
行
う
自
由
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
自
由
や
こ
の
よ
う

な
行
為
に
強
制
的
に
参
加
さ
れ
な
い
自
由
も
含
ま
れ
る
。
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③
宗
教
的
結
社
の
自
由
＝
特
定
の
宗
教
を
宣
伝
し
、
共
同
で
宗
教
的
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
を
結
成
す
る
自
由
の
こ

と
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
団
体
に
加
わ
ら
な
い
自
由
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、【
日
本
国
憲
法
】
第
89
条
に
は
、
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
〈
政
教
分
離
原
則
〉
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属

し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
憲
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、【
教
育
基
本
法
】
に
は
〈
宗
教
教
育
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
、
宗
教
に
関
す
る
一
般
的
な
教
養
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
、
教
育
上
尊
重
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
第
15
条
）

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
私
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
関
し
て
は
、【
学
校
教
育
法
施
行
規
則
】
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

小
学
校
の
教
育
課
程
は
、
国
語
、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
生
活
、
音
楽
、
図
画
工
作
、
家
庭
及
び
体
育
の
各
教
科
（
以
下
こ
の

節
に
お
い
て
「
各
教
科
」
と
い
う
）、
道
徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
並
び
に
特
別
活
動
に
よ
っ
て
編
成
す
る
も

の
と
す
る
。
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②
私
立
の
小
学
校
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
も
っ
て
前
項
の
道
徳
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
第
50
条
）

　

こ
う
し
た
規
程
を
背
景
に
し
て
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
が
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
問
題
を
論
ず
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
立
学
校
に
お
い
て
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
に
は
な
ん
の
問
題
も
な
い
た
め
、
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
宗
教
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
曹
洞
宗
の
大
本
山
・
總
持
寺
を
設
置
母
体
と
す
る
鶴
見
大
学
で
も
「
宗
教
学
」
が
全
学
生
の

必
修
科
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
が
担
当
す
る
歯
科
衛
生
科
（
一
年
生
）
の
宗
教
に
関
す
る
意
識
と
、
亜
満
利
磨
が
「
宗
教
心
は
豊
か
な
の
で
あ
る
。
た

だ
、そ
の
宗
教
心
を
〈
特
定
の
宗
教
〉
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
日
本
人
の
意
識
と
を
対
比
さ
せ
て
考
察
し
、

今
後
の
必
修
科
目
と
し
て
の
「
宗
教
学
」
の
あ
り
方
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　

三
、
必
修
科
目
と
し
て
の
位
置
づ
け

　
　
（
１
）
建
学
の
精
神
（
大
学
案
内
に
示
さ
れ
た
建
学
の
精
神
）

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鶴
見
大
学
は
曹
洞
宗
大
本
山
・
總
持
寺
が
設
置
母
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
大
学
案
内
」
に
は
、
学
生
に
対

す
る
基
本
的
な
教
育
方
針
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

本
学
は
、
仏
教
、
と
く
に
禅
の
教
え
に
も
と
づ
い
て
、
円
満
な
人
格
の
形
成
と
人
類
社
会
に
対
す
る
感
謝
・
報
恩
の
実
践
を
も
っ
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て
建
学
の
精
神
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
精
神
を
本
学
の
創
設
に
深
く
か
か
わ
ら
れ
た
中
根
環
堂
先
生
は
「
大
覚
円
成
報
恩
行
持
」

の
二
句
八
字
を
も
っ
て
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
れ
ば
、「
感
謝
を
忘
れ
ず
真
人
と
な
る
」
あ
る
い
は
「
感

謝
の
こ
こ
ろ
育
ん
で
い
の
ち
輝
く
人
と
な
る
」
と
な
り
ま
す
。

　

人
類
は
、み
ず
か
ら
の「
知
」に
よ
っ
て
優
れ
た
技
術
を
生
み
出
し
、物
質
的
繁
栄
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
の
一
方
で
、

他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の
心
や
、
広
く
社
会
の
た
め
に
尽
く
そ
う
と
す
る
高
邁
な
精
神
を
見
失
い
が
ち
に
な
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
現
在
は
、
自
然
破
壊
を
進
め
る
な
ど
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
球
そ
の
も
の
の
存
続
す
ら
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い

ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
点
を
深
く
反
省
し
て
、
人
と
し
て
生
を
う
け
た
こ
と
に
感
謝
し
、
自
然
と
の
「
共
生
」
と
相
互
の
「
共

成
」
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
学
で
学
ぶ
皆
さ
ん
が
、
優
れ
た
知
恵
と
豊
か
な
心
を
具
え
る
人
間
と
し
て
、
明
る
い
未
来
の
創
造
に
貢
献
で
き
る
存
在
へ

と
成
長
し
て
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
、
心
か
ら
期
待
し
ま
す
。　

　
　
（
２
）
大
学
で
行
っ
て
い
る
宗
教
行
事

　

こ
の
よ
う
な
建
学
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
学
事
日
程
に
は
次
の
よ
う
な
宗
教
行
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
〈
釈
尊
降
誕
会
〉（
４
月
８
日
）

仏
教
の
開
祖
釈
尊
（
お
釈
迦
さ
ま
）
の
誕
生
を
祝
う
行
事
。

　
〈
精
霊
祭
〉（
７
月
初
旬
）

過
去
一
年
間
に
亡
く
な
っ
た
学
園
関
係
者
の
魂
を
迎
え
、
供
養
す
る
行
事
。

　
〈
御
征
忌
〉（
10
月
12
日
～
15
日
）・〈
太
祖
降
誕
会
〉（
11
月
21
日
）

  　

  

鶴
見
大
学
の
母
体
で
あ
る
大
本
山
總
持
寺
御
開
山
太
祖
常
済
大
師
（
瑩
山
紹
瑾
）
の
ご
命
日
の
法
要
と
太
祖
常
済
大
師
の
誕
生
を
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祝
う
法
要
。

　
〈
成
道
会
〉（
12
月
８
日
）

 　

   
釈
尊
が
悟
り
を
ひ
ら
い
た
こ
と
を
祝
う
行
事
。

　
〈
涅
槃
会
〉（
２
月
15
日
）

釈
尊
の
入
滅
を
悲
し
み
生
前
の
お
徳
を
偲
ぶ
行
事
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
事
が
行
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
授
業
時
間
の
関
係
等
で
、
参
加
す
る
学
生
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
参
加
し
た
学
生
に
出
席
カ
ー
ド
を
提
出
さ
せ
て
「
宗
教
学
」
の
成
績
評
価
に
関
連
さ
せ
る
等
の
試
み
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
学
生

が
主
体
的
に
参
加
し
、
建
学
の
精
神
を
積
極
的
に
学
生
生
活
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。

　

た
だ
、
そ
れ
と
は
別
に
一
年
生
の
新
学
期
に
、
全
学
生
を
対
象
に
し
た
大
本
山
總
持
寺
に
お
け
る
一
泊
参
禅
会
（
坐
禅
体
験
）
が
実
施

さ
れ
て
い
る
（
学
科
ご
と
に
実
施
）。
そ
の
と
き
に
全
員
が
提
出
す
る
レ
ポ
ー
ト
（
感
想
文
）
を
読
む
と
、
拒
否
的
な
反
応
を
記
し
て
い

る
学
生
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
新
鮮
な
感
動
を
記
し
て
い
る
学
生
が
少
な
く
な
い
。

　
　
（
３
）
教
育
目
標
と
人
間
形
成                                        　

  〈
教
育
の
目
標
と
し
て
の
望
ま
し
い
人
間
像
〉

　

と
こ
ろ
で
、歯
科
衛
生
科
で
は
ど
の
よ
う
な
歯
科
衛
生
士
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
し
た
建
学
の
精
神
を
基
に
、

歯
科
衛
生
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ポ
リ
シ
ー
に
つ
い
て
「
歯
科
衛
生
科
で
は
、
建
学
の
精
神
に
基
づ
き
深
い
教
養
と
良
識
あ
る
歯
科
衛
生
士

を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
課
程
を
編
成
し
て
い
る
（
後
略
）」
と
示
さ
れ
て
い
る
（
平
成
26
年
度
歯
科
衛
生
科
授
業
計
画
よ
り
）
が
、
こ

れ
だ
け
で
は
十
分
に
そ
の
内
容
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
、
次
に
短
期
大
学
部
の
履
修
要
項
に
示
さ
れ
た
「
短
期
大
学
部
の
教
育
方
針
～

建
学
の
精
神
の
具
現
化
を
め
ざ
し
て
～
」
を
示
し
て
お
こ
う
。
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本
学
の
教
育
の
理
念
は
、
設
置
母
体
で
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
の
発
願
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
、
仏
教
主
義
に
よ
る
禅

的
行
持
の
実
践
を
目
指
す
教
育
に
あ
る
。

　

建
学
の
理
念
を
表
す
標
語
と
し
て
「
大
覚
円
成
」「
報
恩
行
持
」
の
二
句
八
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
初
代
学
長
中
根

環
堂
先
生
が
總
持
寺
御
開
山
で
学
祖
と
仰
ぐ
瑩
山
禅
師
の
御
垂
示
（
教
え
）
か
ら
選
ば
れ
た
句
で
、
曹
洞
宗
の
実
践
目
標
で
あ

る
「
さ
と
り
の
完
成
」
と
「
利
他
行
の
実
践
」
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
教
育
目
標
に
置
き
換
え
れ
ば
、
仏
の
教
え
に
基
づ
く

人
格
の
完
成
と
社
会
へ
の
恩
返
し
と
い
う
奉
仕
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
学
で
は
、
こ
の
標
語
を
「
感
謝
を
忘
れ
ず
、
真
人
と
な
る
」「
感
謝
の
こ
こ
ろ
育
ん
で
、
い
の
ち
輝
く
人
と
な
る
」
と
、

現
代
語
に
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
て
、　

学
生
の
皆
さ
ん
に
提
示
し
て
い
る
。

本
学
に
お
い
て
は
、
以
上
の
教
育
の
理
念
、
建
学
の
精
神
を
学
生
の
皆
さ
ん
に
も
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
入
学
式
や
卒
業
式
を

は
じ
め
と
し
て
、
新
入
生
一
泊
参
禅
会
、
精
霊
祭
、
御
征
忌
、
太
祖
降
誕
会
、
成
道
会
、
涅
槃
会
等
の
諸
種
の
宗
教
行
持
の
場

を
通
し
て
周
知
を
は
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保
育
科
に
お
い
て
は
「
仏
教
保
育
」「
宗
教
学
」、
歯
科
衛
生
科
に
お
い
て
は
「
宗

教
学
」
等
の
本
学
独
自
の
授
業
科
目
を
開
講
し
、
こ
れ
ら
の
学
修
を
通
じ
て
も
教
育
の
理
念
、
建
学
の
精
神
の
理
解
を
深
め
る

よ
う
に
し
て
い
る
。（
平
成
二
六
年
度
短
期
大
学
部
履
修
要
項
よ
り
）

　

こ
の
よ
う
に
、
人
格
形
成(

人
間
形
成)

の
一
助
と
し
て
宗
教
教
育
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
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四
、
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
必
要
性

　
　
（
１
）
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
特
徴
（
無
宗
教
と
公
言
す
る
日
本
人
）

　

す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、無
宗
教
と
は
い
う
も
の
の
「
宗
教
的
」
と
み
ら
れ
る
活
動
を
し
て
い
る
日
本
人
は
非
常
に
多
い
。

し
か
も
、
一
つ
の
宗
教
に
関
わ
る
活
動
で
な
く
、
い
く
つ
も
の
宗
教
に
関
連
し
た
活
動
を
し
て
い
る
点
も
日
本
人
独
特
の
宗
教
的
活
動
と

言
わ
れ
て
い
る
。
個
人
と
し
て
特
定
の
宗
教
を
信
奉
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
代
々
続
く
「
家
の
宗
教
」
と
し
て
ほ
ど
ほ
ど
の
距
離
を
保

ち
な
が
ら
活
動
を
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
た
現
象
と
し
て
、
一
つ
の
家
の
中
に
仏
壇
（
仏

教
）
と
神
棚
（
神
道
）
の
両
方
を
祀
っ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
神
教
的
な
視
点
か
ら
は
理
解
さ
れ
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、
古
く
か
ら
「
八
百
万
の
神
々
」
と
い

う
精
神
的
風
土
の
中
で
営
ま
れ
て
き
た
日
本
人
の
宗
教
活
動
の
特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
日
本
人
が
「
無
宗
教
で
す
」
と
言
っ
た
と
き
の
概
念
は
「
宗
教
そ
の
も
の
を
拒
否
し
た
り
否
定
し
た
り
」
し
て
い
る
の
で

な
く
、
特
定
の
宗
教
だ
け
を
深
く
信
奉
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
受
け
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
２
）
宗
教
的
な
行
動
が
多
く
見
ら
れ
る
日
本
人

　

特
定
の
宗
教
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
日
本
人
の
国
民
性
は
、
宗
教
に
関
連
し
た
各
種
の
統
計
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例

を
次
に
示
し
て
お
こ
う
。
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＊
日
本
の
宗
教
集
団
の
合
計
信
者
数
（
統
計
表
）

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
（
３
）
歯
科
衛
生
科
の
学
生
の
宗
教
意
識

　

日
本
人
の
宗
教
意
識
の
特
徴
に
つ
い
て
は
す
で
に
阿
満
の
見
解
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
鶴
見
大
学
の
学
生
も
例
外
で
は
な
い
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

　
　

①
強
く
な
い
宗
教
意
識
（
一
般
的
な
日
本
人
の
感
情
と
同
様
）

　
　

②
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
学
生
も
少
な
く
な
い
（
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
好
ま
な
い
）

　
　

③
宗
教
に
無
関
心
な
学
生
（
積
極
的
な
関
心
は
持
た
な
い
）

そ
の
た
め
、
授
業
を
前
向
き
に
受
け
と
め
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
特
徴
を
前
提
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

キリスト教系統 1.0％

出所：文化庁『宗教年鑑』、平成 22 年版

わが国の宗教別信者数［2009（平成21）年12月21日現在］

※統計数理研究所が行っている国民性調査（平成

25 年）によると、宗教に対してつぎのような結

果が出ている。

あなたは宗教を信

じていますか
はい　28％ いいえ　72％

宗教心は大切だと

思いますか
はい　66％ いいえ　21％
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五
、
授
業
に
あ
た
っ
て
の
基
本
姿
勢

　
　
（
１
）
授
業
の
方
向
性　

　

そ
こ
で
、
講
義
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
多
く
の
学
生
が
宗
教
に
は
あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
定
し
て
（
日

本
人
の
無
宗
教
と
い
う
意
識
を
前
提
と
し
、
さ
ら
に
近
年
の
学
生
が
自
分
の
専
攻
科
目
に
直
接
に
結
び
つ
く
授
業
以
外
に
は
あ
ま
り
興
味

を
示
さ
な
い
傾
向
を
も
前
提
と
し
て
）、
で
き
る
だ
け
関
心
を
示
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
次
の
四
点
に
配
慮
し
た
。

　

①
信
仰
を
強
要
す
る
も
の
で
な
い
こ
と

②
宗
教
に
関
す
る
知
識
が
生
活
に
必
要
で
あ
る
こ
と

　
（
日
本
人
の
生
活
が
宗
教
と
大
き
く
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
た
め
）

③
宗
教
の
よ
し
あ
し
を
価
値
判
断
し
な
い
姿
勢
を
貫
く
こ
と

④
似
而
非
宗
教
に
惑
わ
さ
れ
な
い
た
め
に
宗
教
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と

こ
う
し
た
点
に
配
慮
し
て
講
義
の
流
れ
を
組
み
立
て
た
。
さ
ら
に
、
授
業
で
は
で
き
る
だ
け
学
生
の
日
常
生
活
に
つ
な
が
る
具
体
的
な
事

例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
宗
教
が
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
授
業
計
画
に
は
副
題
を
「
宗
教
と
私
た
ち
の
生
活
」
と
し
、
授
業
の
目
的
や
到
達
目
標
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
た
。

　

◇
講
義
の
目
的

　
（
イ
）
宗
教
は
世
界
の
様
々
な
人
び
と
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、 

宗
教
と
は
な
に
か
を
一
緒
に
考
え
て
み
る
。
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（
ロ
）
様
々
な
国
の
人
び
と
の
交
流
が
盛
ん
な
現
代
社
会
で
は
、
お
互
い
が
理
解
し
合
う
た
め
に
宗
教
の
知
識
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
人
生
観
や
価
値
観
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　
（
ハ
）
本
学
の
建
学
の
精
神
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
仏
教
や
禅
の
教
え
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
紹
介
す
る
。

　
（
ニ
）
歯
科
衛
生
士
の
仕
事
と
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
考
え
て
み
る
。

　

そ
の
上
で
、
到
達
目
標
を
次
の
よ
う
に
し
た
。

　

◇
到
達
目
標

　
（
イ
）
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
ロ
）
異
な
っ
た
文
化
や
価
値
観
を
持
っ
た
人
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
ハ
）
自
己
の
よ
り
よ
い
生
き
方
を
考
え
る
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
ニ
）
鶴
見
大
学
の
建
学
の
精
神
を
理
解
し
て
今
後
の
生
き
方
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　　
　
（
２
）
具
体
的
な
講
義
内
容

　

こ
の
よ
う
な
方
針
で
次
の
よ
う
に
講
義
を
展
開
し
た
。
各
講
義
の
テ
ー
マ
と
毎
回
配
布
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
要
点
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

第
１
回　

宗
教
に
つ
い
て
（
な
ぜ
宗
教
学
を
学
ぶ
の
か
）

①
鶴
見
大
学
の
建
学
の
精
神
と
宗
教

　

大
学
に
は
建
学
の
精
神
が
あ
っ
て
、
学
問
だ
け
で
な
く
在
学
中
に
形
成
さ
れ
る
人
間
性
が
社
会
で
は
評
価
さ
れ
る
こ
と
。

②
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、
多
く
の
日
本
人
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
も
の
の
、
外
国
人
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
た
日
本
で

は
、
宗
教
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
を
持
た
な
い
と
仕
事
や
生
活
面
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
。
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日
本
人
は
宗
教
的
に
曖
昧
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
日
本
人
同
士
な
ら
理
解
し
合
え
る
が
世
界
で
は
通
用
し
な
い

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
理
由
は
先
進
国
で
一
神
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　

こ
の
授
業
は
、
宗
教
を
信
仰
し
な
さ
い
と
勧
め
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
人
び
と
が
宗
教
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意

識
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
宗
教
が
人
び
と
の
暮
ら
し
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
学
ぼ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

第
２
回  

宗
教
の
起
源
（
な
ぜ
人
は
宗
教
を
考
え
た
の
か
）
に
つ
い
て

①
宗
教
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
（
宗
教
を
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
、
宗
教
と
は
な
に
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答

え
が
宗
教
研
究
者
の
数
ほ
ど
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
、
授
業
を
通
し
て
宗
教
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
い
こ
う
と
す

る
姿
勢
を
強
調
す
る
）　

②
人
類
が
い
つ
か
ら
宗
教
を
考
え
始
め
た
の
か

　
　

こ
の
問
題
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
「
人
は
必
ず
死
ぬ
存
在
で
あ
る
」
と
し
て
、「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
る
。

　
　

そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
例
示
し
て
、
宗
教
は
そ
れ
が
発
生
し
た
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
や
、
宗

教
間
の
序
列
を
つ
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
。

　
　

宗
教
は
「
有
限
な
〈
い
の
ち
〉
を
生
き
る
人
間
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
も
の
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
意
味
を
し
っ
か

り
と
考
え
て
お
互
い
に
尊
重
し
合
え
る
生
き
方
を
学
ぶ
姿
勢
を
示
す
。

　

第
３
回  

世
界
の
宗
教
（
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
）
に
つ
い
て

①
原
始
宗
教
・
自
然
崇
拝
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
・
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
。
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②
宗
教
の
類
型
化
（
世
界
中
に
は
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
七
〇
〇
〇
か
ら
八
〇
〇
〇
も
あ
る
と
い
う
。
主
な
宗
教
を
一
神
教
と

多
神
教
・
世
界
宗
教
と
民
族
宗
教
と
い
う
座
標
軸
で
示
し
て
説
明
し
、
理
解
の
手
助
け
と
す
る
）

③
各
宗
教
の
形
成
は
、
乾
燥
地
帯
や
温
暖
湿
潤
地
帯
等
、
宗
教
が
発
生
し
た
地
域
の
環
境
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
場
合
が
少
な

く
な
い
こ
と
を
説
明
し
、
宗
教
の
性
格
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

④
特
定
の
宗
教
に
優
劣
を
つ
け
る
の
で
な
く
、
客
観
的
な
立
場
で
説
明
す
る
。

⑤
世
界
の
三
大
宗
教（
五
大
宗
教
）の
特
徴
を
創
始
者
・
成
立
時
期
・
聖
典
・
儀
礼
・
聖
地
等
の
項
目
に
分
け
て
表
示
し
比
較
し
て
み
る
。

　

第
４
回  

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て

①
結
婚
式
を
取
り
上
げ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
神
父
・
牧
師
に
つ
い
て
ク
イ
ズ
形
式
で
学
ぶ
。

②
現
在
は
結
婚
式
の
多
く
が
教
会
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
神
父
と
牧
師
の
違
い
さ
え
全
く
意
識
し
て
い

な
い
学
生
が
大
半
と
い
う
の
が
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
特
徴
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
身
近
な
事
例
か
ら
宗
教
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
。

　

第
５
回  

イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て

①
イ
ス
ラ
ム
教
は
日
本
人
と
は
無
関
係
と
考
え
る
学
生
が
多
い
。
そ
こ
で
、
快
適
で
便
利
な
現
代
社
会
に
目
を
向
け
て
、
そ
れ
が
石

油
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
。

②
産
油
国
と
日
本
が
輸
入
す
る
石
油
の
量
を
ク
イ
ズ
形
式
で
学
び
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

③
テ
ロ
等
が
頻
発
し
て
い
る
た
め
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
危
険
な
宗
教
と
い
う
先
入
観
を
持
つ
学
生
も
少
な
く
な
い
た
め
、
正
し
い
認
識

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
説
明
も
工
夫
す
る
。
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第
６
回  

宗
教
を
理
解
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド

①
宗
教
の
起
源
は
「
人
間
に
死
が
あ
る
か
ら
」
と
も
言
わ
れ
る
た
め
、「
生
き
る
こ
と
」「
い
の
ち
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
宗
教
を

考
え
て
み
る
。

②
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
は
、
民
族
問
題
や
聖
地
を
め
ぐ
る
紛
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
二
〇
〇
一
年
に
発
生

し
た
同
時
多
発
テ
ロ
・
チ
ベ
ッ
ト
族
や
ウ
イ
グ
ル
族
な
ど
の
少
数
民
族
問
題
と
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
。

③
日
本
の
癒
し
や
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
宗
教
。
宮
崎
駿
監
督
の
作
品
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
紹
介
。

　

第
７
回  

現
代
社
会
と
宗
教
（
情
報
化
と
宗
教
）

①
高
度
に
情
報
化
さ
れ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
宗
教
情
報
と
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
っ
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
自
分
に
近

寄
っ
て
く
る
宗
教
情
報
と
適
切
に
対
応
し
な
い
と
不
利
益
を
被
る
こ
と
も
あ
る
。

②
大
学
の
サ
ー
ク
ル
と
し
て
行
わ
れ
る
宗
教
活
動
に
つ
い
て
。

③
人
間
の
弱
さ
と
宗
教
情
報
。
病
気
や
孤
独
な
状
況
と
宗
教
へ
の
誘
い
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
。

④
エ
セ
（
似
而
非
）
宗
教
や
オ
カ
ル
ト
と
日
本
に
お
け
る
宗
教
教
育
（
教
育
基
本
法
第
15
条
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
）。

⑤
第
二
次
大
戦
後
に
形
成
さ
れ
た
新
宗
教
や
外
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
新
宗
教
・
二
十
世
紀
前
半
に
形
成
さ
れ
た
新
宗
教
に
つ
い
て
。

　

第
８
回  

科
学
時
代
の
宗
教

①
科
学
や
医
学
が
高
度
に
発
達
し
た
現
代
社
会
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。

②
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
二
十
世
紀
で
最
も
優
れ
た
物
理
学
者
の
一
人
）
の
言
葉
（
科
学
の
根
底
に
は
宗
教
が
不
可
欠
で
あ
り
、
真

の
宗
教
は
科
学
性
を
包
含
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
非
科
学
的
な
宗
教
で
は
科
学
文
明
時
代
の
正
常
な
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
に
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な
る
）
を
手
が
か
り
に
し
て
こ
れ
か
ら
の
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
。

③
心
の
問
題
で
あ
る
宗
教
と
科
学
は
対
立
し
て
い
る
の
か
、
科
学
や
医
学
が
進
歩
す
る
と
宗
教
は
不
要
に
な
る
の
か
を
考
え
る
。

　

第
９
回  
生
命
科
学
と
宗
教
（
生
命
倫
理
・
環
境
問
題
と
宗
教
）

①
生
命
倫
理
と
宗
教
に
つ
い
て
。
科
学
や
医
学
が
進
歩
し
た
結
果
、
心
臓
移
植
や
人
工
授
精
・
出
生
前
診
断
等
、
以
前
は
想
像
も
で

き
な
か
っ
た
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
難
し
い
決
断
を
迫
ら
れ
る
問
題
も
発
生
し
て
い
る
。

②
日
本
に
お
け
る
脳
死
移
植
の
問
題
と
宗
教
の
関
係
。
日
本
で
脳
死
に
よ
る
臓
器
の
提
供
が
少
な
い
理
由
は
な
ぜ
か
。

③
人
工
妊
娠
中
絶
と
宗
教
に
つ
い
て
。

④
日
本
と
欧
米
の
生
命
観
や
価
値
観
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
。

　

第
10
回 

仏
教
と
は
な
に
か
（
お
釈
迦
さ
ま
は
な
に
を
説
い
た
か
）

①
日
本
人
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
仏
教
と
は
ど
ん
な
教
え
か
。

②
世
界
の
三
大
宗
教
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
仏
教
と
そ
の
開
祖
・
釈
迦
の
人
物
像
。

③Buddha

（
真
理
の
発
見
者
）
の
教
え
と
し
て
の
仏
教
の
意
味
を
考
え
、
哲
学
と
対
比
し
て
み
る
。

④
お
釈
迦
さ
ま
が
説
い
た
真
理
と
は
な
に
か
。

　

第
11
回 

仏
教
と
私
た
ち
の
生
活

①
仏
教
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
か
ら
一
四
〇
〇
年
以
上
が
経
過
し
、
日
本
人
の
生
活
習
慣
や
価
値
観
の
形
成
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た

こ
と
を
、
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
考
え
る
。
日
常
生
活
の
マ
ナ
ー
と
仏
教
・
年
中
行
事
と
仏
教
・
仏
教
が
起
源
の
日
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常
よ
く
使
う
言
葉
・
食
事
に
見
ら
れ
る
仏
教
の
影
響･

文
学
に
表
現
さ
れ
た
仏
教
思
想
・
茶
道
や
香
道
と
仏
教
の
関
係
を
紹
介
。

②
歯
科
衛
生
科
の
学
生
を
対
象
に
し
た
授
業
の
た
め
、
歯
磨
き
習
慣
の
形
成
に
お
釈
迦
さ
ま
と
曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
が

果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

③
日
本
の
仏
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
と
そ
の
祖
師
に
つ
い
て
、
著
名
な
寺
院
と
結
び
つ
け
て
概
説
す
る
。

　

第
12
回 

禅
と
は
な
に
か

①
禅
と
い
う
の
は
坐
禅
の
こ
と
で
、お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り
を
ひ
ら
い
た
と
き
の
姿
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
言
葉
で
はdhyana

（
ド
フ
ヤ
ー

ナ
）
あ
る
い
はjana
（
ジ
ャ
ー
ナ
）
と
言
い
、
そ
の
発
音
か
ら
中
国
で
は
禅
と
い
う
漢
字
で
表
現
し
た
。「
静
か
に
考
え
る
」
と

い
う
意
味
で
、
古
く
か
ら
イ
ン
ド
で
行
わ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ガ
の
修
行
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
説
明
。

②
仏
教
で
は
ど
の
宗
派
で
も
坐
禅
を
行
う
が
、
特
に
曹
洞
宗
や
臨
済
宗
で
は
坐
禅
を
修
行
の
基
本
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

③
ス
ト
レ
ス
の
多
い
現
代
人
に
坐
禅
が
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
紹
介
す
る
。

④
ス
テ
ィ
ー
ブ
ジ
ョ
ブ
ズ
を
初
め
と
し
た
禅
と
関
係
の
深
い
著
名
人
を
紹
介
す
る
。

　

第
13
回 

禅
と
私
た
ち
の
生
活

①
坐
禅
が
中
国
に
伝
え
ら
れ
て
か
ら
、
た
だ
手
と
足
を
組
ん
で
坐
禅
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
の
す
べ
て
（
行
住
座
臥
：
掃

除
も
洗
面
も
食
事
も
入
浴
も
）
を
坐
禅
と
同
じ
意
味
を
持
っ
た
修
行
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
日
本
人
の
細
や
か

な
心
遣
い
の
形
成
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
。

②
調
理
や
食
事
作
法
に
も
影
響
し
て
い
る
禅
の
教
え
を
解
説
す
る
。

③
禅
の
影
響
を
受
け
た
日
本
文
化
（
墨
跡
・
能
・
庭
園
・
建
築
等
）
に
つ
い
て
説
明
。
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第
14
回 

歯
科
衛
生
士
と
仏
教
に
つ
い
て

①
お
釈
迦
さ
ま
が
弟
子
た
ち
に
歯
磨
き
の
効
能
（
口
中
の
臭
気
を
取
り
除
く
・
食
物
の
風
味
が
よ
く
な
っ
て
食
欲
が
出
る
・
口
中
の

熱
を
取
り
除
く
・
痰
を
取
り
除
く
等
）
を
説
明
し
て
、
歯
を
磨
く
こ
と
を
習
慣
づ
け
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。

②
道
元
禅
師
が
歯
磨
き
の
仕
方
や
洗
面
の
方
法
を
示
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
洗
浄
」
と
「
洗
面
」
の
巻
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に

記
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
歯
磨
き
の
仕
方
や
顔
の
洗
い
方
を
紹
介
し
、
現
代
と
比
較
し
て
み
る
。

③
道
元
禅
師
が
著
し
た
『
典
座
教
訓
』（
調
理
担
当
者
に
対
す
る
心
構
え
）
と
『
赴
粥
飯
法
』（
食
べ
る
際
の
心
得
）
を
取
り
上
げ
て
、

食
べ
る
意
味
や
調
理
し
た
り
食
事
を
し
た
り
す
る
際
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

④
仏
教
以
外
の
歯
磨
き
や
歯
ブ
ラ
シ
の
歴
史
等
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
。

⑤
横
浜
市
に
あ
る
「
歯
の
資
料
館
」（
横
浜
市
歯
科
医
師
会
館
）
と
日
本
に
於
け
る
歯
の
治
療
の
歴
史
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

第
15
回 

鶴
見
大
学
の
建
学
の
精
神
と
仏
教

①
宗
教
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
の
必
要
性
を
再
確
認
す
る
。
国
際
化
が
よ
り
一
層
進
み
、
人
や
物
の
交
流
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ

て
相
互
の
理
解
が
さ
ら
に
重
要
性
を
増
す
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
人
び
と
の
生
活
習
慣
や
価
値
観
の
根
底
に
宗

教
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
お
互
い
に
尊
重
し
合
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

②
日
本
人
の
生
活
や
考
え
方
の
根
底
に
仏
教
や
禅
の
思
想
が
深
く
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

③
そ
の
う
え
で
、仏
教
（
禅
）
の
教
え
に
基
づ
い
た
鶴
見
大
学
の
建
学
の
精
神
が
、人
間
と
し
て
生
き
る
上
に
で
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
こ
と
へ
の
理
解
を
促
す
。
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六
、
学
生
の
受
講
態
度
と
反
応

　

授
業
は
一
年
生
約
160
名
を
対
象
に
し
て
実
施
す
る
た
め
、
な
る
べ
く
少
な
い
時
間
で
出
席
を
確
認
す
る
と
と
も
に
で
き
る
だ
け
し
っ
か

り
と
聞
い
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
講
義
終
了
前
の
10
分
ほ
ど
で
出
席
カ
ー
ド
に
そ
の
日
の
授
業
内
容
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
簡

単
な
レ
ポ
ー
ト
（
感
想
）
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
回
目
の
授
業
開
始
時
に
、
毎
回
の
レ
ポ
ー
ト
内
容
も
成
績
評
価
に

加
味
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
（
１
）
一
般
的
な
関
心
の
低
さ
（
宗
教
に
限
ら
ず
、
専
門
科
目
以
外
へ
の
無
関
心
な
傾
向
）

　

予
想
通
り
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
講
義
開
始
前
に
授
業
内
容
を
読
ん
で
き
た
学
生
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
選
択
科

目
な
ら
内
容
を
確
認
し
て
興
味
の
あ
る
科
目
を
履
修
登
録
す
る
は
ず
だ
が
、卒
業
必
修
の
た
め
に
予
想
し
た
通
り
、完
全
な
受
け
身
で
あ
っ

た
。
筆
者
の
本
務
校
で
も
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
最
近
の
学
生
の
多
く
は
必
修
の
専
門
科
目
以
外
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
将
来

の
仕
事
や
生
活
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
教
員
側
が
考
え
て
も
、
な
か
な
か
関
心
を
示
そ
う
と
し
な
い
。
大
学
生
の
学
力
低
下
と
と
も
に

学
習
意
欲
の
低
下
も
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ま
ず
出
席
カ
ー
ド
に
書
か
れ
て
い
た
特
徴
的
な
感
想
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

《
必
修
と
し
て
の
宗
教
学
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
》

　

第
１
回
の
講
義
を
始
め
る
前
に
、
宗
教
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
宗
教
学
と
い
う
授
業
に
対
す
る
考
え
を
自
由
に
記
述
し
て
も
ら
っ
た
。

プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
成
績
評
価
に
は
影
響
し
な
い
と
説
明
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
主
な
も
の

は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、
全
体
の
三
分
の
二
ほ
ど
が
後
ろ
向
き
の
見
方
を
示
し
て
い
た
。
残
り
の
が
学
生
は
中
立
的
な
意
識
が
多
か
っ
た

が
、
何
人
か
の
学
生
は
積
極
的
な
学
習
態
度
を
示
し
て
い
た
。
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《
宗
教
学
が
必
修
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
感
想
》（
＊
は
否
定
的
な
態
度
、
○
は
肯
定
的
な
態
度
）

　

＊
歯
科
衛
生
科
な
の
に
な
ぜ
宗
教
学
が
必
修
な
の
か
疑
問
に
思
っ
た
。

　

＊
宗
教
学
の
学
習
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。

　

＊
宗
教
学
が
あ
る
と
知
っ
て
驚
い
た
。

　

＊
宗
教
学
が
あ
る
と
知
っ
て
大
変
そ
う
だ
と
思
っ
た
。

　

＊
仏
教
系
の
大
学
な
の
で
仕
方
が
な
い
と
思
っ
た
。

　

＊
難
し
そ
う
だ
と
思
っ
た
。
面
倒
で
最
悪
だ
と
思
っ
た
。
重
苦
し
く
て
い
や
だ
と
思
っ
た
。

　

＊
宗
教
は
怖
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

　

＊
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
と
て
も
気
に
な
っ
た
。
で
き
れ
ば
受
け
た
く
な
い
。

　

＊
授
業
で
お
経
を
唱
え
る
と
思
っ
た
。

　

＊
な
ぜ
選
択
科
目
に
し
な
い
の
か
と
疑
問
に
思
っ
た
。

　

＊
自
分
は
無
宗
教
だ
か
ら
何
も
感
じ
な
か
っ
た
。

　

＊
洗
脳
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
た
。

　

＊
歯
科
衛
生
科
で
宗
教
学
を
学
ぶ
の
は
珍
し
い
と
思
っ
た
。

　

＊
あ
ま
り
興
味
は
わ
か
な
か
っ
た

　

＊
ど
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

　

＊
何
を
学
ぶ
か
、
な
ん
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
わ
か
ら
な
い
。

　

＊
歯
科
衛
生
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
ど
ん
な
と
き
に
必
要
な
の
か
と
思
っ
た
。

　

＊
キ
リ
ス
ト
教
が
好
き
な
の
で
、
他
の
宗
教
を
勉
強
す
る
の
は
い
や
だ
っ
た
。
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＊
宗
教
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
必
要
の
な
い
授
業
だ
と
思
っ
た
。

　

＊
ど
ん
な
授
業
な
の
か
不
安
に
思
っ
た
。

　

＊
宗
教
を
信
仰
さ
せ
よ
う
と
す
る
授
業
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　

○
大
学
に
入
学
し
て
宗
教
学
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
興
味
を
持
っ
た
。

　

○
社
会
人
と
し
て
知
っ
て
お
い
た
方
が
よ
い
仏
教
に
つ
い
て
勉
強
で
き
る
と
思
っ
た
。

　

○
宗
教
に
つ
い
て
全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
少
し
楽
し
み
だ
っ
た
。

　

○
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
頑
張
ろ
う
と
思
っ
た
。

　

○
宗
教
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
か
っ
た
の
で
、
必
修
で
よ
か
っ
た
。

　

○
高
校
が
仏
教
系
だ
っ
た
の
で
、
特
に
い
や
だ
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　

○
宗
教
学
と
歯
科
衛
生
の
勉
強
が
ど
う
結
び
つ
く
の
か
興
味
を
持
っ
た
。

　

○
高
校
時
代
に
も
仏
教
を
学
ん
だ
の
で
、
少
し
わ
く
わ
く
し
た
。

　

○
お
も
し
ろ
そ
う
だ
と
思
い
、
純
粋
に
興
味
が
あ
る
。

　

○
こ
れ
ま
で
宗
教
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
で
、
日
本
の
こ
と
な
ど
を
知
り
た
い
。

　

○
宗
教
学
を
学
ぶ
こ
と
が
不
思
議
で
、
半
分
は
不
安
で
半
分
は
楽
し
み
だ
。

　

○
医
療
と
は
無
関
係
と
思
っ
て
や
る
気
が
な
か
っ
た
が
、
鶴
見
大
学
で
し
か
学
べ
な
い
と
思
う
と
、
す
ご
く
大
切
な
授
業
だ
と
思
っ
た
。

　

○
何
を
学
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
役
立
つ
の
な
ら
き
ち
ん
と
学
び
た
い
と
思
っ
た
。

　

○
普
段
の
生
活
で
は
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
な
い
分
野
な
の
で
、
い
い
機
会
だ
と
思
っ
た
。

　

○
宗
教
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
、
興
味
の
持
て
る
内
容
の
授
業
を
し
て
ほ
し
い
。

《
第
１
回
目
の
講
義
を
聞
い
た
感
想
》
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こ
う
し
た
反
応
は
当
然
予
想
し
て
い
た
の
で
、
最
初
の
講
義
で
は
十
五
回
の
学
習
内
容
や
学
習
す
る
意
味
に
つ
い
て
特
に
丁
寧
に
説
明

し
た
。
そ
の
結
果
、
講
義
を
聞
い
た
感
想
で
は
興
味
を
持
っ
た
と
い
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
た
。
主
な
も
の
を
紹
介
し
よ
う
。

＊
宗
教
が
こ
ん
な
に
深
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
、
興
味
を
持
っ
た
。
宗
教
の
違
い
か
ら
問
題
も
起
き
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

＊
日
本
人
と
外
国
人
と
で
宗
教
の
考
え
方
が
大
い
に
異
な
る
こ
と
に
驚
い
た
。
外
国
の
宗
教
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
気
に
な
っ
た
。

＊
宗
教
に
よ
っ
て
火
葬
し
た
り
土
葬
し
た
り
、
宗
教
を
理
解
し
て
い
な
い
と
国
際
問
題
に
も
な
る
と
聞
い
て
驚
い
た
。
基
本
的
な
宗

教
の
考
え
方
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。

＊
今
ま
で
宗
教
は
自
分
と
無
関
係
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
生
活
の
中
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

＊
日
本
と
違
っ
て
、
世
界
で
は
宗
教
が
暮
ら
し
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
っ
た
。

＊
宗
教
に
対
す
る
日
本
人
の
常
識
が
世
界
で
は
通
用
し
な
い
と
聞
い
て
驚
い
た
。も
っ
と
世
界
の
宗
教
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
っ
た
。

＊
ひ
と
つ
の
国
の
習
慣
や
価
値
観
や
決
ま
り
の
背
景
に
宗
教
が
あ
る
と
知
り
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
宗
教
に
つ
い
て
知
り
た
く
な
っ
た
。

＊
宗
教
を
学
ぶ
と
洗
脳
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
興
味
が
わ
い
て
き
た
。

＊
宗
教
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
が
、
今
日
の
講
義
を
聞
い
て
も
っ
と
身
近
な
も
の
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
。

＊
相
手
の
宗
教
を
知
る
こ
と
は
相
手
を
気
遣
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

＊
自
分
の
生
活
に
も
宗
教
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
宗
教
を
身
近
に
感
じ
た
。

＊
今
ま
で
は
宗
教
に
興
味
が
な
か
っ
た
が
、
世
界
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
大

き
な
問
題
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
思
っ
た
。

＊
宗
教
学
が
必
修
に
な
っ
て
い
る
理
由
が
わ
か
っ
た
。

＊
今
日
の
講
義
を
聞
い
て
宗
教
に
対
し
て
興
味
を
持
っ
た
。

＊
今
ま
で
宗
教
の
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
関
心
が
な
か
っ
た
が
、
少
し
興
味
が
出
て
き
た
。
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＊
と
て
も
難
し
い
け
れ
ど
、
面
白
そ
う
だ
と
思
っ
た
。

＊
私
た
ち
の
生
活
に
こ
ん
な
に
宗
教
が
関
わ
っ
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

＊
宗
教
に
よ
っ
て
生
活
の
仕
方
や
文
化
も
違
っ
て
く
る
と
知
っ
て
驚
い
た
。

　

出
席
カ
ー
ド
に
は
、三
分
の
二
以
上
の
学
生
が
「
宗
教
に
興
味
を
持
っ
た
」「
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ん
で
い
き
た
い
」
と
書
い
て
い
た
。

　
　
（
２
）
自
分
に
関
係
す
る
内
容
だ
と
顕
著
な
反
応

《
第
５
回
目
の
講
義
を
聞
い
た
感
想
》

　

第
５
回
目
の
授
業
で
は
、
世
界
の
三
大
宗
教
の
ひ
と
つ
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
教
を
取
り
上
げ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
イ
ス
ラ
ム
教
は
日

本
人
の
生
活
と
は
無
関
係
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
し
て
は
「
危
険
な
宗
教
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
極
め
て
強
い

こ
と
も
確
か
め
ら
れ
た
。

　

そ
こ
で
、ク
イ
ズ
形
式
で
現
代
人
の
便
利
で
快
適
な
生
活
に
石
油
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
考
え
て
も
ら
っ
た
。

石
油
は
日
本
国
内
で
は
生
産
で
き
ず
、
ほ
と
ん
ど
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
、
輸
入
先
は
ほ
と
ん
ど
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
国
で
あ
る
こ
と

等
を
説
明
し
、
輸
入
が
途
絶
え
た
場
合
の
影
響
を
想
像
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
う
し
た
説
明
を
通
じ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
や
そ
れ
を
信
仰
し
て

い
る
人
び
と
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
「
五
行
」（
信
仰
告
白
・
礼
拝
・
喜
捨
・
断
食
・
巡
礼
）
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

多
く
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
ま
じ
め
に
信
仰
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
、
貧
し
い
人
び
と
の
た
め
に
喜
捨
を
し
て
助
け
合
っ
て
い
る
こ
と
等

に
感
動
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
た
。

＊
日
本
に
石
油
を
輸
出
し
て
い
る
国
の
多
く
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
い
国
で
あ
る
。イ
ス
ラ
ム
教
は
と
て
も
厳
し
い
決
ま
り
が
あ
り
、
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助
け
合
う
た
め
の
喜
捨
は
貧
し
い
人
に
自
分
の
収
入
を
分
け
る
こ
と
で
、
な
ん
て
心
が
広
い
の
か
と
思
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
は

あ
ま
り
い
い
イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
が
、
今
回
勉
強
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
た
。

＊
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
な
ぜ
勉
強
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
今
日
の
話
を
聞
い
て
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
こ

と
を
知
ら
ず
に
や
り
と
り
を
し
て
い
た
ら
、
信
仰
者
に
対
し
て
失
礼
な
こ
と
や
起
こ
ら
せ
た
り
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
、
宗
教
は
大
切
な
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

＊
私
た
ち
は
イ
ス
ラ
ム
教
な
ん
て
関
係
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
こ
と
に
つ
い
て
学
び
、
少
し
興
味
が
わ

き
ま
し
た
。
豚
肉
を
食
べ
な
い
の
は
な
ぜ
か
を
知
る
こ
と
で
、
他
国
の
文
化
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
気
が
し
ま
し
た
。

＊
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
と
危
険
な
宗
教
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
が
、
信
心
深
く
ま
じ
め
に
生
活
し
て
い
る
と
知
り
、
見
る
目

が
変
わ
っ
た
。

＊
イ
ス
ラ
ム
教
に
は
、
自
分
の
収
入
の
2.5
パ
ー
セ
ン
ト
を
喜
捨
し
て
貧
し
い
人
を
助
け
る
義
務
が
あ
る
。
助
け
合
い
な
が
ら
生
き
て

い
く
こ
と
は
と
て
も
す
て
き
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
と
思
っ
た
。

＊
私
た
ち
が
イ
ス
ラ
ム
教
を
よ
く
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
外
交
を
行
う
上
で
も
大
切
だ
と
思
っ
た
。

《
第
８
回
目
の
講
義
を
聞
い
た
感
想
》

　

第
８
回
目
の
授
業
で
は
、
科
学
や
医
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
。
科
学
と
宗
教
は
対
立
す
る
も
の
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
科

学
や
医
学
が
発
展
す
れ
ば
宗
教
は
不
要
に
な
る
と
い
う
人
も
い
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
科
学
と
宗
教

は
本
質
的
に
補
完
し
合
う
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
「
人
に
死
が
あ
る
か
ら
」
で
あ
り
、
こ
の
問
題
と
向
き

あ
う
方
法
は
科
学
や
医
学
だ
け
で
は
不
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
、
高
度
に
発
達
し
た
現
代
の
科
学
技
術
や
医
学
の
「
表
の
部
分
」
の
恩
恵
を
受
け
て
生
活
し
て
い
る
私
た
ち
に
は
、
こ
の
こ
と
は
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な
か
な
か
納
得
し
が
た
い
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
講
義
後
の
感
想
で
も
、
相
反
す
る
考
え
が
拮
抗
し
て
い
た
。

＊
科
学
が
進
歩
す
れ
ば
宗
教
は
不
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
宗
教
は
科
学
の
正
常
な
発
展
を
妨
げ
る
と
思
い
ま
す
。
科
学
と
宗
教
は

対
立
す
る
と
思
い
ま
す
。

＊
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
科
学
の
根
底
に
は
宗
教
が
不
可
欠
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
科
学
が
も
っ
と
進
歩
す
れ
ば
宗
教
は
要
ら
な
く

な
る
と
思
い
ま
す
。

＊
科
学
の
発
達
と
宗
教
の
発
展
は
親
し
い
。
宗
教
で
病
気
は
直
せ
な
い
が
、
信
仰
す
る
こ
と
で
心
が
救
わ
れ
、
気
持
ち
が
晴
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
科
学
が
発
達
す
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
が
、
重
い
病
気
に
な
っ
た
と
き
、
科
学
で
救
え
な
い
こ
と
も
あ
る
と
思
っ
た
。

＊
ク
ロ
ー
ン
人
間
や
出
生
前
診
断
な
ど
、
医
学
が
進
歩
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
出
た
問
題
を
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
こ
に
も
宗
教
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
。

＊
科
学
や
医
学
が
進
む
と
、
技
術
ば
か
り
が
先
走
り
し
て
人
の
気
持
ち
を
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と

き
に
宗
教
は
原
点
に
戻
し
て
く
れ
る
教
え
で
あ
る
と
思
う
。

＊
医
学
が
進
歩
し
て
寿
命
が
延
び
て
も
い
ず
れ
は
死
ぬ
し
、
老
い
て
い
く
の
で
心
の
支
え
と
な
る
宗
教
は
科
学
が
発
達
し
て
も
必
要

だ
と
思
っ
た
。

＊
医
学
が
進
め
ば
人
の
生
と
死
の
境
界
線
が
さ
ら
に
難
し
く
な
る
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
は
宗
教
に
対
し
て
も
っ
と
関
心
を
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

《
９
回
目
の
講
義
を
聞
い
た
感
想
》

　

９
回
目
の
授
業
で
は
、
脳
死
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
日
本
で
脳
死
状
態
で
の
臓
器
提
供
者
が
少
な
い
こ
と
の
背
景
に
宗
教
的
な
生
命
観

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
た
。
そ
の
際
に
、
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
二
つ
の
場
面
を
設
定
し
た
。
①
自
分
の
子
ど
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も
が
先
天
性
の
心
臓
病
で
移
植
し
か
助
け
る
方
法
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
、脳
死
の
人
が
い
た
ら
心
臓
を
提
供
し
て
ほ
し
い
と
思
う
か
。

②
自
分
の
子
ど
も
が
事
故
で
脳
死
状
態
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、心
臓
の
提
供
を
待
っ
て
い
る
人
に
「
提
供
し
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
て
「
は

い
」
と
答
え
ら
れ
る
か
。

　

仮
定
の
話
で
あ
る
が
、「
提
供
は
し
て
ほ
し
い
が
、
自
分
の
子
ど
も
が
脳
死
状
態
で
あ
っ
て
も
手
足
が
温
か
く
心
臓
が
動
い
て
い
る
状

態
で
提
供
す
る
気
持
ち
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
答
え
が
多
か
っ
た
。
代
表
的
な
回
答
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

＊
自
分
の
子
ど
も
が
移
植
を
必
要
と
し
て
い
た
ら
何
が
何
で
も
手
に
入
れ
た
い
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
も
う

す
べ
て
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
。
反
対
に
、
私
の
子
ど
も
が
脳
死
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
た
ぶ
ん
提
供
で
き
な
い

と
思
う
。
し
ゃ
べ
れ
な
く
て
も
目
が
あ
か
な
く
て
も
、
ず
っ
と
一
緒
に
い
た
い
と
思
う
か
ら
。

　

こ
の
よ
う
に
回
答
し
た
後
で
、「
こ
れ
は
す
ご
く
矛
盾
し
て
い
る
と
思
う
が
、
日
本
人
だ
っ
た
ら
ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
う
だ
と
思
う
」

と
書
き
加
え
て
あ
っ
た
。

　

宗
教
に
よ
っ
て
、「
い
の
ち
」
に
対
す
る
考
え
方
（
生
と
死
の
境
界
）
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
日
本
人
の
臓
器
提
供
者
が
少
な

い
現
状
等
（
海
外
に
心
臓
移
植
の
道
を
求
め
る
日
本
人
が
少
な
く
な
い
こ
と
）
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
考
え
て
も
ら
っ
た
。

＊
脳
死
と
言
っ
て
も
、
心
臓
が
動
い
て
い
る
な
ら
私
は
生
き
て
い
る
と
思
い
た
い
。
そ
れ
で
も
、
他
の
人
に
臓
器
を
移
植
し
て
助
か

る
人
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
協
力
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
、
と
て
も
複
雑
で
す
。

＊
脳
が
死
ん
で
も
身
体
は
生
き
て
い
る
か
ら
提
供
は
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
回
答
を
し
た
学
生
も
い
る
が
少
数
派
で
あ
る
。

＊
臓
器
を
提
供
し
ま
す
。
す
ぐ
に
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
脳
死
に
な
っ
た
ら
提
供
し
ま
す
。
心
臓
が
動
い
て

い
て
も
話
す
こ
と
も
で
き
な
く
、
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
な
ら
、
人
の
役
に
立
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

《
第
10
回
目
の
講
義
を
聞
い
た
感
想
》
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10
回
目
の
講
義
で
は
仏
教
の
教
え
や
そ
の
教
え
と
私
た
ち
の
生
活
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
ま
ず
、
真
理
の
発
見
者
と
し

て
のBuddha

の
語
意
か
ら
説
明
し
、
仏
教
が
哲
学
的･

科
学
的
に
「
い
の
ち
」
の
姿
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、
仏
教
の
基
本
で
あ
る
三

法
印
（
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
・
涅
槃
寂
静
）
と
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
を
取
り
上
げ
て
私
た
ち
の
「
い
の
ち
」
を
理
解
し
て
も
ら
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
感
想
の
多
く
が
仏
教
を
身
近
な
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
を
難
し
い
教
え
と
思
い
こ
ん

で
い
た
先
入
観
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。                                  

＊
「
天
上
天
下
は
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
宗
教
と
聞
く
と
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
の
で
す
が
、
お
釈
迦
さ

ま
の
言
葉
に
は
共
感
で
き
て
不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。

＊
仏
教
は
人
間
も
動
物
も
植
物
も
み
ん
な
平
等
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
。「
い
の
ち
」
の
大
切
さ
を
ど
の
宗
教
よ
り
も
強

く
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。「
い
の
ち
」の
真
理
な
ど
は
理
解
す
る
の
が
難
し
い
け
れ
ど
、お
釈
迦
さ
ま
は
偉
大
だ
と
思
っ
た
。

＊
仏
教
の
教
え
や
特
徴
に
つ
い
て
知
り
、
今
ま
で
の
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
り
ま
し
た
。
私
は
他
の
宗
教
と
同
じ
だ
と
思
っ
て
い

ま
し
た
が
、
実
際
は
あ
ま
り
宗
教
と
い
う
感
じ
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ふ
だ
ん
、
あ
ま
り
自
分
の
「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
の
代
わ
り
に
な
る
「
い
の
ち
」
は
な
い
ん
だ
と
い
う
お
釈
迦

さ
ま
の
教
え
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

＊
お
釈
迦
さ
ま
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
に
で
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
だ
か
ら
、
ど
ん
な
人
で
も
学
び
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
奇
跡
で
は
な
く
、
現
実
的
で
信
頼
で
き
る
教
え
だ
と
思
い
ま
し
た
。

＊
仏
教
が
こ
ん
な
に
シ
ン
プ
ル
で
命
を
大
切
に
す
る
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
こ
の
教
え
を
も
っ
と

多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
。

＊
今
ま
で
、
宗
教
の
教
え
は
難
し
く
て
理
解
で
き
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
、
仏
教
に
つ
い
て
の
講
義
を
聞
い
て
、

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
は
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
自
分
に
も
あ
て
は
ま
る
教
え
だ
と
思
い
ま
し
た
。
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＊
涅
槃
寂
静
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
が
「
こ
の
世
で
幸
せ
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
と

知
っ
て
、
い
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
し
た
。

＊
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
た
の
は「
涅
槃
寂
静
」で
、こ
の
命
で
幸
せ
に
生
き
よ
う
と
い
う
の
は
、と
て
も
す
て
き
な
教
え
だ
と
思
っ
た
。

　

ま
た
、
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
が
日
本
人
の
生
活
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
も
ら
え
た
よ
う

で
あ
る
。
特
に
歯
磨
き
と
仏
教
の
関
連
に
関
心
を
持
っ
た
学
生
が
非
常
に
多
か
っ
た
の
は
歯
科
衛
生
科
の
学
生
と
し
て
は
当
然
か
も
し
れ

な
い
が
、
授
業
で
取
り
上
げ
る
べ
き
テ
ー
マ
だ
と
思
っ
て
い
る
。

＊
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
生
活
し
て
い
る
な
か
で
、
あ
た
り
ま
え
に
行
っ
て
い
る
こ
と
の
多
く
が
仏
教
と
関
連
し
て
い
る
の
だ
と
わ
か
っ

た
。
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
言
葉
や
歯
磨
き
の
習
慣
が
仏
教
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
い
た
。

＊
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
た
の
は
仏
教
と
歯
磨
き
の
関
係
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
歯
磨
き
の
効
能
を
五
つ
も
弟
子
に
教
え
て
い
た
こ

と
に
驚
き
ま
し
た
。

＊
仏
教
が
直
接
に
自
分
た
ち
日
本
人
の
生
活
に
関
わ
っ
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
私
た
ち
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
言
葉
や
食
べ
物
が
仏
教
の
お
か
げ
で
使
え
た
り
食
べ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。

《
第
12
回
目
・
第
13
回
目
の
講
義
を
聞
い
た
感
想
》

　

仏
教
を
身
近
に
感
じ
た
と
い
う
感
想
は
、
禅
に
関
す
る
内
容
の
講
義
で
よ
り
多
く
な
っ
た
。
特
に
日
本
人
の
歯
磨
き
の
習
慣
形
成
に
道

元
禅
師
が
大
き
く
関
与
し
た
と
い
う
説
明
は
興
味
深
く
受
け
と
め
る
学
生
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ト
イ
レ
や
入
浴
の
作
法
等
が

日
本
人
の
他
者
へ
の
思
い
や
り
の
心
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
も
感
銘
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、道
元
禅
師
の
著
書
で
あ
る『
典
座
教
訓
』や『
赴
粥
飯
法
』を
も
と
に
し
た
調
理
や
食
事
の
際
の
心
構
え
に
つ
い
て
の
説
明
に
は
、

よ
り
一
層
禅
の
教
え
を
身
近
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
た
。ま
た
、言
葉
を
発
し
て
自
己
主
張
を
す
る
機
会
が
多
い
現
代
社
会
で
は
、「
沈
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黙
」
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
授
業
に
先
立
っ
て

前
期
に
行
わ
れ
た
一
泊
二
日
の
坐
禅
体
験
が
大
い
に
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
３
）
一
泊
坐
禅
体
験
の
持
つ
意
味

　

筆
者
が
担
当
す
る
宗
教
学
の
授
業
は
後
期
に
行
う
た
め
、
一
泊
坐
禅
体
験
に
あ
っ
た
て
は
専
任
の
先
生
に
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し

て
い
た
だ
く
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
宗
教
学
の
授
業
と
関
連
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
特
筆
す
べ
き
感
想

だ
け
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
感
想
は
次
の
テ
ー
マ
で
書
い
て
も
ら
っ
た
。

　

①
坐
禅
を
し
て
い
る
と
き
に
思
っ
た
こ
と
。（
本
来
は
無
我
の
境
地
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
坐
禅
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
思
い
」
が

生
じ
て
く
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
こ
と
を
書
い
て
も
ら
う
の
が
目
的
）

　

②
お
寺
の
食
事
作
法
に
つ
い
て
の
感
想
。（
作
法
に
従
っ
て
食
べ
る
た
め
、
窮
屈
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
の

感
想
を
知
る
こ
と
が
目
的
）

　

③
坐
禅
中
や
食
事
中
は
「
沈
黙
」
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
日
常
生
活
と
大
き
く
異
な
る
と
思
う
の
で
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て

い
る
か
を
知
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

　

④
座
禅
会
全
体
の
感
想
（
感
じ
た
こ
と
を
自
由
に
書
い
て
も
ら
う
）

　

感
想
は
Ａ
３
の
用
紙
で
字
数
の
指
定
を
せ
ず
に
書
い
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
や
分
量
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
総
じ
て
初
め
て
の
体

験
（
ほ
と
ん
ど
の
学
生
に
と
っ
て
）
を
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

＊
ふ
だ
ん
話
し
な
が
ら
食
べ
て
い
る
と
、
周
り
の
こ
と
に
気
が
向
い
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
食
事
だ
け
に
集
中
し
て
い
る
と
、
自
分
た

ち
が
今
こ
う
し
て
口
に
し
て
い
る
も
の
は
命
を
犠
牲
に
し
た
も
の
で
、
ま
た
一
生
懸
命
に
調
理
し
て
く
れ
た
人
が
い
た
か
ら
だ

と
思
い
、
あ
た
り
ま
え
で
は
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
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＊
自
分
自
身
と
深
く
向
き
合
う
時
間
が
あ
り
、
食
や
自
分
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
一
泊
二
日
で
し
た
。

＊
あ
た
り
ま
え
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
で
な
い
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

＊
ふ
だ
ん
は
う
る
さ
い
生
活
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
て
沈
黙
す
る
と
心
が
と
て
も
安
ま
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

＊
最
初
の
う
ち
は「
話
を
し
て
は
い
け
な
い
」と
言
わ
れ
る
と
、と
て
も
辛
か
っ
た
が
、慣
れ
て
く
る
と
気
持
ち
が
落
ち
着
く
よ
う
に
な
っ
た
。

＊
食
事
中
に
黙
っ
て
食
べ
て
い
る
と
、
食
べ
物
一
つ
一
つ
を
よ
く
味
わ
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

＊
食
事
の
前
に
「
五
観
の
偈
」
を
唱
え
た
の
で
、
食
べ
る
意
味
が
あ
ら
た
め
て
わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
。

＊
ふ
だ
ん
は
あ
た
り
ま
え
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
静
か
に
自
分
の
心
と
向
き
あ
う
こ
と

の
大
切
さ
に
気
づ
い
た
。

＊
坐
禅
会
に
行
く
前
は
食
事
中
に
黙
っ
て
食
べ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
や
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
い
つ
も
以
上
に
味
わ
っ
て
食

べ
た
の
で
、
こ
う
い
う
食
べ
方
も
い
い
な
と
思
っ
た
。

＊
坐
禅
中
に
は
小
鳥
の
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、
と
て
も
心
が
落
ち
着
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
ふ
だ
ん
あ
ま
り
気
に
し
な
か
っ
た
聞

こ
え
て
く
る
音
に
も
、
も
う
少
し
注
意
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

現
代
人
の
生
活
で
最
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
「
沈
黙
」
と
「
静
止
」
の
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
釈
迦
さ
ま
が
「
中
道
」
と
し

て
説
き
示
し
た
よ
う
に
、
生
命
存
在
の
原
則
は
「
二
拍
子
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
静
」
と
「
動
」
の
調
和
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
し
ま
っ
た
の
が
現
代
人
の
生
活
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
物
と
し
て
私
た
ち
が
人
間
性
を
回
復
し
、
本
来
の
「
い

の
ち
」
を
生
き
き
る
た
め
に
は
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
坐
禅
は
そ
の
た
め
に
最
良
の
方
法
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
坐
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
」
を
参
照
し
て
ほ
し
い
（
８
）。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
現
代
人
の
生
活
で
は
「
沈
黙
」
を
保
つ
場
面
が
非
常
に
少
な
い
が
、
修
行
道
場
と
し
て
の
お
寺
で
は
言
葉
を
発
し

て
は
い
け
な
い
場
面
が
少
な
く
な
い
。
最
初
は
戸
惑
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
声
を
出
さ
な
い
こ
と
で
心
が
内
側
に
向
い
て
自
分
と
向
き
あ

う
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
学
生
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
は
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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七
、
今
後
に
向
け
て

　

十
五
回
の
講
義
内
容
は
で
き
る
だ
け
具
体
的
で
学
生
の
生
活
に
身
近
な
問
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
展
開
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
。
講
義

の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
抽
象
的
な
説
明
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
部
分
も
あ
っ
た
が
、
学
生
の
生
活
や
将
来
の
仕
事
（
生
き
方
）
に
関
係

の
あ
る
話
題
を
提
供
す
る
と
、
前
向
き
に
受
け
入
れ
て
関
心
を
示
す
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

ま
た
、
道
徳
的
な
意
味
の
宗
教
は
素
直
に
受
け
入
れ
る
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
や
情
報
の
提
供
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
か
な
り
強
い
興
味
を

示
す
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
初
め
に
紹
介
し
た
阿
満
利
麿
や
ネ
ル
ケ
無
方
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
、
学
生
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
受
講

後
に
提
出
す
る
出
席
カ
ー
ド
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
た
。

  

そ
こ
で
、「
宗
教
心
は
豊
か
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
宗
教
心
を
〈
特
定
の
宗
教
〉
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
」
と
い
う

阿
満
利
麿
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
宗
教
学
の
講
義
を
展
開
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
大
学
が
理
想
と
し
て
い
る
建
学
の
精

神
に
基
づ
い
た
理
想
と
す
る
人
間
像
と
学
生
の
向
い
て
い
る
方
向
が
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
９
）

。

注
　
（
１
）
阿
満
『
日
本
人
は
な
ぜ
無
宗
教
な
の
か
』
ち
く
ま
新
書
一
九
九
六
年　

八
ペ
ー
ジ

　
（
２
）
阿
満　

前
掲
書
八
ペ
ー
ジ

　
（
３
）
ネ
ル
ケ
・
無
方
『
日
本
人
に
「
宗
教
」
は
要
ら
な
い
』
ベ
ス
ト
新
書
二
〇
一
四
年　

三
ペ
ー
ジ

　

(

４
）
ネ
ル
ケ　

前
掲
書
一
八
ペ
ー
ジ

　
（
５
）
ネ
ル
ケ　

前
掲
書
一
九
ペ
ー
ジ

　
（
６
）
ネ
ル
ケ　

前
掲
書
二
二
ペ
ー
ジ

　
（
７
）
ネ
ル
ケ　

前
掲
書
二
五
ペ
ー
ジ

　
（
８
）
佐
藤
達
全
「
坐
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
」（
曹
洞
宗
宗
務
庁
発
行
『
禅
の
友
』
平
成
六
年
一
〇
月
号
掲
載
）

　
（
９
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
保
呂
篤
彦
「
大
学
生
へ
の
宗
教
教
育
」（
筑
波
フ
ォ
ー
ラ
ム
76
号
、
二
〇
〇
七
年
六
月
発
行
）
参
照
。


