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縁
起
な
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
空

と
説
く
。
そ
れ
は
仮
に
設
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
な

わ
ち
中
道
で
あ
る
。�

（
中
村
元�

訳
）

�

龍
樹

�

『
中
論
』

多聞天　奈良・法隆寺

美
智
子
に

何
ご
と
も
　
我
を
は
な
れ
て
　
み
ち
に
つ
け

け
わ
し
き
坂
の
　
よ
し
あ
る
に
せ
よ

�

観
道
上
人

香
語こ

こ
に
、
無
常
迅
速
、
会
者
定
離
の

理
を
身
を
以
て
示
さ
れ
し
、
多
聞
院
寺

　
多
聞
院
第
四
世
　
佐
藤
孝
隆
上
人
御
内
室

秀
麗
院
浄
譽
慈
心
妙
智
大
姉

　

令
和
三
年
一
月
三
日　

逝
去　
　

佐
藤
美
智�

九
十
九
歳

庭
婦
人
俗
名
佐
藤
美
智
ど
の
、
行
年
百

一
歳
（
満
九
十
九
歳
）
を
以
て
人
間
界

の
寿
命
尽
く
。

多
聞
院
第
二
世
土
屋
観
道
上
人
、
美

和
夫
人
の
長
女
と
し
て
生
を
受
け
、
長

じ
て
港
区
役
所
に
奉
職
、
職
場
の
同
僚

佐
藤
孝
氏
と
結
婚
、
孝
氏
は
観
道
上
人

の
弟
子
と
な
る
。
美
智
ど
の
の
弟
・
第

三
世
光
道
上
人
よ
り
多
聞
院
を
引
き
継

ぎ
、
第
四
世
孝
隆
上
人
夫
人
と
し
て
多

聞
院
を
護
持
、
共
立
薬
科
大
学
学
生
寮

の
運
営
に
あ
た
ら
れ
る
。
ま
た
眞
生
同

盟
主
幹
の
観
道
上
人
・
光
道
上
人
を
支

援
、
孝
隆
上
人
は
会
計
を
担
い
、
美
智

ど
の
は
特
に
機
関
紙
『
眞
生
』
編
集
の

重
責
を
担
う
。
頭
脳
明
晰
に
し
て
記
憶

力
に
優
れ
、
温
厚
篤
実
な
人
柄
は
、
多

く
の
檀
信
徒
・
眞
生
同
盟
会
員
、
共
立

薬
科
大
学
生
に
も
慕
わ
れ
た
。

高
校
卒
業
で
港
区
役
所
奉
職
の
後
、

東
京
都
の
公
務
員
試
験
で
二
番
の
成
績

を
残
す
。
土
屋
家
で
最
初
に
ワ
ー
プ
ロ

を
使
い
こ
な
し
た
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン

で
、
女
性
の
地
位
向
上
、
社
会
福
祉
の

充
実
に
尽
力
し
、
男
女
平
等
参
画
実
現

の
拠
点
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
や
、
社
会

福
祉
事
務
所
に
も
関
わ
っ
た
。

優
秀
で
、
美
し
く
、
浄
ら
か
な
性
格
、

誰
に
対
し
て
も
慈
悲
の
心
を
持
ち
、
妙

な
る
智
慧
を
も
っ
て
念
仏
弘
通
に
努
め

た
功
績
を
閲
し
て
、
法
名

秀
麗
院
浄
譽
慈
心
妙
智
大
姉
と
授
与
す

令
和
三
年
一
月
三
日
に
人
生
を
閉
じ
ら
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ひ
な
ま
つ
り
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
号
）

佐
藤
美
智
子

「
今
日
は
三
月
の
一
日
で
普
通
の
う

ち
な
ら
ば
学
寮
で
も
ヒ
ナ
祭
り
が
あ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
に
と
、
私
の
心
は
唯
今

学
寮
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
ま
す
」

こ
う
し
た
書
き
出
し
で
、
大
正
十
一

年
（
一
九
二
二
年
）
三
月
一
日
付
、
母

あ
て
の
手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。
伝
道

の
途
中
京
都
百
万
遍
知
恩
寺
に
住
職
の

中
島
観
琇
老
師
を
お
見
舞
し
、
そ
こ
で

認
め
た
も
の
で
、
三
月
一
日
午
後
十
一

時
二
十
分
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。

「
人
形
の
ヒ
ナ
よ
り
も
、
美
智
子
ち
ゃ

ん
自
身
を
し
て
生
き
た
る
ま
ま
に
お
祭

り
を
す
る
こ
と
が
私
ど
も
の
ほ
ん
と
う

の
ヒ
ナ
祭
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

今
日
は
よ
き
日
よ　

ヒ
ナ
ま
つ
り

み
ち
子
の
君
の
ヒ
ナ
ま
つ
り

上
な
き
幸さ

ち

を
こ
と
ほ
ぎ
て

ま
つ
る
心
や　

尊
と
し
な

今
日
は
よ
き
日
よ　

ヒ
ナ
ま
つ
り

ヒ
ナ
飾
り
す
る
心
も
て

み
ち
子
の
君
を
そ
の
ま
ま
に

祝
う
心
ぞ　

う
れ
し
け
れ

今
日
は
よ
き
日
よ　

上
と
な
き

み
ち
子
の
君
の
初
ヒ
ナ
の

祝
い
の
た
め
の
今
日
な
れ
ば

静
か
に
祈
る
父
君
の

心
も
今
は
嬉
し
け
れ

れ
、
極
楽
浄
土
に
往
生
さ
れ
る
。

産
み
の
み
親
、
育
て
の
み
親
、
教
え

の
み
親
、
三
身
即
一
に
在
し
ま
す
、
い

と
尊
き
唯
一
の
如
来
よ
。
永
遠
の
生
命

と
無
限
の
向
上
を
与
え
給
え
。
極
楽
浄

土
で
、
観
道
上
人
、
美
和
夫
人
、
孝
隆

上
人
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
迎
え
ら
れ
、

仏
果
を
増
進
さ
れ
る
よ
う
祈
念
し
た
て

ま
つ
る
。

維
時
令
和
三
年
一
月
九
日

眞
生
同
盟
主
幹　

多
聞
院
五
世

観
智
院
二
三
世�

信
譽
正
道

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
鑑

み
、
通
夜
（
八
日
）
葬
儀
（
九
日
）
は

親
族
の
み
で
執
り
行
い
、
徒
弟
や
一
般

の
会
葬
者
は
リ
モ
ー
ト
で
の
参
列
と
な

り
ま
し
た
。

通
夜
式
は
『
眞
生
礼
拝
儀
』
に
て
、

葬
儀
は
浄
土
宗
日
常
勤
行
式
を
中
心
に

勤
め
、
美
智
の
意
向
で
あ
っ
た
「
三
尊

礼
」
を
全
員
で
称
え
ま
し
た
。

伯
母
で
あ
る
美
智
が
誕
生
し
た
の
は

大
正
十
年
観
道
上
人
三
十
四
歳
、
前
年

十
二
月
四
日
山
崎
弁
栄
上
人
遷
化
し
て

い
ま
す
。
観
道
上
人
法
話
集
『
大
悲
に

生
き
る
』
に
は
、
中
島
観
琇
上
人
の
嘱

に
よ
り
多
聞
室
住
職
に
晋
山
。
日
魯
漁

業
社
長
堤
清
六
氏
の
寄
進
に
よ
り
、
神

田
駿
河
台
（
明
治
大
学
隣
、
主
婦
の
友

社
前
）に
説
教
所「
光
明
会
館
」を
開
設
、

如
来
中
心
主
義
の
看
板
を
掲
げ
る
。
宗

教
大
学
生
中
野
善
英
氏
入
所
す
る
。
自

由
倶
楽
部
と
称
し
、
大
衆
の
自
由
聴
講

を
勧
誘
。
こ
の
こ
ろ
宗
教
大
系
を
図
式

化
し
た
大
宝
曼
荼
羅
を
完
成
、
眞
生
主

義
を
提
唱
す
。
8
月
長
女
美
智
子
誕
生
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
師
を
失
っ
た
悲

し
み
か
ら
立
ち
上
が
り
、
眞
生
主
義
の

旗
を
掲
げ
た
年
に
授
か
っ
た
長
女
。
観

道
上
人
美
和
夫
人
の
希
望
の
星
で
あ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
草
創
期
か
ら
眞
生

同
盟
を
見
守
り
支
え
た
生
き
証
人
が
静

か
に
人
生
を
終
わ
ら
れ
ま
し
た
。
今
か

ら
五
十
一
年
前
、
観
道
上
人
一
周
忌
に

書
か
れ
た
文
章
を
再
録
し
、
こ
れ
か
ら

の
眞
生
同
盟
の
発
展
を
祈
念
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
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今
日
は
よ
き
日
よ　

ヒ
ナ
ま
つ
り

み
ち
子
の
君
の
初
ヒ
ナ
の

祝
い
の
今
日
ぞ
嬉
し
け
れ

こ
う
し
て
歌
う
そ
の
時
に
も
、
美
智

子
ち
ゃ
ん
の
可
愛
い
そ
の
姿
や
、
そ
の

母
様
の
御
姿
も
と
も
ど
も
に
喜
び
の
中

に
あ
り
ま
す
。
今
頃
に
し
て
も
し
我
が

父
母
の
ま
し
ま
さ
ば
、
上
な
き
喜
び
を

受
け
て
し
も
の
な
ら
ん
に
な
ど
、
心
か

ら
二
親
を
思
い
出
し
、
や
が
て
は
麻
布

の
方
、
母
君
で
も
と
（
麻
布
の
実
家
に

は
母
の
父
だ
け
が
お
り
ま
し
た
）
私
の

心
に
は
今
更
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
て

な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
如
来
を
中
心
に
神
人
の
生

活
に
生
き
ゆ
く
我
等
の
荘
厳
さ
、
や
さ

し
き
心
と
雄
々
し
き
心
と
実
生
活
の
是

認
を
そ
の
ま
ま
に
、
理
想
実
現
の
中
心

に
進
み
ゆ
く
こ
の
よ
ろ
こ
び
を
喜
ば
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
妻
を
捨
て
、
子

を
顧
み
ぬ
宗
教
で
な
く
て
、
妻
子
と
共

に
生
き
行
き
て
、
そ
の
ま
ま
進
む
向
上

の
和
楽
の
世
界
、
そ
こ
が
私
ど
も
の
真

実
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。（
後
略
）」

父
が
亡
く
な
る
二
、
三
年
前
、
古
い

手
紙
の
中
か
ら
母
が
私
に
出
し
て
お
い

て
く
れ
た
の
で
、
大
切
に
蔵
っ
て
お
い

た
の
で
す
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
父
の

愛
の
形
見
と
し
て
、
そ
れ
こ
そ
、
上
な

き
宝
と
い
え
ま
し
よ
う
。

こ
ん
な
に
愛
し
て
貰
っ
た
の
に
、
そ
し

て
ま
た
妻
子
と
も
ど
も
進
む
、
神
人
の
家

の
理
想
に
燃
え
て
い
た
父
に
、
私
は
一
体

何
を
も
っ
て
報
い
た
の
で
し
ょ
う
。

小
さ
い
時
は
「
如
来
様
の
子
だ
か
ら
、

い
い
子
に
な
ら
な
く
て
は
ね
」
と
諭さ

と

さ

れ
た
の
が
、
だ
ん
だ
ん
成
人
す
る
に
従

い
「
宗
教
家
の
娘
と
し
て
、
こ
ん
な
こ

と
位
わ
か
ら
ん
で
ど
う
す
る
か
！
」
と

叱
責
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
反

抗
期
も
手
伝
っ
て
、
プ
イ
と
背
い
た
こ

と
も
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。

美
し
く
着
飾
り
、
何
の
屈
託
も
な
い

お
友
達
に
く
ら
べ
て
、
何
か
と
束
縛
の

多
い
よ
う
な
気
が
し
て
「
何
で
宗
教
家

の
家
に
な
ん
か
生
れ
た
の
か
し
ら
」
と

恨
め
し
く
思
っ
た
こ
と
も
度
々
あ
り
ま

し
た
。

父
は
私
が
生
れ
た
時
、
直
に
白
衣
に

包
ん
で
お
三
宝
に
の
せ
仏
前
に
供
え
て

お
念
仏
を
し
た
そ
う
で
す
。
父
か
ら
も

よ
く
云
わ
れ
ま
し
た
し
ま
た
そ
の
時
お

産
の
手
伝
い
に
来
て
い
た
伯
母
（
母
の

姉
）
か
ら
も
「
赤
ん
坊
が
生
れ
た
お
目

出
た
い
時
に
お
念
仏
を
す
る
な
ん
て
、

そ
れ
も
生
れ
ば
か
り
の
娘
を
仏
様
に
お

供
え
す
る
な
ん
て
、
ま
あ
縁
起
が
悪
い
。

変
っ
た
こ
と
を
す
る
人
だ
と
思
っ
た
ね
。

と
こ
ろ
が
今
、
信
仰
に
入
ら
せ
て
貰
っ

て
あ
の
時
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
当

に
そ
う
だ
、
真
先
に
如
来
様
に
お
礼
を

申
し
上
げ
、
最
愛
の
我
が
子
が
本
当
の

人
生
を
送
れ
る
よ
う
に
と
如
来
様
に
お

供
え
し
て
祈
っ
て
い
た
土
屋
さ
ん
の
心

が
よ
う
く
解
る
よ
」
と
度
々
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

叱
る
時
以
外
は
我
子
と
云
え
ど
も
、

○
○
ち
ゃ
ん
、
○
○
さ
ん
と
呼
ん
で
決

し
て
呼
び
捨
て
に
は
し
な
か
っ
た
父
、

今
思
え
ば
賞
め
ら
れ
た
こ
と
も
、
叱
ら

れ
た
こ
と
も
、
な
つ
か
し
く
有
難
く
、

天
を
仰
ぎ
、
地
に
伏
し
て
も
感
謝
し
切

れ
ぬ
思
い
で
一
杯
で
す
。

父
の
恩
愛
に
、
何
を
以
て
報
い
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
残
り
少
な

い
生
命
の
限
り
、
慈
光
宣
伝
の
た
め
光

道
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
思
う
存
分
働

け
る
よ
う
、
微
力
な
が
ら
尽
く
し
た
い
。

ま
た
少
し
で
も
社
会
の
た
め
に
職
業
を

通
し
て
お
役
に
立
ち
た
い
。

さ
さ
や
か
な
願
い
で
父
か
ら
苦
笑
さ

れ
そ
う
で
す
が
、
父
の
一
周
忌
に
如
来

様
の
前
で
誓
っ
た
こ
と
で
し
た
。

葬儀
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の
德
に
懐
い
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

独
尊
は
神
聖
に
し
て
冒
す
べ
か
ら
ざ

る
一
国
の
総
主
で
あ
る
。
統
摂
は
万
民

総
統
の
正
義
で
あ
り
、
帰
趣
は
万
民
趨

帰
の
恩
寵
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
神
聖
と

正
義
と
恩
寵
と
が
、
独
尊
、
統
摂
、
帰

趣
と
な
る
。
こ
の
組
立
を
完
全
に
備
え

た
も
の
が
即
ち
完
全
な
国
体
で
あ
り
ま

す
。幸

に
し
て
、
我
日
本
の
国
体
は
、
万

世
一
系
の
聖
天
子
が
中
心
と
な
ら
せ
給

い
、
帝
国
生
命
の
中
心
を
な
ら
せ
給
う

て
お
り
ま
す
。
即
ち
我
が
日
本
帝
国
は
、

神
代
の
昔
か
ら
、
絶
体
に
し
て
冒
す
こ

と
の
で
き
な
い
連
綿
た
る
皇
統
の
下
に

最
高
至
善
の
陛
下
が
天
皇
の
大
御
位
に

即
か
せ
給
う
て
い
ら
せ
ら
る
ゝ
の
で
あ

り
ま
す
。

何
事
も
時
所
位
と
云
っ
て
、
時
と
所

と
位
と
云
う
も
の
は
大
切
な
も
の
で
あ

り
ま
す
が
、
就
中
位
と
い
う
も
の
は
非

常
に
大
切
な
も
の
で
、
こ
の
位
が
な
け

れ
ば
、
何
事
も
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
陛
下
は
一
面
に
は
、
た
だ
の
人
と

し
て
の
御
相
で
あ
ら
せ
ら
る
ゝ
が
、
実

は
、
神
聖
に
し
て
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
天

皇
に
在
し
ま
し
て
、
正
義
の
道
に
立
っ

て
、
我
々
国
民
を
総
覧
し
給
い
、
ま
た

無
限
の
愛
を
以
っ
て
、
無
限
の
慈
恵
を

国
民
に
垂
れ
さ
せ
給
う
て
い
ら
せ
ら
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
我
国
に
こ
こ

に
立
派
な
独
尊
、
統
摂
、
帰
趣
の
三
徳

を
円
満
せ
る
「
宗
」
が
成
り
立
っ
て
い

『
宗
教
の
本
質
』（
三
）（
昭
和
十
年
九
月
発
行
）

土
屋
　
観
道 

上
人
（
眞
生
同
盟
初
代
主
幹
）

（
承
前
）
尚
、
こ
の
宗
の
三
義
を
判

り
易
く
す
る
た
め
に
人
と
家
と
国
と
宇

宙
と
を
並
べ
て
宗
の
意
を
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
。

今
こ
れ
を
図
に
つ
い
て
そ
の
大
意
を

申
し
ま
す
と
、
こ
こ
に
一
つ
の
も
の
の

相
が
あ
れ
ば
、そ
れ
に
は
必
ず
体（
人
、家
、

国
、
宇
宙
等
）
が
あ
る
。
物
に
は
必
ず
、

そ
れ
に
相
応
す
る
働
き
が
あ
る
。
こ
れ

を
用
と
い
う
。
こ
れ
は
全
体
と
部
分
と

の
関
係
に
お
い
て
。
全
体
の
中
心
と
部

分
の
中
心
と
の
関
係
で
あ
る
。
総
て
物

に
は
、
名
が
付
い
て
い
る
。
そ
う
し
て

多
く
の
場
合
、そ
の
体
と
用
と
に
よ
っ
て
、

名
が
付
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
体
、相
、

用
の
中
心
に
は
、
自
ら
一
つ
の
宗
と
い

う
も
の
が
成
り
立
っ
て
く
る
。即
ち
独
尊
、

統
摂
、
帰
趣
の
三
徳
を
含
ん
だ
も
の
が
、

一
つ
の
相
の
中
に
必
ず
出
来
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

今
便
宜
図
に
つ
い
て
国
を
全
体
か
ら

こ
れ
を
眺
め
見
ま
す
と
、
国
と
い
う
名

に
国
体
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
国
体

に
は
そ
の
中
心
を
占
め
る
獨
尊
に
立
つ

も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
所
謂
国

家
の
中
心
位
を
占
め
る
も
の
は
一
国
の

獨
尊
で
あ
り
ま
す
。
獨
尊
は
一
国
の
宗

で
あ
る
。
故
に
宗
は
唯
一
で
あ
る
。
世

に
天
に
二
日
無
く
、
地
に
二
君
無
し
と

い
は
れ
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

一
国
の
元
首
と
な
っ
て
、
そ
の
国
家

を
統
摂
し
、
帰
趣
せ
し
め
る
の
で
あ
り

ま
す
。
い
か
な
る
国
で
も
、
国
に
は
必

ず
こ
の
宗
な
る
も
の
が
立
た
ね
ば
そ
の

国
は
治
ま
る
も
の
で
な
い
。
宗
に
は
統

摂
が
必
要
で
あ
る
、
統
摂
は
そ
の
国
の

主
権
と
い
っ
て
も
い
い
。
多
く
は
法
律

に
よ
っ
て
そ
の
国
を
統
一
す
る
。
そ
れ

と
同
時
に
帰
趣
の
德
と
し
て
、
独
尊
は

そ
の
国
民
に
対
す
る
に
慈
悲
を
以
っ
て

す
る
。
し
か
し
て
国
民
は
、
そ
の
獨
尊

の
地
位
に
立
つ
主
権
に
し
た
が
い
、
そ

大
我
と
小
我
と
の
関
係

独
尊

帰
趣

統
攝

体

宗

用

人

我

手
足

家

戸
主

家
族

國

君

民

宇
宙

相

神（
佛
）

人

佛 神 天

⎰⎱
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る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
一
家
に
申
し
ま
し
て
も
、
や

は
り
相
、
体
、
宗
、
用
が
あ
る
。
即
ち

そ
の
家
の
中
心
生
命
と
な
る
べ
き
独
尊

（
宗
）
は
戸
主
で
あ
り
ま
す
。
戸
主
は

そ
の
家
族
全
体
の
代
表
で
あ
り
、
中
心

で
あ
り
、
生
命
で
あ
っ
て
一
家
を
道
を

以
て
統
摂
し
、
一
家
を
慈
愛
を
以
て
導

い
て
い
る
。
だ
か
ら
完
全
な
家
庭
で
は
、

家
族
は
戸
主
の
命
す
る
所
に
信
服
し
、

ま
た
戸
主
の
慈
愛
に
な
つ
い
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

ま
た
こ
れ
を
一
個
の
人
に
つ
い
て
見

ま
す
る
に
、
そ
の
人
の
中
心
生
命
は
我

で
あ
る
。
手
足
や
耳
、
鼻
等
が
た
だ
集

ま
っ
た
の
が
人
で
は
な
い
。
そ
れ
等
が

有
機
的
に
統
一
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
し

か
し
て
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
が

我
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
我
は
一
面
か
ら

云
え
ば
何
に
も
代
え
難
い
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
こ
の
我
は
自
分
の
思
う
通
り

に
自
分
の
手
足
を
使
用
す
る
。
そ
の
代

り
我
は
ま
た
手
足
に
対
し
て
出
来
る
だ

の
恵
み
を
垂
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
も
人
と
し
て
の
宗
が

あ
っ
て
、
独
尊
、
統
摂
、
帰
趣
の
道
理

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
の
宗
は
、
単
に
人
と
家
と

国
計
り
で
は
無
い
。
一
個
の
団
体
が
そ

こ
に
出
来
る
と
、
必
ず
そ
こ
に
も
一
団

の
長
と
い
う
も
の
が
出
来
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
青
年
会
に
は
青
年

会
長
、
村
に
は
村
長
、
県
に
は
県
知
事
、

ク
ラ
ス
に
は
級
長
、
学
校
な
ら
校
長
、

連
隊
に
は
連
隊
長
と
云
う
風
に
、
そ
の

集
団
の
長
と
な
る
も
の
が
、
そ
の
団
体

の
中
心
に
な
っ
て
、
道
と
愛
と
を
以
て
、

こ
れ
を
治
む
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ

て
そ
の
団
体
に
属
す
る
も
の
は
団
長
の

命
に
從
い
、
そ
の
愛
に
な
つ
い
て
、
こ

れ
に
信
頼
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

に
は
こ
の
中
の
一
つ
が
欠
け
て
も
十
分

で
な
い
。
愛
の
み
が
深
く
て
、
正
義
を

欠
く
と
統
一
が
付
か
な
い
で
ダ
ラ
シ
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
に
反
し
て
慈

愛
を
欠
き
、
た
だ
正
義
の
一
方
の
み
で

厳
格
に
過
ぎ
る
と
、
実
に
殺
風
景
な
も

の
と
な
っ
て
、
心
か
ら
心
服
す
る
事
が

出
来
な
い
と
云
う
事
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。（
続
）

『
宗
祖
の
皮
髄
』
成
立
を
め
ぐ
っ
て

―
浄
土
宗
義
と
光
明
主
義
―
（
三
）

（『
浄
土
宗
学
研
究
　
昭
和
五
一
年
度
第
九
号
』
よ
り
）

�

土
屋
　
光
道�

上
人（
眞
生
同
盟
二
代
主
幹
）

（
承
前
）

三
、
そ
の
後
の
事
情

こ
の
講
習
会
に
お
け
る
講
演
を
機
会

に
、
浄
土
宗
門
内
に
弁
栄
上
人
の
理
解

者
・
同
調
者
が
増
え
た
こ
と
は
確
か
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
一
例
証

と
し
て
こ
の
翌
年
の
大
正
六
年
三
月
一

日
よ
り
七
日
ま
で
、
祖
山
知
恩
院
勢
至

堂
に
お
い
て
第
一
回
の
別
時
三
昧
会
が

開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
笹
本
・
浅
井
・

土
屋
三
師
の
発
願
に
な
る
も
の
で
あ
る

が
、
導
師
は
、
中
島
観
琇
老
師
と
山
崎

弁
栄
上
人
で
あ
り
、
以
来
回
を
重
ね
て
、

上
人
滅
後
の
翌
十
年
迄
毎
年
開
催
さ
れ

た
。
し
か
し
、
理
解
者
が
増
え
、
弁
栄

上
人
を
中
心
と
す
る
光
明
会
運
動
が
次

第
に
盛
行
と
な
り
、
在
家
に
も
多
く
の

信
者
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
一
方

で
批
判
者
・
非
難
者
も
一
層
ま
し
た
こ

と
も
い
な
め
な
い
。

次
の
書
簡
⑺
は
、
唐
沢
山
阿
弥
陀
寺

で
別
時
三
昧
の
厳
修
中
の
父
観
道
に
宛

て
た
も
の
ゝ
一
部
で
あ
り
ま
す
。（
句

読
点
筆
者
）

御
書
中
、
椎
尾
博
士
に
聞
く
処
、
光

明
会
の
闇
統
云
々
。

世
の
未
だ
真
実
に
宗
教
の
生
命
を
信

認
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
輩
、
宗
教
を
唯

渡
世
営
業
の
様
に
お
も
ふ
て
只
甘
く
世

を
渡
る
の
が
幸
と
し
て
居
る
族
は
、
新

光
明
宣
伝
者
の
精
神
生
活
の
内
容
を
窺

測
す
る
こ
と
能
は
ず
、
進
ん
で
自
己
の

主
義
と
信
仰
と
が
確
立
せ
ぬ
者
は
、
唯

他
人
の
道
業
ま
た
宣
伝
の
妨
害
を
以
て

自
ら
快
と
為
す
。
是
即
ち
悪
魔
の
眷
族

な
り
。
蓋
し
古
今
新
し
き
道
の
伝
道
者

は
比
の
悪
魔
の
妨
害
は
予
期
せ
ざ
る
べ

か
ら
ざ
る
こ
と
と
存
候
。
し
か
し
な
が

ら
彼
等
は
只
他
を
中
傷
し
得
得
た
る
為
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所
以
な
り
と
お
も
ふ
。
彼
ら
は
楽
を
為

さ
せ
た
く
て
只
い
る
の
が
弥
陀
の
本
願

と
安
心
を
定
め
、
此
は
大
光
明
の
内
に

摂
取
同
化
せ
ら
る
る
を
本
願
と
信
ず
。

何
れ
も
対
機
の
法
な
れ
ば
遇
て
非
難
す

べ
き
に
あ
ら
ず
と
存
候
。

以
上
、
自
ら
の
光
明
主
義
の
安
心
と

旧
来
の
そ
れ
と
の
違
い
を
述
べ
つ
ゝ
、

敢
え
て
問
題
に
し
な
い
態
度
を
と
っ
て

お
ら
れ
る
。
又
別
の
書
簡
⑻
に
は

第
三
期
浄
土
報
の
興
行
は
吾
等
同
胞

の
責
任
か
と
存
候
へ
ば
、
全
力
を
尽
さ

ざ
る
を
得
ぬ
事
と
存
候
。

と
、
善
導
大
師
と
法
然
上
人
に
つ
ぐ

第
三
期
の
浄
土
教
顕
揚
の
自
負
と
責
任

と
を
語
っ
て
お
ら
れ
る
。

こ
こ
に
弁
栄
上
人
は
、
当
時
の
異
安

心
視
す
る
人
々
に
対
し
て
、
一
々
相
手

に
せ
ず
、
よ
り
広
く
高
い
立
場
に
立
っ

て
、
浄
土
教
と
い
う
も
の
、
ひ
い
て
は

法
然
上
人
、
さ
ら
に
は
自
己
の
光
明
主

義
を
主
張
す
る
と
い
う
基
本
的
姿
勢
を

貫
か
れ
た
。
宗
教
の
本
質
が
生
命
そ
の

も
の
ゝ
営
み
で
あ
る
限
り
、
生
命
の
本

質
は
変
ら
ず
と
も
、
当
然
宗
教
は
進
化

し
発
展
の
段
階
を
た
ど
る
こ
と
を
信
じ

ら
れ
、
そ
の
第
三
期
の
形
態
を
予
想
し

て
お
ら
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
異
安
心
問

題
が
解
消
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
決

し
て
な
い
。
大
正
九
年
末
の
上
人
滅
後

も
、
光
明
主
義
に
対
す
る
批
判
や
非
難

は
依
然
続
い
た
の
で
あ
る
。
⑼

宗
門
に
お
い
て
も
、
或
者
は
之
を
異

端
視
し
、
あ
る
者
は
却
っ
て
導
空
二
祖

の
真
意
を
開
顕
す
る
も
の
と
し
て
渇
仰

す
る
。
何
れ
が
是
、
何
れ
が
非
な
る
か

宗
侶
の
多
く
は
そ
の
去
就
に
迷
い
、
宗

務
当
局
も
徒
ら
に
孤
疑
し
て
栽
断
を
遷

延
し
た
。
そ
の
間
、
光
明
主
義
は
全
国

各
地
に
別
時
念
仏
を
開
発
し
て
青
壮
年

層
に
深
き
信
者
を
獲
得
、
次
第
に
教
線

を
拡
張
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
い
わ

ゆ
る
世
間
の
新
興
宗
教
の
如
き
勢
い
に
、

宗
務
当
局
と
し
て
も
座
視
し
得
ず
、
宗

儀
上
の
混
乱
を
収
拾
す
べ
く
、
浄
土
宗

宗
務
所
主
催
の
「
布
教
要
義
研
究
会
」

の
み
に
て
、
自
ら
主
義
と
目
的
と
の
あ

ら
ざ
れ
ば
、
い
つ
か
は
雲
霧
の
ご
と
く

消
失
せ
る
も
の
に
侯
へ
。

光
明
会
の
観
仏
に
紛
ら
は
し
き
云
々
。

是
に
就
て
は
、
観
仏
と
見
仏
の
区
別
が

分
ら
ぬ
為
に
し
て
、
此
に
就
て
は
従
来

の
念
仏
者
と
光
明
主
義
と
は
其
の
動
機

に
於
て
大
に
異
る
処
あ
り
。
彼
ら
は
極

楽
の
楽
を
貪
ぼ
る
為
に
念
仏
を
申
し
、

た
と
ひ
あ
み
だ
仏
の
不
在
に
て
も
、
極

楽
に
い
き
て
楽
を
得
た
く
し
て
ね
が
ふ

往
生
の
為
の
念
仏
に
て
、
此
は
絶
対
人

格
の
弥
陀
愛
楽
の
動
機
、
弥
陀
の
大
慈

悲
に
対
面
す
処
に
、
弥
陀
よ
り
引
出
さ

れ
る
念
仏
に
て
あ
り
。

彼
ら
の
念
仏
の
動
機
は
、
実
は
真
面

目
に
考
れ
ば
、
念
仏
往
生
の
疑
ひ
の
生

ず
る
の
が
返
っ
て
当
然
と
な
り
と
お
も

ふ
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
此
闇
黒
の
罪

悪
の
凡
夫
が
口
に
称
名
し
た
と
て
、
其

力
に
て
斯
ま
で
万
善
万
華
の
浄
土
に
往

生
す
る
と
は
あ
ま
り
の
冥
加
に
、
左
様

な
事
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
と
疑
は
る

る
が
、
実
は
無
理
も
な
い
事
と
お
も
う
。

若
し
我
ら
が
心
霊
は
、
本
絶
対
な
る

如
来
の
性
を
受
け
た
る
に
て
あ
り
。
然

れ
ど
も
肉
の
動
物
性
に
覆
は
れ
た
る
霊

性
は
い
ま
だ
開
顕
せ
ざ
れ
ば
、
大
な
る

ミ
オ
ヤ
は
我
ら
を
絶
対
の
光
明
界
に
摂

取
せ
ん
が
為
に
、
霊
格
な
る
無
量
光
如

来
に
現
じ
て
我
ら
が
心
霊
を
摂
取
し
た

も
ふ
。
例
へ
ば
太
陽
の
光
明
に
我
ら
が

肉
体
を
照
し
て
活
し
玉
ふ
が
如
く
、
霊

界
の
無
量
光
如
来
は
無
量
の
光
明
に
て

我
ら
が
心
霊
を
摂
化
し
た
も
の
。
我
ら

は
光
明
の
名
号
を
称
ひ
て
常
恒
に
弥
陀

を
離
れ
ず
、
現
に
弥
陀
の
光
明
に
開
発

さ
れ
霊
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
。
其
大
光
明

に
育
ら
る
る
時
は
、
我
ら
は
光
明
中
の

生
活
と
な
り
、
現
に
は
理
想
の
光
明
中

に
生
活
し
、
報
土
に
参
る
時
は
、
従
来

の
理
想
界
は
現
実
界
と
し
て
実
在
の
涅

槃
界
と
な
る
。
斯
の
如
の
信
仰
は
道
理

の
わ
か
る
人
な
ら
ば
信
じ
ら
る
べ
し
と

お
も
ふ
。

一
は
只
極
楽
往
生
の
念
仏
と
、
一
は

無
量
光
如
来
絶
対
人
格
の
名
を
称
ひ
て

大
光
明
に
霊
化
せ
ら
れ
て
光
明
界
の
人

と
な
る
為
の
念
仏
に
て
、
彼
と
此
と
の

是
相
違
、
然
が
大
に
違
安
心
視
さ
る
る
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な
る
も
の
が
、
昭
和
五
年
一
月
に
三
日

間
芝
の
妙
定
院
で
開
か
れ
た
。
一
般
よ

り
、
望
月
信
亨
、
椎
尾
弁
匡
、
矢
吹
慶

輝
、松
崎
賢
定
、桑
門
秀
我
、岩
井
智
海
。

光
明
会
か
ら
、
笹
本
戒
浄
、
藤
本
浄
本
、

熊
野
宗
純
、
土
屋
観
道
、
宗
務
当
局
か

ら
、渡
辺
海
旭
、柴
田
玄
鳳
、神
谷
秀
端
、

原
田
霊
道
の
諸
師
が
出
席
し
た
。
そ
こ

で
は
、
申
合
せ
と
し
て
「
宗
乗
闡
明
の

根
本
精
神
と
し
て
宗
祖
を
中
心
と
し
、

教
化
の
基
準
を
一
枚
起
請
文
に
多
く
」

「
各
種
の
信
仰
運
動
は
互
に
協
調
を
主

眼
と
し
教
化
の
統
一
を
期
す
」
⑽
等
が

な
さ
れ
た
が
、
結
局
、「
光
明
会
と
二

祖
三
代
を
重
ん
ず
る
伝
統
派
と
の
間
に

か
な
り
の
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
」
⑾

と
い
う
結
果
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
、
光
明
会
の
内
部
に
お
い
て
も
、

弁
栄
上
人
の
滅
後
、
会
の
発
展
と
と
も

に
、
そ
の
指
導
者
の
間
に
浄
土
宗
義
と

の
関
係
、
さ
ら
に
は
光
明
主
義
そ
れ
自

体
を
め
ぐ
り
意
見
の
相
違
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
解
釈
と
主
張
を
異

に
す
る
流
派
を
生
む
に
い
た
っ
た
⑿
。

す
な
わ
ち
、
師
説
を
め
ぐ
り
光
明
会
自

体
の
中
に
異
安
心
問
題
が
お
こ
っ
た
と

云
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
弁
栄
上
人
の
『
宗
祖
の
皮

髄
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、
光
明
主
義

と
浄
土
宗
義
と
の
異
安
心
問
題
を
振

返
っ
て
み
た
。
そ
の
当
時
の
弁
栄
上
人

と
光
明
会
に
対
す
る
宗
門
一
般
の
反
応

に
は
、
相
当
烈
し
い
批
判
が
あ
り
、
そ

れ
だ
け
に
反
面
、
光
明
会
の
側
に
も
革

新
の
気
運
が
強
く
漲
っ
て
い
た
。
今
日

で
も
、
光
明
会
の
あ
る
人
の
口
か
ら
、

「
宗
祖
の
皮
髄
は
、あ
れ
は
弁
栄
上
人
が
、

浄
土
宗
の
僧
侶
用
に
一
つ
の
方
便
と
し

て
説
い
た
も
の
で
、
上
人
の
真
意
で
は

な
い
―
」
と
い
う
強
い
意
見
を
聞
く
が
、

そ
の
一
方
、
か
っ
て
は
、
異
安
心
問
題

の
中
で
も
最
も
疑
難
の
集
中
し
た
「
見

仏
」
問
題
を
最
近
で
は
あ
ま
り
表
に
出

さ
な
く
な
っ
て
、
光
明
会
の
別
時
念
仏

会
中
に
人
前
で
自
己
の
見
仏
体
験
を
発

表
す
る
こ
と
を
、
誤
解
を
招
く
お
そ
れ

が
あ
る
と
し
て
敢
て
禁
止
す
る
傾
向
す

ら
あ
る
と
云
う
。
そ
こ
に
、
創
草
期
の

光
明
主
義
者
達
が
、
異
端
と
い
う
冷
た

い
攻
撃
の
中
で
、
必
死
に
浄
土
教
の
現

代
化
と
い
う
課
題
の
実
験
を
身
を
以
て

果
し
て
い
た
あ
の
清
新
さ
が
、
今
日
光

明
主
義
を
奉
る
人
々
に
変
ら
ず
に
生
き

て
い
る
か
、
外
な
ら
ぬ
筆
者
自
身
が
深

く
反
省
を
迫
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
宗
門
内
に
も
、
古
く
は
、
桐

生
信
暢
氏
の『
邪
義
光
明
会
の
検
討
』や
、

宗
務
所
の
諮
問
に
答
え
て
仏
教
専
門
学

校
の
出
し
た
『
光
明
主
義
研
究
序
説
』

な
ど
、
光
明
主
義
を
『
二
祖
三
代
の
真

意
を
得
た
る
も
の
に
非
ず
』
と
否
定
す

る
見
解
か
ら
、
岸
覚
勇
師
の
『
浄
土
宗

義
と
光
明
主
義
』
⒀
の
よ
う
に
、
そ
の

時
代
の
要
求
に
応
ず
べ
き
「
随
他
扶
宗

義
」
と
し
て
積
極
的
に
容
認
し
て
行
こ

う
と
い
う
傾
向
ま
で
あ
り
、
必
ず
し
も

統
一
合
意
さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
般
的

風
潮
と
し
て
は
、
光
明
主
義
の
近
代
的

理
論
と
、
そ
の
信
者
の
念
仏
実
践
行
と

に
は
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
そ
の
神
秘

主
義
的
傾
向
に
異
和
感
を
抱
き
、
さ
り

と
て
自
ら
旧
来
の
宗
学
を
革
新
す
る
意

欲
も
薄
い
。
か
く
て
、
本
当
の
意
味
で

の
統
一
を
め
ざ
す
相
互
研
究
や
理
解
が

学
問
的
に
も
信
仰
的
に
も
充
分
果
た
さ

れ
な
い
ま
ゝ
で
い
る
の
が
現
状
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

今
後
と
も
、
光
明
主
義
と
浄
土
宗
義
、

そ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
の
『
宗
祖
の
皮
髄
』
の

占
め
る
位
置
は
無
視
出
来
な
い
し
。
こ

の
祖
山
の
集
い
は
、
あ
る
意
味
で
、
法

然
上
人
が
大
勢
の
天
台
の
宗
侶
を
相
手

に
自
ら
の
信
仰
を
述
べ
ら
れ
た
大
原
談

議
に
比
せ
ら
れ
る
重
要
性
を
負
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

宗
学
が
新
し
き
第
三
期
浄
土
教
の
興

行
を
目
指
し
て
大
き
く
革
新
す
る
為
に

は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、

こ
の
光
明
主
義
を
避
け
て
通
る
わ
け
に

行
か
ぬ
。
そ
の
意
味
か
ら
、
多
く
の
人

脈
に
富
ん
で
い
る
当
研
究
所
に
、
今
後

の
重
要
な
役
割
を
期
待
す
る
の
は
独
り

私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

（
註
）

⑺
「
真
生
」
二
六
巻
四
〇
号

昭
和
四
二
年
八
月
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⑻
同�

二
六
巻
四
〇
号

昭
和
四
二
年
十
二
月

⑼�
同�
二
巻
二
月
「
見
仏
意
義
（
一
）」

大
正
十
一
年
に
は
じ
ま
り
、「
見
仏

の
要
求
」「
見
仏
の
理
想
と
人
類

の
生
活
」、「
光
明
主
義
と
異
安
心
」、

「
見
仏
に
就
て
の
疑
難
」、「
新
宗
教

の
出
現
と
其
の
内
容
」、「
光
明
主
義

の
色
々
」、「
宗
門
の
信
仰
と
其
の
布

教
に
就
い
て
」
等
々

⑽�

「
光
明
」
第
四
三
六
号
、
こ
の
他
に

「
現
代
の
精
神
指
導
と
し
て
宗
来
の

真
義
を
闡
明
し
、
之
を
民
衆
生
活
の

根
底
と
な
す
」「
化
他
五
重
は
初
心

者
の
入
信
の
た
め
に
可
成
奨
励
す
る

こ
と
」、他
に
附
帯
事
項
と
し
て
「
イ
、

本
尊
は
三
身
即
一
の
報
身
を
本
尊
と

す
る
こ
と
、
口
伝
道
上
は
仏
教
の
根

本
原
理
に
矛
盾
す
る
語
（
神
な
ど
）

を
用
い
ぬ
こ
と
、
ハ
、
安
心
に
つ
い

て
は
助
け
玉
え
を
広
き
意
味
に
解
し
、

至
心
信
楽
欲
生
我
国
の
内
容
を
含
め

て
説
く
こ
と
、
二
、
以
上
の
申
合
せ

は
不
純
の
気
分
を
以
っ
て
宣
伝
せ
ぬ

こ
と
」
な
ど
が
取
り
き
め
ら
れ
た
。

⑾�

「
浄
土
教
報
」
一
八
三
七
号
、
布
教

元
老
会
議
昭
和
五
年
一
月
二
六
日

⑿�

「
真
生
」
四
巻
四
月
号
「
光
明
主
義

と
異
安
心
」
大
正
十
四
年
四
、
五
月

同　

五
巻
十
一
月
号
「
光
明
主
義
の

色
々
」

同　

五
巻
十
二
月
号
「
弁
栄
上
人
の

七
回
忌
に
就
て
」
大
正
十
五
年

⒀�

『
浄
土
宗
義
と
光
明
主
義
』
昭
和
十

七
年
七
月�

印
刷
発
行
は
昭
和
三
八

年
三
月　

記
主
禅
師
鑽
仰
会

ど
ん
な
正
宗
の
銘
刀
で
も

自
分
で
自
分
を
磨
く
こ
と
は
出
来
ぬ
。

だ
か
ら
砥
石
が
入
用
で
す
。

鋼
鉄
の
身
が　

土
砂
の
砥
石
に
砥
が
れ
、

自
分
よ
り
劣
っ
た
と
思
う
軟
土
が
自
分

を
磨
い
て
呉
れ
る
。

弱
き
も
の
よ
り
救
わ
れ
、
小
さ
き
も
の

よ
り
も
教
え
ら
れ
る

だ
か
ら
、
世
の
中
は
う
ま
く
出
来
て
居

る
…
…
…
…
。

宝
刀
た
れ

（『
生
活
線
上
の
宗
教
よ
り
』）

中
野
　
尅
子
（
善
英
）�

上
人

他
を
斬
る
こ
と
は
上
手
で
も

自
分
で
自
分
を
切
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。

過
去
の
銘
刀
が　

今
の
赤
鰯
と
な
っ
て

捨
て
ら
れ
て
い
る
事
が
あ
る
。

魔
劍
と
な
っ
て
他
を
禍
ひ
す
る
こ
と
勿

れ
。

宝
刀
と
な
っ
て
世
の
鎮
護
、
社
会
平
安

の
神
霊
た
ら
ん
。

行
事
報
告

第
三
十
回
　
鎌
倉
大
仏
さ
ま

月
夜
の
別
時
会
　�

完
全
リ
モ
ー
ト
開
催

二
〇
二
〇
年
十
月
二
日
㈮�

十
八
時
半

�

〜
三
日
㈯
六
時

例
年
通
り
で
あ
れ
ば
、
参
加
ご
希
望

の
皆
様
に
は
鎌
倉
大
仏
の
高
徳
院
様
に

お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
阿
弥
陀
仏
の
御

前
に
て
、
念
仏
、
礼
讃
、
散
華
行
道
、

法
話
な
ど
行
う
「
鎌
倉
大
仏
さ
ま
月
夜

の
別
時
会
」
で
す
が
、
二
〇
二
〇
年
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生

し
、
行
事
に
お
い
て
も
感
染
対
策
を
行

う
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、
第
三
十
回
は
高

徳
院
様
よ
り
完
全
リ
モ
ー
ト
開
催
と
し

て
、
一
般
参
加
は
取
り
止
め
中
継
・
配

信
と
い
う
形
で
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
長
野
・
法
学
寺
住
職
の

古
田
幸
隆
上
人
（
眞
生
同
盟
常
務
理

事
）、
観
智
院
住
職
の
土
屋
正
道�

眞
生

同
盟
主
幹
、
観
智
院
所
属
僧
侶
・
眞
生

同
盟
事
務
局
の
諸
澤
正
俊
、
酒
井
正
空

に
よ
る
四
名
で
念
仏
、
礼
讃
、
散
華
行

道
、
法
話
等
を
厳
修
し
、
そ
の
模
様
を

観
智
院
・
眞
生
同
盟
の
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
ラ
イ
ブ
配
信
、
参

加
者
の
方
々
に
は
リ
モ
ー
ト
で
ご
視
聴

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

礼讃 散華行道
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当
日
は
導
師
に
、
青
森
・
楽
宝
寺
の

石
田
孝
信
上
人
（
眞
生
同
盟
顧
問
）
を

お
迎
え
し
、
念
仏
の
指
導
を
仰
ぎ
、
ご

法
話
を
賜
り
ま
し
た
。

第
五
十
八
回
　
眞
生
同
盟
本
部
大
会

二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
九
日
㈮
十
三
時

�

〜
二
十
一
日
㈰
十
八
時

本
年
の
眞
生
同
盟
本
部
大
会
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
鑑
み
、
一

般
参
加
者
の
時
間
を
限
定
し
て
の
開
催
、

ま
た
一
昨
年
よ
り
併
修
し
て
い
た
第
三

回
秋
の
文
化
祭
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

結願 挨拶

ま
た
三
日
目
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
者
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、

最
終
日
は
一
般
参
加
を
急
遽
取
り
止
め
、

完
全
リ
モ
ー
ト
に
切
り
替
え
ま
し
た
こ

と
で
、
参
加
者
の
皆
様
に
は
大
変
ご
迷

惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

本
部
大
会
参
加
者

青
森�

石
田　

孝
信

東
京�

土
屋　

正
道

東
京�

中
村　

立
道

東
京�

諸
澤　

正
俊

東
京�

田
中　

典
幸

東
京�

上
田
密
記
子

東
京�

大
田　

眞
祐

千
葉�

服
部　

道
子

埼
玉�

蘇
田
三
千
穂

埼
玉�

酒
井　

正
空

東
京�

土
屋　

由
恵

東
京�

土
屋　
　

遥

東
京�

土
屋　

法
道

第
一
回
　
多
聞
院
修
行
体
験
会

二
〇
二
〇
年　

十
一
月
十
九
日
㈮

�

〜
二
十
一
日
㈰

眞
生
同
盟
本
部
大
会
開
催
中
に
初
め

て
の
試
み
と
し
て
、
姉
妹
寺
院
の
多
聞

院
に
て
、
修
行
体
験
会
を
開
き
ま
し
た
。

浄
土
宗
の
日
常
勤
行
（
読
経
）、
礼

拝
（
五
体
投
地
）
や
礼
讃
（
仏
を
讃
え

仏
の
周
り
を
散
華
行
道
）
等
の
修
行
に

興
味
の
あ
る
方
々
を
対
象
に
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
組
み
、
指
導
員
と
し
て
眞
生
同

盟
事
局
員
で
あ
る
観
智
院
所
属
僧
侶
が

担
当
。
リ
モ
ー
ト
参
加
希
望
の
方
の
た

め
に
、ZO

O
M

を
使
っ
た
配
信
も
行
い

ま
し
た
。

当
日
　
日
程
表

①
十
四
時
三
十
分
〜

仏
教
概
論�

諸
澤
正
俊

②
十
六
時
〜

日
常
勤
行�

諸
澤
正
俊

二
十
日

①
十
三
時
〜

礼
拝�

酒
井
正
空

多聞院 座談 石田上人 法話
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②
十
四
時
三
十
分
〜

礼
讃�

諸
澤
正
俊

③
十
六
時
〜

日
常
勤
行�

諸
澤
正
俊

二
十
一
日

①
十
三
時
〜

日
常
勤
行�

田
中
典
幸

②
十
四
時
三
十
分
〜

写
経
写
仏�
田
中
典
幸

修
行
体
験
会
参
加
者

東
京�

木
村　

吉
裕

東
京�

手
塚
由
莉
奈

埼
玉�

蘇
田
三
千
穂

長
野�

福
田　

由
貴

世
界
同
時
念
仏
会
開
催

〜

C
hanting�N

am
u-A
m
ida-

Butsu�Internationlly

〜

眞
生
同
盟
・
観
智
院
で
は
こ
れ
ま
で

二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会
を
東
京
と
京

都
の
二
ヶ
所
で
毎
年
開
催
し
て
ま
い
り

ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
不
断
念
仏
会
で

賛
同
・
中
継
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
道

友
の
皆
様
に
呼
び
か
け
、
世
界
同
時
念

仏
会
を
開
催
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

各
月
で
世
界
各
地
が
中
継
の
中
心
と

な
っ
て
、
参
加
者
はZO

O
M

に
ア
ク

セ
ス
し
て
、
同
じ
時
間
に
念
仏
を
一
緒

に
お
称
え
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
型
念

仏
会
で
す
。

第
一
回
（
ハ
ワ
イ
時
間
十
一
月
二
十

日
十
時
・
日
本
時
間
十
一
月
二
十
一
日

五
時
）
は
コ
ロ
ア
浄
土
院
・
石
川
広
宣

上
人
の
ご
協
力
に
よ
り
浄
土
宗
ハ
ワ
イ

開
教
区
が
主
体
と
な
り
、
第
二
回
（
ネ

パ
ー
ル
時
間
一
月
二
十
九
日
十
一
時
・

日
本
時
間
一
月
二
十
九
日
十
四
時
十
五

分
）
は
ネ
パ
ー
ル
の
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら

曹
洞
宗
僧
侶
の
光
明
シ
ェ
レ
ス
タ
氏
が

主
体
と
な
っ
て
中
継
開
催
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

年
間
を
通
し
て
、
開
催
し
て
参
り
ま

す
。
開
催
日
程
は
以
下
の
通
り
で
す
。

世
界
同
時
念
仏
会
中
継
予
定

一
月　

イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル

仏
心
寺
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
・
カ
ト
マ
ン
ズ

三
月　

ブ
ラ
ジ
ル

ク
リ
チ
バ
日
伯
寺

五
月　

東
京

増
上
寺
二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会

七
月　

フ
ラ
ン
ス

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
仏
教
セ
ン
タ
ー

九
月　

京
都

清
浄
華
院
二
十
四
時
間
不
断
念
仏
会

十
一
月　

ハ
ワ
イ

浄
土
宗
ハ
ワ
イ
開
教
区

詳
細
日
程
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

の
う
え
、
ご
確
認
く
だ
さ
い

仏教概論 諸澤正俊日常勤行 田中典幸

礼拝 酒井正空
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眞
生
芳
志
感
謝

眞
生
芳
志
を
賜
り
ま
こ
と
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
至
心
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
と
共
に
今
後
も
お
支
え
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
481
号
以
降
）

◆
金
一
封

阿
川
文
正
台
下

◆
金
三
万
円

東
京�

福
西
賢
雄
・
新
潟�

原�

久
子

◆
金
二
万
円

神
奈
川�

石
黒�

毅
・
愛
媛�

桑
村
正
博

千
葉�

大
南
龍
昇
・
神
奈
川�

髙
橋�

好

◆
金
一
万
円

東
京�

福
田
行
慈
・
大
阪�

光
善
寺

福
岡�

永
江
憲
昭
・
東
京�

源
空
寺

東
京�

廣
本
榮
康
・
東
京�

盛�

克
史

三
重�

山
下
法
彦
・
神
奈
川�

王�

紅
蕾

富
山�

小
林
照
人
・
東
京�

浄
正
寺

東
京�

東
岡�

和
・
栃
木�

今
井
俊
宏

青
森�

遠
藤
聡
明
・
北
海
道�

松
尾
昭
男

兵
庫�

三
枝
樹
隆
善
・
兵
庫�

金
地
院

埼
玉�

野
上
泰
夫
・
長
野�

福
田
英
宝

◆
金
六
千
円

神
奈
川�

山�

靖
子

◆
金
五
千
円

東
京�

武
智
公
英
・
東
京�

飯
塚
和
美

神
奈
川�

石
川
到
覚
・
滋
賀�

久
米
秀
慶

三
重�

大
西
弘
士
・
秋
田�

加
澤
昌
人

長
崎�
辻
本
良
明
・
神
奈
川�

川
野�

誠

神
奈
川�
青
木
章
子
・
愛
知�

石
川
乗
願

神
奈
川�

鈴
木
尚
子
・
大
阪�

内
藤
善
啓

長
野�

福
田
哲
也

◆
金
四
千
円

三
重�

中
尾�

稔
・
滋
賀�

北
條
秀
雄

◆
金
三
千
円

東
京�

加
藤
悦
子
・
東
京�

森�

強

岐
阜�

早
川
修
司
・
東
京�

上
塚
芳
郎

東
京�

遠
藤
幸
子
・
埼
玉�

蘇
田
三
千
穂

千
葉�

鈴
木
悦
朗
・
東
京�

宮
木
美
知
子

東
京�

佐
川
久
美
子

◆
金
二
千
円

三
重�

前
島
格
也
・
埼
玉�

小
嶋
美
江
子

愛
知�

建
中
寺
・
兵
庫�

泉�

有
彦

神
奈
川�

石
川
洋
典
・
寿
美
子

埼
玉�

柴�

鳳
章
・
三
重�

大
西
弘
士

埼
玉�

伊
藤
ゆ
み
子
・
埼
玉�

織
戸
恵
子

東
京�

諸
澤
正
俊
・
東
京�

田
中
典
幸

埼
玉�

酒
井
正
空
・
神
奈
川�

青
木
章
子

三
重�

楠
木
博
子
・
青
森�

三
浦
幸
子

群
馬�

山
岡
良
子�

（
敬
称
略
）

御
礼

眞
生
同
盟
会
員
で
あ
り
、
お
寺
の
漫

画
図
書
館
常
駐
ス
タ
ッ
フ
を
な
さ
っ
て

い
る
小
島
清
一
様
よ
り
、
多
聞
院
へ
以

下
の
多
大
な
る
御
寄
進
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム
の
机
並
び
に
椅
子

五
具
足
・
花

仏
殿
塗
の
台

会
議
用
和
風
机　

五
個

導
師
用
座
布
団

植
木
手
入
れ
費
用

む
だ
や
こ
ご
と
を
い
ふ
口
い
ら
ぬ

た
だ
そ
の
口
で
南
無
阿
弥
陀
仏

南
無
の
か
ん
の
と
い
ひ
わ
け
よ
り
も

や
は
り
か
は
り
に
南
無
阿
弥
陀
仏

�

弁
栄
上
人

第１回世界同時念仏会（ハワイ）第2回世界同時念仏会（ネパール）
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行
事
予
定

今
後
の
行
事
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
っ
て
は
、

各
行
事
の
内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と
が

ご
ざ
い
ま
す
。

http://canchiin.net

松
禅
院
念
仏
堂
修
繕
事
業

浄
財
勧
募
第
一
回
報
告

480
号
に
お
い
て
、「
松
禅
院
念
仏
堂

修
繕
事
業
浄
財
勧
募
の
お
願
い
」
を
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
々
か
ら

ご
浄
財
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
金
一
封

伊
藤
唯
真
猊
下

八
木
季
生
台
下

◆
金
十
八
万
二
千
三
七
七
円

三
重�

慶
蔵
院
檀
信
徒

◆
金
十
万
円

大
阪�

森
島
米
史
郎
・
広
島�

野
間�

堯

三
重�

前
島
格
也

◆
金
六
万
円

東
京�

諸
澤
正
俊

◆
金
五
万
円

東
京�

戸
松
秀
明
・
東
京�

浄
正
寺

大
阪�

中
村
法
道
・
滋
賀�

溪�

信
子

◆
金
三
万
円

青
森�

鷹
觜
俊
道
・
奈
良�

橋
詰
淳
子

千
葉�

服
部
道
子

◆
金
二
万
円

長
野�

古
田
幸
隆
・
岐
阜�

早
川
静
子

三
重�

伊
藤
信
夫

◆
金
一
万
円

三
重�

山
中
教
龍
・
東
京�

中
村
立
道

東
京�

奥
村
京
子
・
青
森�

石
田
孝
信

神
奈
川�

蓮
勝
寺
・
神
奈
川�

吉
川
瑞
浩

東
京�

洪�

美
珠
・
埼
玉�

粂
原
恒
久

岡
山�

漆
原
宣
隆
・
愛
知�

髙
橋
宏
文

岐
阜�

保
井
竹
彦
・
東
京�

熊
倉
邦
彦

愛
媛�

中
村
在
徹
・
東
京�

久
米
晴
彦

東
京�

北
條
雅
道
・
神
奈
川�

髙
橋�

好

静
岡�

黒
澤
龍
司
・
兵
庫�

早
川
省
二

三
重�
山
中
教
龍
・
埼
玉�

町
田
唯
真

京
都�
長
澤
博
子
・
東
京�

野
田
弘
子

東
京�

熊
耳
雅
美
・
新
潟�

原�

久
子

茨
城�

長
谷
川
静
光
・
岩
手�

円
光
寺

神
奈
川�

西
浦
珠
未
・
三
重�

堀
江�

明

宮
城�

東
海
林
良
雲
・
埼
玉�
蓮
光
寺

愛
知�

大
善
寺
・
群
馬�

稲
村
博
道

三
重�

大
西
弘
士
・
岡
山�

誓
願
寺

東
京�

宮
木
美
知
子
・
福
岡�

横
溝
瑠
璃

東
京�

月
影
寺
・
愛
知�

高
木
宏
昌

東
京�

小
島
清
一

◆
金
五
千
円

東
京�

甘
利
直
義
・
東
京�

谷
口
英
夫

神
奈
川�

青
木
章
子
・
東
京�

林�

真
也

東
京�

廣
田
真
一
・
三
重�

伊
藤
照
光

東
京�

阿
部
玲
子
・
長
野�

平
林
つ
や
子

埼
玉�

蘇
田
三
千
穂
・
神
奈
川�

昌
繁
寺

東
京�

桑
原
慎
雄
・
東
京�

榊�

清
純

千
葉�

北
島
通
子
・
京
都�

横
山
洋
介

滋
賀�

中
川
英
子
・
静
岡�

桑
子
文
雄

東
京�

福
田
正
新
・
東
京�

吉
田
晶
子

千
葉�

石
黒�

悉
・
愛
知�

椙
山
和
子

東
京�

黒
田
盛
之
・
敏
広

兵
庫�

泉�

有
彦
・
妙
子

東
京�

安
田
輝
子
・
東
京�

林�

武
則

東
京�

石
竹
智
子

◆
金
三
千
円

千
葉�

成
富
良
子
・
京
都�

清
水
サ
ツ

新
潟�

桑
山
智
恵
・
新
潟�

岡
村
明
子

千
葉�

大
信
田
洋
子
・
東
京�

遠
藤
幸
子

東
京�

大
橋
英
和
・
東
京�

佐
藤
義
一

東
京�

春
山
啓
子
・
千
葉�

為
谷
豊
子

大
阪�

八
木
俊
雄
・
東
京�

河
村
政
夫

東
京�

白
山
泰
子
・
静
岡�

髙
田
幸
男

埼
玉�

桑
名
景
子
・
福
岡�

本
原
信
道

◆
金
二
千
円

東
京�
佐
藤
冬
樹
・
京
都�

柳
澤
弘
憲

新
潟�

水
島
則
子
・
岐
阜�

早
川
修
二

東
京�

大
西
健
二
・
青
森�

三
浦
幸
子

愛
知�

堀
田
正
捷
・
東
京�

堀
タ
イ
子

東
京�

松
川�

直
・
神
奈
川�

局
洋
次
郎

富
山�

横
川
喜
一
・
東
京�

石
井
珠
子

長
崎�

早
田
明
生
・
神
奈
川�

武
川
晃
朗

◆
金
千
円

京
都�

岸
名
優
里
哉
・
滋
賀�

北
條
秀
雄

奈
良�

堀
田
真
介
・
千
葉�

櫻
井
宏
信

�

（
敬
称
略
）

ほ
ぼ
毎
日
、
念
仏
・
法
話
配
信

観
智
院
ビ
デ
オ�canchiinvideo

携
帯
の
カ
メ
ラ
ア
プ

リ
を
開
き
、
上
のQ

R

コ
ー
ド
に
か
ざ
し
て
下

さ
い
。Y

ouT
ube

の
観
智
院
ビ
デ
オ

に
繋
が
り
ま
す
。


