
浄
土
真
宗
に
お
け
る
社
会
実
践
展
開
の
再
構
築
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岡
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一

は
じ
め
に

仏
教
を
端
緒
と
す
る
社
会
実
践
は
数
多
あ
る
。
そ
の
中
で
も
浄
土
真
宗
系
は
規
模
・
内
容
と
も
に
最
大
で
あ
る
。
本
研
究
に
お
け
る
全
体

構
想
は
、
浄
土
真
宗
、
中
で
も
真
宗
大
谷
派
（
以
下
、
真
宗
と
す
る
）
に
立
脚
し
た
社
会
的
実
践
、
特
に
保
育
・
教
育
・
福
祉
の
三
つ
の
領
域
に

お
け
る
歴
史
的
背
景
と
現
状
を
調
査
し
、
厳
密
且
つ
重
厚
な
真
宗
教
学
と
社
会
的
実
践
展
開
に
お
け
る
課
題
を
抽
出
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、

改
め
て
仏
教
か
ら
広
く
社
会
へ
提
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
真
宗
大
谷
派
が
保
育
・
教
育
・
福
祉
の
領
域
に
お
い
て
、
全
国
で
実
践

展
開
し
て
い
る
関
係
機
関
・
学
校
等
と
研
究
協
力
関
係
を
構
築
し
、
継
続
的
な
研
究
を
展
開
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
と

え
る
。

本
研
究
の
立
脚
地
と
な
る
真
宗
教
学
は
、
宗
祖
親
鸞
以
降
、
現
代
に
至
る
ま
で
に
、
非
常
に
厳
密
に
、
そ
し
て
重
厚
な
教
学
の
歴
史
を
も

っ
て
い
る
。
そ
し
て
近
代
以
降
、
真
宗
教
学
に
立
脚
す
る
真
宗
大
谷
派
は
、
保
育
・
教
育
・
福
祉
の
三
つ
の
領
域
に
対
し
て
、
具
体
的
な
社

会
的
実
践
を
展
開
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
三
つ
の
領
域
に
お
け
る
先
駆
的
な
事
業
展
開
も
多
く
あ
り
、
現
代
に
至
る
ま
で
、
そ
の
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実
践
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
現
状
に
お
い
て
は
、
そ

の
社
会
的
実
践
の
拡
大
に
お
い
て
、
所
謂
、
実
践
が
理
念
、
す
な
わ
ち
真
宗
教
学
と

離
し
て
し
ま
い
、
そ
の
実
践
的
根
拠
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ

に
よ
る
実
践
現
場
で
の
混
迷
は
、
深
刻
か
つ
急
務
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
本
研
究
に
対
す
る
実
践
現
場
か
ら
の
背
景
か
ら
、
本
研
究
で
は
、
真

宗
教
学
と
社
会
的
実
践
展
開
と
が
、
如
何
に
切
り
結
び
、
真
に
社
会
に
開
か
れ
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
実
践
の
場
と
密
に
連
携
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
続
け
て
行
く

こ
と
が
、
実
践
の
場
か
ら
願
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

保
育
・
教
育
・
福
祉
の
三
領
域
を
貫
く

真
宗

の
意
義

そ
も
そ
も
大
乗
仏
教
、
本
研
究
で
は
真
宗
の
眼
差
し
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
存
在
、
一

人
ひ
と
り
の
全
生
涯
に
対
し
て
、
人
生
の
意
義
を
存
在
の
根
底
か
ら
問
い
直
し
、
そ
し

て
一
人
ひ
と
り
が
真
に
意
義
あ
る
人
生
を
生
き
切
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
、
根
源
的
な
願

い
に
立
脚
し
て
、
人
間
存
在
を
捉
え
て
い
る
と

え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
真
宗
の
教
え
は
、
保
育
・
教
育
・
福
祉
と
い
う
三
つ
の
領
域
を
真
に

根
底
か
ら
支
え
る
も
の
で
あ
る
と

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
領
域
の
現
状
は
、

人
生
の
歩
み
を
通
じ
て
、
必
ず
重
層
的
に
関
わ
る
領
域
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
存
在
の

根
源
的
な
課
題
へ
の
眼
差
し
を
も
っ
て
、
三
つ
の
領
域
を
一
貫
し
た
研
究
が
、
広
く
一

般
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
に
本
研
究
の
着
眼
点
が
あ
る
。
ま
た

浄土真宗における社会実践展開の再構築
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本
研
究
の
基
盤
に
は
、
既
に
真
宗
教
学
に
立
脚
し
た
、
多
く
の
社
会
的
実
践
が
広
く
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
他
の
研
究
に
な
い
本
研
究
の
優
位
性
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
本
研
究
の
優
位
性
と
独
創
性
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
三
つ
の
領
域
が
、
人
生
の
歩
み
を

通
し
て
、
必
ず
重
層
的
に
関
わ
る
領
域
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
は
、
独
立
・
分
断
し
た
専
門

領
域
で
あ
り
、
実
践
と
も
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
人
間
存
在
の
根
源
的
な
課
題
に
対
す

る
視
点
で
一
貫
し
、
そ
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
（
図

２
参
照
）
。

本
研
究
の
展
開
を
支
え
る
、
真
宗
大
谷
派
の
社
会
的
実
践
に
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
展
開
が
挙
げ

ら
れ
る
。
教
育
事
業
で
は
、
例
え
ば
大
谷
大
学
は
、
一
六
六
五
（
寛
文
五
）
年
、
東
本
願
寺
の
子
弟
教
育
の

た
め
に
設
置
さ
れ
た

学
寮

を
そ
の
発
祥
と
し
て
い
る
。
大
谷
大
学
は
日
本
の
大
学
教
育
の
歴
史
に
お

い
て
、
東
京
大
学
・
京
都
大
学
、
そ
し
て
慶
應
義
塾
大
学
に
次
い
で
、
日
本
で
四
番
目
、
私
立
大
学
で
は

二
番
目
に
開
校
さ
れ
た
大
学
で
あ
り
、
真
宗
大
谷
派
の
教
育
事
業
の
機
軸
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
真
宗
大

谷
派
は
、
全
国
に
育
英
教
校
や
尋
常
中
学
校
の
経
営
を
積
極
的
に
展
開
し
、
宗
門
内
外
問
わ
ず
、
広
く
教

育
事
業
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
、
真
宗
大
谷
派
学
校
連
合
は
、
大
学
八
校
、
短
期
大

学
九
校
、
高
等
学
校
一
九
校
、
中
学
校
五
校
、
小
学
校
一
校
、
幼
稚
園
一
園
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
保
育
事
業
に
お
い
て
は
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
に
東
本
願
寺
が
京
都
に
幼
稚
園
を
設
置
以
後
、

急
速
に
仏
教
各
宗
派
が
園
を
設
置
し
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
は
各
宗
派
合
同
で
仏
教
保
育
協
会
を
設

置
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
に
は
、
社
団
法
人
大
谷
保
育
協
会
が
あ
り
、
加
盟

園
は
幼
稚
園
・
保
育
園
合
わ
せ
て
、
現
在
約
五
〇
〇
園
を
抱
え
、
実
践
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

真
宗
教
学
を
背
景
と
す
る
多
く
の
社
会
実
践
の
場
が
、
現
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
的
責
任
は
非

図-2 全人生と３領域（保育・教育・福祉）と真宗の関係図
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常
に
大
き
く
、
何
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
子
ど
も
達
が
育
て
ら
れ
、
教
育
を
受
け
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
真
宗
の
真
宗

教
学
と
社
会
実
践
の
展
開
と
の
切
り
結
び
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ
る
。

三

真
宗
に
立
脚
し
た
保
育
・
教
育
・
福
祉
の
各
領
域
の
課
題

三
｜
一

保
育

真
宗
保
育
の
実
践

三
｜
一
｜
一

理
念
構
築
の
背
景

真
宗
大
谷
派
は
社
大
谷
保
育
協
会
を
設
立
し
、
全
国
で
の
実
践
展
開
の
基
盤
と
し
て
い
る
。
そ
の
実
践
は

真
宗
保
育

と
い
う
こ
と
を

掲
げ
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
真
宗
保
育
を
推
進
し
、
実
践
展
開
を
し
て
い
る
社
大
谷
保
育
協
会
は
、
二
〇
〇
八
年
八
月
二
十
三
日
・
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
、

第
一
三
回
全
国
真
宗
保
育
研
修
大
会
に
お
い
て
、

真
宗
保
育
理
念
の
宣
言

と
し
て

真
宗
保
育
理
念

本
願
に
生
き
、
と
も
に
育
ち
あ
う

保
育

を
あ
ら
た
め
て
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

社
大
谷
保
育
協
会
は

と
も
に
生
き
と
も
に
育
ち
あ
う
保
育
を
実
践
し
よ
う

を
総
合
テ
ー
マ
と
し
て
、
一
九
八
三
年
に
宣
言
し
て
以
来
、

長
い
間
、
真
宗
保
育
の
保
育
実
践
の
大
切
な
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
。
こ
の
総
合
テ
ー
マ
で
示
さ
れ
て
い
る
方
向
性
、
つ
ま
り

と
も
に
生
き

と
も
に
育
ち
あ
う

と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の

真
宗
保
育
理
念
の
宣
言

以
降
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
総
合
テ
ー
マ
が
一
九

八
三
年
に
宣
言
さ
れ
て
以
来
、
真
宗
保
育
の
保
育
実
践
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
さ
ま
ざ
ま
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

１
）

と
も
に
生
き
と
も
に
育
ち
あ
う

と
い
う
言
葉
の
一
般
化

２
）
真
宗
保
育
の
実
践
・
推
進
者
の
世
代
交
代

３
）
保
育
に
対
す
る
社
会
的
意
識
と
要
求
の
高
ま
り
（
さ
ま
ざ
ま
な
保
育
理
論
や
方
法
の
流
入
な
ど
）

浄土真宗における社会実践展開の再構築



ex.
幼
稚
園
教
育
要
領
・
保
育
所
保
育
指
針

一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
の
改
訂

一
九
八
九
（
平
成
十
）
年
の
改
訂

三
度
の
改
訂
を
経
験

二
〇
〇
八
（
平
成
二
十
）
年
の
改
訂

こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
、
今
一
度
、
真
宗
保
育
の
立
脚
地
を
確
認
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
社
大
谷
保
育
協
会
は
、
真
宗
保
育
の
立
脚
地
と
な
る
、

真
宗
保
育
の
理
念

を
構
築
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
七
年
四
月
、
真
宗
保

育
理
念
構
築
会
議
を
発
足
し
た
。
こ
の
会
議
で
は
、

真
宗
保
育
の
理
念

に
つ
い
て
の
議
論
の
み
な
ら
ず
、
今
後
の
真
宗
保
育
の
研
究
と
実

践
と
の
あ
り
方
な
ど
を
含
め
た
、
幅
広
い
議
論
を
重
ね
て
お
り
、
現
在
も
継
続
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
保
育
実
践
と
結
び
つ
い
た
、

真
宗
保

育
学

の
確
立
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
議
論
も
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
社
大
谷
保
育
協
会
、
す
な
わ
ち
実
践
現
場
で
あ
る
園
と
真

宗
大
谷
派
学
校
連
合
の
各
研
究
機
関
と
の
連
携
関
係
の
構
築
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た

真
宗
保
育
の
理
念

を
宣
言
す
る
に
あ
た
り
、
現
場
の
保
育
者
と
の
理
念
の
共
有
を

え
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
（
わ
か
り
や
す
さ
）

に
つ
い
て
も
議
論
を
重
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
が
明
（
顕
）
ら
か
に
さ
れ
た
真
宗
の
教
え
を
、
研
究
者
と
実
践
者
が

と
も
に

共

有
し
、

と
も
に

え
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
、

本
願
に
生
き
、
と
も
に
育
ち
あ
う
保
育

と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
敢
え
て
宣
言
し
た
の

で
あ
る
。
当
然
、
実
践
者
か
ら
は

な
ぜ
？

や

わ
か
ら
な
い

と
い
っ
た
声
が
挙
が
っ
た
。
で
は
な
ぜ

本
願
に
生
き

と
確
か
め
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
に
真
宗
保
育
の
独
自
性
が
あ
り
、
真
宗
保
育
が
真
宗
保
育
た
る
意
味
が
確
か
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

真
宗
保
育
は
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
、
自
分
の
人
生
を
豊
か
で
、
ほ
ん
と
う
に
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
生
き
切
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
、

そ
の
人
生
の
歩
み
を
支
え
る
、
ほ
ん
と
う
の

生
き
る
力

の
獲
得
の
出
発
点
、
あ
る
い
は
原
風
景
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
実
践
展
開
し
て

い
る
。
し
か
し
日
々
の
保
育
と
い
う
営
み
に
は
、
無
数
の
問
題
が
常
に
湧
き
起
こ
り
、
尽
き
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
保
育

と
は
、
子
ど
も
と
保
育
者
、
そ
し
て
保
護
者
と
い
う
、
人
と
人
と
の
間
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
営
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
子
ど
も
・
保
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育
者
・
保
護
者
そ
れ
ぞ
れ
が

と
も
に

と
い
う
こ
と
に
抱
え
る
深
い
悩
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。

保
育
と
は
、
人
と
人
が

と
も
に

と
い
う
こ
と
に
抱
え
る
無
数
の
問
題
を
、
具
体
的
に

え
、
受
け
と
め
て
い
く
営
み
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
の
営
み
の
中
で
保
育
者
は
、
子
ど
も
た
ち
の
育
ち
・
将
来
を
い
か
に
見
据
え
、
ど
の
よ
う
な
願
い
を
こ
め
て
保
育
を
展
開
す
る
か
が

問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
保
育
者
自
身
の
人
生
の
歩
み
の
輝
き
と
豊
か
さ
、
換
言
す
れ
ば

生
き
る
力

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
を
真
宗
保
育
は
、
深
く

え
、
実
践
し
て
い
く
た
め
に
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
学
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
わ
た

し
た
ち
が

と
も
に

を
実
現
す
る
歩
み
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、

本
願

と
出
遇
い
、
そ
の

本
願

に
目
覚
め
立
っ
て
生
き
る
ほ
か
に

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
宗
保
育
者
の

本
願
に
生
き
る

歩
み
は
、
わ
た
し
た
ち
の
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た

願
い

へ
の
気
づ
き
、
そ
し
て
そ
の

願
い

に
う
な
ず
き
、
わ
が
身
を
振
り
返
っ
た
と
き
の
現
実
に
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

保
育
者
の
専
門
性
に
つ
い
て
、
佐
伯

は

本
当
の
意
味
で
の
専
門
性
は
（
中
略
）
日
々
の
実
践
を

省
察

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
自
ら
の
実
践
を

省
察

す
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
の
か
か
わ
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
見
せ
て
く
れ
た
姿
と

対
話

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
佐
伯

編

共
感

育
ち
合
う
保
育
の
な
か
で
｜

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
二
頁

と
い
わ
れ
る
。
で
は
、
何
を
も
と
に

省
察

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ぎ
り
、
保
育
者
の
専
門
性
と
は
な

ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の

姿

が
ほ
ん
と
う
の

姿

と
し
て
見
え
な
け
れ
ば
、

省
察

に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

真
宗
保
育
の
保
育
者
は
、

本
願

に
照
ら
し
出
さ
れ
た
、
ほ
ん
と
う
の
子
ど
も
の
姿
、
そ
し
て

わ
た
し
自
身

の
姿
に
立
っ
て
、
日
々

の
保
育
実
践
を

省
察

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と

え
る
。
そ
こ
に
一
つ
の
真
宗
保
育
の
具
体
的
な
独
自
性
と
専
門
性
が
あ
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
。

三
｜
一
｜
二

真
宗
保
育
の
方
向
性

実
践
者
を
課
題
と
す
る
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真
宗
保
育
は

子
ど
も

を
所
謂

真
宗
を
信
仰
す
る
者

に
し
よ
う
と
い
っ
た
姿
勢
で
保
育
実
践
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ

の
よ
う
な
姿
勢
は
、
逆
に
子
ど
も
の
育
ち
に
と
っ
て
意
味
は
な
い
。
子
ど
も
で
は
な
く

お
と
な

を
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
保
育
者
で
あ
り
、
保
護
者
な
の
で
あ
る
。
真
宗
保
育
の
場
の
実
践
者
は
、
た
ま
た
ま
縁
あ
っ
て
就
職
し
た
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た

保
護
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、

真
宗
の
園
だ
か
ら

と
い
っ
た
理
由
以
外
の
、
様
々
な
理
由
で
入
園
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
保
育
園
に
関

し
て
は
、
そ
の
入
園
形
態
か
ら
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
ろ
う
。

真
宗
保
育
の
実
践
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、

真
宗
学

を
学
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
保
育
者
の
養
成
校
を
出
て
、
就
職
し
て
い
る
。
真
宗

に
子
ど
も
の
頃
か
ら
触
れ
て
い
た
実
践
者
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
現
実
に
あ
っ
て
、
真
宗
保
育
の
実
践
を
続
け
て
い
る
園

が
全
国
各
地
に
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
社
大
谷
保
育
協
会
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
、
各
園
で
の

真
宗

へ
の
学
び
の
展

開
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
実
践
者
達
の
、
日
々
の
真
宗
保
育
と
の
真

な
格
闘
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
践
者
が
支
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
真
宗
大
谷
派
関
係
の
養
成
校
は
十
分
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

日
々
真
宗
保
育
と
格
闘
し
て
い
る
実
践
者
は
、
保
育
実
践
の
中
で

わ
か
ら
な
い

、

は
っ
き
り
し
な
い

と
い
う
葛
藤
を
抱
え
て
、
子

ど
も
達
と
一
緒
に

手
を
合
わ
せ

、
仏
教
行
事
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
で
は

わ
か
ら
な
い
か
ら

、

は
っ
き
り
し
な
い
か
ら

と
い
う
理

由
で
、
実
践
を
放
棄
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
理
由
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

わ
か
ら
な
い

を
抱
え
つ
つ
、
真
宗
保
育
の
研
修
に
も
の
ぞ
み
、
悶
々
と
し
な
が
ら
も
実
践
を
展
開
し
て
く
れ
て
い
る
。
実
は
こ
の
姿
勢
こ
そ
、

真
宗
の
学

び

そ
の
も
の
な
の
だ
と

え
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に
子
ど
も
達
と
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
現
場
は
十
分
な
体
制
な
の
か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
社
大
谷
保
育
協
会
は
、
新
た
に

真
宗
保
育

に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
い
っ
た
も
の

を
常
に
模
索
し
続
け
、
実
践
者
を
支
え
る
活
動
を
展
開
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
続
け
る
か
と
い
え
ば
、
何
よ
り
も
目
の
前
の
子
ど

も
達
が
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
が
実
践
を
支
え
て
い
る
。
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三
｜
一
｜
三

真
宗
保
育
者
の
養
成
校
の
課
題

真
宗
保
育
に
関
す
る
研
究
は
、
本
学
で
は
常
に
社
大
谷
保
育
協
会
、
つ
ま
り
実
践
現
場
と
連
携
し
進
め
て
い
く
体
制
づ
く
り
と
そ
の
重
要

性
の
認
識
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。

本
研
究
で
連
携
関
係
の
構
築
の
重
要
性
を
唱
え
、
組
織
・
体
制
づ
く
り
の
強
化
を
進
め
て
い
る
真
宗
大
谷
派
学
校
連
合
会
は
、
二
〇
〇
七

年
か
ら
真
宗
大
谷
派
学
校
連
合
会
加
盟
大
学
・
短
期
大
学
（
部
）
に
お
け
る
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
養
成
に
関
わ
る
担
当
者
同
士
が
、
発
表
・

協
議
を
と
お
し
て
研
鑚
を
深
め
、

真
宗
保
育

に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
共
有
し
、
真
宗
の
み
教
え
に
基
づ
く
幼
年
教
化
の
充
実
を
図
る
た

め
に

真
宗
保
育
研
究
会

を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の

真
宗
保
育
研
究
会

は
年
一
回
、
過
去
に
四
回
ほ
ど
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
養
成
が
関
係
学
校
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に

真
宗
保
育

は
、
各
校
の
建
学
の
精
神
か
ら
の
具
体
的
な
展
開
で
あ
り
、
各
校
の
独
自
性
と
社
会
的
意
義
と
リ
ン
ク
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

取
り
組
み
は
、
全
国
の
養
成
校
の
中
で
他
に
な
い
こ
と
で
あ
り
、

真
宗
保
育

の
研
究
・
養
成
を
展
開
す
る
基
盤
を
す
で
に
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
盤
を
有
意
義
に
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
研
究
・
養
成
の
基
盤
は
、
す
で
に
実
践
の
場

を
全
国
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
社
大
谷
保
育
協
会
で
あ
る
。
一
般
的
に
養
成
校
は
、
研
究
・
実
践
展
開
の
場
を
出
来
る
だ
け
増

や
し
た
い
と

え
、
付
属
園
は
一
園
で
あ
る
が
、
関
係
園
と
い
う
形
で
連
携
先
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
な
養
成
校
の
現
状
に
あ
っ
て
、
真
宗
保
育
に
関
わ
る
養
成
校
は
、
全
国
に

真
宗
保
育

の
実
践
展
開
の
場
が
あ
り
、
現
場
サ
イ
ド
か
ら

有
効
に
活
か
し
て
欲
し
い
と
願
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
養
成
校
と
し
て
こ
れ
以
上
の
財
産
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
活
か
し
き
れ
な
い

の
は
、
ひ
と
え
に
養
成
校
サ
イ
ド
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
各
養
成
校
の
教
員
の

真
宗
保
育

、
特
に

真
宗

に
対
す
る

偏
っ
た
認
識
が
潜
在
し
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
も
社
大
谷
保
育
協
会
と
真
宗
大
谷
派
学
校
連
合
会
と
の
連
携
の
強

化
と
方
向
性
を
確
か
め
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
、

真
宗
保
育
研
究
会

に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
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三
｜
二

教
育

廣
小
路
亨
の

教
師
論

エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
の
脱
却
に
よ
る
教
育
の
再
生
を
求
め
て

次
に

教
育

の
領
域
に
お
け
る
研
究
展
開
に
つ
い
て
で
あ
る
。

教
育

に
関
し
て
は
、
関
連
学
校
の
高
等
学
校
の
教
員
と
連
携
し
、
真

宗
に
立
脚
し
た
教
育
の
実
践
者
で
あ
る
廣
小
路
亨
を
取
り
上
げ
、
研
究
会
を
重
ね
て
き
た
。
今
回
の
報
告
で
は
、
廣
小
路
亨
の

教
師
論

を
中
心
に
論
及
し
て
い
く
。
そ
れ
は
今
後
、
各
関
連
学
校
で
の
教
員
養
成
を

え
て
い
く
上
で
と
て
も
大
切
な
視
点
で
あ
り
、
教
員
養
成
の

要
と
な
る
も
の
だ
と

え
る
。

金
子
大
榮
は

要
す
る
に
教
育
論
は
教
師
論
で
す

（

人
間
性
の
回
復
を
求
め
て

）
と
言
う
。
そ
の
よ
う
に
、
教
育
を
再
生
す
る
に
は
、
先

ず
も
っ
て

教
育
論

に
先
立
っ
て
の

教
師
論

を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
教
育
と
は
、
教
師
と
生
徒
と
の
関

わ
り
に
お
い
て
成
立
す
る
。
そ
の
関
わ
り
の
中
で
、
生
徒
は
人
と
し
て
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
が
生
徒
に
と
っ
て
有

意
義
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
教
師
に
懸
か
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
、

教
育
論

に
先
ん
じ
て

教
師
論

を
明
ら
か
に
す
る
必

要
性
が
あ
る
。

一
般
的
に

教
育
は
人
な
り

と
言
わ
れ
る
が
、
沢
柳
政
太
郎
は

教
育
は
教
師
な
り

と
訴
え
る
。
沢
柳
の
教
育
観
は
、

教
育
と
は
誠

を
尽
く
す
こ
と
だ

と
し
、
さ
ら
に

誠
を
尽
く
す
と
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
と
で
も
、
駆
け
引
き
を
し
な
い
こ
と
だ

と
い
う
知
見

に
集
約
さ
れ
る
。
沢
柳
の

教
師
論

は
、
現
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
実
践
的
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
沢
柳
の
感
化
を
受
け
た
の
が
、

大
谷
中
・
高
等
学
校
名
誉
校
長
で
あ
る

小
路
亨
で
あ
っ
た
。

思
う
に
多
く
の
教
師
は
、
生
徒
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
常
に
自
ら
の
不
誠
実
さ
や
、
駆
け
引
き
す
る
と
い
う
よ
う
な
醜
さ
と
直
面
し
て

い
る
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
心
あ
る
教
師
は
、

誠
を
尽
く
す
こ
と
だ

と
い
う
言
葉
に
照
ら
さ
れ
、

駆
け
引
き
す
る

自
己
を
慚

愧
す
る
の
で
あ
る
。
教
育
現
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
教
師
の
慚
愧
の
心
が
、
教
育
を
成
り
立
し
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
教

師
が
自
分
自
身
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
気
付
く
と
こ
ろ
に
、
生
徒
は
教
師
を
信
頼
す
る
の
で
は
な
い
か
。

小
路
の

教
師
論

は
、
こ
の
よ
う

に
展
開
さ
れ
る
。
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小
路
亨
は
、
昭
和
二
十
二
年
、
三
十
九
歳
の
若
さ
で
大
谷
中
・
高
等
学
校
の
校
長
に
就
任
し
た
。
以
来
三
十
年
に
わ
た
っ
て
、
親
鸞
や

大
谷
中
・
高
の
初
代
校
長
の
清
沢
満
之
、
ま
た
第
二
代
校
長
稲
葉
昌
丸
や
第
三
代
校
長
沢
柳
政
太
郎
ら
に
よ
っ
て
現
場
か
ら
発
せ
ら
れ
る
教

育
観
に
導
か
れ
て
、
大
谷
中

高
校
の
教
育
に
尽
力
し
た
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

格
調
高
い
、
か
が
や
か
し
い
伝
統
を
受
け
つ
い
で
き
た
、
こ
の
学
園
に
あ
つ
ま
っ
て
い
る
私
ど
も
は
、
い
っ
た
い
そ
う
い
う
先
輩
の
労

苦
を
こ
の
ま
ま
く
い
つ
ぶ
し
て
い
て
よ
い
の
か
、
そ
の
こ
と
を
反
省
し
て
い
き
た
い
。
私
た
ち
は
、
学
園
の
か
が
や
か
し
い
過
去
を
ふ

り
か
え
っ
て
み
て
、
今
こ
れ
を
土
台
と
し
て
更
に
一
歩
前
進
す
る
と
こ
ろ
の
覚
悟
を
新
た
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
期
に
入
っ
て
き

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

（

学
校
創
立
の
日
に
よ
せ
て

学
窓
余
言

今
日
の
教
育
は
混
沌
と
し
て
い
る
。
理
想
と
現
実
が
交
錯
し
、
教
師
も
生
徒
も
疲
弊
感
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

小
路
は
、

先
輩
の

労
苦

に
学
ぶ
こ
と
を
主
張
す
る
。
大
谷
の
教
育
理
念
は
、
親
鸞
の

樹
心
弘
誓
仏
地

に
起
源
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
清
沢

ら
多
く
の
先
輩
が
校
長
と
し
て
、
つ
ま
り
教
育
現
場
に
お
い
て
、
労
苦
を
積
み
重
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。

労
苦

と
は
、
生
徒
と
関
わ
り
に

お
け
る
自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
の
対
峙
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

労
苦

こ
そ

教
師
論

の
土
台
な
の
で
あ
る
。

教
育
論

は
往
々
に
理
想
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

教
師
論

は
実
践
的
で
あ
る
。
生
徒
が
理
想
的
教
育
に
疲
弊
し
て
い
る
今
日

の
教
育
に
お
い
て
は
、

教
育
論

よ
り
も

教
師
論

が
重
ん
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

小
路
は
戦
後
日
本
の
教
育
を
総
括
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
の
教
育
は
、
戦
後
、
と
く
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
根
底
に
置
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
人
間
の
尊
厳
性
と
い
う

面
だ
け
を
強
調
し
た
た
め
に
、
人
間
の
持
つ
根
元
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
の
反
省
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

今
、
そ
こ
か
ら
く
る
驕
慢
と
い
う
か
、
驕
り
の
文
化
と
い
う
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
出
て
き
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
今
日
の
い
ろ

い
ろ
な
青
少
年
問
題
も
そ
こ
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
い
た
ず
ら
に
人
間
の
尊
厳
性
の
み
を
ち
や
ほ
や
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

今
の
教
育
上
の
欠
点
が
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
う
一
度
、
人
間
の
持
つ
根
元
的
な
エ
ゴ
イ
ズ

浄土真宗における社会実践展開の再構築



ム
に
鋭
い
メ
ス
を
加
え
る
よ
う
な
人
間
教
育
を
し
な
い
限
り
、
戦
後
の
教
育
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で

す
。

（

建
学
の
精
神

加
齢
の
こ
み
ち
で

七
五
頁

顧
み
れ
ば
、
戦
後
日
本
で
は
、
民
主
主
義
教
育
が
掲
げ
ら
れ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば

人
権

が

高
ら
か
に
叫
ば
れ
、

人
間
の
尊
厳
性

が
謳
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
想
と
は
裏
腹
に
、
陰
湿
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
い

じ
め
、
若
者
の
自
殺
が
頻
発
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
教
育
は
、
何
か
大
切
な
も
の
を
根
本
か
ら
見
失
っ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
人
間
性
の
回
復
が
叫
ば
れ
つ
つ
も
、
生
徒
か
ら
は
人
間
性
そ
の
も
の
が
消
え
去
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
民

主
教
育
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
讃
え
ら
れ
人
権
が
叫
ば
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
綺
麗
事
に
終
始
し
、
生
徒
の
心
に
容
易
に

根
付
い
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
、
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
路
は
、
そ
れ
を
人
間
の

根
元
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム

を
見
定
め
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
訴
え
る
。
教
師
の
中

に
自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
つ
め
る
眼
差
し
が
、
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
先
輩
の

労
苦

を
尋
ね
る
必
要
性
が
あ
る
。

小
路
は
、
親
鸞
と
同
様
、
人
間
存
在
の
本
質
を

エ
ゴ
イ
ズ
ム

と
押
さ
え
て
い
る
。

驕
り
高
ぶ
る
も
の

と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
間
で
広
く
通
用
す
る
の
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
底
に
横
た
わ
る
の
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
教

師
が
そ
の
よ
う
な
自
己
の
根
元
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
目
を
瞑
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
生
徒
に
と
っ
て
は

綺

麗
事

で
し
か
な
く
、
や
が
て
生
徒
は
疲
弊
す
る
。

親
鸞
は
自
分
自
身
を

煩
悩
具
足
の
凡
夫

と
見
定
め
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
懐
く
自
分
自
身
を
深
く
慚
愧
し
た
。
そ
し
て
そ
の
慚
愧
の
姿
が
、

十
方
衆
生
を
救
済
し
た
。
す
な
わ
ち
、
生
徒
と
の
関
わ
り
の
中
で
実
感
す
る
教
師
の
慚
愧
の
心
だ
け
が
、
教
育
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ

る
。し

か
し
て

小
路
は
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
鋭
く
メ
ス
を
入
れ
る
と
こ
ろ
に
、
教
育
の
出
発
点
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
先
ず
も
っ
て
教

師
が
自
ら
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
メ
ス
を
入
れ
、
慚
愧
す
る
心
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
路
は
、
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
具
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体
的
に
述
べ
て
い
る
。

高
校
の
先
生
方
で
よ
く
、

今
日
は
授
業
が
な
い
か
ら
一
時
間
遅
れ
て
い
く

と
か
、

午
後
か
ら

授
業
が
な
い
か
ら
先
に
帰
る

と

か
平
気
で
言
う
人
が
い
ま
す
。
自
分
は
一
八
時
間
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
八
時
間
を
こ
な
せ
ば
、
そ
れ
で
一
人
前
の
教
師
だ

と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
す
。
ば
か
げ
た
話
で
す
が
、
教
育
と
い
う
も
の
は
単
に
知
識
を
与
え
る
こ
と
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
知
識
を
与
え
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。（

ほ
ん
と
う
の
宗
教
教
育
を
求
め
て

加
齢
の
こ
み
ち
で

自
ら
を
律
し
切
れ
な
い
教
師
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

教
師
は
授
業
で
勝
負
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
い
ま
す
が
、
教
師
は
ま
た
、

後
姿
で
教
育

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で

す
。
そ
れ
が
で
き
な
く
て
は
教
師
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
う
し
ろ
指
を
さ
さ
れ
る
よ
う
な
教
師
が
、
実
際
に
ど
う
し
て
人
間
教
育
が
で
き

る
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
教
師
と
し
て
み
ず
か
ら
の
生
き
ざ
ま
が
問
わ
れ
な
い
よ
う
な
教
師
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
し
、

い
つ
で
も
自
分
に
対
し
て
そ
れ
を
問
う
て
い
け
る
教
師
に
な
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。

（
同
前

そ
し
て
、

他
人
か
ら
い
わ
れ
な
け
れ
ば
で
き
な
い
人
間
、
規
則
が
な
け
れ
ば
横
着
を
す
る
人
間
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
ど
う
し
て
子
ど
も
の
自
主

性
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

（
同
前

と
、
厳
し
く
指
弾
す
る
。
生
徒
は
、
教
師
の
自
分
に
対
す
る
姿
勢
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
。
ま
た
教
師
は
、
生
徒
と
の
関
わ
り
の
中
で
気
づ
か

さ
れ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
向
き
合
う
こ
と
で
、
次
第
に
教
師
と
な
っ
て
い
く
。
教
師
と
生
徒
の

相
依
相
関

、
こ
こ
に

小
路
の

教
師
論

の
真
髄
が
あ
る
。

教
育
の
再
生
は
、
先
ず
も
っ
て
教
師
の
自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
自
覚
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
教
師
の
生
徒
と
関
わ
る
姿
勢
そ
の
も
の
が
、

つ
ま
り
生
徒
に
対
す
る
慚
愧
す
る
心
が
、
教
育
を
成
り
立
た
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
教
師
の
姿
勢
そ
の
も
の
が
、
生
徒
の
心
に
響
く
か
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ら
で
あ
る
。
実
に
、
教
師
の
生
徒
に
対
す
る
姿
勢
に
、
教
育
力
が
あ
る
の
で
あ
る
。

小
路
の

教
師
論

を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

三
｜
三

福
祉

真
宗
大
谷
派
の
福
祉
事
業
展
開
の
歴
史
と
課
題

三
｜
三
｜
一

研
究
の
中
間
報
告

明
治
期
以
降
か
ら
現
代
に
い
た
る
、
真
宗
大
谷
派
の
社
会
貢
献
や
活
動
の
調
査
研
究
に
着
手
し
た
の
は
、
筆
者
が
本
学
短
期
大
学
部
幼
児

教
育
科
に
就
任
し
て
か
ら
で
、
す
で
に
約
二
五
年
の
歳
月
が
た
っ
た
。
は
じ
め
に
着
手
し
た
調
査
研
究
は
、
明
治
期
の
真
宗
大
谷
派
の
社
会

貢
献
の
発
掘
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
研
究
の
成
果
は
一
九
八
九
年
の

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
報
第
六
号

に

近
代
大
谷
派
教
団
社

会
事
業
の
研
究

と
し
て
掲
載
し
公
表
し
た
。
内
容
は
大
谷
派
慈
善
協
会
編
雑
誌

救
済

の
総
目
次
を
掲
載
し
、
同
協
会
と
雑
誌
の
全
貌

を
公
開
し
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
吉
田
久
一
の
推
挙
も
あ
り
二
〇
〇
一
年
に
不
二
出
版
か
ら
復
刻
版
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
明
治
期
・
大
正
期

の
雑
誌
は
お
お
く
は
散
逸
し
て
お
り
、
収
集
に
は
困
難
を
き
わ
め
復
刻
に
は
約
一
〇
年
の
時
間
を
要
し
た
。
こ
の

救
済

の
復
刻
で
、
明

治
期
か
ら
大
正
期
の
真
宗
大
谷
派
の
社
会
貢
献
の
動
向
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

長
ら
く
、
戦
後
の
社
会
貢
献
に
関
し
て
調
査
研
究
が
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
調
査
は
、
淑
徳
大
学
長
谷
川
匡
俊
の
発
意
の
も
と
に
は
じ

ま
っ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
、
筆
者
の
参
加
で
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
谷
川
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
各
宗
派
か
ら
代
表
研
究

者
が
担
当
し
て

宗
報

を
も
と
に
検
索
し
て
時
系
列
に
整
理
し
、
年
表
を
作
成
す
る
と
い
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
科
学
研
究
費
を

受
託
す
る
ま
で
は
、
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
の
研
究
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。
検
索
記
事
の
膨
大
さ
、
ま
た
、
検
索
方
法
の
統
一
ま
で
に
三

年
間
を
要
し
て
、
研
究
の
体
裁
と
方
法
論
を
確
立
し
て
科
学
研
究
費
の
受
諾
を
受
け
調
査
研
究
に
入
っ
た
。
本
格
的
に
研
究
が
動
き
出
し
て

か
ら
三
年
間
を
か
け
都
合
六
年
の
歳
月
を
経
過
し
て
、
二
〇
〇
七
年
法
蔵
館
か
ら

戦
後
仏
教
社
会
福
祉
事
業
の
年
表

戦
後
仏
教
社
会
福

祉
事
業
の
歴
史

の
二
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
出
版
は
、
二
〇
〇
七
年
度
の
社
会
事
業
研
究
学
会
か
ら
は
文
献
賞
な
ら
び
に
仏
教
社
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会
福
祉
学
会
か
ら
学
会
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
の
年
表
作
成
の
完
成
を
み
て
、
真
宗
大
谷
派
の
明
治
期
以
降
大
正
、
昭
和
、
平
成
ま
で
の
社
会

貢
献
の
全
貌
を
公
開
し
た
こ
と
に
な
る
。

三
｜
三
｜
二

封
建
社
会
か
ら
近
代
化
へ

徳
川
幕
藩
体
制
が
築
い
て
き
た
封
建
社
会
が
崩
壊
し
、
近
代
化
の
は
じ
ま
り
は
、
既
存
の
社
会
秩
序
崩
壊
を
ま
ね
い
た
。
近
代
化
以
前
の

社
会
は
、
幕
藩
体
制
の
維
持
の
し
く
み
と
し
て
関
所
を
も
う
け
て
、
領
地
へ
の
人
口
の
流
出
を
防
止
し
、
流
入
を
規
制
し
て
維
持
さ
れ
た
。

自
由
を
奪
わ
れ
た
民
衆
は
、
ム
ラ
共
同
体
を
築
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ム
ラ
共
同
体
の
生
成
に
つ
い
て
は
、
為
政
者
の
恣
意
的
な
意
図

が
は
た
ら
い
た
と

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
管
理
と
統
治
に
は
ム
ラ
共
同
体
の
形
態
が
相
互
に
監
視
し
あ
う
し
く
み
は
好
都
合
で
あ
っ

た
と

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
醸
成
さ
れ
た
の
が
相
互
に
助
け
合
う

相
互
扶
助

で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
民
衆
を
土
地
に
し
ば
り
つ
け
、

統
治
す
る
し
く
み
で
あ
る
が
、
近
代
化
以
前
の
主
従
関
係
、
支
配
と
被
支
配
の
関
係
で
は
自
然
と

え
ら
れ
る
。
こ
の
封
建
社
会
は

封
建

的

保
守
的

と
い
う
規
範
が
守
ら
れ
た
。
封
建
社
会
は

自
由
な
き
秩
序
社
会

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
生
活
を
さ
さ
え
た
生
産
は
、
再

生
産
が
維
持
さ
れ
た
だ
け
で
、
余
剰
生
産
物
の
な
い
循
環
社
会
シ
ス
テ
ム
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
近
代
化
以
前
の
社
会
、
民
衆
の

生
活
は
、
苦
渋
や
貧
困
の
常
態
に
た
い
し
て
民
衆
文
化
や
お
き
て
を
安
全
弁
と
し
て
営
ま
れ
て
い
た
。

明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
封
建
社
会
は
崩
壊
し
、
民
衆
の
往
来
は
制
限
を
解
か
れ
た
。
人
口
は
都
市
へ
大
量
に
流
入
し
は
じ
め
て

都
市
化

が
は
じ
ま
っ
た
。
一
方
で
は
農
山
村
か
ら
人
び
と
は
流
出
し
は
じ
め

過
疎
化

が
は
じ
ま
っ
た
。
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
人
口
の
偏
移
現

象
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
明
治
期
に
抱
え
た
問
題
は
、
都
市
の
ス
ラ
ム
で
あ
っ
た
。
都
市
に
形
成
さ
れ
た
ス
ラ
ム
の

内
情
は
、
ム
ラ
共
同
体
か
ら
解
放
さ
れ
て
働
く
場
を
求
め
て
都
市
へ
流
入
し
た
民
衆
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
不
安
定
な
日
雇
い
労
働
で
あ
っ

た
。
土
地
を
捨
て
た
民
衆
が
、
賃
金
労
働
へ
移
行
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
不
安
定
な

日
雇
い
労
働

で
あ
っ
た
理
由
は
、

雇
用
関
係
は
縁
故
に
よ
る
雇
用
が
主
流
で
、
伝
の
な
い
流
民
同
然
の
民
衆
を
雇
用
す
る
事
業
主
は
な
く
、
民
衆
を
ス
ラ
ム
へ
追
い
込
ん
だ
理

浄土真宗における社会実践展開の再構築



由
で
あ
る
。
都
市
の
ス
ラ
ム
は
、
上
下
水
道
が
な
く
、
劣
悪
狭
隘
な
生
活
環
境
の
な
か
で
、
経
済
問
題
、
疾
病
問
題
、
教
育
問
題
、
労
働
問

題
、
治
安
問
題
な
ど
生
活
の
す
べ
て
に
関
わ
る
問
題
を
抱
え
た
。
近
代
化
と
真
宗
大
谷
派
慈
善
・
慈
善
事
業
の
萌
芽
・
隆
盛
は
帝
都
東
京
の

浅
草
別
院
が
時
代
や
社
会
状
況
の
接
点
で
あ
っ
た
。
浅
草
別
院
の
輪
番
大
草
恵
実
は
、
役
宅
か
ら
別
院
道
中
に
あ
っ
た
松
葉
町
の
ス
ラ
ム
の

惨
状
に
こ
こ
ろ
い
た
め
、
親
交
の
あ
っ
た
明
治
の
近
代
化
の
推
進
役
で
あ
っ
た
渋
沢
栄
一
に
意
見
を
仰
ぎ
、
無
料
宿
泊
所
の
開
設
に
こ
ぎ
つ

け
る
。
渋
沢
か
ら
安
達
憲
忠
の
派
遣
と
加
勢
を
受
け
て
こ
の
事
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
無
料
宿
泊
所
は
、
実
質
は
労
働
斡
旋
所
の
機
能
を
も
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
を
支
え
、
発
展
さ
せ
た
の
は
大
谷
派
婦
人
法
話
会
で
あ
っ
た
。

近
代
化
に
よ
っ
て
、
第
一
次
産
業
か
ら
第
二
次
産
業
へ
移
行
を
果
た
す
に
は
、
農
業
人
口
か
ら
工
場
労
働
人
口
へ
お
お
は
ば
な
移
動
が
必

要
で
あ
っ
た
。
近
代
化
に
必
要
な
工
場
労
働
人
口
は
、
各
地
に
で
き
た
無
料
宿
泊
所
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
。
近
代
化
と
都
市
化
そ
し
て
、

ス
ラ
ム
の
形
成
、
そ
の
解
消
へ
の
一
翼
は
、
無
料
宿
泊
所
が
工
場
労
働
人
口
へ
の
移
動
と
い
う
か
た
ち
で
関
与
し
た
。
工
場
労
働
人
口
の
増

大
で
、
わ
が
国
の
近
代
化
が
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
化
と
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
道
筋
が
あ
る
も
の
の
、
ス
ラ
ム
改
良
へ

関
わ
っ
た
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
近
代
化
と
い
う
潮
流
の
中
で
真
宗
大
谷
派
の
慈
善
が
萌
芽
し
隆
盛
期
を
迎

え
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三
｜
三
｜
三

近
代
化
と
真
宗
大
谷
派
の
動
向

近
代
に
お
け
る
真
宗
大
谷
派
の
慈
善
・
慈
善
事
業
、
そ
し
て
、
社
会
事
業
活
動
の
は
じ
ま
り
は
、
明
治
期
と

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治

前
期
は
、
社
会
・
生
活
面
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
が
変
貌
す
る
時
代
を
迎
え
た
、
い
う
な
ら
ば
、
未
知
の
得
た
い
の
知
れ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
動

き
だ
し
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
は
、
産
業
革
命
で
あ
り
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
仕
組
み
を
変
化
さ
せ
た
。
わ
が
国
の
産
業
革

命
は
、
吉
田
久
一
が
指
摘
す
る
殖
産
興
業
期
に
あ
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
変
貌
し
た
の
は
生
産
様
式
で
あ
っ
た
。
第
一
次
産
業
か
ら
第
二
次
産
業
へ
の
変
化
は
、
市
場
経
済
の
発
展
を
促
し
た
。
さ
ら
に
近
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代
化
は
、

拡
大
再
生
産

と
い
う
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
現
象
を
も
た
ら
し
た
。
近
代
化
以
降
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
、

拡
大

再
生
産

を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
悪
循
環
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
治
経
済
問
題
、
そ
し
て
社
会
問
題
の
す
べ
て
は
拡
大

再
生
産
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
拡
大
再
生
産
は
、
い
つ
か
は
破
綻
し
破
壊
を
意
味
す
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
た
が
、
そ
の

つ
ど
あ
ら
た
な
シ
ス
テ
ム
を
工
夫
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
余
剰
生
産
物
は
、
生
活
面
に
物
質
的
な
豊
か
さ
を
も

た
ら
し
、
こ
れ
こ
そ
が
社
会
発
展
と

え
ら
れ
て
い
た
。
近
代
化
の
実
態
は
、
人
間
の
欲
望
を
活
性
化
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
近
代
化
に
よ
っ
て
人
類
史
上
は
じ
め
て
、
余
剰
生
産
物
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
た
か
に
見
え
た
が
、
人
間
が

持
つ
べ
き
で
は
な
い
も
の
ま
で
も
所
有
し
て
し
ま
っ
た
。
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
た
め
に
、
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
枯
渇
す
る
ま
で
使
い
、
さ

ら
に
原
子
力
と
い
う
自
然
サ
イ
ク
ル
と
は
異
質
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
物
質
的
な
豊
か
さ
は
、
人
間
が
求
め
つ
づ

け
て
い
た

救
済

と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
化
が
拡
大
再
生
産
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
時
代
の
流
れ
を
止
め
る

こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。

時
代
は
も
と
に
も
ど
せ
な
い

と
い
う
常
套
句
で
処
理
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
に
、
近
代
化
と
真
宗
仏
教
と
が
矛
盾
な
く
成
り
立
つ
か
と
い
う
問
題
を

え
る
必
要
が
あ
る
。
近
代
化
の
論
理

は
、
市
場
経
済
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
優
勝
劣
敗
と
い
う
熾
烈
な
競
争
原
理
で
成
り
立
ち
、
強
者
と
弱
者
を
生
み
出
す
し
く
み
で
あ
る
。
そ
れ

に
た
い
し
て
真
宗
仏
教
の
説
く
、

む
だ
な
も
の
は
な
に
も
な
い

生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
に
仏
性
が
あ
る

世
界
と
ど
の
よ
う
に

論
理
矛
盾
を
起
こ
さ
ず
に
、
人
び
と
を
解
放
で
き
る
か
。
こ
の
こ
と
を
課
題
と
し
て
真
宗
大
谷
派
宗
門
の
あ
ゆ
み
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
近

代
化
の
黎
明
期
に
は
、
監
獄
受
刑
者
へ
の
教
誨
へ
多
く
の
僧
侶
が
動
い
た
。
そ
の
流
れ
は
、
刑
期
を
お
え
た
人
び
と
の
社
会
復
帰
支
援
と
し

て
の
、
免
囚
保
護
事
業
へ
腐
心
の
あ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
門
人
有
志
が
立
ち
上
が
り
労
働
福
祉
に
立
ち
上
が
り
果
敢
に
支
援
を

お
こ
な
っ
た
、
そ
の
基
盤
を
得
て
わ
が
国
の
労
働
福
祉
が
緒
に
つ
い
た
。
そ
の
後
の
流
れ
は
、
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
権
利
擁
護
の
立
場
を

社
会
へ
訴
え
た
潮
流
は
重
要
な
道
筋
だ
っ
た
と
い
え
る
。
近
代
化
と
い
う
時
代
の
潮
流
に
あ
っ
て
、
果
敢
に
真
宗
の
教
え
を
説
き
つ
づ
け
て

き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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三
｜
三
｜
四

近
代
化
は
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

二
十
一
世
紀
に
は
い
り
、
近
代
化
し
た
社
会
が
破
綻
し
て
み
る
と
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
封
建
社
会
は
人
間
の
欲
望
や
欲
求
に
た

い
し
て
抑
止
力
と
し
て
は
た
ら
く
社
会
制
度
で
あ
っ
た
。
生
活
、
社
会
を
さ
さ
え
た
生
産
シ
ス
テ
ム
が

再
生
産

生
態
系
の
循
環
体
系

の
な
か
で
維
持
さ
れ
て
い
た
社
会
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
保
守
的
で
封
建
的
で
な
け
れ
ば
、

再
生
産

が
維
持
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

な
ど
も
見
え
て
く
る
。
封
建
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
別
と
し
て
、

維
持
可
能
な
社
会

い
わ
ゆ
る
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
社
会
を
ど
の
よ

う
に
創
設
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
め
ざ
す
べ
き
福
祉
社
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
宗
仏
教
の
社
会
に
た
い
し
て
の
主
張
も
み
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。

封
建
社
会
か
ら
近
代
化
社
会
へ
の
転
換
は
、
こ
の
よ
う
に
大
き
く
変
貌
し
た
。
民
衆
の
生
活
も
縛
ら
れ
て
い
た
封
建
的
で
保
守
的
な
生
活

か
ら
解
放
さ
れ
た
。
ム
ラ
共
同
体
の
連
帯
の
な
か
で
の
営
み
は
崩
壊
し
、
近
代
化
に
よ
っ
て
社
会
は

優
勝
劣
敗

の
競
争
社
会
で
孤
立
し

た
営
み
へ
と
変
わ
っ
た
。
社
会
は
、
親
鸞
聖
人
が
見
抜
か
れ
た
五
汚
悪
世
で
あ
る
こ
と
は
、
時
々
刻
々
証
明
さ
れ
て
い
る
。

親
鸞
聖
人
の
説
か
れ
た
社
会
観
を
基
盤
に
し
て
、
近
代
化
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
真
宗
大
谷
派
の
実
践
部
門
で
あ
る
教

育
・
保
育
・
福
祉
に
お
い
て
も
、
近
代
化
を
定
点
に
し
て

察
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
事
象
が
あ
る
と
お
も
う
。

三
｜
三
｜
五

真
宗
大
谷
派
の
人
物
史
に
み
る
社
会
貢
献

真
宗
大
谷
派
の
社
会
貢
献
と
し
て
の
、
慈
善
・
慈
善
事
業
、
社
会
事
業
、
そ
し
て
社
会
福
祉
の
あ
ゆ
み
に
は
、
二
つ
の

え
方
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
人
物
中
心
に
そ
の
社
会
貢
献
活
動
を
顕
彰
し
整
理
す
る
方
法
が
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
具
体
的
に
人
物
と
社
会
貢
献
を
結
び
つ

け
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
が
の
こ
る
の
は
、
時
系
列
に
事
象
の
連
鎖
を
一
貫
性
あ
る
流
れ
と
し
て
理
解
し
に
く
い
点
で
あ
る
。
ま

た
、
人
物
中
心
に
研
究
し
た
場
合
は
、
宗
門
内
で
は
著
名
で
も
、
一
般
的
に
理
解
が
得
ら
れ
に
く
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
人
物
中
心
に

調
査
し
整
理
し
て
お
く
こ
と
で
全
体
像
を
掘
り
起
こ
す
に
は
役
に
た
つ
と
お
も
う
。
今
後
も
地
道
な
人
物
の
掘
り
起
こ
し
も
必
要
で
あ
る
。
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輪
対
岳
の
監
獄
教
誨

大
草
恵
実
の
免
囚
保
護
、
慈
善
・
慈
善
事
業

寺
永
法
専
の
監
獄
教
誨

武
田
慧
宏
の
監
獄
教
誨

奥
村
五
百
子
の
慈
善
事
業
・
軍
人
援
護
事
業

大
谷

の
社
会
事
業
と
社
会
貢
献

山
本
暁
得
の
視
覚
障
害
者
事
業

武
内
了
温
の
社
会
課
、
社
会
活
動

中
村
久
子
の
福
祉
観

こ
こ
で
、
若
干
の
人
物
に
つ
い
て
の
研
究
の
方
向
性
を
示
し
て
お
く
。

輪
は
わ
が
国
の
教
誨
界
で
は
嚆
矢
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
著
名

で
あ
る
。
今
後
は
そ
の
原
動
力
に
な
っ
た
実
践
理
念
に
つ
い
て
研
究
を
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
大
草
の
活
躍
は
宗
門
で
は
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
社
会
事
業
家
と
し
て
の
一
面
を
世
に
問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
寺
永
は
網
走
監
獄
教
誨
の
祖
と
し
て
、

す
で
に
顕
彰
さ
れ
て
い
る
が
、
人
物
、
業
績
を
あ
ら
た
め
て
顕
彰
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
武
田
は
わ
が
国
の
監
獄
改
良
の
功
労
者
と
し

て
活
躍
の
場
は
お
お
き
く
、
そ
の
業
績
を
精
緻
に
調
べ
顕
彰
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
奥
村
の
は
じ
め
た
愛
国
婦
人
会
は
、
戦
争
と
い
う
事
象
の

な
か
で
埋
没
し
て
い
る
が
、
奥
村
の
は
じ
め
た
保
育
事
業
や
教
育
実
践
は
顕
彰
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
谷

は
、
大
谷
大
学
を
卒
業
し
、

ア
メ
リ
カ
の
社
会
事
業
の
源
流
と
も
い
え
る
シ
カ
ゴ
へ
留
学
し
、
帰
国
後
、
わ
が
国
、
宗
門
の
社
会
事
業
の
啓
蒙
家
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ

の
偉
大
な
仕
事
と
業
績
が
埋
も
れ
て
い
る
。
顕
彰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
級
の
人
物
で
あ
る
。
山
本
の
実
践
理
念
の
あ
し
あ
と
は
、
京

都
仏
眼
協
会
、
仏
眼
更
生
学
校
、
京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
残
さ
れ
て
い
る
。
宗
門
で
こ
の
業
績
を
顕
彰
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
武
内
は
、
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宗
務
機
構
に
は
じ
め
て
設
置
さ
れ
た
社
会
課
の
主
事
と
し
て
就
任
し
、
社
会
と
の
接
点
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
武
内
か
ら
の
流
れ
と
し

て
宗
門
で
は
人
権
思
想
、
人
権
問
題
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

え
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
期
か
ら
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
中
村
は
、
障
害
者
の

と
も
し
び

と
し
て
生
涯
を
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
真
宗
の
障
害
観
を
開
示
し
た
功
績
を
顕
彰
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。三

｜
三
｜
六

真
宗
大
谷
派
の
期
別
分
類
か
ら
み
る
社
会
貢
献

真
宗
大
谷
派
の
慈
善
・
慈
善
事
業
、
社
会
事
業
、
社
会
福
祉
へ
の
時
代
区
分
を
研
究
の
目
処
と
し
た
い
。
近
代
化
以
降
は
ま
ず
、
慈
善
・

慈
善
事
業
時
代
と
区
分
す
る
の
は
、
一
般
的
で
あ
る
が
、
真
宗
大
谷
派
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
を
し
て
は
と
お
も
う
。

第
一
期

明
治
前
期
以
降
、
監
獄
教
誨
・
免
囚
保
護
事
業
時
代
と
歴
史
的
人
物
の
輩
出

明
治
前
期
は
監
獄
教
誨
・
免
囚
保
護
事
業
時
代
と
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
わ
が
国
の
監
獄
教
誨
は
、
真
宗
大
谷
派
の

輪
対
岳
が
、
明
治
四
年
に
監
獄
教
誨
を
政
府
に
進
言
し
た
こ
と
が
嚆
矢
で
あ
り
、
敗
戦
ま
で
真
宗
大
谷
派
は
教
誨
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。

こ
の
間
に
活
躍
し
た
真
宗
大
谷
派
の

輪
対
岳
、
武
田
慧
宏
、
寺
永
法
専
な
ど
は
、
わ
が
国
の
教
誨
を
切
り
開
い
た
功
労
者
と
し
て
著
名
で

あ
る
。

こ
の
時
代
の
真
宗
大
谷
派
の
社
会
的
な
事
象
や
流
れ
を
調
べ
る
た
め
の
、
主
な
文
献
を
紹
介
し
て
お
く
と
、
つ
ぎ
の
文
献
資
料
が
よ
い
だ

ろ
う
。
教
学
研
究
所
編

近
代
大
谷
派
年
表

に
お
い
て
概
略
を
把
握
す
る
の
が
手
順
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ポ
イ
ン
ト
が
絞
ら
れ
れ
ば
、

つ
ぎ
の
作
業
と
し
て
、
真
宗
大
谷
派
の
展
開
を
知
る
に
は
、
第
一
次
資
料
で
あ
る

宗
報

の
記
事
に
あ
た
っ
て
ほ
し
い
。

宗
報

等
機
関

紙
復
刻
版
が
あ
り
、
検
索
も
容
易
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
の
分
析
に
つ
い
て
、

吉
田
久
一
著
作
集

は
す
べ
て
の
事
象
に
た

い
し
て
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
か
な
ら
ず
手
に
し
て
調
べ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
ら
の
文
献
資
料
は
、
入
手
可
能
で
あ
り
大
谷
大
学
図
書
館
に
所
蔵

真宗総合研究所研究紀要 第29号



さ
れ
て
お
り
、
検
索
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

文
献
資
料

教
誨
百
年

上
下

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
真
宗
大
谷
派

昭
和
四
十
八
年

寺
永
法
専
師

網
走
監
獄
保
存
財
団

平
成
五
年

吉
田
久
一
著
作
集

全
七
巻

川
島
書
店

一
九
九
三
年
完
結

宗
報

等
機
関
紙
復
刻
版

真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部

二
〇
〇
三
年
完
結

仏
教
社
会
福
祉
辞
典

日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
編

法
蔵
館

二
〇
〇
六
年

第
二
期

明
治
後
期
以
降
、
大
谷
派
慈
善
協
会
時
代

明
治
後
期
は
、
大
谷
派
慈
善
協
会
時
代
と
し
て
は
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
浅
草
別
院
を
拠
点
に
、
有
志
が
同
協
会
を
結
成
し
て

活
動
し
た
時
期
で
あ
る
。
流
れ
と
し
て
は
、
雑
誌

救
済

の
刊
行
が
著
名
で
あ
る
が
、
雑
誌

救
済

（
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
年
）
か
ら
一

九
一
八
（
大
正
七
年
）
ま
で
刊
行
）
の
刊
行
は
宗
門
へ
の
情
宣
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
わ
が
国
の
慈
善
・
慈
善
事
業
、
そ
し
て
、
感
化
救
済
事

業
の
牽
引
役
を
に
な
っ
た
。
こ
の
潮
流
は
、
竹
内
了
温
を
招
聘
し
て
本
山
宗
務
機
構
に
社
会
課
の
設
置
を
み
る
こ
と
へ
つ
な
が
る
。
社
会
課

の
設
置
は
、
真
宗
大
谷
派
が
社
会
化
す
る
意
思
表
示
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

文
献
資
料

武
内
了
温

武
内
了
温
先
生
遺
稿
刊
行
会
編

文
明
堂

昭
和
五
十
一
年

吉
田
久
一
著
作
集

全
七
巻

川
島
書
店

一
九
九
三
年
完
結

宗
報

等
機
関
紙
復
刻
版

真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部

二
〇
〇
三
年
完
結

仏
教
社
会
福
祉
辞
典

日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
編

法
蔵
館

二
〇
〇
六
年
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救
済

大
谷
派
慈
善
協
会

復
刻

不
二
出
版

第
三
期

大
正
期
以
降
、
大
谷

の
留
学
帰
国
と
社
会
事
業
時
代

大
谷

は
、
大
谷
大
学
を
卒
業
後
、
渡
米
し
シ
カ
ゴ
へ
留
学
し
て
い
る
。
帰
国
後
、
雑
誌

救
済

の
主
筆
と
し
て
お
お
く
の
社
会
事

業
へ
の
提
言
を
し
て
い
る
。
そ
の
足
跡
は
、
宗
門
で
は
児
童
教
化
、
青
少
年
教
化
へ
お
お
き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
。
宗
門
寺
院
は
こ
ぞ
っ

て
日
曜
学
校
を
開
き
、
児
童
教
化
へ
日
曜
学
校
の
隆
盛
期
を
迎
え
た
。
ま
た
、
わ
が
国
の
社
会
事
業
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
京
都
に
お
い
て

は
社
会
福
祉
協
議
会
の
設
立
、
京
都
で
は
じ
め
て
の
老
人
ホ
ー
ム

同
和
園

の
設
立
へ
の
提
言
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
大
谷

の

啓
蒙
活
動
を
中
心
と
す
る
宗
門
が
動
き
だ
し
た
時
代
で
あ
る
。

第
四
期

戦
後
の
社
会
福
祉
時
代

戦
後
、
福
祉
三
法
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
あ
と
福
祉
六
法
が
完
備
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
宗
教
家
や
民
間
人
が
も
っ
ぱ
ら
に
開
拓
し
て
き
た
社

会
事
業
は
一
変
し
て
、
憲
法
第
二
五
条
に
生
存
権
を
謳
い

社
会
福
祉
、
社
会
保
障
、
そ
し
て
、
公
衆
衛
生

に
よ
っ
て
権
利
保
障
す
る
時

代
が
は
じ
ま
っ
た
。
明
治
に
は
じ
ま
る
真
宗
大
谷
派
の
伝
統
あ
る
慈
善
・
慈
善
事
業
の
歴
史
が
終
焉
し
、
あ
ら
た
な
模
索
の
時
代
を
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
た
。

む

す

び

今
回
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
も
と
に
真
宗
大
谷
派
の
社
会
的
実
践
の
三
部
門
に
お
い
て
、
そ
の
違
い
と
共
有
性
に
つ
い
て

え

る
こ
と
が
で
き
た
。
ふ
り
か
え
る
と
、
筆
者
の
お
も
い
と
し
て
は
、
真
宗
大
谷
派
の
社
会
貢
献
、
実
践
の
あ
り
方
を
知
り
た
い
と
い
う
素
朴

な
も
の
で
あ
っ
た
。
見
え
て
き
た
の
は

近
代
化

と
真
宗
仏
教
、
そ
の
あ
り
方
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
明
治
期
に
は
じ
ま
る
先
輩
た
ち
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を
顕
彰
し
、
公
開
し
た
い
と
い
う
お
も
い
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
史
観
に
た
つ
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
に
流
れ
を
理
解
す
べ
き
か
課

題
は
お
お
い
。
筆
者
の
役
割
と
し
て
は
、
本
学
に
お
い
て
福
祉
系
教
員
と
し
て
は
赤
坂
一
を
初
代
と
す
れ
ば
、
二
代
目
と
し
て
研
究
を
発
展

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
概
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
悔
や
ま
れ
る
の
は
、
社
会
福
祉
学
と
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
い
う
教
員
生
活
で
あ
っ
た
。

筆
者
の
求
め
た
も
の
は
、
だ
れ
で
も
な
い

自
ら
の
救
い

を
真
宗
、
そ
し
て
福
祉
と
心
理
に
求
め
た
。
真
宗
大
谷
派
の
社
会
貢
献
や
先
輩

の
顕
彰
に
専
念
す
れ
ば
、
お
お
き
な
成
果
と
な
っ
て
実
を
む
す
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
と
、
悔
や
ま
れ
る
。

こ
こ
に
、
一
応
の
研
究
の
基
盤
整
備
を
お
え
た
報
告
と
、
あ
と
に
つ
づ
く
後
進
に
お
願
い
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
真
宗
大
谷
派
宗
門
に
伝

統
さ
れ
た
教
え
の
た
し
か
さ
、
そ
こ
に
は
、
か
な
ら
ず
や
社
会
で
の
実
践
と
し
て
、
な
に
を

い
ま
、
な
す
べ
き
か

が
み
え
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。
地
道
な
研
究
の
積
み
上
げ
と
、
あ
く
な
き
探
求
と
、
短
兵
急
な
答
え
で
は
な
く
問
い
つ
づ
け
て
ほ
し
い
と
願
う
。
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