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﹇
巻
頭
言
﹈ 総

合
研
究
と
脱
領
域
の
可
能
性
 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
副
所
長
　
寺
　
本
　
知
　
正
 

今
回
の
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
十
七
号
で
は
、
共
通
テ
ー
マ
を
「
脱
領
域
の
可
能
性
―
学
際
的
研
究
―
」
と
し
た
。
学
際
性
と

は
、
複
数
の
学
問
領
域
間
に
も
た
ら
さ
れ
る
相
互
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
で
は
、
歴
史
学
、
仏
教
学
、
真
宗
学

を
は
じ
め
、
社
会
課
題
対
応
や
調
査
研
究
に
資
す
る
心
理
学
や
社
会
学
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
に
学
び
、
研
究
作
業
を
行
っ
て

い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
通
常
、
学
問
で
は
、
で
き
う
る
限
り
の
主
体
の
排
除
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
現
時
点
で
妥
当
と
見
な
し
う
る
客
観

性
に
基
づ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
宗
教
に
関
す
る
学
問
で
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
特
に
歴
史
学
・

文
献
学
に
か
か
る
も
の
は
、
厳
密
性
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
領
域
で
研
究
作
業
す
る
者
が
、
そ
の
宗
教
に
信
仰
を
持
つ
主
体
か
否
か
は

無
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
学
／
教
学
と
い
う
学
問
で
は
、
そ
う
し
て
一
旦
は
客
観
性
を
担
保
し
た
も
の

に
、
ふ
た
た
び
主
体
を
関
与
さ
せ
て
い
き
、
真
理
性
と
主
体
性
の
体
系
的
提
示
を
試
み
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
神
学
／
教
学
に
他
の

学
問
か
ら
は
例
外
と
な
る
特
権
を
付
与
す
る
原
論
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
神
学
／
教
学
の
、
そ
の
成
立
の
歴
史
的
過
程

か
ら
今
に
継
続
さ
れ
る
立
場
と
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
客
観
性
を
立
場
と
す
る
学
問
へ
の
主
体
の
関
与
の
さ
せ
方
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
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ま
に
神
学
／
教
学
の
方
法
論
が
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
。 

特
に
、
当
研
究
所
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
い
う
教
団
に
付
置
す
る
研
究
所
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の
信
仰
を
持
つ
主
体
、
本
願
寺

派
の
個
々
の
寺
院
や
教
団
全
体
に
と
っ
て
、「
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
性
を
立
場
と
す
る
研
究
も
行
っ
て
き
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
当
研
究
所
で
行
わ
れ
る
研
究
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
も
領
域
を
超
え
る
作
業
と
し
て
の
萌
芽
を
は
ら
ん
で
き
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。 

今
回
、
あ
ら
た
め
て
当
研
究
所
の
紀
要
の
共
通
テ
ー
マ
を
脱
領
域
の
可
能
性
と
し
た
こ
と
に
は
、
教
団
に
付
置
す
る
研
究
所
の
研
究

作
業
と
は
、「
救
済
論
」
を
中
心
と
す
る
教
義
学
の
方
法
論
に
基
づ
く
作
業
だ
け
に
必
ず
し
も
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
儀
礼
論
や

教
団
論
、
伝
道
論
を
は
じ
め
と
し
た
教
学
の
各
領
域
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
隣
接
す
る
各
学
問
領
域
と
の
相
互
の
連
関
を
す
す
め
て
こ

そ
、
教
学
と
い
う
体
系
化
さ
れ
た
学
問
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
す
る
意
味
も
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
信
仰
主
体
を
有
す
る

も
の
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
問
題
を
分
析
・
解
釈
、
そ
し
て
対
応
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
今
回
の
紀
要
は
有
益
な
も
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
当
研
究
所
の
研
究
員
た
ち
は
、
他
分
野
の
研
究
分
野
に
お
い
て
も
十
分
な
実
績
と
な
り
得
る
だ
け
の
研
究
を
作
業
し
て
お

り
、
浄
土
真
宗
の
信
仰
主
体
を
有
し
な
い
も
の
に
と
っ
て
も
、
参
照
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。 

ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
 

岡
　
崎
　
秀
　
麿
 

は
じ
め
に
 

人
口
減
少
社
会（

1
）・
超
高
齢
化
社
会
を
迎
え
た
現
代
は
、「
人
口
増
加
期
の
社
会
に
お
い
て
前
提
と
な
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
や

考
え
方
、
社
会
や
家
族
の
状
況
が
成
り
立
ち
が
た
く
な
る
時
代（

2
）」、「
家
族
や
地
域
共
同
体
が
変
容
し
て
い
る
時
代（

3
）」
で
あ
る
。
二
〇
二

五
年
に
は
、
約
八
〇
〇
万
人
い
る
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
（
七
十
五
歳
）
と
な
り
、
国
民
の
四
人
に
一
人
が
後
期
高
齢
者
と
な

る
。
人
口
の
年
齢
別
比
率
の
劇
的
な
変
化
は
、
社
会
保
障
制
度
や
医
療
・
介
護
な
ど
様
々
な
分
野
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
避
け
ら
れ

な
い
。
例
え
ば
、
内
閣
府
は
人
口
急
減
・
超
高
齢
化
が
経
済
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
と
し
て
、
経
済
規
模
の
縮
小
、
基
礎
自
治
体
の
担
い

手
の
減
少
、
東
京
圏
の
高
齢
化
、
社
会
保
障
制
度
と
財
政
の
持
続
可
能
性
、
理
想
の
子
ど
も
数
を
持
て
な
い
社
会
、
を
挙
げ
て
い
る（

4
）。 

こ
う
し
た
日
本
社
会
の
変
化
は
、
人
口
の
都
市
圏
へ
の
集
中
と
、
地
方
の
人
口
密
度
の
低
下
を
と
も
な
う
こ
と
で
、
自
治
体
が
消
滅

す
る
可
能
性
を
高
め（

5
）、
そ
う
し
た
「
社
会
構
造
的
な
変
化
に
よ
っ
て
家
族
や
地
域
社
会
に
基
盤
を
お
く
既
成
宗
教
が
存
続
す
る
条
件（

6
）」

を
厳
し
く
し
、「
地
方
の
宗
教
集
団
は
、
ま
さ
に
今
、「
臨
界
点
」
に
あ
り
、
現
状
維
持
で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
で
は
な
い
か（

7
）」
と
も
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い
わ
れ
る
ほ
ど
寺
院
（
護
持
・
管
理
運
営
）
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
寺
院
は
、 

 
現
代
日
本
社
会
で
は
、
集
団
・
組
織
は
そ
の
存
在
意
義
を
目
に
見
え
る
形
で
指
し
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
公
共
性
、
公

益
性
に
か
か
わ
る
議
論
も
活
発
で
あ
る
。
学
問
・
研
究
、
企
業
な
ど
多
く
の
社
会
集
団
や
個
人
が
社
会
に
役
に
立
つ
こ
と
を
行
う

よ
う
に
と
期
待
さ
れ
、
公
共
性
や
公
益
性
の
あ
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
第
三
者
が
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
明
示
し
な
く
て

は
そ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
な
い
。「
宗
教
と
社
会
貢
献
」
と
い
う
問
題
設
定
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
中
で
要

請
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う（

8
）。 

家
族
や
地
域
共
同
体
が
変
容
し
て
い
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
地
域
に
根
ざ
し
、
人
々
の
生
老
病
死
に
寄
り
添
う
と
い
う
公
益
性
が

仏
教
寺
院
に
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る（

9
）。 

 
な
ど
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
公
共
性
／
公
益
性
」
と
い
う
概
念
の
も
と
日
本
社
会
・
地
域
社
会
に
お
い
て
何
ら
か
の
役
割
が
期
待

さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
期
待
の
背
景
に
は
、
約
十
八
万
も
存
在
す
る
宗
教
法
人
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
よ
り
も
寺

院
数
が
多
い（

10
）と
い
っ
た
事
実
、
①
一
九
九
五
年
の
オ
ウ
ム
真
理
教
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
た
宗
教
法
人
法
の
改
正
、
②

二
〇
〇
〇
年
代
前
半
以
降
の
公
益
法
人
制
度
改
革
の
実
施
、
③
一
九
九
八
年
以
降
の
社
会
福
祉
基
礎
構
造
の
改
革
、
④
二
〇
〇
〇
年
代

半
ば
以
降
の
政
府
に
よ
る
「
新
し
い
公
共
」
の
提
言
と
い
っ
た
社
会
状
況（

11
）、
あ
る
い
は
、 

 
日
本
で
は
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
社
会
福
祉
が
ア
ジ
ア
で
は
最
も
充
実
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
宗
教
団
体
が
社
会
支

援
や
地
域
福
祉
か
ら
撤
退
し
て
宗
教
活
動
に
専
念
で
き
る
環
境
が
継
続
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
宗
教
団
体
が
立
派
な
外
装
を

こ
ら
し
、
信
者
た
ち
の
満
足
感
も
大
い
に
高
め
る
余
裕
を
生
ん
だ
が
、
同
時
に
社
会
の
公
共
的
空
間
に
お
い
て
役
割
を
喪
失
す
る

8
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過
程
、
す
な
わ
ち
世
俗
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た（

12
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
宗
教
団
体
が
過
去
担
っ
て
い
た
公
共
的
空
間
に
お
け
る
活
動
、
東
日
本
大
震
災
以
降
の
宗
教
者
・
宗
教
団
体
に

よ
る
活
動
、 

 
自
分
た
ち
の
時
代
の
う
ち
は
ま
だ
檀
家
制
度
が
維
持
さ
れ
て
、
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
楽
観
は
な
く
、
死
者
だ
け
で
は
な

く
、
生
き
て
い
る
人
々
、
社
会
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
こ
の
時
代
に
こ
そ
仏
教
を
伝
え
な
け
れ
ば
と
い
う
僧
侶
と
し

て
の
危
機
感
と
使
命
感
が
若
手
世
代
に
共
有
さ
れ
始
め
て
い
る（

13
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
「
若
手
世
代
の
持
つ
危
機
感
」
を
背
景
と
し
た
活
動
と
い
っ
た
宗
教
団
体
の
活
動
実
績
へ
の
再
注
目
と
い
っ
た

様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。 

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、
例
え
ば
「
近
未
来
社
会
の
危
機
│
人
口
減
少
、
超
高
齢
化
社
会
と
宗
教
の
役

割
│
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
第
二
回
宗
門
教
学
会
議（

14
）（
二
〇
一
四
年
度
）
に
お
い
て
、
寺
院
・
僧
侶
の
役
割
と
し
て
①
「
共
助
」
の
社
会

の
形
成
、
②
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
ご
縁
」
作
り
、
③
人
が
い
な
く
な
っ
て
い
く
地
域
の
ケ
ア
、
④
地
域
や
公
的
支
援
が

弱
い
中
で
の
子
育
て
世
代
へ
の
負
担
軽
減
、
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
提
示
の
背
景
に
は
、
社
会
が
直
面
す
る
課
題
に
対
し
て
寺

院
・
僧
侶
の
既
存
の
活
動
を
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
が
あ
る
。
例
え
ば
上
記
④
で
は
、
公
的
な
、
地
域

的
な
子
育
て
支
援
が
弱
く
、
母
親
へ
の
負
担
が
大
き
い
と
い
う
現
状
に
対
し
、
幼
稚
園
・
保
育
園
の
運
営
や
日
曜
学
校
・
育
児
支
援
と

い
う
活
動
を
行
う
寺
院
が
貢
献
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
既
存
の
寺
院
・
僧
侶
の
活
動
の
見
直
し
と
、
そ
の
上
で

の
現
代
社
会
へ
の
適
用
・
応
用
と
い
っ
た
視
点
は
、
全
国
に
存
在
す
る
多
様
な
寺
院
活
動
の
再
評
価
を
促
す
こ
と
か
ら
も
重
要
で
あ
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り
、
こ
う
し
た
中
か
ら
現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
も
見
出
さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
関
す
る
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
寺
院
の
ど
う
い
っ
た
部
分
が
現
代

に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
研
究
に
お
け
る
、 

 
日
本
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
源
泉
は
何
か
、
何
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
醸
成
す
る
の
か
と
い
う
研
究
に

お
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
生
か
し
た
事
例
そ
の
も
の
に
現
実
味
は
あ
る
も
の
の
、
源
泉
を
指
し
示
す
言
葉
が
「
ふ

る
さ
と
」「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
つ
な
が
り
」「
社
会
力
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念
で
表
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る（

15
）。 

 
と
の
指
摘
を
意
識
し
、
寺
院
の
社
会
的
役
割
の
源
泉
を
「
ア
ジ
ー
ル
」
に
求
め
る
こ
と
で
、「
現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
」

に
対
し
て
一
つ
の
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

一
．
寺
院
の
社
会
的
役
割
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
 

現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
は
、
宗
教
法
人
の
「
公
共
性
／
公
益
性
」
に
関
わ
る
。
竹
内
喜
生
は
、
公
益
法
人
と
宗
教
法
人

の
比
較
を
通
し
て
、 

 
現
代
の
公
益
と
は
、「
国
家
に
奉
仕
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
一
般
の
不
特
定
多
数
の
人
た
ち
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
」
こ
と
で
あ

り
、「〔
宗
教
は
〕
精
神
的
な
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
て
い
く
役
割
を
果
た
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
ニ
ー
ズ
と

は
、
公
益
と
同
様
に
時
代
的
・
社
会
的
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
益
は
社
会
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
か
ら
要
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請
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
寄
り
添
う
こ
と
も
ま
た
公
益
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
〜
〈
中
略
〉
〜
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
活
動
を
社
会
の

ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
必
要
性
の
指
摘
は
、
時
代
や
そ
の
状
況
に
寄
り
添
っ
た
活
動
が
重
要
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る（

16
）。 

 
と
述
べ
、
一
般
の
不
特
定
多
数
の
人
た
ち
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
こ
ろ
に
宗
教
法
人
の
公
益
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る

の
は
、
地
域
社
会
（
地
縁
）
で
、
特
定
の
「
家
」（
血
縁
）
と
の
関
係
を
主
と
し
て
活
動
（
宗
教
的
活
動
・
社
会
的
活
動
）
を
行
っ
て

き
た
寺
院
に
対
し
て
、「
無
縁
社
会
」
と
も
評
さ
れ
る
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
が
存
在
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ

も
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
力
が
寺
院
に
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
際
に
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
の

か
な
ど
を
、
近
年
の
「
宗
教
の
社
会
貢
献
」「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
に
関
す
る
研
究
か
ら
確
認
す
る
。 

宗
教
の
社
会
貢
献
に
は
、
①
緊
急
災
害
時
救
援
活
動
、
②
発
展
途
上
国
支
援
活
動
、
③
人
権
・
多
文
化
共
生
・
平
和
運
動
・
宗
教
間

対
話
、
④
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
、
⑤
地
域
で
の
奉
仕
活
動
、
⑥
医
療
・
福
祉
活
動
、
⑦
教
育
・
文
化
振
興
・
人
材
育
成
、
⑧
宗
教

的
儀
礼
・
行
為
・
救
済（

17
）と
い
っ
た
分
類
が
さ
れ
る
ほ
ど
多
様
な
活
動
が
あ
る
。
そ
の
中
、
近
年
活
発
で
あ
る
の
が
二
〇
一
一
年
三
月
十

一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
以
降
に
注
目
さ
れ
た
「
寺
院
の
避
難
所
と
し
て
の
活
用
」
で
あ
る
。
震
災
に
伴
う
大
津
波
に
よ
り
、

公
的
な
避
難
所
も
多
数
被
災
し
、
一
時
は
四
十
万
人
を
超
え
る
避
難
者
が
臨
時
避
難
所
等
で
過
ご
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

震
災
後
に
は
災
害
対
策
基
本
法
が
一
部
改
正
さ
れ
、
自
治
体
は
指
定
避
難
所
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
の
必
要
性
が
生
じ
た
。
そ
の
際
、

「
被
災
地
で
は
百
以
上
の
宗
教
施
設
が
緊
急
避
難
所
と
な
っ
た（

18
）」
こ
と
、
及
び
日
本
は
自
然
災
害
の
被
害
が
大
き
い
こ
と
を
背
景
に
、

寺
院
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
施
設
が
自
治
体
と
災
害
協
定
を
締
結
す
る
動
き（

19
）が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 

上
記
⑥
医
療
・
福
祉
活
動
の
分
野
に
お
け
る
寺
院
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
研
究
も
多
い
。
四
衢
深
・
小
林
隆
史
・
石
井
儀
光
・
大
澤

義
明
は
、
寺
院
が
所
有
す
る
名
簿
（
檀
家
名
簿
）
や
寺
院
立
地
な
ど
を
も
と
に
、
地
方
の
維
持
管
理
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
寺
院
が
、
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高
齢
化
が
進
み
社
会
ニ
ー
ズ
の
高
い
「
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
」、
自
動
車
な
ど
に
よ
る
移
動
革
命
を
受
け
た
「
移
動
サ
ー
ビ
ス
」
の
拠
点

と
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る（

20
）。
ま
た
、
Buddhist Social Responsibility（
仏
教
者
の
社
会
的
責
任
）
と
い
う
概
念
の
も
と
寺

院
の
社
会
参
加
の
あ
り
方
を
研
究
し
て
い
る
大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
・
BSR推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
超
高
齢
社
会
・
多
死
社
会
を

迎
え
る
日
本
で
、
伝
統
仏
教
（
僧
侶
・
寺
院
）
が
地
域
の
社
会
資
源
と
し
て
、
高
齢
者
ケ
ア
に
寄
与
す
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
も
と
、
寺
院
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
、
高
齢
者
介
護
施
設
で
の
ケ
ア
な
ど
の
研
究
を
行
っ
て
い
る（

21
）。 

医
療
・
福
祉
分
野
に
お
け
る
寺
院
の
可
能
性
は
、「
地
方
共
生
社
会
の
実
現
」、
あ
る
い
は
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム（

22
）」
と
い
っ
た

行
政
が
主
導
す
る
政
策
に
連
携
で
き
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る（

23
）。
行
政
に
よ
る
「
地
方
共
生
社
会
」
提
案

の
背
景
に
は
、 

 
我
が
国
で
は
、
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
進
み
、
地
域
・
家
庭
・
職
場
と
い
う
人
々
の
生
活
領
域
に
お
け
る
支
え
合
い
の
基
盤
が
弱

ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
に
お
け
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
弱
ま
る
中
、
こ
れ
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
人
生
に
お
け
る

様
々
な
困
難
に
直
面
し
た
場
合
で
も
、
誰
も
が
役
割
を
持
ち
、
お
互
い
が
配
慮
し
存
在
を
認
め
合
い
、
そ
し
て
時
に
支
え
合
う
こ

と
で
、
孤
立
せ
ず
に
そ
の
人
ら
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
社
会
と
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す（

24
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
口
減
少
社
会
・
超
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
人
び
と
の
つ
な
が
り
を
い
か
に
作
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
老
・

病
・
死
に
直
結
す
る
課
題
が
あ
る
。
そ
う
し
た
課
題
に
寺
院
が
い
か
に
多
様
な
人
び
と
、
団
体
等
と
連
携
で
き
る
か
は
、
寺
院
の
社
会

的
役
割
に
お
い
て
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
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二
．
な
ぜ
寺
院
は
社
会
的
役
割
を
果
た
せ
る
の
か
 

寺
院
で
は
様
々
な
活
動
が
す
で
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
活
動
が
現
代
社
会
に
お
い
て
期
待
さ
れ
て
も
い
る
。
で

は
、
そ
う
し
た
期
待
は
寺
院
の
ど
こ
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
寺
院
が
潜
在
的
に
保
持
し
て
い
る
「
資
源
」「
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
を
特
定
の
範
囲
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
開
か
れ
た
形
で
生
か
す
と
こ
ろ
に
新
た
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
寺
院
を
含
む
宗
教
施
設
が
避
難
所
と
し
て
利
用
で
き
る
理
由
と
し
て
、 

 「
資
源
力
」（
広
い
空
間
と
畳
な
ど
の
被
災
者
を
受
け
入
れ
る
場
と
、
備
蓄
米
・
食
料
・
水
と
い
っ
た
物
）
が
あ
り
、
檀
家
、
氏

子
、
信
者
の
「
人
的
力
」、
そ
し
て
、
祈
り
の
場
と
し
て
人
々
の
心
に
安
寧
を
与
え
る
「
宗
教
力（

25
）」 

宗
教
施
設
の
ほ
と
ん
ど
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
密
接
し
、
地
域
連
帯
の
繋
ぎ
目
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
災
害
時
の

避
難
所
と
し
て
の
活
用
も
十
分
に
可
能
で
あ
る（

26
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
や
、
大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
・
BSR推
進
セ
ン
タ
ー
は
、
伝
統
仏
教
が
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
を
担

う
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
理
由
と
し
て
、 

 
寺
院
が
地
域
に
根
ざ
し
た
施
設
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
僧
侶
は
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
人
が
多
く
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
人

生
の
最
後
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
問
い
に
対
応
し
う
る
こ
と
な
ど（

27
） 
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。 

宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
）
研
究
は
、
こ
の
寺
院
が
潜
在
的
に
保
持
し
て
い
る
「
資
源
」「
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
を
見
出
し
、
再
評
価
し
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
は
、 

 「
個
人
間
の
つ
な
が
り
、
す
な
わ
ち
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
じ
る
互
酬
性
と
信
頼
性
の
規
範
」
と
定
義
し

た
。
つ
ま
り
、
人
と
人
、
人
と
社
会
と
の
「
つ
な
が
り
」
や
「
絆
」、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
生
じ
る
「
信
頼
」
や
「
お
互
い
さ
ま
」

「
も
ち
つ
も
た
れ
つ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
関
係（

28
） 

 
を
意
味
し
、「
宗
教
は
、
社
会
関
係
資
本
を
醸
成
す
る
源
泉
と
し
て
機
能
し
う
る
の
か
。
教
会
や
寺
院
、
神
社
な
ど
が
地
域
社
会
に
お

け
る
人
び
と
の
協
調
行
動
を
促
進
さ
せ
、
社
会
効
率
を
改
善
す
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
の
創
造
と
再
生
の
役
割
を
果
た
し
う

る
の
か（

29
）」
と
い
っ
た
意
識
か
ら
様
々
な
事
例
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

例
え
ば
、
猪
瀬
優
理（

30
）は
、「
つ
な
が
り
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
拠
点
で
あ
り
、
人
び
と
が
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
期
待

し
て
、
そ
の
形
成
・
維
持
に
経
済
的
・
社
会
的
・
心
理
的
資
源
を
投
入
す
る
場
」、
す
な
わ
ち
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
形
成
し
、

蓄
積
す
る
場
（
関
係
基
盤
）
と
し
て
寺
院
を
捉
え
る
こ
と
を
調
査
事
例
か
ら
提
案
し
て
い
る
。
猪
瀬
は
、
寺
院
が
関
係
基
盤
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
根
拠
と
し
て
、
①
「
○
○
寺
の
門
信
徒
」
と
い
っ
た
共
有
属
性
が
あ
る
、
②
住
職
な
ど
寺
院
の
存
在
の
維
持

に
主
た
る
責
任
を
持
つ
存
在
が
い
る
、
③
寺
院
に
お
け
る
相
互
作
用
が
活
発
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
維
持
へ
の
投
資
を
行
う
こ
と
が

促
進
さ
れ
て
い
る
、
④
過
疎
地
域
の
寺
院
に
お
い
て
は
住
職
な
ど
の
多
く
が
何
ら
か
の
形
で
地
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
密
接
な
関
わ
り
を

持
っ
て
い
る
、
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
も
調
査
を
実
施
し
、「
お
寺
を
支
え
る
仕
組
み
」
と

し
て
、
①
ご
門
徒
の
「
う
ち
の
お
寺
」
意
識
、
②
お
寺
と
地
域
の
「
共
に
す
る
」
活
動
、
③
歴
史
の
共
有
と
継
承
力
、
④
お
寺
を
護
持
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す
る
力
、
⑤
「
無
自
覚
」
の
宗
教
性
、
を
提
示
し
て
い
る（

31
）。
こ
う
し
た
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
関
す
る
研
究
は
、 

 
寺
院
仏
教
を
構
成
す
る
地
方
の
寺
院
で
は
、
住
職
・
寺
族
と
も
に
特
段
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
地
域
社
会
の
人
間
関
係
を
豊
か
に

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
し
て
お
り
、
地
域
社
会
に
寺
院
が
あ
る
こ
と
（
Being）
が
地
域
の
人
々
の
安
心
感
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
連
帯
感
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
弱
体
化
す
る
家
族
や
地
域
の
連
帯
感
を
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
や
傾
聴
活
動
に
よ
っ
て
維
持
強
化
す
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
寺
院
仏
教
の
将
来
を
展
望
す
る
う
え

で
、
何
か
し
ら
特
別
な
こ
と
を
し
な
い
と
ダ
メ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
実
践
型
の
寺
院
（
Doing）
の
み
が
注
目
さ
れ
る
現
況

は
見
直
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か（

32
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
地
域
社
会
に
寺
院
が
存
在
す
る
こ
と
（
Being）」
で
形
成
さ
れ
て
き
た
「
資
源
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」、
加

え
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
役
割
を
再
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、「
実
践
型
の
寺
院
（
Doing）」
の
み
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
伝
統
的
な
活
動
の
軽
視
や
、
寺
院
の
規
模
や
僧
侶
の
活
動
の
大
小
に
議
論
が
陥
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る（

33
）。 

上
記
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
の
問
題
は
、「
な
ぜ
地
域
社
会
に
寺
院
が
あ
る
こ
と
（
Being）
が
地
域
の
人
々
の
安
心
感
や
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
感
に
大
き
な
影
響
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
で
あ
る
。
興
味
深
い
研
究
と
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
が
所
得
、
幸
福
、
健
康
な
ど
の
様
々
な
ア
ウ
ト
カ
ム
（
社
会
的
・
経
済
的
成
果
）
に
与
え
る
影
響
を
実
証
的
に
分
析
し
た
伊
藤
高

広
・
窪
田
康
平
・
大
竹
文
雄
「
寺
院
・
地
蔵
・
神
社
の
社
会
・
経
済
的
帰
結
：
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
通
じ
た
所
得
・
幸
福

度
・
健
康
へ
の
影
響（

34
）」（
二
〇
一
七
年
三
月
）
が
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
小
学
生
の
頃
の
住
居
の
近
隣
に
神
社
・
寺
院
・
地
蔵
菩
薩
と

い
う
日
本
の
典
型
的
な
宗
教
関
連
建
築
の
有
無
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
操
作
変
数
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
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で
、
寺
院
や
神
社
が
近
所
に
あ
る
地
域
で
育
っ
た
人
は
、
そ
う
で
な
い
人
に
比
べ
て
互
恵
性
や
幸
福
度
が
高
い
と
い
っ
た
報
告
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
研
究
結
果
の
理
由
に
つ
い
て
伊
藤
等
は
、
神
社
は
土
地
の
守
護
神
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
神
道
儀
礼
は
地
域
住
民
の
精

神
的
連
帯
機
能
を
、
寺
院
は
血
縁
を
重
視
し
な
が
ら
死
者
な
い
し
先
祖
の
生
と
自
己
の
現
在
の
生
の
つ
な
が
り
を
回
想
し
、
自
覚
す
る

上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
湯
浅
泰
雄
、
山
折
哲
雄
の
研
究（

35
）を
根
拠
に
し
な
が
ら
、
特
に
寺
院
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。 

 
寺
院
・
地
蔵
菩
薩
が
子
供
の
頃
に
近
隣
に
あ
る
と
、「
ど
の
よ
う
な
悪
時
も
、
天
に
は
必
ず
知
ら
れ
て
い
る
」、「
神
様
・
仏
様
が

い
る
」、「
死
語
の
世
界
（
あ
る
い
は
来
世
）
の
存
在
を
信
じ
る
」
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
観
を
も
つ
傾
向
が
高
く
な

る
。
こ
う
し
た
世
界
観
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
高
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る（

36
）。 

 
こ
う
し
た
「
地
域
に
寺
院
や
地
蔵
菩
薩
が
あ
る
こ
と
」
が
人
び
と
に
与
え
る
意
識
を
「
無
自
覚
の
宗
教
性
」
と
呼
ぶ
の
が
稲
葉
圭
信
で

あ
る
。
稲
葉
は
、「
無
自
覚
の
宗
教
性
」
を
「
無
自
覚
に
漠
然
と
抱
く
自
己
を
超
え
た
も
の
と
の
つ
な
が
り
の
感
覚
と
、
先
祖
、
神
仏
、

世
間
に
対
し
て
持
つ
お
か
げ
様
の
念
」
と
定
義
し
、「
他
者
を
思
い
や
る
利
他
主
義
／
宗
教
的
利
他
主
義
」
と
も
繋
が
っ
て
い
る
こ
と

を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

 
畏
敬
の
念
、
神
仏
の
ご
加
護
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
謝
の
念
が
、
お
か
げ
様
と
い
う
感
覚
が
、
人
を
謙
虚
に
し
、
自
分
の

命
と
同
様
に
他
者
の
命
も
尊
重
さ
せ
る
。「
無
自
覚
の
宗
教
性
」
に
お
け
る
「
つ
な
が
り
の
感
覚
」「
お
か
げ
様
の
念
」
が
恩
返
し

や
感
謝
の
心
と
し
て
思
い
や
り
行
為
の
源
泉
と
も
な
る
の
だ（

37
）。 
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寺
院
が
地
域
に
存
在
す
る
こ
と
で
「
無
自
覚
の
宗
教
性
」
が
醸
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
幸
福
な
ど
に
寄
与

す
る
と
す
れ
ば
、
次
の
問
い
は
、
で
は
各
寺
院
が
保
持
す
る
教
え
が
「
無
自
覚
の
宗
教
性
」
形
成
に
ど
こ
ま
で
関
係
が
あ
る
の
か
。
ま

た
は
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
は
、「
無
自
覚
の
宗
教
性
が

醸
成
さ
れ
る
か
ら
教
え
が
よ
り
理
解
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
か
」「
無
自
覚
の
宗
教
性
が
あ
る
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
か
」
と
い
っ
た
、
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
議
論
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、 

 
宗
教
施
設
の
存
在
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
影
響
を
与
え
る
一
部
は
、
そ
の
地
域
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
活
発
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
仮
説
と
整
合
的
で
あ
る（

38
）。 

「
つ
な
が
り
」
が
お
寺
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
教
え
が
軸
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
現
実
だ
。
も

ち
ろ
ん
、
宗
教
的
な
も
の
も
「
つ
な
が
り
」
の
要
素
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
寺
の
実
態

は
、「
つ
な
が
り
」
の
上
に
存
在
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
、
寺
が
「
つ
な
が
り
」
を
中
心
的
に
創
り
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い（
39
）。 

 
と
い
っ
た
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
考
え
た
い
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
寺
院
が
潜
在
的
に
保
持
し
て

い
る
「
資
源
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
社
会
に
開
か
れ
た
形
で
生
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
寺
院
の
社
会
的
役
割
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
そ
う
し
て
見
出
さ
れ
た
社
会
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
「
公
共
性
／
公
益
性
」
に
関
わ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で

は
、
果
た
し
て
単
に
寺
院
の
潜
在
的
な
「
資
源
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
「
一
般
の
不
特
定
多
数
の
人
た
ち
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
」

形
で
開
か
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
い
い
だ
け
な
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
社
会
に
求
め
ら
れ
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
だ
け
の
寺
院
」
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で
は
な
い
の
か
。
寺
院
の
社
会
的
役
割
に
は
、
寺
院
の
側
か
ら
す
る
独
自
の
意
味
づ
け
が
可
能
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に

対
し
て
、
一
つ
の
手
が
か
り
を
も
た
ら
す
の
が
、 

 
ほ
ん
の
少
し
、
世
間
か
ら
逃
れ
る
ア
ジ
ー
ル
（
世
俗
の
権
力
が
及
ば
な
い
聖
域
）
を
提
供
す
る
こ
と
。
社
会
規
範
や
人
間
関
係
に

疲
弊
し
た
人
が
心
身
を
解
放
で
き
る
ア
ジ
ー
ル
が
、
空
間
と
し
て
の
寺
院
で
あ
り
、
思
想
と
し
て
の
仏
教
な
の
だ（

40
）。 

お
寺
と
い
う
の
は
元
々
弱
い
人
の
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ー
ル
（
避
難
所
）
的
な
機
能
を
も
っ
て
い
る（

41
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
ア
ジ
ー
ル
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。 

三
．
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
 

ア
ジ
ー
ル
は
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
世
界
各
地
に
見
出
さ
れ
る
「
世
俗
の
権
力
か
ら
独
立
し
て
、
社
会
的
な
避
難
所
と
し
て
の
特

権
を
確
保
し
、
あ
る
い
は
保
証
さ
れ
る
場
所（

42
）」
の
こ
と
で
あ
る
。
寺
院
、
教
会
、
家
、
市
場
、
山
林
、
公
道
、
墓
地
な
ど
「
日
常
的
に

あ
ち
こ
ち
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
ア
ジ
ー
ル
に
な
り
う
る（

43
）」
と
い
わ
れ
、
寺
院
は
「
敗
戦
し
た
武
士
、
借
金
返
済
の
追
求
を
う
け
る

庶
民
、
主
人
か
ら
の
解
放
を
望
む
下
人
（
奴
隷
）

（
44
）」
の
避
難
所
と
な
っ
た
な
ど
の
豊
富
な
事
例
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
無
縁
」
の
原
理

の
現
れ
方
の
一
つ
が
ア
ジ
ー
ル
で
あ
る
と
述
べ
た
網
野
善
彦
『
増
補
　
無
縁
・
公
界
・
楽
』（
以
下
、
頁
数
の
み
の
表
記
は
本
書
か
ら

の
引
用
を
表
す（

45
））
を
参
照
す
る
。
網
野
は
、 

 「
無
縁
」
の
原
理
は
、
未
開
、
文
明
を
問
わ
ず
、
世
界
の
諸
民
族
の
す
べ
て
に
共
通
し
て
存
在
し
、
作
用
し
続
け
て
き
た
、
と
私

18

現代における寺院の社会的役割



は
考
え
る
（
二
四
二
頁
） 

 
と
い
い
、
こ
の
「
無
縁
」
の
原
理
が
日
本
に
お
い
て
は
「
仏
教
」
と
関
連
を
持
ち
現
実
化
し
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 
中
世
前
期
、「
無
縁
」
の
原
理
は
、
場
に
即
し
て
い
え
ば
、
神
仏
の
支
配
す
る
地
、「
聖
」
な
る
場
、「
無
主
」
の
地
と
し
て
現
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。（
一
三
五
頁
） 

自
覚
化
さ
れ
た
「
無
縁
」
の
原
理
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
と
し
て
、
組
織
的
な
思
想
の
形
成
に
向
っ
て
の
歩
み
を
開
始
す
る
。
日

本
の
場
合
で
い
え
ば
、
古
代
か
ら
中
世
前
期
ま
で
が
、
ほ
ぼ
こ
の
時
期
に
当
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
無
縁
」
の
原
理
は
、

仏
陀
の
教
え
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
天
台
・
真
言
宗
か
ら
鎌
倉
仏
教
に
い
た
る
仏
教
思
想
の
深
化
が
見
出
さ
れ
る
一
方
、
そ
こ
に

は
未
開
の
色
彩
が
な
お
色
濃
く
残
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
無
縁
」
の
世
界
が
錯
綜
し
て
展
開
し
て
い
た
。（
二
四
五
頁
） 

 
ま
た
、「
無
縁
」
の
原
理
が
、「
仏
教
」
と
の
関
係
を
持
ち
現
実
化
す
る
に
際
し
て
は
、 

 
人
類
の
最
も
原
始
的
な
段
階
、
野
蛮
の
時
代
に
は
、「
無
縁
」
の
原
理
は
な
お
潜
在
し
、
表
面
に
現
れ
な
い
。
自
然
に
ま
だ
全
く

圧
倒
さ
れ
切
っ
て
い
る
人
類
の
中
に
は
、
ま
だ
、「
無
縁
」「
無
主
」
も
、「
有
縁
」「
有
主
」
も
未
分
化
な
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況

は
「
原
無
縁
」
と
で
も
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。 

「
無
縁
」
の
原
理
は
、
そ
の
自
覚
化
の
過
程
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
形
で
現
わ
れ
る
。
お
の
ず
と
そ
れ
は
、「
無

縁
」
の
対
立
物
、「
有
縁
」「
有
主
」
を
一
方
の
極
に
も
っ
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。（
二
四
三
頁
） 
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と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
間
一
般
に
存
在
す
る
様
々
な
関
係
性
、
そ
の
中
で
も
「
私
的
所
有
│
有
縁
・
有
主（

46
）」
に
対
立
す
る
と
い

う
。 網

野
の
「
無
縁
」
の
原
理
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
、
物
と
関
係
を
断
絶
し
た
無
関
係
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
所
有
を
基
と
し
た
支

配
・
被
支
配
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
網
野
は
、「
無
縁
」
の
原
理
が
は
た
ら
く
場
に
お
い
て
は
「
本
質

的
に
世
俗
の
権
力
や
武
力
と
は
異
質
な
「
自
由
」
と
「
平
和
」」（
七
頁
）
が
成
り
立
つ
と
い
い
、
ア
ジ
ー
ル
も
ま
た
法
や
権
力
の
及
ば

な
い
領
域
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

以
上
か
ら
、
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
の
特
徴
を
三
点
取
り
上
げ
る
。
第
一
に
、
寺
院
と
は
世
間
一
般
と
は
隔
絶
し
た
価
値
観
の
も

と
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
よ
り
積
極
的
に
い
え
ば
、
寺
院
の
中
に
世
間
一
般
の
価
値
観
を
持
ち
込
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
第
二
に
、
世
間
一
般
と
は
違
う
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、 

 
現
実
に
ア
ジ
ー
ル
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
人
々
は
、
飢
え
と
暴
力
（
国
家
の
暴
力
、
及
び
強
者
の
私
的
暴
力
や
自
力
救
済
）
の
た
め

に
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
民
衆
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（

47
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
間
一
般
で
「
弱
い
立
場
」
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
の
た
め
の
存
在
と
な
り
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
上
記
が
成
り
立
つ
根
拠
こ
そ
「
神
仏
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
の
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
女
性
が
寺
院
に
駆
け
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
離
縁
を
実
現
で
き
た
と
い
う

幕
府
公
認
の
「
縁
切
寺
」、
寺
院
へ
の
駆
込
行
為
（
入
寺
）、
不
入
権
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。
入
寺
の
機
能
・
性
格
に
つ
い
て
佐
藤
孝

之（
48
）は
、
①
謝
罪
・
謹
慎
の
意
思
表
示
と
し
て
の
入
寺
、
②
処
罰
・
制
裁
と
し
て
の
入
寺
、
③
救
済
・
調
停
手
段
と
し
て
の
入
寺
を
指
摘
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し
、
不
入
権
（
外
部
権
力
の
権
力
行
使
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
権
利
）
に
つ
い
て
網
野
は
、 

 「
無
縁
」
の
原
理
は
、
決
し
て
「
保
護
」
を
求
め
る
消
極
的
な
意
味
で
の
み
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
潜
在
的
で

は
あ
れ
、
寺
域
、
あ
る
い
は
神
域
に
対
す
る
検
断
使
の
入
部
停
止
│
寺
内
・
社
内
検
断
権
の
承
認
、
殺
生
禁
断
、
伐
木
禁
止
の
保

証
等
の
要
求
、「
不
入
」
の
地
で
あ
る
と
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
〇
六
頁
） 

 
と
述
べ
て
い
る
。「
ア
ジ
ー
ル
に
は
世
間
一
般
の
法
や
権
力
が
及
ば
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
「
自
由
」
や
「
平
和
」
が
存
在
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
世
間
一
般
の
法
や
権
力
に
対
立
す
る
だ
け
の
「
力
」
を
持
つ
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ジ
ー

ル
は
、 

 
一
向
一
揆
と
寺
内
町
に
、「
公
界
」「
無
縁
」
の
原
理
が
強
靱
な
生
命
力
を
も
っ
て
働
い
て
い
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。（
百

頁（
49
）） 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
独
の
寺
院
に
限
定
さ
れ
ず
拡
大
し
て
い
く
場
合
も
あ
り
な
が
ら
、 

 
戦
国
大
名
に
よ
る
ア
ジ
ー
ル
の
禁
止
は
、
寺
院
や
僧
侶
の
権
威
が
乱
用
さ
れ
、
ア
ジ
ー
ル
へ
の
駆
込
み
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
大
名
の
裁
判
権
ま
で
が
蹂
躙
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
防
ぐ
方
に
主
眼
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

50
）。 

 
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
近
世
に
至
る
ま
で
健
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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こ
う
し
た
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
は
、 

 
本
末
制
と
寺
請
制
の
確
立
を
背
景
に
、
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
ど
の
町
や
村
に
も
所
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
お
よ
そ
誰
も
が
旦
那
寺
を

も
っ
た
。
寺
院
は
人
び
と
の
信
仰
や
生
活
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
く
。
僧
侶
は
人
び
と
と
関
係
を
切
り
結
ぶ
な
か
で
、
手
習

を
指
導
す
る
い
わ
ば
町
や
村
の
教
師
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
た
の
で
あ
っ
た（

51
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
と
し
て
始
ま
っ
た
寺
檀
制
度
の
中
で
多
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
は
、
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
が
「
世
間
一
般
の
法
や
権
力
」
と
直
接
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
世
間
一
般
の
法
や
権

力
」
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
と
も
い
え
る（

52
）。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
変
化
の
中
で
寺
院
に
新
た
な

機
能
・
役
割
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
喜
直
彦
は
捨
子
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
寺
院
の
社
会
福
祉
的
な
機
能
を
指
摘

し
て
い
る（

53
）。
大
喜
は
、
捨
子
の
捨
て
場
所
の
多
く
が
路
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
網
野
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
路
を
含
め

「
捨
て
場
所
は
ほ
ぼ
す
べ
て
境
界
の
場
、「
無
縁
」
の
場
」
で
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
の
上
で
、
捨
子
の
そ
の
後
に
関
す
る
史
料
な
ど
か

ら
、  

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
い
え
る
の
は
、
捨
子
が
寺
院
関
係
者
と
な
る
例
が
多
い
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
寺
院
が
社
会
福
祉

的
な
機
能
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 
と
述
べ
て
い
る
。 

「
世
間
か
ら
逃
れ
る
ア
ジ
ー
ル
（
世
俗
の
権
力
が
及
ば
な
い
聖
域
）」
で
あ
る
寺
院
は
、「
世
間
一
般
の
法
や
権
力
」
に
対
す
る
存
在
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と
し
て
の
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
時
代
が
経
る
中
で
、「
世
間
一
般
の
法
や
権
力
」
に
対
す
る
力
は
様
々
な
形
で
展
開
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
、
現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
と
し
て
何
が
指
摘
で
き
る
の
か
が
次
の
課
題
で

あ
る
。 

四
．
現
代
に
お
け
る
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
の
社
会
的
役
割
 

ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
の
歴
史
を
踏
ま
え
、
現
代
に
お
け
る
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
寺
院
の
社
会
的
役
割
と
し
て
二
点
指
摘
し
た

い
。 第

一
に
、「
地
域
社
会
に
寺
院
が
あ
る
こ
と
（
Being）」
の
社
会
的
役
割
と
は
、
寺
院
が
社
会
と
隔
絶
し
た
存
在
で
は
な
く
、
社
会

の
中
で
「
ア
ジ
ー
ル
で
あ
ろ
う
と
し
続
け
る
」
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
寺
院
は
、
仏
の
教
え
を
保
持
す
る
こ
と
か
ら
成
立
す
る
「
無

縁
」
の
場
・「
ア
ジ
ー
ル
」
と
し
て
の
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
に
果
た
そ
う
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
寺
院
活
動
の
多
様
性
の
原
因
が
あ
る
。 

第
二
に
、
寺
院
が
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
際
に
は
、「
社
会
的
弱
者
へ
の
視
点
」
と
「
社
会
と
の
対
峙
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。

両
者
は
、
社
会
と
対
峙
す
る
た
め
に
、
社
会
の
制
度
・
価
値
観
・
常
識
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
人
び
と
（
社
会
的
弱
者
）
へ
の
視
点
を
有

す
る
。
社
会
的
弱
者
へ
の
視
点
を
有
す
る
た
め
に
、
社
会
的
弱
者
を
生
み
出
す
よ
う
な
社
会
へ
と
対
峙
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
、
と

い
っ
た
関
係
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
に
示
唆
を
与
え
る
の
が
、
金
澤
豊
・
真
名
子
晃
征
に
よ
る
教
誨
師
に
関
す
る
研

究
で
あ
る
。
彼
ら
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
し
て
の
教
誨
師
と
い
う
視
点
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
し
て
の
教
誨
師
の
最
も
大
き
な
役
割
は
「
塀
の
中
」
で
あ
る
刑
務
所
と
、「
塀
の
外
」
の
社
会
を

つ
な
ぐ
架
け
橋
と
な
り
、
受
刑
者
を
外
の
社
会
へ
導
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
教
誨
師
は
「
塀
の
外
」
で
あ
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る
社
会
に
対
し
て
、
刑
務
所
の
実
情
を
伝
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
な
役
割
で
あ
る
と
い
え
る（

54
）。 

 
金
澤
・
真
名
子
は
、
教
誨
師
が
「
塀
の
外
」
と
「
塀
の
中
」
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
と
な
り
う
る
と
い
う
根
拠
を
、
教
誨
師
は
受
刑
者
と
直

接
関
係
を
持
て
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
塀
の
中
」「
塀
の
外
」、
そ
し
て
、「「
塀
の
中
」
は
決
し
て
「
社
会
の
外
」

で
は
な
い
の
だ（

55
）」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。「
社
会
」
に
は
幾
つ
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
同

列
に
並
ぶ
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
優
劣
・
格
差
な
ど
が
存
在
し
て
し
ま
う
。「
社
会
の
中
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
社
会
か
ら
隔
絶

さ
れ
た
「
塀
の
中
」
を
「
社
会
の
外
」
と
し
て（

56
）」
見
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
塀
の
中
」
か
ら
「
塀
の
外
」

へ
と
、「
社
会
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
と
こ
ろ
」
か
ら
「
社
会
へ
」
と
つ
な
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
ア
ジ
ー
ル
」

と
し
て
の
機
能
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
こ
の
点
は
、
寺
院
・
僧
侶
に
と
っ
て
大
き
な
視
点
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 
現
代
に
お
い
て
も
、
移
民
・
路
上
生
活
者
な
ど
暴
力
と
餓
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
人
々
の
増
加
は
、
深
刻
な
世
界
的
問
題
と
な
り
つ

つ
あ
る
。
現
代
ア
ジ
ー
ル
の
最
重
要
課
題
も
こ
こ
に
あ
る（

57
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
貧
困
は
日
本
を
含
め
世
界
的
課
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
寺
院
だ
け
で
な
く
政
府
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
な
ど
に
よ

っ
て
様
々
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
「
自
助
（
自
分
自
身
で
身
を
守
る
こ
と
）」「
共
助

（
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
が
協
力
し
て
助
け
合
う
こ
と
）」「
公
助
（
公
的
機
関
に
よ
る
援
助
）」
と
あ
る
中
で
、「
公
助
」
が
縮
小

さ
れ
、
し
か
も
「
公
助
」
と
「
自
助
」「
共
助
」
と
の
間
が
大
き
く
広
が
り
つ
つ
あ
る
状
態
で
あ
り
、「
公
助
」
へ
と
至
れ
な
い
人
が
多

く
な
っ
て
い
る
。「
公
助
」
と
「
自
助
」「
共
助
」
は
つ
な
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

58
）。
寺
院
の
活
動
が
「
共
助
」
で
あ
り
、

そ
こ
に
「
ア
ジ
ー
ル
」
と
し
て
の
機
能
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
公
助
」
へ
と
つ
な
ぐ
こ
と
に
寺
院
の
社
会
的
役
割
の
一
つ
が
あ
る
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と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
う
し
た
寺
院
の
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
役
割
を
考
え
る
時
、
今
後
の
課
題
と
し
て
重
要
と
な
る
の
は
、「
寺
院
」
と
い
う
建
築
物
そ

の
も
の
、
視
覚
を
含
む
感
覚
的
な
部
分
へ
の
再
評
価
で
あ
る
。
寺
院
を
「
ア
ジ
ー
ル
」
と
し
た
成
り
立
た
せ
る
根
拠
は
「
神
仏
」
で
あ

り
、
伊
藤
等
が
「
仏
教
寺
院
や
地
蔵
で
特
徴
的
な
の
は
、
本
来
目
に
見
え
な
い
は
ず
の
ホ
ト
ケ
と
い
う
存
在
を
造
形
化
し
た
仏
像
が
存

在
す
る
こ
と（

59
）」
を
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
、 

 
寺
院
の
手
習
塾
に
お
い
て
、
仏
典
を
使
っ
て
教
義
や
思
想
を
教
え
る
仏
教
教
育
は
行
わ
れ
ず
と
も
、
そ
こ
に
居
る
者
に
対
し
て
自

ず
と
そ
の
寺
院
と
い
う
空
間
が
作
用
す
る
仏
教
的
影
響
は
排
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
空
間
を
構
成
す
る
要
素
は
、
鐘
の
音
、
香

の
臭
い
、
読
経
の
声
な
ど
も
あ
り
、
多
様
で
あ
る
。
そ
の
全
体
が
寺
子
に
対
し
、
陰
に
陽
に
与
え
る
影
響
の
実
際
は
測
り
よ
う
も

な
い
が
、
あ
る
い
は
宗
教
的
情
操
と
呼
ん
で
よ
い
よ
う
な
広
義
の
人
間
形
成
作
用
に
通
じ
る
契
機
が
、
手
習
と
い
う
文
字
を
学
ぶ

行
為
の
そ
ば
で
生
じ
て
た
な
ら
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
仏
教
教
育
の
可
能
性
を
ま
な
ざ
す
こ
と
は
、
決
し
て
無
意
味
な
作
業
で
な

い
は
ず
で
あ
る（

60
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
「
寺
院
」
空
間
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
る
研
究
を
今
後
注
目
し
て
い
き
た
い（

61
）。 

お
わ
り
に
 

現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
は
、
様
々
な
分
野
で
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
が
既
に
も
っ
て
い
る
「
資

源
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
社
会
の
中
で
単
に
転
用
す
る
と
こ
ろ
だ
け
に
社
会
的
役
割
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
人
口
減
少
社
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会
・
超
高
齢
化
社
会
が
進
展
す
る
ほ
ど
に
、
寺
院
の
社
会
的
役
割
は
減
少
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
が
既
に
も

っ
て
い
る
「
資
源
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
維
持
で
き
ず
、
崩
壊
し
始
め
て
い
る
の
が
、
人
口
減
少
社
会
・
超
高
齢
化
社
会
で
あ
る
と

理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
」
を
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
源
泉
は
何
か
」

と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、「
ア
ジ
ー
ル
」
と
い
う
概
念
に
ま
で
遡
り
、「
寺
院
を
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
」
現
代
社
会
へ
生
か
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。 

し
か
し
本
論
文
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
ア
ジ
ー
ル
等
の
研
究
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
研
究
意
図
・
成
果
を
誤
読
し
て
い
る
可
能
性
は
大
き
く
、
本
論
文
の
説
得
力
は
そ
れ
ほ
ど
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
認

め
た
上
で
、
本
論
文
が
最
も
強
調
す
る
点
だ
け
示
し
て
お
き
た
い
。
寺
院
に
お
け
る
社
会
的
役
割
に
対
し
て
、 

 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
め
あ
て
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

気
づ
け
る
よ
う
な
場
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
、
御
同
朋
・
御
同
行
と
い
う
意
識
を
培
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
本
来
の
機
能
・
目
的

が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う（

62
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
受
け
る
も
の
に
と
っ
て
間
違
い
の
な
い
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
仮
に
「
御
同
朋
・
御
同
行
」
と
し
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
受
け
た
も
の
た
ち
だ
け
で
隔
絶
さ
れ
た
集
団
を
形
成
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
「
社
会
の
中
」
に
あ
り
な
が
ら
実
際
に
は
「
社
会
の
外
」
に
閉
じ
ら
れ
た
集
団
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、「
御
同
朋
・
御
同
行
」
と
い
う
枠
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
方
向
か
、「
御
同
朋
・
御

同
行
」
が
「
社
会
の
中
」
で
開
か
れ
た
集
団
と
し
て
他
者
と
交
流
し
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
「
伝
道
」
に
直
結

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
の
方
向
に
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
の
が
「
ア
ジ
ー
ル
」
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
加
え
る
な
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ら
ば
、
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
集
団
と
し
て
あ
る
の
か
、
と
い
う
の
は
親
鸞
聖
人
以
後
の
人
び
と
が
直
面
す
る
課
題
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
網
野
と
と
も
に
ア
ジ
ー
ル
研
究
者
と
し
て
著
名
な
阿
部
謹
也
は
、
親
鸞
に
み
ら
れ
る
善
・
自
力
・
追
善
供

養
・
弟
子
・
学
問
等
の
否
定
が
徹
底
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
教
え
を
受
け
た
人
々
の
間
に
は
新
し
い
生
き
方
が
生
ま
れ
た
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
現
世
だ
け
で
な
く
、
来
世
の
運
命
に
対
す
る
確
信
に
よ
っ
て
裏
付
け
あ
っ
れ
た
こ
れ
ら
の
人
々
の
集
団
は
、
わ
が
国
の
集
団
の
中

で
傑
出
し
た
存
在
と
し
て
、
特
に
一
向
一
揆
や
百
姓
一
揆
に
際
し
て
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
以
降
そ
の
特

色
は
薄
れ
つ
つ
あ
る
が
、
わ
が
国
の
歴
史
の
中
で
門
徒
の
集
団
が
つ
く
り
あ
げ
た
新
し
い
人
間
関
係
の
あ
り
方
に
は
無
視
で
き
な

い
も
の
が
あ
る
。
初
期
に
は
い
わ
ゆ
る
「
世
間
」
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
講
や
組
織
を
意
識
的
に
別
個
の
も
の
と
し
て
つ
く
り
あ

げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
「
世
間
」
の
歴
史
の
中
で
ま
っ
た
く
新
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た（

63
）。 

 
「
現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
」
と
は
、「
社
会
の
中
」
で
ど
う
「
ア
ジ
ー
ル
」
で
あ
ろ
う
と
し
続
け
る
の
か
と
模
索
す
る
営
み

の
中
で
創
造
さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
本
論
の
一
つ
の
結
論
と
し
た
い
。 

 
【
註
】 

（
1
）
二
〇
二
三
年
四
月
十
二
日
、
総
務
省
は
二
〇
二
二
年
十
月
一
日
時
点
の
人
口
推
計
を
発
表
し
、
人
口
減
少
は
十
二
年
連
続
、
前
年
比
約
五
十
五
万
人
減
、

一
九
七
二
年
の
本
土
復
帰
以
降
は
じ
め
て
沖
縄
県
が
人
口
減
少
な
ど
の
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
産
経
新
聞
「
過
去
最

大
の
人
口
減
　
社
会
構
造
の
変
革
議
論
せ
よ
」
二
〇
二
三
年
四
月
十
六
日
付
） 

（
2
）
木
越
康
（
研
究
代
表
者
）、
東
舘
紹
見
、
山
下
憲
昭
、
徳
田
剛
、
藤
枝
真
、
藤
元
雅
文
「
地
域
社
会
と
寺
院
の
抱
え
る
問
題
点
の
研
究
―
課
題
と
分
析
視

覚
―
」『
真
宗
総
合
研
究
所
紀
要
』
三
十
五
号
、
二
〇
一
七
年
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（
3
）
小
谷
み
ど
り
「
寺
院
と
の
か
か
わ
り
〜
寺
院
の
今
日
的
役
割
と
は
」
LifeDesign REPORT Autum
n　
二
〇
〇
九
年
 

（
4
）『
選
択
す
る
未
来
―
人
口
推
計
か
ら
見
え
て
く
る
未
来
像
―「
選
択
す
る
未
来
」
委
員
会
報
告
　
解
説
・
資
料
集
』
第
二
章
　
人
口
・
経
済
・
地
域
社
会

の
将
来
像
　（
三
）
人
口
急
減
・
超
高
齢
化
の
問
題
点
 

（
5
）
国
土
審
議
会
計
画
推
進
部
会
　
国
土
の
長
期
展
望
専
門
委
員
会
「「
国
土
の
長
期
展
望
」」
中
間
と
り
ま
と
め
」（
二
〇
二
〇
年
二
月
）、
増
田
寛
也
＋
日

本
創
成
会
議
人
口
減
少
問
題
検
討
分
科
会
「
ス
ト
ッ
プ
人
口
急
減
社
会
」（『
中
央
公
論
』
二
〇
一
四
年
六
月
号
） 

（
6
）
櫻
井
義
秀
「
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
心
の
あ
り
方
と
宗
教
の
役
割
」『
人
口
減
少
社
会
と
宗
教
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年
 

（
7
）
川
又
俊
則
「
人
口
減
少
時
代
と
宗
教
」
島
薗
進
、
末
木
文
美
士
、
大
谷
栄
一
、
西
村
明
編
『
模
索
す
る
現
代
』
春
秋
社
、
二
〇
二
一
年
。
ほ
か
寺
院
の

危
機
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
鵜
飼
秀
徳
『
寺
院
消
滅
』（
日
系
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
五
年
）
が
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。 

（
8
）
猪
瀬
優
里
「
関
係
基
盤
と
し
て
の
寺
院
―
社
会
関
係
資
本
論
の
視
点
を
ど
う
活
か
す
か
―
」『
龍
谷
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
四
十
六
号
、
二
〇
一
五
年
 

（
9
）
小
谷
み
ど
り
「
寺
院
と
の
か
か
わ
り
〜
寺
院
の
今
日
的
役
割
と
は
」 

（
10
）
文
化
庁
『
令
和
二
年
版
　
宗
教
年
鑑
』。
寺
院
数
は
約
七
六
〇
〇
〇
で
あ
り
、
一
般
社
団
法
人
日
本
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
協
会
に
よ
れ
ば
、
二
〇

二
三
年
四
月
時
点
で
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
店
舗
数
は
五
五
七
五
九
。 

（
11
）
大
谷
栄
一
「
な
ぜ
、
お
寺
が
社
会
活
動
を
行
う
の
か
？
」
大
谷
栄
一
編
『
と
も
に
生
き
る
仏
教
│
お
寺
の
社
会
活
動
最
前
線
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九

年
）
二
十
八
頁
 

（
12
）
櫻
井
義
秀
『
し
あ
わ
せ
の
宗
教
学
―
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
研
究
の
視
座
か
ら
―
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年
、
四
十
一
頁
 

（
13
）
小
川
有
閑
「
僧
侶
に
よ
る
〝
脱
〞
社
会
活
動
―
自
死
対
策
の
現
場
か
ら
」
西
村
明
責
任
編
集
『
い
ま
宗
教
の
向
き
あ
う
二
　
隠
さ
れ
る
宗
教
、
顕
れ
る

宗
教
　
国
内
編
Ⅱ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
一
二
六
頁
 

（
14
）
宗
門
教
学
会
議
と
は
、「
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
」
に
貢
献
す
る
方
途
を
模
索
す
る
た
め
に
、
様
々
な
分
野
で
活
躍
す

る
有
識
者
を
招
聘
し
現
代
社
会
の
諸
課
題
を
テ
ー
マ
と
し
て
議
論
を
行
う
会
議
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
宗
門
教
学
会
議
に
つ
い
て
は
、
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
総
合
研
究
所
Ｈ
Ｐ
（
http://j-soken.jp/dow
nload/8680）
に
て
報
告
記
事
の
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
。 

（
15
）
櫻
井
義
秀
「
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
心
の
あ
り
方
と
宗
教
の
役
割
」 

（
16
）「
宗
教
法
人
の
公
益
性
―
二
つ
の
法
人
制
度
の
比
較
か
ら
」
西
村
明
責
任
編
集
『
い
ま
宗
教
に
向
き
合
う
二
　
隠
さ
れ
る
宗
教
、
顕
れ
る
宗
教
　
国
内
編

Ⅱ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
一
五
七
〜
一
五
八
頁
 

（
17
）
稲
葉
圭
信
「
宗
教
の
社
会
貢
献
―
宗
教
的
利
他
主
義
の
実
践
と
共
生
社
会
の
模
索
」
池
澤
優
編
『
政
治
化
す
る
宗
教
、
宗
教
化
す
る
政
治
　
世
界
編
Ⅱ
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
。
な
お
稲
葉
は
、「
宗
教
の
社
会
貢
献
」
を
「
宗
教
者
、
宗
教
団
体
、
あ
る
い
は
宗
教
と
関
連
す
る
文
化
や
思
想
な
ど
が
、
社
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会
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る
問
題
の
解
決
に
寄
与
し
た
り
、
人
々
の
生
活
の
質
の
維
持
・
向
上
に
寄
与
し
た
り
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
い
る
。 

（
18
）
稲
葉
圭
信
「
コ
ラ
ム
⑤
宗
教
の
災
害
へ
の
対
応
」（
島
薗
進
、
末
木
文
美
士
、
大
谷
栄
一
、
西
村
明
編
『
近
代
日
本
宗
教
史
　
第
六
巻
　
模
索
す
る
現

代
』
春
秋
社
、
二
〇
二
一
年
）。
ま
た
、
大
窪
健
之
、
林
倫
子
、
伊
津
野
和
行
、
深
川
良
一
、
里
深
良
一
、
建
山
和
由
、
酒
匂
一
成
、
大
岡
優
「
東
日
本

大
震
災
に
お
け
る
地
域
文
化
遺
産
の
避
難
所
と
し
て
の
活
用
実
態
」（『
歴
史
都
市
防
災
論
文
集
』
五
巻
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
、
寺
院
の
避
難
所
と
し

て
の
事
例
を
紹
介
し
、
寺
院
の
防
災
拠
点
と
し
て
の
展
望
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
安
藤
徳
明
（「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
寺
院
の
避
難
所
開
設
要
因

の
定
量
的
分
析
」『
宗
教
と
社
会
貢
献
』
六
巻
一
号
、
二
〇
一
六
年
）
は
、
寺
社
が
避
難
所
と
な
っ
た
最
も
重
要
な
要
因
は
、「
行
政
か
ら
の
避
難
指
定

所
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
寺
院
属
性
の
中
で
「
唯
一
行
政
が
操
作
可
能
な
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
19
）
災
害
時
に
お
け
る
寺
院
を
含
む
宗
教
者
、
宗
教
団
体
の
活
動
が
東
日
本
大
震
災
以
前
に
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
大
村
英
昭
、
家
本
博
一
、

宮
田
幸
一
「
特
集
　
い
ま
、
宗
教
の
社
会
的
役
割
を
問
う
」『
東
洋
学
術
研
究
』
三
十
四
巻
一
号
、
一
九
九
五
年
）
が
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
「
阪
神
・

淡
路
大
震
災
で
は
宗
教
者
が
い
わ
ば
素
性
を
隠
し
て
ひ
っ
そ
り
と
支
援
活
動
を
行
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
宗
教
者
が
堂
々
と
連

携
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
被
災
者
に
寄
り
添
っ
た
」（
高
橋
原
「
大
震
災
後
の
宗
教
者
に
よ
る
社
会
貢
献
と
「
心
の
ケ
ア
」
の
誕
生
」
西
村
明
責
任
編
集

『
い
ま
宗
教
に
向
き
合
う
二
　
隠
さ
れ
る
宗
教
、
顕
れ
る
宗
教
　
国
内
編
Ⅱ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
一
一
三
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、

全
国
の
避
難
所
、
宗
教
施
設
を
集
積
し
た
日
本
最
大
級
の
災
害
救
援
・
防
災
マ
ッ
プ
と
し
て
、
未
来
共
生
災
害
救
援
マ
ッ
プ
（
http://relief.hus. 

osaka-u.ac.jp/m
ap/）
が
あ
る
。 

（
20
）「
地
方
に
お
い
て
寺
院
は
見
守
り
・
移
動
サ
ー
ビ
ス
拠
点
と
な
り
う
る
か
」『
都
市
計
画
論
文
集
』
vol.
五
十
四
、
№
三
、
二
〇
一
九
年
 

（
21
）
科
学
研
究
費
助
成
事
業
　
挑
戦
的
研
究
（
開
拓
）「
超
高
齢
・
多
死
社
会
へ
の
新
し
い
ケ
ア
・
ア
プ
ロ
ー
チ
：
地
域
包
括
ケ
ア
に
お
け
る
Ｆ
Ｂ
Ｏ
の
役

割
」
研
究
成
果
報
告
書
『
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
寺
院
・
僧
侶
の
可
能
性
』（
二
〇
二
三
年
三
月
）。
ま
た
、
Ｂ
Ｓ
Ｒ
推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
寺
院
へ
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
継
続
的
な
調
査
と
報
告
も
行
っ
て
い
る
（
https://chikouken.org/activity/activity_cat06/） 

（
22
）
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
合
っ
た
医
療
・
介
護
・
予
防
・
住
ま
い
・
生
活
支
援
が
確
保
さ
れ
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
厚
労
省
Ｈ
Ｐ
（
https:// 

w
w
w.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/）
参
照
 

（
23
）
川
又
俊
則
「
老
い
を
生
き
る
人
び
と
の
信
仰
―
高
齢
者
福
祉
施
設
と
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
注
目
し
て
―
」（『
鈴
鹿
大
学
・
鈴
鹿
大
学
短
期
大
学

部
紀
要
　
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』
五
号
、
二
〇
二
二
年
）、
奈
良
修
三
「
社
会
資
源
と
し
て
の
地
域
寺
院
の
福
祉
的
活
用
の
考
察
」（『
福
祉
社
会
開

発
研
究
』
十
六
号
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
 

（
24
）
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
（
https://w
w
w.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.htm
l） 

（
25
）
稲
葉
圭
信
「
コ
ラ
ム
⑤
宗
教
の
災
害
へ
の
対
応
」 
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（
26
）
沈
一
擎
・
稲
葉
圭
信
「
都
市
部
宗
教
施
設
の
避
難
所
活
用
は
可
能
な
の
か
―
施
設
の
災
害
対
応
力
と
減
災
へ
の
取
組
に
注
目
す
る
―
」『
災
害
と
共
生
』

四
巻
二
号
、
二
〇
二
一
年
 

（
27
）『
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
寺
院
・
僧
侶
の
可
能
性
』 

（
28
）
菊
川
一
道
「「
お
寺
」
と
地
域
の
公
共
性
―
な
ぜ
、
寺
は
潰
れ
な
い
の
か
？
」
小
林
正
弥
監
修
　
藤
丸
智
雄
編
『
本
願
寺
白
熱
教
室
』
法
蔵
館
、
二
〇
一

五
年
、
二
〇
一
頁
 

（
29
）「
寺
院
と
公
共
性
　
浄
土
真
宗
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
）」『
宗
報
』
二
〇
一
三
年
八
月
号
。「
宗
教
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
を
醸
成
し
、
人
び
と
の
関
係
性
を
取
り
戻
す
こ
と
、
信
頼
感
の
回
復
や
互
恵
性
の
情
勢
に
役
立
つ
こ
と
を
現
実
態
と
し
て
分
析
し
、
説
明
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
可
能
態
と
し
て
の
論
義
も
行
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」（
櫻
井
義
秀
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
の
射
程
と
宗
教
」『
宗

教
と
社
会
貢
献
』
一
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
） 

（
30
）
猪
瀬
優
里
「
関
係
基
盤
と
し
て
の
寺
院
―
社
会
関
係
資
本
論
の
視
点
を
ど
う
活
か
す
か
―
」。
ほ
か
に
、「
寺
院
が
つ
く
る
地
域
―
仏
教
婦
人
会
の
活
動

を
中
心
に
―
」（『
宗
教
研
究
』
八
十
八
巻
別
冊
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。 

（
31
）「
寺
院
と
公
共
性
　
お
寺
を
支
え
る
仕
組
み
」『
宗
報
』
二
〇
一
五
年
三
月
号
 

（
32
）
櫻
井
義
秀
・
川
又
俊
則
編
『
人
口
減
少
社
会
と
寺
院
―
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
視
座
か
ら
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年
、
四
二
一
頁
 

（
33
）「
発
信
力
を
持
つ
僧
侶
の
活
動
は
、
発
信
力
を
持
た
な
い
僧
侶
に
と
っ
て
は
、
我
が
事
と
は
な
ら
ず
、「
あ
れ
は
特
別
な
人
が
や
れ
る
こ
と
で
、
う
ち
で

は
無
理
」
と
い
う
他
人
事
の
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
」（
小
川
有
閑
「
地
域
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
責
任
―
月
刊
『
地
域
寺
院
』
を
資
料
と

し
て
―
」『
地
域
構
想
』
一
号
、
二
〇
一
九
年
） 

（
34
）
本
論
文
は
大
阪
大
学
大
竹
文
雄
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w
w
w
2.econ.osaka-u.ac.jp/~ohtake/index.htm
）
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。
な

お
、
本
研
究
を
も
と
に
、
産
経
新
聞
で
は
「
神
社
仏
閣
の
近
く
で
育
つ
と
「
幸
せ
」
感
じ
や
す
い
　
大
阪
大
教
授
ら
が
分
析
」（
二
〇
一
七
年
五
月
十
四

日
付
）
と
報
道
さ
れ
た
。 

（
35
）
湯
浅
泰
雄
『
日
本
人
の
宗
教
意
識
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
）、
山
折
哲
雄
『
神
と
仏
　
日
本
人
の
宗
教
観
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
八

三
年
） 

（
36
）
伊
藤
等
は
、「
寺
院
・
地
蔵
菩
薩
」
と
し
て
い
る
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｒ
・
ラ
フ
ル
ー
ア
が
「
地
蔵
は
〈
救
う
者
で
あ
る
と
同
時
に
救
わ
れ
る
者
〉
を
著

し
て
お
り
、
中
絶
で
あ
れ
他
の
こ
と
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
「
間
違
い
を
犯
し
た
」
親
た
ち
の
祈
り
と
謝
罪
の
両
方
を
受
け
と
る
の
で
あ
る
」（『
水
子
　

〈
中
絶
〉
を
め
ぐ
る
日
本
文
化
の
底
流
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
六
十
六
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
蔵
菩
薩
は
寺
院
と
は
異
な
る
役
割
が

担
わ
さ
れ
て
き
て
い
る
と
も
い
え
、
両
者
を
分
け
て
論
じ
る
必
要
性
も
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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（
37
）
稲
葉
圭
信
「
無
自
覚
の
宗
教
性
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」『
宗
教
と
社
会
貢
献
』
一
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
 

（
38
）
伊
藤
高
広
・
窪
田
康
平
・
大
竹
文
雄
「
寺
院
・
地
蔵
・
神
社
の
社
会
・
経
済
的
帰
結
：
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
通
じ
た
所
得
・
幸
福
度
・
健
康

へ
の
影
響
」 

（
39
）
菊
川
一
道
「「
お
寺
」
と
地
域
の
公
共
性
―
な
ぜ
、
寺
は
潰
れ
な
い
の
か
？
」
小
林
正
弥
監
修
　
藤
丸
智
雄
編
『
本
願
寺
白
熱
教
室
』
一
九
九
頁
 

（
40
）
小
川
有
閑
「
僧
侶
に
よ
る
〝
脱
〞
社
会
活
動
―
自
死
対
策
の
現
場
か
ら
」 

（
41
）
大
菅
俊
幸
編
　
島
薗
進
、
川
又
俊
則
、
前
田
伸
子
著
『
仏
教
の
底
力
　
現
代
に
求
め
ら
れ
る
社
会
的
役
割
』
明
石
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
一
二
三
頁
 

（
42
）『
日
本
民
族
大
辞
典
』
上
巻
、
二
十
頁
 

（
43
）
伊
藤
正
敏
『
ア
ジ
ー
ル
と
国
家
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
三
十
頁
。
な
お
、
寺
院
、
教
会
な
ど
の
ア
ジ
ー
ル
を
「
空
間
的
ア
ジ
ー
ル
」
と
し
、
そ

の
他
に
「
人
的
ア
ジ
ー
ル
」「
時
間
的
ア
ジ
ー
ル
」
が
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

（
44
）
神
田
千
里
『
宗
教
で
読
む
戦
国
時
代
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
二
六
頁
 

（
45
）『
増
補
　
無
縁
・
公
界
・
楽
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
六
年
 

（
46
）「
有
主
・
有
縁
│
私
的
所
有
が
、
無
主
・
無
縁
の
原
理
―
無
所
有
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
事
実
」（『
増
補
　

無
縁
・
公
界
・
楽
』
二
一
二
頁
）、「
戦
国
時
代
、「
無
縁
」「
公
界
」「
楽
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
性
格
を
規
定
さ
れ
た
、
場
、
あ
る
い
は
人
（
集
団
）
の

根
本
的
な
特
質
は
、
こ
れ
ま
で
く
り
返
し
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
主
従
関
係
、
親
族
関
係
等
々
の
世
俗
の
縁
と
切
れ
て
い
る
点
に
あ
る
」（『
増
補
　
無

縁
・
公
界
・
楽
』
一
一
〇
頁
）。 

（
47
）
伊
藤
正
敏
『
ア
ジ
ー
ル
と
国
家
』
一
二
二
頁
 

（
48
）『
駆
込
寺
と
村
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
 

（
49
）
大
喜
直
彦
は
、「
室
町
期
以
降
、
都
市
の
経
済
力
の
展
開
と
と
も
に
、
捨
子
も
生
存
で
き
る
条
件
が
生
ま
れ
、
や
が
て
近
世
に
入
り
「
町
」
と
し
て
捨
子

問
題
に
対
処
す
る
制
度
が
成
立
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
」（『
中
世
び
と
の
信
仰
社
会
史
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
二
八
二
頁
）
と
述
べ
、
そ
の
寺
内
町

に
お
い
て
捨
子
養
子
制
度
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
林
宏
俊
「
近
世
京
都
に
お
け
る
寺
院
町
の
運
営
と
捨
子
」（『
奈
良
史
学
』
三
十
号
、
二
〇
一
三

年
）
が
指
摘
し
て
い
る
。 

（
50
）
神
田
千
里
『
宗
教
で
読
む
戦
国
時
代
』
一
四
七
頁
 

（
51
）
梶
井
一
暁
「
文
字
学
習
の
場
と
し
て
の
近
世
寺
院
に
関
す
る
一
考
察
」『
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
集
録
』
一
六
六
号
、
二
〇
一
七
年
 

（
52
）
こ
の
点
を
伊
藤
正
敏
『
ア
ジ
ー
ル
と
国
家
』
で
は
、「
絶
対
的
ア
ジ
ー
ル
」「
相
対
的
ア
ジ
ー
ル
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。 

（
53
）『
中
世
び
と
の
信
仰
社
会
史
』「
第
二
章
　
子
ど
も
と
神
仏
―
捨
子
、
境
界
の
子
―
」 
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（
54
）
金
澤
豊
・
真
名
子
晃
征
「
教
誨
師
と
更
生
活
動
」
葛
西
賢
太
・
板
井
正
斉
編
叢
書
　
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
『
ケ
ア
と
し
て
の
宗
教
』
明

石
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
六
十
六
頁
 

（
55
）
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
『
ケ
ア
と
し
て
の
宗
教
』
七
十
頁
 

（
56
）
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
『
ケ
ア
と
し
て
の
宗
教
』
七
十
頁
 

（
57
）
伊
藤
正
敏
『
ア
ジ
ー
ル
と
国
家
』
二
四
六
頁
 

（
58
）「
貧
困
と
社
会
福
祉
制
度
」『
宗
報
』
二
〇
二
二
年
三
月
号
 

（
59
）
伊
藤
高
広
・
窪
田
康
平
・
大
竹
文
雄
「
寺
院
・
地
蔵
・
神
社
の
社
会
・
経
済
的
帰
結
：
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
通
じ
た
所
得
・
幸
福
度
・
健
康

へ
の
影
響
」 

（
60
）
梶
井
一
暁
「
文
字
学
習
の
場
と
し
て
の
近
世
寺
院
に
関
す
る
一
考
察
」。
こ
の
点
は
、「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
―
本
願
寺
派
×
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
―
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
第
六
回
宗
門
教
学
会
議
（
二
〇
一
七
年
度
）
に
お
い
て
、
有
識
者
と
し
て
登
壇
さ
れ
た
水
谷
修
氏
が
紹
介
さ
れ
た
、
不
登
校
・
引
き
こ
も
り

の
子
ど
も
が
寺
院
や
宗
教
施
設
で
生
活
す
る
と
、
学
校
へ
の
戻
り
が
早
く
な
っ
た
り
、
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
例
と
の
関
わ
り
が
考

え
ら
れ
興
味
深
い
。 

（
61
）
近
年
話
題
と
な
る
こ
と
も
あ
る
寺
院
葬
に
関
し
て
、
佐
々
木
健
、
戸
田
千
春
「
寺
院
と
本
堂
の
利
用
の
実
態
　
国
指
定
文
化
財
を
除
く
寺
院
本
堂
を
対

象
と
し
て
」『
日
本
建
築
学
会
技
術
報
告
書
』（
二
十
七
巻
六
十
七
号
、
二
〇
二
一
年
）
に
は
、「
本
堂
葬
儀
を
選
択
す
る
こ
と
で
本
堂
の
利
用
や
寺
院
の

来
訪
機
会
を
増
や
す
事
例
も
み
ら
れ
る
」
と
あ
る
。 

（
62
）
佐
々
木
義
英
「
論
点
　
浄
土
真
宗
の
経
糸
と
横
糸
―
災
禍
に
あ
っ
て
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
―
」『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
十
六
号
、
二
〇
二
二

年
 

（
63
）『「
世
間
」
と
は
何
か
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
年
、
一
一
四
頁
。
な
お
、『
日
本
人
の
歴
史
意
識
―「
世
間
」
と
い
う
視
覚
か
ら
―
』（
岩
波
新

書
、
二
〇
〇
四
年
、
六
十
〜
六
十
一
頁
）
で
は
、「
彼
ら
は
魔
界
や
怨
霊
を
信
ず
る
こ
と
な
く
、
独
自
な
形
で
合
理
的
生
活
様
式
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の

意
味
で
日
本
の
怨
霊
信
仰
に
決
定
的
な
一
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
後
に
は
そ
れ
な
り
の
「
世
間
」
を
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
初
期
に

は
い
わ
ゆ
る
「
世
間
」
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
講
や
組
織
を
意
識
的
に
別
個
の
存
在
と
し
て
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の

「
世
間
」
の
歴
史
の
中
で
全
く
新
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
真
宗
教
団
史
が
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
新
た
に
描
か
れ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
阿
部
が
指
摘
す
る
「
講
」
と
は
、
中
世
以
降
、
念
仏
を
喜
ぶ
人
び
と
の
集
ま
り
か
ら
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
、

そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
、「「
講
」
と
い
う
歴
史
を
持
つ
関
係
が
、
住
民
の
集
落
へ
の
愛
着
、
お
寺
へ
の
愛
着
と
な
り
、
さ
ら
に
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
人

間
関
係
が
福
祉
的
な
活
動
へ
と
つ
な
が
り
、
住
み
や
す
い
田
舎
作
り
に
も
な
っ
て
い
る
」「
お
寺
が
地
域
の
歴
史
を
保
っ
て
お
り
、
そ
の
歴
史
が
共
有
さ
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れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
へ
の
愛
着
と
な
り
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
、
相
互
扶
助
の
活
動
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る

（「
寺
院
と
公
共
性
　
お
寺
を
支
え
る
仕
組
み
③
人
々
が
回
帰
す
る
ま
ち
づ
く
り
―
歴
史
の
共
有
と
継
承
力
―
」『
宗
報
』
二
〇
一
五
年
五
月
号
）。
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近
江
商
人
の
人
材
育
成
・
教
育
と
本
宅
空
間
の
機
能
 

　――
五
個
荘
町
の
事
例
を
中
心
に
――
 

野
　
村
　
淳
　
爾
 

は
じ
め
に
 

近
江
商
人
に
関
す
る
論
考
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
無
く
、
か
つ
様
々
な
視
点
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
。
特
に
浄
土
真
宗
と
の
接
点
か
ら

論
究
し
た
も
の
と
し
て
有
名
な
も
の
が
、
内
藤
莞
爾
氏
の
「
宗
教
と
経
済
倫
理
―
浄
土
真
宗
と
近
江
商
人
」
で
あ
る
。
内
藤
氏
の
説
を

実
証
的
な
手
法
で
補
完
し
、
研
究
を
す
す
め
た
窪
田
和
美
氏
に
よ
る
と
、
内
藤
氏
は
近
江
商
人
の
特
徴
と
し
て
、
一
般
の
商
人
と
比
較

し
て
以
下
の
四
点
を
挙
げ
る（

1
）と
い
う
。 

 
①
行
商
人
に
あ
り
が
ち
な
社
会
規
範
無
視
や
投
機
性
は
み
ら
れ
な
い
。 

②
家
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
さ
れ
る
「
吝
嗇
」
の
商
人
像
で
は
な
く
、
自
利
利
他
の
精
神
に
沿
っ
て
い
る
。 

③
仏
教
国
で
あ
る
近
江
の
出
身
者
に
共
通
の
精
神
的
基
盤
に
よ
る
教
育
効
果
の
顕
在
化
が
み
え
る
。 

④
近
江
商
人
の
精
神
的
態
度
は
経
済
機
構
に
対
応
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
当
時
の
市
場
は
充
分
整
備
さ
れ
て
い
な
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い
た
め
、
機
構
も
未
発
達
で
あ
っ
た
か
ら
対
応
の
必
要
す
ら
な
か
っ
た
。 

こ
の
中
、
よ
く
注
目
さ
れ
る
の
が
、
①
②
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
近
江
商
人
は
行
商
か
ら
展
開
し
た
商
人
で
は
あ
る
も
の
の
、
兼

実
・
勤
勉
で
あ
り
、
浪
費
せ
ず
倹
約
に
つ
と
め
る
が
、
単
な
る
「
ケ
チ
」
と
は
質
の
異
な
る
商
人
と
し
て
の
器
量
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
内
藤
氏
自
身
が
具
体
的
に
提
示
し
て
お
ら
ず
、
仏
教
国
近
江
の
地
に
お
け
る
教
育
効
果
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
近
江
商
人
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
あ
ま
り
議
論
の
進
ん
で
い
な
い
要
素
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
少
な
か
ら
ず
近
江

商
人
の
人
材
育
成
・
教
育
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
経
営
方
法
の
観
点
か
ら
の
論
究
が
多
く
、
従
業
員
や
後
継
者
へ

の
宗
教
的
教
育
に
言
及
し
た
も
の
は
少
な
い
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
③
の
議
論
を
進
め
る
こ
と
を
問
題
意
識
と
し
、
従
業
員
・
後
継
者

に
対
す
る
宗
教
的
意
味
を
付
与
す
る
教
育
に
つ
い
て
、
近
江
商
人
の
本
宅
の
空
間
機
能
に
着
目
し
、
そ
の
効
果
を
考
察
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

一
．
近
江
商
人
と
は
 

近
江
商
人
と
は
、
近
世
に
多
く
見
ら
れ
た
商
人
の
一
類
型
で
あ
り
、
近
江
国
に
本
宅
（
本
家
・
本
店
）
を
置
い
て
他
国
稼
ぎ
を
し
た

商
人
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る（

2
）。
し
か
も
、
た
だ
「
近
江
国
」
全
域
か
ら
出
た
商
人
を
近
江
商
人
と
呼
称
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る

程
度
限
定
さ
れ
た
地
域
の
出
身
の
商
人
だ
け
を
指
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
域
は
、
特
に
近
江
中
郡
（
蒲
生
、
神
崎
、
愛
知
）
の

湖
東
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
名
を
冠
し
て
、
日
野
商
人
、
五
個
荘
商
人
、
八
幡
商
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
一
般
的
に
、
往
路
に
お
い
て
自
国
の
麻
や
陶
器
な
ど
の
特
産
物
や
上
方
で
購
入
し
た
物
品
を
他
国
に
持
ち
下
り
販
売
し
、
復
路
に

お
い
て
他
国
の
特
産
物
を
仕
入
れ
て
上
方
へ
販
売
し
な
が
ら
持
ち
帰
る
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
の
こ
ぎ
り
商
い
」
と
言
わ
れ
る
手
法
で
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あ
っ
た
。
そ
の
行
商
で
成
功
し
た
者
の
中
に
は
、
問
屋
的
機
能
も
兼
ね
備
え
、
つ
い
に
は
地
方
に
支
店
を
設
け
る
ま
で
に
至
っ
た
商
人

も
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
近
江
に
本
宅
を
置
き
な
が
ら
も
、
江
戸
の
日
本
橋
通
り
、
大
阪
の
本
町
、
京
都
の
三
条
通
り
な
ど
に
大
店

舗
を
構
え
る
近
江
商
人
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
近
江
商
人
の
生
活
の
特
徴
と
し
て
内
藤
莞
爾
氏
は
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る（

3
）。 

 
①
正
直
で
誠
実
な
人
物
で
あ
っ
た
。 

②「
商
売
一
途
」
に
生
き
、
職
業
の
遂
行
に
使
命
感
を
抱
い
て
い
た
。 

③
消
費
に
お
い
て
、
厳
し
い
倹
約
（
節
約
）
を
励
行
し
た（

4
）。 

 商
人
と
し
て
重
ん
ず
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
陰
徳
善
事
と
正
直
・
勤
勉
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
心
構
え
を
も
っ
て
出
精
（
仕
事
に
精
を
出

す
こ
と
）
す
る
こ
と
は
彼
ら
の
誇
り
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
使
命
と
も
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
精
神
の
涵
養
に
は
、
実
は

彼
ら
の
宗
教
心
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

5
）、
近
江
商
人
を
輩
出
し
た
近
江
国
は

ほ
と
ん
ど
の
村
落
に
寺
院
と
神
社
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
豊
か
な
宗
教
環
境
に
恵
ま
れ
た
地
で
あ
り
、
そ
の
土
地
で
醸
成
さ
れ
た

宗
教
心
が
活
発
な
経
営
実
践
の
背
景
に
あ
る
と
い
う
。
近
江
商
人
の
多
く
が
宗
教
心
を
大
事
に
し
た
こ
と
は
、
家
訓
や
店
則
に
も
見
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
制
作
さ
れ
た
外
村
与
左
衛
門
家
の
家
訓
に
は
「
神
社
仏
閣
を
尊
敬
い
た
す
べ
き
こ

と
、
常
々
仏
法
を
よ
く
聴
聞
し
、
忠
孝
を
存
じ
、
身
を
堅
固
に
も
つ
べ
し
、
朝
夕
内
仏
へ
参
詣
怠
る
べ
か
ら
ず
」
と
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う（

6
）。
こ
れ
を
見
る
と
、
仏
教
だ
け
で
な
く
、
神
道
や
忠
孝
を
説
く
儒
教
の
要
素
も
大
事
に
し
て
お
り
、
豊
か
な
宗
教
的
感
覚
が
窺
え

る
。
商
人
の
心
構
え
と
し
て
子
々
孫
々
に
伝
え
る
家
訓
の
中
に
、
宗
教
的
感
覚
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
外
村
与
左
衛
門
家
で
い
か
に
宗
教
的
情
操
を
教
育
す
る
か
が
商
人
像
の
形
成
の
営
み
の
う
え
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
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こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
家
訓
・
店
則
に
宗
教
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
近
江
商
人
は
他
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
以
下

の
も
の
が
あ
る
。 

 
一
　
惣
年
寄
役
続
而
被
為
　
仰
付
候
ハ
ヽ
御
上
様
之
御
威
光
を
役
儀
之
外
に
相
用
ひ
不
申
候
様
に
平
生
慎
第
一
之
事
 

　
　
附
リ
、
陰
徳
に
相
障
り
候
事
を
考
弁
可
有
之
事
 

一
　
仏
事
等
大
切
に
相
勤
可
申
事
 

一
　
惣
而
不
実
ケ
間
鋪
事
相
慎
可
申
事（

7
） 

 こ
れ
は
山
中
家
に
あ
る
『
慎
』
と
い
う
家
訓
で
あ
り
、
い
ま
は
冒
頭
の
三
条
だ
け
を
示
し
て
い
る
。
山
中
家
は
日
野
商
人
に
類
す
る

巨
商
で
あ
る
。
代
々
は
漆
器
職
を
生
業
と
し
た
が
、
初
代
山
中
兵
右
衛
門
は
姉
の
夫
が
製
造
し
た
日
野
椀
を
沼
津
に
持
ち
下
り
、
各
地

を
行
商
し
、
復
路
に
お
い
て
は
東
国
の
特
産
物
を
仕
入
れ
る
こ
と
を
続
け
た
と
い
う
。
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
は
店
舗
を
設
け
、

呉
服
太
物
商
を
始
め
、
そ
の
後
仙
台
方
面
ま
で
へ
も
行
商
し
た
。
日
野
商
人
の
多
く
は
醸
造
業
を
行
っ
て
お
り
、
山
中
家
も
の
ち
に
醸

造
業
に
も
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
『
慎
』
は
二
代
目
山
中
兵
右
衛
門
が
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）、
七
十
八
歳
の
時
に
十
ケ
条

を
示
し
た
も
の
で
あ
る（

8
）。
公
儀
・
上
様
を
第
一
に
重
ん
じ
、
陰
徳
を
大
事
に
し
、
さ
ら
に
仏
事
を
尊
崇
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
近
江
商
人
ら
し
い
「
不
実
」
を
慎
む
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 

こ
の
山
中
家
の
『
慎
』
の
他
に
も
、
仏
事
等
を
大
事
に
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
家
訓
・
店
則
は
多
数
見
ら
れ
る
が
、
多
く
の
近

江
商
人
を
輩
出
し
た
湖
東
地
方
は
、
特
に
真
宗
の
信
仰
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、
近
江
商
人
の
商
家
で
も
そ
の
多
く
は
真
宗
へ
の
信
仰

心
が
強
く
表
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
二
）
生
ま
れ
の
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
は
、
篤
信
の
念
仏
者
で
あ
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っ
た
と
い
う
。
特
に
本
願
寺
派
の
博
多
万
行
寺
の
七
里
恒
順
を
篤
く
敬
っ
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
り
、
近
江
商
人
を
代
表
す
る
念
仏
者

の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
遺
言
と
し
て
、「
一
族
は
他
力
安
心
の
信
条
に
よ
っ
て
生
活
を
す
る
こ
と
。
兄
弟
は
な
か
よ
く
す
る
こ
と（

9
）」
等

と
示
さ
れ
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
の
信
仰
の
篤
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
生
ま
れ
の
二
代
目
塚

本
喜
左
衛
門
も
真
宗
大
谷
派
の
篤
信
の
門
徒
で
あ
っ
た
。
二
代
目
喜
左
衛
門
は
妻
と
と
も
に
、
毎
朝
の
東
本
願
寺
へ
の
参
拝
を
欠
か
さ

な
か
っ
た
と
い
い
、
そ
の
帰
宅
後
に
従
業
員
が
眠
っ
て
い
る
の
を
見
て
叱
責
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（

10
）。 

こ
の
よ
う
に
真
宗
の
信
仰
を
も
つ
近
江
商
人
は
た
だ
仏
を
崇
め
て
大
事
に
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
教
義
理
解
に
も

通
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
近
江
商
人
が
自
ら
の
商
い
に
お
い
て
、
堅
実
、
正
直
、
陰
徳
善
事
と
い
う
基
本
姿
勢
に
基
づ
い
て
、
各
方

面
の
信
用
を
得
て
活
動
し
た
こ
と
は
、
事
業
を
拡
大
す
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
姿
勢
は
特

に
近
世
の
商
人
に
見
ら
れ
る
商
人
像
に
ほ
ぼ
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
近
江
商
人
の
経
営
倫
理
を
形
成
す
る
背
景
に
は
、
特
に

真
宗
の
教
義
理
解
を
背
景
に
も
つ
も
の
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
報
恩
の
業
と
し
て
職
業
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
象
徴
と
し
て
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
が
「
商
売
は
菩
薩
の
業
、
商
売
道
の
尊
さ
は
、
売
り
買
い
何
れ
を
も
益
し
、
世
の
不
足

を
う
ず
め
、
御
仏
の
心
に
か
な
う
も
の（

11
）」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
自
身
の
職
業
を
報
恩
の
業
と
し
て
捉
え
る
の

は
、
江
戸
時
代
の
教
義
書
（
談
義
本
）
の
多
く
が
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
明
和
八

年
（
一
七
七
一
）
の
刊
記
を
も
つ
沙
弥
元
静
の
『
念
仏
行
者
十
用
心
』
の
「
第
一
平
生
の
用
心
」
に
は
、 

 外
に
王
法
を
専
ら
守
り
、
仁
義
礼
智
信
の
道
を
わ
す
れ
ず
。
内
心
に
は
深
く
本
願
を
信
じ
、
此
世
の
よ
し
あ
し
は
、
み
な
過
去
よ

り
の
因
縁
に
任
せ
て
、
士
農
工
商
の
己
々
が
家
職
を
第
一
に
心
が
け
、
常
に
同
行
善
知
識
に
し
た
し
み
、
仮
に
も
悪
友
に
も
近
づ

か
ず
、
婬
欲
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
せ
ず
、
酒
に
ふ
け
ら
ず
、
博
奕
を
な
さ
ゞ
る
を
以
て
、
浄
土
真
宗
の
よ
き
同
行
と
は
申
也（

12
）。 
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と
示
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
職
業
を
勤
勉
に
つ
と
め
る
こ
と
が
宗
教
的
に
も
重
要
な
こ
と
で
、
念
仏
者
の
心
得
る
日
常
の
態
度
と
し
て

求
め
ら
れ
る
倫
理
的
義
務
の
な
か
で
、
中
心
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
谷
派
の
学
僧
・
易
行
院
法
海
の
『
家
内

教
示
弁
筆
記
』
に
は
、 

 

四
海
の
御
門
末
を
一
人
も
も
ら
さ
ず
信
心
を
決
定
い
た
さ
せ
、
念
仏
ま
う
す
身
と
な
し
下
さ
れ
た
い
と
あ
る
。（
中
略
）
ひ
と
つ

浄
土
の
往
生
を
遂
た
い
と
云
心
底
よ
り
、
御
法
義
を
よ
ろ
こ
び
よ
ろ
こ
び
浄
土
参
り
の
談
合
し
て
、
銘
々
に
家
業
職
分
を
怠
ら

ず
、
出
精
す
る
や
う
に
心
が
け（

13
） 

 と
あ
る
。
こ
の
書
に
は
、
庶
民
の
家
族
倫
理
と
と
も
に
職
業
倫
理
が
説
か
れ
て
お
り
、
念
仏
申
す
身
と
な
っ
た
う
え
に
は
、
家
庭
内
で

は
仲
良
く
し
て
家
業
に
精
を
出
す
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
念
仏
者
の
俗
世
間
の
生
き
方
と
し
て
職
業

に
邁
進
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
時
代
は
降
る
も
の
の
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
施
行
さ
れ

て
い
た
『
真
宗
本
願
寺
派
宗
制
』（
明
治
十
九
年
〈
一
八
八
六
〉
制
定
）
で
あ
る
。
そ
の
第
十
章
に
は
、「
本
宗
の
行
者
は
報
恩
の
心
を

以
て
職
務
を
勉
励
し
、
躬
行
実
践
、
自
他
を
双
益
す
」
と
規
定
さ
れ（

14
）、
本
願
寺
派
の
念
仏
者
は
報
恩
の
行
と
し
て
職
業
に
励
み
、
口
だ

け
で
な
く
行
動
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
に

は
職
業
に
お
け
る
労
働
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
報
恩
に
関
連
づ
け
る
教
説
が
講
説
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
教
義
書
に
も

職
業
遂
行
の
大
切
さ
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
商
人
と
し
て
の
倫
理
は
職
業
が
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
報
恩
の
行
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
当
時
の
真
宗
教
説
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
が
、
不
正
や
貪
欲
を
排
除
し
、
正
直
、
堅
実
な
立
場
で

商
い
に
望
む
姿
勢
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。 

な
お
、
近
江
商
人
と
そ
の
信
仰
心
の
あ
り
方
は
、
家
訓
や
店
則
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
家
訓
は
あ
く
ま
で
商
人
と
し
て
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の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
商
業
上
の
規
定
の
面
が
強
い
と
の
捉
え
方
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
訓
・
店
則
に
示
さ
れ
る
内
容
は
、
近

江
商
人
そ
れ
ぞ
れ
の
実
生
活
か
ら
離
れ
た
、
あ
る
意
味
傍
証
に
過
ぎ
ず
、
近
江
商
人
自
身
の
生
涯
を
支
え
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
方

も
あ
る（

15
）が
、
二
代
目
伊
藤
忠
兵
衛
に
は
篤
信
者
で
あ
っ
た
先
代
か
ら
の
宗
教
的
教
育
の
賜
と
し
て
、
平
生
の
生
活
の
営
み
の
な
か
に
も

念
仏
者
の
血
潮
が
め
ぐ
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
逸
話
が
あ
り
、
そ
れ
を
紹
介
し
て
こ
の
章
を
終
え
た
い
。
二
代
目
伊
藤
忠
兵
衛

は
、
自
身
の
名
前
に
つ
い
て
回
顧
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

16
）。 

 世
の
中
に
は
親
切
な
人
が
あ
る
も
の
で
、
た
の
み
も
し
な
い
の
に
、
伊
藤
忠
兵
衛
の
姓
名
考
で
前
後
五
本
手
紙
を
も
ら
っ
た
。
う

ち
三
本
が
字
画
か
ら
み
て
も
組
合
せ
の
体
相
か
ら
み
て
も
、
た
い
へ
ん
よ
い
と
か
い
て
あ
ら
う
し
、
あ
と
二
本
が
は
な
は
だ
わ
る

い
。
字
画
が
ど
う
の
、
一
字
の
意
味
が
ど
う
の
こ
う
の
、
い
や
組
合
せ
が
な
ど
と
、
か
な
り
て
き
び
し
く
、
し
さ
い
に
し
ら
べ
あ

げ
て
あ
る
が
、
字
画
の
か
ぞ
え
方
な
ど
は
人
に
よ
っ
て
数
が
ち
が
う
。 

内
容
は
わ
す
れ
た
が
、
ま
ず
病
気
・
寿
命
・
家
族
が
ど
う
の
、
財
産
が
ど
う
の
と
、
な
か
に
は
未
婚
の
私
の
子
供
の
こ
と
ま
で

か
い
て
あ
っ
た
。 

こ
の
二
潮
流
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
、
よ
み
な
が
ら
ほ
ほ
え
ま
し
く
お
も
っ
た
が
、
さ
い
わ
い
に
私
の
方
は
宗
教
的
感
覚
か
ら

絶
対
に
こ
の
種
の
魔
術
に
か
か
ら
ん
よ
う
に
教
育
さ
れ
て
お
っ
た
の
で
笑
い
ば
な
し
で
す
ご
し
た
。 

 こ
こ
に
は
、
名
前
の
字
画
数
か
ら
運
勢
を
診
断
す
る
姓
名
判
断
に
対
す
る
二
代
目
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
で
は
占
い

や
呪
術
的
な
も
の
に
た
よ
る
こ
と
を
否
定
し
て
お
り
、
真
宗
の
教
え
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
二
代
目
は
そ
の
精
神
を
巧
み
に
実
践
し
て

い
た
と
言
え
る
。「
絶
対
に
こ
の
種
の
魔
術
に
か
か
ら
ん
よ
う
に
教
育
さ
れ
て
お
っ
た
の
で
笑
い
ば
な
し
で
す
ご
し
た
」
と
い
う
見
事

な
念
仏
者
の
あ
り
方
を
体
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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ま
た
、
晩
年
に
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
入
院
中
に
し
た
た
め
た
句
の
中
に
は
、 

 
念
仏
は
　
米
寿
の
春
に
　
と
な
ふ
べ
し（

17
） 

 と
あ
り
、
ま
さ
に
人
生
最
後
の
句
と
し
て
吟
詠
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
、
法
悦
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
二
代
目
伊
藤
忠
兵
衛
自
身

も
自
身
の
人
生
の
支
え
と
し
て
、
先
代
同
様
に
お
念
仏
の
教
え
を
大
事
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

二
．
近
江
商
人
の
人
材
育
成
 

先
述
し
た
家
訓
や
店
則
か
ら
は
、
彼
ら
の
経
営
理
念
や
信
念
な
ど
商
い
を
す
る
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
が
読
み
取
れ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
実
は
後
継
者
や
従
業
員
へ
の
教
育
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
家
訓
や
店
則
か
ら
見
る

と
、
従
業
員
の
教
育
制
度
と
し
て
は
丁
稚
奉
公
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
中
井
家
の
家
訓
を
見
て
み
た
い
。
中
井
家

は
蒲
生
郡
日
野
町
の
商
人
で
、
永
禄
年
間
以
降
、
同
地
屈
指
の
商
家
で
あ
る
。
初
代
は
、
日
野
椀
の
製
造
を
営
ん
で
い
た
が
、
五
代
の

孫
源
左
衛
門
に
至
っ
て
売
薬
行
商
に
転
じ
、
七
代
源
左
衛
門
は
米
商
に
よ
っ
て
財
を
築
い
た
。
中
井
源
左
衛
門
四
代
「
光
碁
掟
目
」
に

は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
子
供
等
無
油
断
算
筆
精
出
し
稽
古
可
致
候
、
猶
又
、
毎
朝
人
よ
り
先
に
起
、
屋
敷
勝
手
廻
り
と
も
隅
々
迄
念
を
入
、
ふ
き
は
き
掃

除
い
た
し
、
神
仏
様
御
灯
明
献
上
可
申
候
…
夜
分
は
店
勘
定
済
次
第
、
又
は
日
中
た
り
共
、
子
供
は
算
筆
精
出
し
、
四
ツ
時
限
相

臥
可
申
候
、
深
更
迄
無
益
之
雑
談
又
は
碁
将
等
仕
間
敷（

18
） 
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こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
幼
い
子
供
が
住
み
込
み
で
働
く
丁
稚
奉
公
の
制
度
が
あ
っ
た
。
丁
稚
奉
公
時
代
は
従
業
員
養
成
の
期
間
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
教
養
（
算
術
・
書
き
・
読
み
）
も
し
っ
か
り
と
教
育
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
丁
稚
の
期
間
を
終
え
る
と
、
担
当
業
務
を
変

わ
り
な
が
ら
、
店
員
の
階
層
が
上
が
る
。
手
代
か
ら
番
頭
に
昇
格
し
、
主
人
か
ら
家
名
と
財
産
を
分
与
さ
れ
て
別
家
と
な
る
。
分
家
し

て
か
ら
も
な
お
、
本
家
と
の
主
従
関
係
が
継
続
す
る
と
い
う
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た（

19
）。 

近
江
商
人
は
他
国
商
い
を
す
る
商
人
で
は
あ
る
も
の
の
、
村
落
共
同
体
を
基
盤
に
生
活
の
本
拠
を
移
す
こ
と
な
く
、
必
ず
本
宅
を
近

江
国
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
本
宅
に
お
い
て
従
業
員
の
教
育
・
人
材
育
成
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
近
江
商
人

と
し
て
特
筆
す
べ
き
教
育
姿
勢
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
近
江
商
人
の
中
で
も
特
に
篤
い
信
仰
心
の
あ
っ
た
初
代
伊
藤
忠
兵

衛
や
塚
本
喜
左
衛
門
家
の
人
材
育
成
の
視
点
に
注
目
し
た
い
。
特
に
、
先
の
中
井
家
の
「
光
碁
掟
目
」
に
も
丁
稚
に
対
し
て
「
神
仏
様

御
灯
明
献
上
申
す
べ
き
候
」
と
あ
り
、
宗
教
的
情
操
を
養
う
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
宗
教
的
情
操
を
養

う
と
い
う
意
味
で
い
か
に
従
業
員
や
後
継
者
に
教
育
を
施
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
焦
点
を
あ
て
て
見
て
い
き
た
い
。 

ま
ず
、
従
業
員
へ
の
教
育
を
確
認
し
た
い
。
自
身
の
信
仰
だ
け
で
な
く
、
従
業
員
に
ま
で
宗
教
教
育
を
行
っ
て
い
た
人
物
と
し
て
代

表
さ
れ
る
の
が
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
は
博
多
万
行
寺
の
七
里
恒
順
を
篤
く
敬
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
信
仰
心
に
基
づ
く
他
者
へ
の
宗
教
的
涵
養
は
現
代
の
組
織
の
あ
り
方
か
ら
み
れ
ば
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
末
永
國
紀
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 明
治
に
な
っ
て
大
阪
に
開
店
す
る
と
、
全
店
員
に
真
宗
を
開
い
た
親
鸞
の
教
え
を
説
い
た
「
正
信
偈
和
讃
」
一
冊
と
数
珠
を
も
た

せ
、
店
内
の
仏
壇
へ
向
か
っ
て
店
員
と
一
緒
に
念
仏
を
あ
げ
た
。
忠
兵
衛
は
、
商
い
は
自
利
利
他
を
実
現
す
る
も
の
だ
か
ら
「
商

売
は
菩
薩
の
業
」
と
の
信
念
を
抱
き
、
店
員
の
精
神
を
奮
い
起
こ
す
こ
と
を
仏
教
に
求
め
て
い
る
。 

厚
い
信
仰
心
は
、
営
利
を
こ
と
と
す
る
近
江
商
人
に
と
っ
て
、
謙
虚
を
促
し
、
悪
心
を
お
さ
え
る
規
範
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
家
業
永
続
へ
の
祈
り
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る（

20
）。 

 こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
店
舗
に
お
い
て
毎
日
従
業
員
と
と
も
に
「
正
信
偈
和
讃
」
を
お
つ
と
め
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
習
慣
的

に
店
主
の
信
仰
心
に
触
れ
る
機
会
が
従
業
員
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
は
こ
の
宗
教
的
行
為
が
日
常
的
に
浸
透
し
て
い

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
じ
た
い
。 

ま
た
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
は
明
治
初
期
の
企
業
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
革
新
的
な
手
腕
を
発
揮
し
て
い
る
。
従
業
員
に
つ
い
て
主
従

と
い
う
縦
の
関
係
で
は
な
く
、
事
業
の
共
同
経
営
者
と
見
な
す
傾
向
が
強
か
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
と
し
て
は
、
会
議
制
を

採
用
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
知
を
集
め
る
た
め
に
会
議
制
度
を
取
り
入
れ
、
幅
広
い
視
野
を
養
う
こ
と
を
求
め
た
と
い

う
。
ま
た
、
従
業
員
に
対
し
て
あ
る
程
度
自
由
な
職
権
を
委
ね
る
と
同
時
に
、
責
任
の
帰
趨
を
明
示
し
、
従
業
員
の
自
主
的
な
働
き
が

け
を
引
き
出
し
た（

21
）。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
は
優
秀
な
経
営
者
の
面
だ
け
で
な
く
、
人
材
育
成
の
巧
み
な
教
育
者

と
し
て
の
面
も
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
。 

次
に
、
子
弟
の
教
育
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
商
家
に
と
っ
て
後
継
者
候
補
を
育
成
す
る
こ
と
は
家
業
繁
盛
の
上
に
お
い
て
も
重
要

な
事
柄
で
あ
っ
た
。
多
く
の
商
家
で
も
子
弟
を
有
力
な
他
店
に
丁
稚
奉
公
に
出
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
小
倉
榮
一
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
他
家
の
飯
を
喰
わ
ぬ
者
は
一
人
前
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
広
く
言
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る（

22
）。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
慣
例
は

あ
る
も
の
の
、
十
九
世
紀
に
書
か
れ
た
、
小
林
吟
右
衛
門
の
「
示
合
之
条
目
」
に
よ
る
と
、 

 
幼
年
に
下
り
十
三
歳
よ
り
十
五
歳
迄
は
丁
稚
同
様
に
取
扱
十
六
歳
に
元
服
い
た
し
見
習
ひ
五
ケ
年
相
立
候（

23
） 

 と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
末
期
に
な
る
と
、
後
継
者
を
自
身
の
店
舗
で
教
育
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
は
、
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幼
少
の
頃
か
ら
十
五
歳
の
半
元
服
ま
で
は
や
は
り
他
の
丁
稚
と
同
様
に
扱

う
べ
き
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
、
親
元
に
あ
っ
た
と
し
て
も
厳
し
く
教
育

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
業
員
教
育
や
後
継
者
教
育
の
い
ず
れ
の
形
態
で
あ

っ
た
と
し
て
も
雇
用
目
的
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
本
宅
・
店
舗
空
間
を
中

心
と
し
た
日
常
化
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
意
味
で
注
目
す
べ
き
は
塚

本
喜
左
衛
門
家
に
伝
わ
る
「
長
者
三
代
鑑
」
と
い
う
掛
軸
に
関
す
る
逸
話

で
あ
る
。 

「
長
者
三
代
鑑
」
の
掛
軸
は
三
段
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
物
語
が
展
開

し
て
い
る
。
下
段
に
は
夫
婦
で
懸
命
に
働
い
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
、
中

段
は
当
主
が
客
人
に
対
し
て
茶
を
点
て
て
い
る
場
面
、
上
段
に
は
破
れ
笠

を
か
ぶ
っ
た
、
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
の
男
が
、
犬
に
吠
え
立
て
ら
れ
な
が
ら

能
筆
で
何
か
を
認
め
て
い
る
構
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
下
段
で
は
初
代
の

創
業
の
苦
労
、
中
段
で
は
二
代
目
の
豊
か
な
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
、
そ
し
て
上
段
で
は
優
雅
す
ぎ
る
生
活

も
度
が
す
ぎ
る
と
、
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
破
綻
し
た
三
代
目
の
悲
惨
な
境
涯
を
表
し
て
い
る
。
物
心
つ
い

た
子
ど
も
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
末
永
氏
は
こ
の
掛
軸
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
、「
創
業
の
辛
苦
を
忘
却
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
子

弟
教
育
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
ポ
イ
ン
ト
は
二
代
目
の
描
き
方
に
あ
る
。
二
代
目
に
は
守
成
の
難
し
さ

と
い
う
経
営
面
で
の
苦
労
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
触
れ
ず
に
、
ゆ
と
り
か
ら
く
る
生

活
の
優
雅
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
掛
軸
を
見
る
者
に
子
弟
の
教
育
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
で
あ

浄土真宗総合研究 17
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下段（初代）

中段（二代目）
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ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
三
代
に
わ
た
る
生
活
の
変
遷
を
描
い
て
、
反
面
教
師
と
し
て
の
生
き
た
教
材
に
し
て
い
る
の
で
あ
る（

24
）」

と
示
す
。
後
継
者
で
あ
る
子
弟
に
対
し
て
戒
め
の
意
味
を
込
め
て
幼
少
の
頃
か
ら
こ
の
掛
軸
を
見
せ
な
が
ら
訓
育
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
六
代
目
塚
本
喜
左
衛
門
氏
（
現
当
主
）
は
幼
少
の
頃
に
学
校
か
ら
帰
る
と
、
こ
の
掛
軸
の
前
で
祖
母
か
ら
、
掛
軸
の
意
味
を
聞
か

さ
れ
続
け
て
い
た
と
い
う（

25
）。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
幼
少
期
か
ら
の
商
売
に
対
す
る
意
識
が
習
慣
化
・
日
常
化
し
て
い
く
こ
と
が
実

は
意
味
あ
る
こ
と
で
、
丁
稚
の
子
ど
も
や
後
継
者
に
対
し
て
、
小
さ
い
頃
か
ら
の
日
頃
の
働
き
か
け
そ
の
も
の
が
人
材
育
成
に
繋
が
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。 

そ
れ
こ
そ
、
丁
稚
奉
公
と
い
う
制
度
は
、
日
常
的
に
そ
の
本
宅
や
店
舗
に
お
け
る
習
慣
の
意
味
が
各
人
に
付
与
さ
れ
て
い
く
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
習
慣
化
さ
れ
た
空
間
の
も
つ
機
能
に
は
、
商
人
と
し
て
必
要
な
算
術
や
読
み
・
書
き
な
ど
の
教
育
も
含

ま
れ
る
が
、
宗
教
的
な
意
味
が
あ
る
場
合
に
は
宗
教
的
な
も
の
も
日
常
化
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
丁
稚
奉
公
に

よ
り
、
価
値
観
の
異
な
る
従
業
員
同
士
に
共
通
の
価
値
観
を
醸
成
す
る
と
で
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
特
に
近
江
商

人
は
近
江
国
に
本
宅
を
置
き
、
そ
の
本
宅
に
て
従
業
員
の
教
育
・
人
材
育
成
に
取
り
組
む
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
本
宅
で
の
研
修
期
間
で

店
員
と
し
て
保
有
す
べ
き
共
通
の
価
値
を
教
育
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
、
次
章
で
は
、
具
体
的
に
近
江
商
人
の
本
宅
の

も
つ
機
能
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。 

三
．
近
江
商
人
の
本
宅
 

真
宗
の
持
つ
教
育
性
に
つ
い
て
、
宗
教
的
真
理
な
ど
に
付
随
す
る
高
次
元
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
日
常
の
倫
理
的
側
面
か
ら

考
察
を
加
え
た
も
の
に
川
村
覚
昭
氏
の
論
考
が
あ
る
。
以
下
、
川
村
氏
の
論
に
従
っ
て
論
じ
て
い
き
た
い
。 

川
村
氏
は
真
宗
の
も
つ
教
育
性
、
ま
た
は
寺
院
の
も
つ
意
味
空
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

26
）。 
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超
越
的
な
本
願
を
中
心
と
す
る
社
会
倫
理
は
逆
に
日
常
的
な
倫
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
日
常
性
を
持
ち

得
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
社
会
性
を
持
ち
得
な
い
し
、
い
わ
ば
趣
味
愛
好
家
の
同
好
会
の
規
則
の
よ
う
な
も
の
に
堕
し
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
、
日
常
性
を
持
ち
得
る
な
ら
ば
、
人
間
形
成
に
お
け
る
意
味
づ
け
と
し
て
の
教
育
的
意

味
を
も
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。 

寺
院
に
お
け
る
家
庭
生
活
は
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
教
育
的
意
味
が
日
常
的
に
機
能
し
て
い
る
場
所
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
超
越
的
な
本
願
を
中
心
に
家
庭
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
日
の
生
活
が
朝
の
礼
拝
か
ら
始
ま

り
、
夜
の
礼
拝
で
終
わ
る
。
何
事
も
本
願
を
中
心
に
考
え
る
。
そ
れ
は
、
獲
信
未
信
と
は
関
係
な
く
、
真
宗
的
な
宗
教
的
意
味
空

間
の
意
味
性
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
倫
理
は
エ
ー
ト
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
「
習
慣
」
或
い
は
「
習
性
」
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
倫
理
と
は
習
慣
化
す
る
こ

と
、
或
い
は
習
性
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
身
に
付
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
宗
教
的
な
意
味
空
間
で
あ
る
寺
院
の
家
庭
生
活
は
、

そ
の
意
味
で
真
宗
の
社
会
倫
理
が
最
も
習
慣
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
が
身
に
付
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
も
し
寺
院
の
家
庭
生
活
が
、
こ
う
し
た
こ
と
と
は
逆
に
近
代
的
な
思
惟
に
左
右
さ
れ
非
宗
教
化
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
も

は
や
宗
教
的
な
社
会
倫
理
が
実
現
さ
れ
る
可
能
性
は
こ
の
世
界
か
ら
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 こ
の
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
宗
教
的
教
育
に
お
い
て
、
人
が
成
長
す
る
空
間
が
ど
れ
だ
け
恒
常
的
に
宗
教
的
な
空
間

と
し
て
意
味
を
担
保
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
宗
教
的
な
人
材
育
成
を
考
え
た
場
合
、
こ
の
人
格
形
成
に

お
け
る
意
味
づ
け
こ
そ
が
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
川
村
氏
の
言
及
は
「
寺
院
」
と
い
う
場
所
の
空
間
に
つ
い
て
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
近
江
商
人
の
本
宅
に
お
い
て
も
同
じ
構
造
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
川
村
氏
の
指
摘
す
る
と
お

り
、
そ
の
空
間
が
真
宗
の
宗
教
的
意
味
を
付
与
す
る
教
育
的
場
所
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
寺
院
で
あ
る
に
せ
よ
、
門
信
徒
宅
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で
あ
る
に
せ
よ
、
人
格
形
成
を
考
え
る
う
え
で
は
同
じ
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
尊
が
安
置
さ
れ
日
々
の
お
勤
め
が
行
わ
れ
て
い
る
以

上
、
門
信
徒
宅
で
あ
っ
た
と
し
て
も
寺
院
と
同
じ
機
能
が
あ
る
と
言
え
る
。 

川
村
氏
は
、
さ
ら
に
前
田
恵
学
が
紹
介
し
て
い
る
尾
張
平
野
部
の
農
家
（
門
信
徒
宅
）
の
間
取
り
を
例
に
出
し
て
宗
教
的
空
間
に
つ

い
て
紹
介
し
て
い
る
。 

 
前
田
恵
学
氏
に
よ
る
と
、
尾
張
西
部
の
平
野
部
（
一
部
は
三
河
か
ら
岐
阜
・
三
重
）
一
帯
は
水
田
耕
作
を
中
心
と
す
る
農
村
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
で
は
村
落
共
同
体
を
形
成
し
、
嘗
て
は
家
族
の
制
度
の
も
と
で
農
家
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
尾
張
西
部
の
平

野
部
は
、
全
国
で
も
寺
院
数
の
最
も
多
い
地
域
で
あ
り
、
特
に
真
宗
大
谷
派
が
最
大
勢
力
で
あ
る
。
村
人
に
と
っ
て
は
こ
の
村
落

共
同
体
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
全
生
活
の
場
で
あ
っ
た
。
前
田
恵
学
氏
が
、
こ
う
し
た
生
活
空
間
に
お
い
て
最
も
注
目
す

べ
き
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
農
家
の
家
屋
の
一
般
構
造
で
あ
る
。
彼
は
、

そ
れ
を
「
四
八
の
構
造
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
農
家
の
家
屋
の
構
造
が
真
宗

の
信
仰
生
活
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
構
造
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
八
の
構
造
の

モ
デ
ル
図
示
す
る
と
、
上
の
よ
う
に
な
る
が
、
四
八
と
は
家
の
中
心
と
な
る
大
黒
柱

（
■
で
示
す
）
を
基
本
に
八
畳
の
部
屋
を
四
つ
造
る
構
造
を
言
い
、
南
出
の
西
に
仏
間

を
設
け
、「
仏
壇
」
と
「
床
の
間
」
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
大
黒
柱
に
接

し
て
い
る
建
具
を
は
ず
せ
ば
、
三
十
二
畳
の
大
広
間
と
な
り
、
五
〇
人
や
一
〇
〇
人
の

集
ま
れ
る
集
会
場
に
早
変
わ
り
す
る
の
で
あ
る
。
村
落
共
同
体
が
真
宗
の
信
仰
生
活
と

一
体
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
集
会
場
は
法
座
の
場
と
な
り
、
法
座
を
聞
く
こ
と
を
無
上

の
喜
び
と
し
た
の
で
あ
る
。 
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①外村与左衛門宅

②外村市郎兵衛宅

こ
の
農
家
が
も
つ
間
取
り
に
つ
い
て
、
前
田
恵
学
は
「
四よ

八は
ち

の
構
造
」
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
住
居
学
で
は
四
つ
の
部
屋
空
間
が
田

の
字
型
に
配
列
さ
れ
て
い
る
間
取
り
を
「
四
間
取
り
」
と
称
し
て
い
る
。
前
田
が
言
う
こ
の
空
間
も
四
間
取
り
と
考
え
て
い
い
だ
ろ

う
。 こ

の
前
田
の
報
告
に
対
し
て
川
村
氏
が
「
こ
う
し
た
真
宗
的
な
宗
教
的
意
味
空
間
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
生
活
は

最
初
か
ら
真
宗
的
な
生
活
で
あ
り
、
生
活
の
基
盤
も
真
宗
信
仰
か
ら
与
え
ら
れ
る
倫
理
観
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。
尾
張
西
部
の
平
野
部
の
人
々
は
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
真
宗
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
江
国
の
近
江
商
人
の
本
宅
が
も
つ
機
能
に
つ
い
て
も
援
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

近
江
商
人
の
本
宅
の
間
取
り
を
見
て
い
く
と
、
細
か
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
四
間
取
り
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
こ
で
は
、
五
個
荘
商
人
の
本
宅
の
平
面
図
を
い
く
つ
か
紹
介
を
し
た
い（

27
）。
小
論
で
は
、
東
近
江
市
五
個
荘
町
金
堂
地
区
に
あ

る
本
宅
を
中
心
と
し
て
、
六
つ
の
本
宅
の
間
取
り
を
挙
げ
て
い
る
。
金
堂
地
区
は
農
村
集
落
の
中
心
部
に
近
江
商
人
の
本
宅
の
建
造
物
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⑤金堂まちなみ保存交流館
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が
密
集
し
て
い
る
地
区
で
、
こ
こ
に
は
外
村
家
を
中
心
と
す
る
本
宅
が
建
ち
並
ん
で
い
る
。
外
村
家
一
統
本
家
と
し
て
の
外
村
与
左
衛

門
家
（
①
）
は
江
戸
初
期
か
ら
こ
の
金
堂
地
区
に
住
み
、
も
と
も
と
は
農
家
で
あ
っ
た
が
、
麻
布
の
持
ち
下
り
行
商
を
は
じ
め
、
主
に

呉
服
・
太
物
に
よ
っ
て
財
を
な
し
た
豪
商
で
あ
る
。
与
左
衛
門
家
か
ら
は
、
外
村
市
郎
兵
衛
家
（
②
）
や
外
村
宇
兵
衛
家
（
④
）
が
分

家
し
て
い
る
。
ま
た
川
島
宗
兵
衛
家
（
③
）
も
江
戸
時
代
か
ら
呉
服
や
太
物
を
扱
う
商
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
五
個
荘
の
本
宅
の
中
、

琵
琶
湖
南
西
部
か
ら
湖
東
の
地
域
に
よ
く
見
ら
れ
る
農
家
の
主
流
の
形
式
こ
そ
、
川
島
宗
兵
衛
家
（
③
）
の
整
形
四
間
取
り
で
あ
り
、

五
個
荘
商
人
の
本
宅
も
こ
の
四
間
取
り
を
基
本
と
し
て
い
る（

28
）。
た
だ
し
、
金
堂
ま
ち
な
み
保
存
交
流
館
（
⑤
）
の
よ
う
に
整
形
六
間
取

と
称
さ
れ
る
形
式
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
整
形
四
間
取
り
型
に
、
平
面
の
妻
側
に
二
室
を
追
加
し
た
も
の
で
、
機
能
的
に
は
四

間
取
り
か
ら
の
派
生
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
外
村
与
左
衛
門
家
（
①
）
や
外
村
市
郎
兵
衛
家
（
②
）、
外
村
宇
兵
衛
家

（
④
）
の
よ
う
に
部
屋
数
が
複
雑
に
増
え
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、『
近
江
商
人
宅
調
査
報
告
書
Ⅰ
』
に
よ
れ
ば
、
幕
末

期
に
な
る
と
主
屋
の
規
模
が
拡
大
し
部
屋
数
が
増
え
た
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
特
に
、
仏
事
の
際
に
は
仏
間
に
僧
侶
と
当
主
が
座
り
、

そ
の
他
の
者
が
ザ
シ
キ
に
座
す
と
い
う
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
仏
間
は
ザ
シ
キ
と
と
も
に
使
用
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
江
戸
後
期
に
な
る
と
実
質
仏
間
と
い
う
空
間
が
拡
大
し
て
使
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
本
宅
に
お
け
る
宗
教
空
間
の
意
味
性
が
強

ま
り
、
信
仰
生
活
と
一
体
と
な
っ
た
空
間
と
し
て
の
機
能
が
展
開
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
先
の
報

告
書
で
は
、
金
堂
ま
ち
な
み
保
存
交
流
館
（
⑤
）
は
仏
間
を
上
段
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
信
仰
心
の
篤
さ
が
反
映
さ
れ
た
と
見
做

し
て
い
る
。 

五
個
荘
商
人
の
本
宅
主
屋
も
規
模
の
大
小
の
差
異
は
あ
っ
た
り
、
整
形
・
喰
違
の
別
が
あ
っ
た
り
す
る
も
の
の
、
平
面
形
式
は
近
世

以
来
の
間
取
り
が
基
本
で
あ
る
。
特
に
座
敷
や
仏
間
の
配
置
に
特
徴
が
あ
り
、
本
宅
で
の
行
事
や
儀
式
を
大
切
に
す
る
精
神
が
見
ら
れ

る
。 実

際
、
近
江
商
人
の
本
宅
で
も
冠
婚
葬
祭
の
と
き
は
、
仏
間
を
中
心
と
す
る
大
き
な
空
間
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
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窪
田
和
美
氏
は
三
代
目
塚
本
喜
左
衛
門
で
あ
る
四
郎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
、 

 
当
時
の
近
江
出
身
の
商
家
は
、
冠
婚
葬
祭
や
年
中
行
事
に
は
必
ず
近
江
の
本
宅
を
使
っ
た
。
結
婚
式
は
大
き
な
仏
壇
の
前
に
親
戚

縁
者
を
招
い
て
仏
式
で
執
り
行
わ
れ
た
。 

こ
の
よ
う
な
行
事
の
開
催
に
商
家
の
本
宅
は
、
と
て
も
都
合
の
よ
い
間
取
り
に
設
計
さ
れ
て
い
た
。
襖
を
取
り
払
い
、
仏
壇
を

中
心
に
来
客
が
座
る
と
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
広
い
前
栽
が
視
界
に
入
る（

29
）。 

 と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
信
仰
心
の
篤
い
近
江
商
人
が
、
本
宅
に
お
い
て
従
業
員
を
教
育
す
る
こ
と
も
一
つ
の
宗
教
的
な
意
味
を
付
与

し
、
生
活
の
基
盤
に
真
宗
的
な
価
値
を
形
成
す
る
こ
と
が
目
的
に
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
つ
ま
り
本
宅
で
の
研
修
が
、
商
人
と

し
て
の
基
礎
能
力
（
算
術
・
読
み
・
書
き
）
を
養
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
当
主
一
族
と
同
様
の
価
値

体
系
を
個
人
の
素
地
と
し
て
内
面
化
す
る
こ
と
が
、
そ
の
教
育
機
能
と
し
て
大
き
な
役
割
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

で
は
、
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
倉
氏
に
よ
れ
ば
、
日
野
の
矢
野
喜
兵
衛
四
代
の

事
例
に
つ
い
て
「
店
で
の
従
業
員
の
全
員
が
店
主
の
出
身
地
か
ら
入
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
幕
末
に
な
る
と
、
文
化
年
間

ご
ろ
か
ら
、
彦
根
藩
領
の
愛
知
、
犬
上
郡
か
ら
の
奉
公
人
が
急
増
し
て
お
り
、
秩
父
の
矢
尾
家
で
も
そ
の
目
立
っ
た
増
加
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
他
家
で
も
そ
の
記
録
は
あ
る
。
そ
の
上
に
、
江
州
か
ら
で
な
い
奉
公
人
も
増
加
し
た
し
、
営
業
部
門
に
従
事
し
た
も
の

は
丁
稚
奉
公
が
大
部
分
で
あ
っ
た
が
、
酒
蔵
の
杜
氏
や
蔵
人
、
船
方
や
馬
方
、
男
衆
、
日
傭
な
ど
は
江
州
人
で
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た

か
ら
、
近
江
商
人
は
江
州
人
ば
か
り
で
運
営
さ
れ
た
と
い
う
〈
純
血
主
義
〉
は
事
実
で
は
な
い（

30
）」
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
他
国
出
身
の
丁
稚
に
も
近
江
国
出
身
の
も
の
と
同
じ
価
値
観
を
涵
養
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
れ
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は
、
現
代
の
事
例
で
考
え
る
と
よ
り
わ
か
り
や
す
い
。
ど
の
企
業
に
も
経
営
す
る
に
あ
た
っ
て
の
指
針
と
な
る
経
営
理
念
た
る
も
の
が

存
在
す
る
。
企
業
の
経
営
理
念
は
実
際
の
企
業
行
動
に
表
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
表
出
の
主
体
こ
そ
各
従
業
員
で
あ
る
。
そ
れ
が

効
果
的
に
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
企
業
の
経
営
理
念
と
社
員
の
価
値
観
の
共
有
が
重
要
に
な
る
。
こ
れ
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
従

業
員
の
自
発
的
な
能
力
向
上
・
開
発
が
期
待
で
き
、
ま
た
同
時
に
そ
の
職
場
で
働
く
自
身
の
存
在
意
義
を
確
か
め
る
こ
と
に
も
繋
が
　

る（
31
）。 こ

の
こ
と
は
も
っ
と
も
窪
田
氏
が
「
近
江
商
人
の
エ
ー
ト
ス
形
成
に
は
、
仏
教
信
仰
に
よ
る
教
義
の
一
端
が
内
面
化
し
た
と
い
う
内

藤
の
指
摘
だ
け
で
な
く
、
青
少
年
期
に
お
い
て
地
域
の
青
年
会
に
帰
属
す
る
こ
と
で
社
会
化
さ
れ
、
当
該
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
様

式
や
価
値
観
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る（

32
）」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
宅
で
の
宗
教
空
間
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
近

江
の
土
地
全
体
の
宗
教
的
環
境
と
地
域
的
な
集
団
環
境
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
回
は
信
仰
心
を
養
う

環
境
と
し
て
本
宅
そ
の
も
の
の
教
育
効
果
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
た
。 

小
結
 

近
江
商
人
に
お
け
る
教
育
効
果
に
つ
い
て
は
、
経
営
的
視
点
か
ら
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
宗
教
的
な
視
点
か
ら
は
あ
ま
り
検
討
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
小
論
で
は
、
粗
雑
な
が
ら
僅
か
で
も
宗
教
的
視
点
か
ら
本
宅
教
育
で
の
人
材
育
成
の
意
味
を
探
る
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
本
宅
の
環
境
そ
の
も
の
が
宗
教
的
情
操
を
養
う
う
え
で
ふ
さ
わ
し
い
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
丁
稚
奉
公
と

い
う
教
育
制
度
自
体
も
宗
教
的
価
値
を
幼
少
の
頃
か
ら
「
日
常
的
」
な
も
の
と
し
て
ま
さ
に
涵
養
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
結
論
と
し
た
。
近
江
商
人
の
人
材
育
成
で
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
制
度
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
な
く
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
す

り
込
ま
れ
る
「
日
常
性
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛
は
戦
前
ま
で
従
業
員
と
と
も
に
毎
朝
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「
正
信
偈
」
を
お
勤
め
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
業
員
一
同
に
同
じ
価
値
を
有
し
、
同
じ
ベ
ク
ト
ル
を
向
き
、
仕

事
に
邁
進
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 
【
註
】 

（
１
）
内
藤
莞
爾
『
日
本
の
宗
教
と
社
会
』（
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
八
年
）
二
一
頁
〜
二
四
頁
、
窪
田
和
美
『
近
江
商
人
の
生
活
態
度
』（
法
藏
館
、
二
〇

二
〇
年
）
三
二
頁
参
照
。 

（
２
）
宇
佐
美
英
機
『
近
江
商
人
と
出
世
払
い
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）
一
四
頁
参
照
 

（
3
）
内
藤
莞
爾
『
前
掲
書
』
二
一
頁
 

（
４
）
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
近
江
商
人
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
点
で
は
あ
る
が
、
他
の
大
阪
商
人
や
伊
勢
商
人
な
ど
の
商
人
全
体
で
も
共
通
す
る
よ
う
に

思
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
大
坂
商
人
の
平
瀬
家
で
は
堪
忍
・
正
直
・
慈
悲
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
家
訓
に
お
い

て
は
基
本
的
に
誠
実
・
実
意
・
律
気
・
堅
気
を
尊
び
、
出
精
・
勤
勉
を
重
ん
じ
て
い
る
。 

（
５
）
辻
井
清
吾
「
近
江
商
人
に
み
る
真
宗
信
仰
の
意
義
」（『
佛
教
経
済
研
究
』
五
一
、
二
〇
二
二
年
）
四
九
頁
、
窪
田
和
美
『
前
掲
書
』
二
六
七
頁
〜
二
六

九
頁
参
照
。 

（
６
）
末
永
國
紀
『
近
江
商
人
学
入
門
│
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
源
流
「
三
方
よ
し
」』
改
訂
版
（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
八
五
頁
参
照
 

（
７
）
小
倉
榮
一
郎
『
近
江
商
人
の
理
念
』
増
補
版
（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
五
七
頁
 

（
８
）
小
倉
榮
一
郎
『
前
掲
書
』
五
六
頁
参
照
 

（
９
）
伊
藤
忠
兵
衛
翁
回
想
録
編
集
事
務
局
『
伊
藤
忠
兵
衛
翁
回
想
録
』（
一
九
七
三
年
）
一
九
四
頁
 

（
10
）
窪
田
和
美
『
前
掲
書
』
五
四
頁
参
照
 

（
11
）
小
倉
榮
一
郎
『
前
掲
書
』
四
三
頁
 

（
12
）「
写
字
台
文
庫
」
所
蔵
本
、
三
丁
右
 

（
13
）『
大
系
真
宗
史
料
』
文
書
記
録
編
15
　近
世
倫
理
書
（
法
藏
館
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
三
頁
〜
一
七
四
頁
 

（
14
）
窪
田
和
美
『
前
掲
書
』
三
九
頁
参
照
 

（
15
）
宇
佐
美
英
機
「
離
島
で
果
て
る
│
あ
る
商
人
の
生
涯
│
」（『
近
江
の
商
い
と
暮
ら
し
』
所
収
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
三
六
頁
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（
16
）
伊
藤
忠
兵
衛
翁
回
想
録
編
集
事
務
局
『
前
掲
書
』
二
頁
。
原
文
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
が
、
読
み
の
便
宜
の
た
め
仮
名
を
漢
字
や
現
代
仮
名

づ
か
い
に
直
し
た
。
算
用
数
字
は
漢
数
字
に
訂
正
し
、
適
宜
句
読
点
等
を
付
し
た
。
ま
た
助
詞
に
つ
い
て
も
現
代
仮
名
づ
か
い
に
直
し
た
も
の
も
あ
る
。 

（
17
）
伊
藤
忠
兵
衛
翁
回
想
録
編
集
事
務
局
『
前
掲
書
』
三
五
八
頁
 

（
18
）
小
倉
榮
一
郎
『
前
掲
書
』
一
四
〇
頁
 

（
19
）
高
木
直
人
「
近
江
商
人
の
妻
の
役
割
」（『
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
』
五
七
│
四
、
二
〇
二
一
年
）
二
六
四
頁
参
照
 

（
20
）
末
永
國
紀
『
前
掲
書
』
八
六
頁
 

（
21
）
末
永
國
紀
『
前
掲
書
』
六
二
頁
参
照
 

末
永
氏
は
「
店
員
に
対
し
て
は
主
従
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
事
業
の
共
同
経
営
者
と
見
な
す
心
持
が
強
か
っ
た
。
利
益
処
分
に
お
い
て
も
、
近
江
商

人
伝
統
の
利
益
三
分
制
を
取
り
、
流
動
資
本
へ
の
利
子
と
店
積
立
と
と
も
に
三
つ
に
分
割
し
た
利
益
の
一
つ
を
店
員
に
割
賦
し
た
。
衆
知
を
集
め
る
た

め
に
会
議
制
度
を
取
り
入
れ
、
自
己
の
部
署
の
み
で
な
く
社
会
一
般
に
通
じ
た
広
い
視
野
を
養
う
こ
と
を
求
め
、
若
年
者
の
意
見
の
下
剋
上
を
奨
励
し
、

当
主
に
認
め
ら
れ
た
卓
見
は
出
世
の
登
竜
門
と
な
っ
た
。
自
由
で
大
幅
な
職
権
を
店
員
に
委
ね
、
同
時
に
責
任
の
帰
趨
を
明
ら
か
に
し
、
店
員
の
自
主

的
な
意
気
込
み
を
引
き
出
し
た
。 

熱
心
な
仏
教
徒
で
あ
っ
た
忠
兵
衛
は
、
有
無
を
通
じ
る
商
売
は
菩
薩
の
業
と
信
じ
、
信
仰
を
営
利
活
動
の
拍
車
と
す
る
こ
と
を
店
員
に
力
説
し
た
。

明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
の
店
法
で
は
、
機
敏
で
あ
る
こ
と
と
和
合
を
尊
ぶ
こ
と
を
説
く
と
同
時
に
、〈
質
素
の
心
掛
け
篤
き
も
の
は
必
ず
勤
勉
の
心

掛
け
篤
き
も
の
な
り
〉
と
諭
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
22
）
小
倉
榮
一
郎
『
前
掲
書
』
一
四
七
頁
参
照
 

（
23
）
小
倉
榮
一
郎
『
前
掲
書
』
一
四
六
頁
 

（
24
）
末
永
國
紀
『
前
掲
書
』
一
四
六
頁
 

（
25
）
小
倉
榮
一
郎
『
前
掲
書
』
一
四
九
頁
参
照
 

（
26
）
川
村
覚
昭
「
人
間
形
成
と
真
宗
の
社
会
倫
理
」（『
教
学
研
究
所
紀
要
』
八
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
九
頁
〜
三
〇
頁
 

（
27
）
小
論
で
用
い
た
近
江
商
人
本
宅
の
間
取
り
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
東
近
江
市
編
『
近
江
商
人
宅
調
査
報
告
書
Ⅰ
』（
二
〇
二
一
年
）
に
よ
っ
た
。 

（
28
）
東
近
江
市
編
『
近
江
商
人
宅
調
査
報
告
書
Ⅰ
』
九
八
頁
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
滋
賀
県
教
育
委
員
会
編
『
滋
賀
県
の
近
世
民
家
　
滋
賀
県
近
世
民
家
調
査

報
告
書
』（
一
九
九
八
年
）
や
『
五
個
荘
金
堂
　
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
報
告
書
』（
五
個
荘
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
で
、
近
江
商

人
宅
の
間
取
り
が
四
間
取
を
基
本
と
し
た
平
面
形
式
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
29
）
窪
田
和
美
『
前
掲
書
』
五
六
頁
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（
30
）
小
倉
榮
一
郎
『
前
掲
書
』
一
五
一
頁
 

（
31
）
末
永
國
紀
『
前
掲
書
』
一
四
三
頁
参
照
 

（
32
）
窪
田
和
美
『
前
掲
書
』
二
一
〇
頁

56

近江商人の人材育成・教育と本宅空間の機能
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編
集
後
記
 

 こ
の
度
、『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
第
一
七
号
を
発
刊
い
た
し
ま

す
。 本

年
は
、
三
月
二
十
九
日
か
ら
五
期
・
三
十
日
間
に
わ
た
り
、

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
、
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
の
慶
讃
法
要
が

勤
修
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
こ
で
今
号
で
は
、
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
、
立
教
開
宗

八
〇
〇
年
を
機
縁
と
し
て
、
よ
り
宗
門
が
「
自
他
共
に
心
豊
か
に
生

き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と
」（
宗
制
）
が

で
き
る
よ
う
、
宗
門
外
の
他
の
研
究
領
域
と
の
架
橋
を
目
的
と
し
た

「
学
際
性
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
、「
脱
領
域
の
可
能
性
―
学
際
的
研

究
―
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
い
た
し
ま
し
た
。 

「
学
際
性
」
と
は
、
一
つ
の
研
究
対
象
を
複
数
の
学
問
分
野
か
ら

研
究
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
語
で
あ
り
、
日
本
で
は
「
学
際
性
」
を

掲
げ
る
研
究
論
文
が
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
急
増
し
ま
し
た
。 

そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
既
に
様
々
な
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
問
題
の
根
底
に
は
、
単
一
の
学
問
分
野
の
み
で
は
課
題
を

解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
学
問
そ
の
も
の
の
在
り
方
」

に
対
す
る
反
省
が
あ
り
ま
す
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
が
日
本
の
各
大
学
・
研
究
機
関
に
普

及
・
浸
透
し
て
い
く
な
か
で
、
仏
教
学
や
真
宗
学
の
領
域
に
お
い
て

も
、
他
の
研
究
領
域
と
の
交
流
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
学
際
性
」
を
意
識
し
た
研
究
が
徐
々
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。 

そ
こ
で
今
号
で
は
、
他
分
野
・
他
領
域
の
研
究
方
法
が
駆
使
さ

れ
た
、
①
岡
崎
秀
麿
「
現
代
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
的
役
割
」、
②

野
村
淳
爾
「
近
江
商
人
の
人
材
育
成
・
教
育
と
本
宅
空
間
の
機
能
―

五
個
荘
町
の
事
例
を
中
心
に
―
」、
③
山
口
篤
子
「《
真
宗
宗
歌
》
の

誕
生
―
「
懸
賞
歌
」
と
し
て
の
イ
ベ
ン
ト
性
に
着
目
し
て
―
」、
④

那
須
公
昭
「
第
11
回
宗
勢
基
本
調
査
か
ら
み
た
本
願
寺
派
の
過
疎
地

寺
院
の
い
ま
」
の
四
論
攷
を
収
載
い
た
し
ま
し
た
。 

今
号
の
成
果
が
、
読
者
の
皆
様
、
そ
し
て
宗
門
に
と
っ
て
有
益

な
も
の
と
な
る
こ
と
を
、
編
集
者
一
同
、
強
く
願
い
ま
す
。 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
は
、
本
年
度
よ
り
「
教
団
総

合
研
究
室
」「
教
学
伝
道
研
究
室
」「
仏
教
音
楽
・
儀
礼
研
究
室
」

「
東
京
支
所
」
の
三
室
一
支
所
の
体
制
か
ら
、「
現
代
教
学
・
課
題
研

究
室
」「
伝
わ
る
伝
道
研
究
室
」「
東
京
支
所
」
の
二
室
一
支
所
の
体

制
へ
と
再
編
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
活
か
し
た
研
究
・
調
査
・

編
纂
の
事
業
を
継
続
し
て
い
ま
す
。「
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る

こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
」
に
向
け
、
今
後
も
、
そ
の
成
果
を

『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
や
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
会
・
刊
行
物
を
通
し

て
公
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

   （『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
編
集
委
員
会
）
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《真宗宗歌》の誕生 
──「懸賞歌」としてのイベント性に着目して── 

山 口 篤 子  

はじめに 

浄土真宗の法座や行事はしばしば、合掌・礼拝と仏教讃歌 ＊1 で始まり、仏教讃
歌と合掌・礼拝で終わる。多くの場合、開会にあたり歌われるのが《真宗宗歌》、
閉会に際しては《恩徳讃》＊2 である。このことは宗派内では慣例として、当たり前
のように行われているが、他宗教の人々からは驚かれることが多い。 
《真宗宗歌》は、浄土真宗の立教開宗700年を機に結成された真宗各派協和会 ＊3

により1923（大正12）年に発表され、以来、真宗の僧侶・門徒によって100年間
歌い継がれてきた。先に述べたように、法座や行事はもちろん、事務的な会議の折
にも歌われる他、宗門関係学校で用いられる聖典や仏教讃歌集にも、校歌と並んで
掲載されている。 
その一方で、真宗各派協和会の「真宗各派協約」＊4（1936年発布）及び「真宗

各派協和会規則」＊5（発布年不明）、さらに後継団体である真宗教団連合の「真宗
各派協約」（1967年発布）及び「真宗教団連合憲章」（1969年制定、1970年発行）
には、宗歌に関する条項は設けられていない。つまり、少なくとも現在において
は、《真宗宗歌》を歌うという行為は何らかの拘束力をもってなされているのでは
なく、行事の主催者によって自主的に行われているのである。 
このことは、《真宗宗歌》がいかに真宗関係者の活動や生活に深く根付き、浸透

しているかを示しているが、改めて「宗歌」とは何なのか、と問われると、回答に
困るのではないだろうか。歌ったことがあれば経験則から、あるいは「宗歌」とい
う字面から想像は可能であろうが、「宗歌」の存在を知らない人に対してはどのよ
うに説明するのが適切であろうか。 
『仏教音楽辞典』では、《真宗宗歌》について次のように説明している。 

（1）

《真宗宗歌》の誕生



大正一二年（一九二三）の立教開宗七〇〇年記念に真宗一〇派で結成した真宗
各派協和会（現・真宗教団連合）が毎日新聞紙上で公募し、浄土

マ マ

真宗大谷派土
呂基の作品を選定。東京音楽学校（現・東京芸大）教授島崎赤太郎（一八七
四－一九三三）に作曲を委嘱した。＊6 
 
また、真宗教団連合の公式ウェブサイトでは、次のように紹介している。 
 
1923（大正12）年、立教開宗700年記念法要に際し、真宗各派協和会（現真
宗教団連合）が結成され、「宗歌」を公募。真宗大谷派の僧侶であった土呂基
氏の作品が採用され、東京音楽大学

マ マ

教授であった島崎赤太郎氏によって作曲さ
れました。＊7 
 
これらは、《真宗宗歌》の制作事情を説明してはいるが、「宗歌」というジャンルに
ついては何も触れていない。 
「宗歌」は浄土真宗固有のものではなく、少なくとも仏教においては、複数の宗

派が「宗歌」を定めている（この点
については、１章にて詳述）。《〇〇
宗宗歌》という名称から、「国歌」
「校歌」、あるいは「社歌」といった
言葉を連想する人は少なくないだろ
う。渡辺裕は、これら「団体歌」と
呼ばれる作品群が、「人々のその共
同体への帰属意識や成員相互の連帯
意識を高めるうえで大きな役割を果
たしてきた」＊8 と指摘している。ま
た、福本康之は、大正期から主に儀
式歌として歌われてきた仏教讃歌
が、「信者が共に歌う『宗教コミュ
ニティ』の音楽としての性格」を有
していることを指摘している ＊9。
《真宗宗歌》も団体歌であり、用い
られ方としては儀式歌でもあるため
同様の役割を担ってきたわけだが、
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（2）

譜例１　《真宗宗歌》



前述のように真宗各派協和会はそれを懸賞募集という方法で制作した。それゆえ、
《真宗宗歌》は「懸賞歌」としての側面ももつ。 
近代日本において「懸賞」による歌の制作がいつ頃から始まったのか、特定する

ことは難しい。新聞社が行ったものに限れば、1894（明治27）年の読売新聞社に
よる軍歌の懸賞募集、1902（明治35）年の大阪朝日新聞社による《大阪市の歌》
募集などが先駆的なもので、歌の公募が大きなイベントとなり、紙面を大きく飾る
ようになるのは大正末以後とされる ＊10。 
このように、懸賞は何らかのメディアの力を借りて行われることが多いイベント

であるが、社会学者の吉見俊哉は、「メディア・イベント」を以下の三つに分類し
ている ＊11。ひとつめは、新聞社や放送局といった企業としてのマス・メディアが
企画・演出するイベントである。ふたつめは、マス・メディアによって大規模に中
継・報道されるイベントで、そのイベントを開催する主体は新聞社や放送局とは限
らない。みっつめは、メディアによって中継・報道されることによりイベント化さ
れた現実（社会的事件）である。 
《真宗宗歌》の制作は、吉見のいう第二のメディア・イベントに分類される。本
稿の内容は宗教専門誌『中外日報』の記事に多くを負うが、その紙面を繰っていく
と、同時期に真宗以外の仏教教団においても、宗歌や何らかの讃仰歌を、歌詞の公
募によって創作する動きが確認できた。しかしほとんどの場合、その報道は「募集
することになった」、あるいは「制作された」という報告に過ぎず、《真宗宗歌》の
制作過程ほど詳細には踏み込んでいない。それだけ、《真宗宗歌》の制作はもちろ
ん、その背景にある真宗各派協和会の結成とその動向、さらに真宗の立教開宗700
年記念法要という一連の出来事は、宗教専門紙にとってニュースとしての価値があ
った（多少はゴシップ的な要素もあったにせよ）ということであろう。 
以上から本稿では、《真宗宗歌》の「団体歌」と「懸賞歌」というふたつの側面

に着目し、《真宗宗歌》制作時の状況を改めて整理するとともに、その意義を問い
直すことを試みる。 
当時の状況を調査するために、真宗教団連合に当時の資料の所在を尋ねたが、本

稿執筆時点（2023年６月）で回答が得られないため、本稿では宗教専門紙『中外
日報』、本願寺派の機関誌『教海一瀾』、同じく真宗大谷派の『宗報』を、真宗各派
協和会の結成が協議され始めた1921年10月から、立教開宗700年記念法要修行後
の1923年５月までを調査した。 
なお、本稿では、引用文中の旧字体は新字体に改めた。仮名遣いや送り仮名は原

文のままとした。 
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１．「宗歌」のはじまり 

浄土真宗本願寺派総合研究所が所蔵する仏教音楽関係資料には、仏教各派の「宗
歌」の楽譜が収められている（表１）。本門仏立宗をのぞき、これらの宗歌は大正
から昭和戦前期に歌われるようになった（ただし正式な制定が、戦後のケースもあ
る）。また、曹洞宗と本門仏立宗以外の宗派では、作詞にそれぞれの宗祖の名があ
る。これは、宗祖が詠んだ和歌を歌詞としているためである。もっとも《曹洞宗宗
歌》は、歌詞の前半は創作であるが、後半は道元の和歌である（各宗歌については
未調査の部分も多く、詳細は稿を改めて論じることとしたい）。 
これらのうち、浄土宗の宗歌《月かげ》については、『新纂浄土宗大辞典』に

「宗歌」という項目があり、浄土宗における宗歌の成り立ちや法規的な位置づけに
ついて解説されている。ここでは、「宗歌という概念は明治中期以降のものと考え
られ、西欧諸国での聖歌や讃美歌にならって、讃仏歌や仏教唱歌が作られるように
なった」＊12 と述べられている。 
この説明はいささか文意が取りにくいため、補足すると、「宗歌」という概念が
生まれたのは、「讃仏歌」＊13 や「仏教唱歌」＊14 といった、西洋音楽の語法により
作曲された仏教的な音楽（仏教讃歌）が作られるようになった明治中期以降　　　
だ ＊15、という意味だと思われる。つまり、「宗歌」は、西洋音楽との結びつきが
前提とされている。 
さらにここでは、《月かげ》のメロディーを、1906（明治39）年に仏教音楽会

（主宰：梶宝順 他）が発刊した『仏教唱歌集』に掲載の《各宗祖の歌》（写真１）
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宗派名　　　　曲名　　　　　　　詞　　　　　　曲
高野山真言宗　宗歌いろは歌　　　弘法大師　　　永井幸次
浄土宗　　　　月かげ　　　　　　法然上人　　　松濤基（編曲）
浄土真宗　　　真宗宗歌　　　　　土呂　基　　　島崎赤太郎
曹洞宗　　　　曹洞宗宗歌　　　　大内青巒　　　長妻完至
天台宗　　　　天台宗宗歌　　　　伝教大師　　　古旋律
天台宗真盛派　天台宗真盛派宗歌　法道和尚　　　弘田龍太郎
日蓮宗　　　　立ち渡る　　　　　日蓮聖人御詠　弘田龍太郎
本門仏立宗　　本門仏立宗宗歌　　西条八十　　　古賀政男

表１　仏教各派の宗歌（宗派名の五十音順） 
浄土真宗本願寺派総合研究所「仏教音楽関係資料」より 
各派の名称・曲名・作詞者名・作曲者は資料記載のまま



に拠る、とする。 
《各宗祖の歌》のメロディーは数字譜で書かれ、「雅楽律旋 ＊17」と記されてい
る。歌詞は、伝教大師・円光大師・承陽大師・見真大師・日蓮上人・空也上人 ＊18

による和歌であり、２首目の「月影」が浄土宗では現在の宗歌というわけだ。それ
以外にも、１首めの「法のともし火」と題された和歌は天台宗、３首めの「荒磯
の」は曹洞宗の宗歌（あるいはその一部）として、現在も歌われており、特に天台
宗では旋律も同一のものが用いられている（表１では「古旋律」となっている）。 
なお、親鸞に関しては、得度に際して詠んだと伝えられる和歌「明日ありと思う

心のあだ桜夜半に嵐の吹かぬものかは」が選ばれている。現在、親鸞の著作に作曲
する場合、歌詞には和讃が選ばれることが多い ＊19。《各宗祖の歌》では、他の歌
詞と語調をそろえるために、和歌が選択されたと考えられるが、浄土真宗本願寺派
総合研究所が所蔵する仏教音楽資料でも上記の和歌に作曲した作品は限られてお
り、希少な例といえよう。 
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《真宗宗歌》の誕生

写真１　《各宗祖の歌》『仏教唱歌集』（仏教音楽会、1906年）より　
＊16



２．《真宗宗歌》の制作過程 

ここからは、真宗各派協和会の結成から《真宗宗歌》が発表されるまでの過程
を、資料に基づき整理する（年表１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）真宗各派協和会の設立 
中西直樹によれば、真宗各派の連合組織としては、1900年から1901年にかけて
結成の動きがあったものの、当時は仏教公認教運動や宗教法案への対応をめぐって
大谷派と本願寺派が激しく対立しており、自然消滅したらしい。その後、立教開宗
700年を機に協調の動きがみられるようになった ＊20。その様子を『中外日報』は、
次のように伝えている。 
 
各派を融合し僧俗の差別を撤して親鸞聖人を鑚仰し現代に其の信仰を普及する
有力なる団体を組織せんことを希望すとの声起り ＊21 
 
その声をうけて、1921年10月21日、真宗各派の代表者が集まり、第１回の打合せ
が行われ、「開宗記念日の一定、服装の統一、勤式の統一、宗歌の募集等」が話題
にあがった ＊22。 
 

浄土真宗総合研究 17

（6）

年月日 出来事
1921/10/21 真宗各派協和会結成に向けた協議が始まる
1921/11/7 各派共通の宗歌を懸賞募集によって制作することが決定される
1922/5/30 懸賞金額について協議（宗歌は１等200円、２等100円）
1922/6末？～ 歌詞募集期間
11/30 広告掲載：『中外日報』6/29、『大阪朝日』7/1、『大阪毎日』

7/2、『読売』7/3、『東京朝日』『東京日日』7/4、本願寺派・
大谷派機関誌

1923/3/9 歌詞の選者決定（井澤勝什・痴山義亮・橋川正・野村成仁・佐
々木信綱）

1923/3/23 二等入選作品に、島崎赤太郎が作曲した楽譜が到着（一等はな
し）

1923/3末？ 真宗宗歌発表
 石版色摺したものを一般に頒布

年表１　《真宗宗歌》制作過程



（２）宗歌募集の計画 
ところで、10月21日の会合に先立って、『中外日報』には、「動き出した開宗記

念運動／東本願寺の計画進捗／鑚仰歌等を広く真宗各派合同で懸賞募集の話が進め
られてゐる」という見出しで、次のような記事が掲載されている。 
 
其の中宗祖伝及鑚仰歌は広く世上の新聞に公告して懸賞募集する計画である 
其の懸賞募集については此頃新しい考が湧いて来てゐる夫は西本願寺の方も同
様の考があるらしく伝へられるので東西若しくは真宗各派の合同で懸賞募集を
やつて、各派の浪費を防ぐと共に権威のあるものたらしめやうといふ 
この案は可なり共鳴者が増しつつある様だから各派懇談会の問題となる事だら
う ＊23（下線は引用者） 
 
大谷派では真宗各派協議会の結成に先立ち、宗派として「宗祖伝及鑚仰歌」を懸

賞募集する計画であった、という。実際、大谷派の『宗報』1921年10月号には
「立教開宗700年を迎へて」という記事が掲載されており、10項目の事業計画が紹
介されている。そのうち、「六、紀念出版」としてあげられている9項目のなかに
「宗祖伝（懸賞募集）」「宗祖讃仰歌（同上）」とある。 
『中外』の記事は、これと同様の計画が本願寺派にもあり（ただし、本願寺派の
『教海一瀾』にはそのような記述はみられない）、合同で募集を行うことになるだろ
う、と報じている。各派合同でこの事業を行うことが「浪費を防ぐ」と同時に、作
品の権威付けにつながる、とみなされていることは興味深い。 
10月21日に続き、11月７日に行われた会合では、次の引用のように、７項目に

わたる記念事業の計画が話し合われ、真宗各派協議会事務所を設置し、種々の事業
を進めていくこととなった。このとき、宗歌を懸賞にて制作することも決定され
た。 
 
協議の結果は（イ）開宗記念日は四月十五日と決定し、（ロ）の祖伝編纂と、
（ハ）の各派共通の宗歌は共に懸賞を以て公募する事に決定、（二）の各派立会
の場合に於ける級制一定と、（ホ）の同上の場合に於ける簡易なる勤式制定と
は共に宿題として尚研究を重ねる事になつた。（へ）児童用仏教絵本類の作製
と、（ト）開宗記念日に法要に際し宝物展覧共通券の発行の二件は共に可決し
た。＊24（下線は引用者） 
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12月17日には、第１回常任委員会 ＊25 が行われた。『中外』では、「会則の研究」
の他、「共同の事業として祖徳宣伝宗歌等の懸賞募集に関する条件等を仔細に相談
した」と簡略に記されている ＊26。大谷派『宗報』では、この会合での協議決定事
項がより詳細に報告されており、11月７日の話し合いから計画が前進したことが
わかる。 
 
一、開宗紀念日（四月十五日）に関する件 
　一、簡単なる法要を執行すること 
　　イ、各派協同執行の場合 
　　　正信偈、念仏、回向とす 
　　ロ、単独執行の場合 
　　　自派の勤式に依る 
　　ハ、服装黒衣、墨袈裟 
　一、各派連合して各種（講演、説教又は文書に依る）宣伝をなすこと 
一、京都所在の各派の各団体は本願寺派本山に参拝し興正派本山大谷派本山
の参拝を遂げ仏光寺派本山に参拝の後市公会堂に集合し各派連合の講演を
聞き解散すること 

二、祖徳鑚仰を主とする著述懸賞募集に関する件 
　祖徳に就き五乃至十の標目を定め之に依りて鑚仰せるものを募集すること 
右標目は各派より大正十一年一月十五日迄に各派協議会事務所に提出し常任
委員会に於て選定すること 
三、各派共通合唱し得る宗歌懸賞募集に関する件 
　宗歌及び祖徳鑚仰歌を募集すること 
四、各派立会の場合に於ける服装一定の件 
　甲、半素絹（色衣）、袴、五條 
　乙、黒衣、墨袈裟 
　　但白服は甲乙に通ず 
五、各派立会の場合に於ける勤式制定の件 
　伽陀、小経、念仏、回向とす 
　但伽陀回向は節付とすること 
右節付は魚山に簡単なるものを依頼す此依頼手続は事務所よりなすこと ＊27

（下線は引用者） 
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この話し合いをうけて、『中外』では「多分新春早々懸賞募集の広告をやるもの
と思はれる」と報じられたが、その後話し合いは一時中断されたようである。理由
は定かでない。その後、1922年３月24日、「真宗各派の協議会は久しく中絶して
ゐた」が久々に会合がもたれ、各種事業の協議が行われ、「宗歌、祖徳鑚仰歌も懸
賞募集とする」ことが協議された ＊28。さらに５月30日の会合で、懸賞金額等が話
し合われ ＊29、ようやく６月から募集が始まった。 
 
（３）募集広告とその内容 
写真２は、『中外日報』1922年６月29

日付４面に掲載された「親鸞聖人開宗記念　
懸賞募集」の広告である。各派機関誌にも
同様の広告が掲載された。また、『仏教音
楽辞典』で「毎日新聞紙上で公募し」とさ
れていた一般紙での広告については、実際
には７月１日に『大阪朝日新聞』、翌２日
に『大阪毎日新聞』、３日に『読売新聞』、
４日に『東京朝日新聞』と『東京日日新
聞』に広告が掲載されたていたことが分か
った。広告掲載は各紙１回限りではあるも
のの、この公募にかける真宗各派協和会の
熱が伝わってくる。その背景には懸賞募集
自体のイベント性を高めることで広く立教
開宗700年をアピールするとともに、宗勢
の拡大へつなげたいという思惑があったの
だろう。 
では、広告の文面を詳細にみていこう。以下は、趣意書の文面である。 
 
社会の改造は文化促進の運動により文化の促進は其根帯を宗教的信仰に置き而
も其宗教的信仰は日本民族自らが生める親鸞聖人の民族的宗教に依らざる可ら
ず。是れ聖人の信仰が我国現代の思想を風靡しつゝある所以也。聖人浄土真宗
を開創せられしより明年は正に満七百年、本会は此立教開宗を記念す可く茲に
左の規定に依りに祖徳鑚仰宗義宣揚に関する創作文幷に今後永久に用ふる宗歌
を募集し以て我民衆文化の精華を飾らむとす。奮つて応募せられむ事を望む。 
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写真２　『中外日報』に掲載された広告 



大正期の日本では、日露戦争の勝利をうけて一挙に国際的な地位が高まった反
面、国民は政治的・経済的にも貧しいままだったため、そのギャップを埋めるべく
社会の「改造」が叫ばれた ＊30。趣意書も、そのような社会情勢を受けて書き出さ
れている。さらに1910年代後半から起こっていた「親鸞ブーム」に言及したうえ
で、立教開宗700年の記念として「祖徳鑚仰宗義宣揚に関する創作文幷に今後永久
に用ふる宗歌を募集」する、とした。創作文や宗歌とともに協議されていた「祖徳
鑚仰歌」の募集は、最終的に中止されたようである。 
次に、募集規定をみてみよう。計画段階では５～10程度の項目を設けるとされ
ていた著述については、「創作文」として、「一般家庭読み物」で３項目（（一）親
鸞聖人に現れたる他力信仰　（二）親鸞聖人の時代と立教開宗　（三）真宗信徒の家
庭等）を、「平易にして清新なる口語体」で創作することを求めている。一方「宗
歌」については、「内容」は「本宗各派の諸種会合の節常に合唱するに適当なるも
の」、「句調（字足）は随意たる事但し節を分つ場合は三節以内とす」と、さほど細
かい条件は付けられていない。 
趣意書で「今後永久に用ふる」とされた宗歌を歌う機会については、この広告の
掲載前、西本願寺の機関誌『教海一瀾』1922年５月号に「宗歌は国家の祝日に
「君が代」を歌ふが如く、各派共通して一般門信徒に唱へさする」＊31 とあり、当初
から目的が明確に定められていたことがわかる。 
また賞金は、創作文の一等が2,000円、二等1,000円に対し、宗歌は一等が200
円、二等が100円であった。金額の差は、宗歌と創作文の規模の違いによるものだ
ろう（創作文の字数は「400字詰原稿用紙200枚内外」、つまり８万字）。ちなみに
同じ頃、1921年10月から１年かけて行われた《東京市歌》の公募 ＊32 では、市民
歌の一等賞金は500円、二等は300円、また童謡の一等賞金は300円、二等が100
円であった。これに比べると、宗歌の賞金額は多少抑え気味という印象である。ち
なみに少し時代はさかのぼるが、1920（大正９）年の大卒銀行員の初任給が40円
だったといわれ、また1918年の米騒動後、1920年で米10kgの小売相場が3.7円で
ある。これらに鑑みると、それなりの賞金が用意されていたといえるだろう。 
 
（４）審査と作曲 
募集開始後、宗歌には７月上旬で15編 ＊33、９月で約60編 ＊34、そして最終的に
は192編 ＊35 の応募があった。一方、創作文は、最終的に53篇の応募をみたが、
「募集の趣意に反して論文めきたるもの説教じみたるものなどがあつて是ならば創
作として認めらるといふものは頗る少かつた」ため、最終的に審査の結果「当選作
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なし」となった ＊36。 
締切直後からさっそく歌詞の審査にかかるのかと思いきや、実はまだ選者が決ま

っていなかった。1923年１月20日の会合で、ようやく東西本願寺から１名ずつ、
他派から１名、外部から１名の審査員を選ぶという方針が出た ＊37 ものの、２月に
なって実際に決まった顔ぶれはそれとはやや異なり、次の通りであった。 
 
宗歌の方は新派と旧派とに分れ旧派の予選に東は井澤勝什氏西は痴山義亮氏、
新派の方には東より橋川正氏西より野村成仁氏を出し最後の選者は尚未定 ＊38 
 

予選である程度作品数を絞り込んだうえで、外部から招聘する選者を交えて最終選
考を行う段取りだったと思われる。予選にあたる選者を「新派」と「旧派」それぞ
れから選んだことから、応募作品の文体はさまざまであったことが推測される。こ
こで、予選にあたった選者の経歴をみておこう。 
 
・井澤勝什（旧派、大谷派）：声明の大家で要職を歴任。俳誌『懸葵』等に和歌
を発表。 
・痴山義亮（旧派、本願寺派）：和歌や上代様の書に優れた学僧。 
・橋川正（新派、大谷派）：大谷派寺院出身の仏教史学者。当時は、真宗大谷大
学学部助教授兼予科教授。 

　・野村成仁（新派、本願寺派）：東京高等師範学校付属音楽学校 ＊39（現東京藝
術大学音楽学部）出身の平安中学校音楽教師。明治末から「讃仏歌」の作曲を
担っていた。 
 

その後、３月９日に開催された委員会で、外部の選者に御歌所寄人の佐々木信綱が
決定した ＊40。この委員会開催を予告する『中外日報』の記事に、「宗歌は応募の
作品概して面白からぬ由で」＊41 とあるが、審査の結果、１等は該当作なし、２等
に大谷派本宗寺の土呂基という人物の作品が選ばれ、東京音楽学校教授の島崎赤太
郎に作曲が依頼されることとなった。土呂は、「新聞社に勤める文学好きな人だっ
た」といわれ、佐々木信綱が３番を補作したが、ほぼ原作の形で採用されたとい　
う ＊42。 
作曲を依頼した島崎赤太郎からは、３月23日に楽譜が到着した ＊43。歌詞の最終

決定がいつだったのか、資料から確定することはできないが、仮に９日の委員会で
決定したとしても、島崎は２週間弱で曲を完成させたことになる。島崎が当時勤務
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していた東京音楽学校に残された「作曲委託関係書類」＊44 には、真宗各派協和会
からの依頼状等は確認できない。そのため、島崎個人への依頼だった可能性が高い
が、その選定理由や島崎に支払われた作曲料等を示す資料は現在のところ見つかっ
ていない。また島崎自身はクリスチャンであったが、そのことへの言及・批判等
も、管見の限り特に見当たらない。当時島崎は、東京音楽学校へ依頼された校歌の
作曲を多数手がけていたため、その実績が評価され、宗歌をより権威あるものにし
ようと白羽の矢がたったのではないだろうか。 
 
（５）発表と普及の様子 
《真宗宗歌》の正式な発表日は、はっきりしない ＊45。『中外日報』1923年３月
29日付に、歌詞が掲載されているため、３月末には発表になった可能性も考えら
れるが、４月には真宗各派では立教開宗700年記念法要が勤められた ＊46。したが
って、日程的には記念法要になんとか間に合った、というタイミングだったのでは
ないだろうか。 
《真宗宗歌》の楽譜は石版色摺で印刷され、一般に頒布されたというが ＊47、記
念法要において、完成間もない《真宗宗歌》がどのように用いられたのかは、これ
まで明らかになっていなかった。今回の調査で、本願寺派における状況については
『教海一瀾』第682号（1923年４月）に掲載された記念法要の報告記事により、一
端を窺うことができた（大谷派の法要での状況は、『宗報』や『中外日報』に記載
がなく詳細不明）。７日間にわたる法要・諸行事のなかで、《真宗宗歌》にかかわる
記述がみられるのは、第３日（４月17日）と第６日（４月20日）、そして最終日
（４月21日）である。 
第３日は「全国日曜学校教師大会」が、開館したばかりの顕道会館で行われた。
日曜学校運動は、本願寺派では明治末からさかんになり、1915（大正４）年には
宗派が全国に日曜学校の設置を命じるなど、積極的に制度の整備を進めていた。そ
の教師を対象とした大会において、「宗歌宣伝等をプログラムに組」みこんでいた
という。 
 
第三日 
全国日校教師大会　　この日の呼物である全国日校教師大会は午後一時より顕
道会館に於て開催、〔…〕宗歌宣伝等をプログラムに組み〔…〕 
宗歌宣伝隊　　龍谷大学器楽部の二十余名のオーゲ

ママ

ストラ団の人達と中央日曜
学校の生徒を中心にした宗歌宣伝隊は、憩ふに間のない位、彼方此方の凡ゆる
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会合に招かれて喝采を博してゐる 
日曜学校会館　　日曜学校の参考品児童の読物等備へてオルガンで讃仏歌、礼
讃、宗歌等を講演の合間に入れて班員四十名は変るヾ汗水しぼつて大獅子吼の
有様 ＊48（下線は引用者） 
 

《真宗宗歌》の宣伝にあたった「宗歌宣伝隊」は、龍谷大学の学生によるオーケス
トラと、中央日曜学校のグループで、あちらこちらで演奏を行ったようだ。また、
境内に設けられた「日曜学校会館」という施設では始終講演会が行われ、その合間
に《宗歌》もオルガン伴奏で歌われたことがわかる。 
 
第六日 
八百人の大コーラス　平安中学校全生徒八百名は渡辺校長に引卒せられ法要参
拝をなしたが真影堂前に於ては野村教員の指揮により宗歌宣伝隊のオーゲ

ママ

スト
ラに合奏し宗歌を合唱した、そのゆかしさそのおごそかなることは終りに近き
法要の一クーリであつた 
布教使大会　集るもの五百余名、花田執行の訓示次で龍大学生の宗歌宣伝オー
ケストラあり ＊49（下線は引用者） 
 
第６日は、平安中学校（現在の龍谷大学付属平安高等学校）の生徒800名が法要

に参拝し、「野村教員」、すなわち歌詞の予選にもかかわった同校の音楽教師・野村
成仁の指揮で、宗歌宣伝隊と共に《真宗宗歌》を合唱した。発表からのわずかな期
間で、生徒たちがどの程度歌えたのかは定かでないが、野村としては責任の重い場
面だったと思われる。また、この日は布教使大会も行われ、そのなかでも宗歌宣伝
隊が演奏した。 
 
第七日 
最後の努力　日校館の学生四十名、児童五十名の宗歌及び讃仏歌の合唱それに
は言ふことの出来ない力を見せてゐた ＊50（下線は引用者） 
 
そして最終日にも、日曜学校会館では《真宗宗歌》や「讃仏歌」の演奏が行われ

た。１週間もの間、報じられているようにかなりの頻度で演奏したのであれば、宣
伝隊の学生・生徒たちの演奏もかなり上達していたのではないだろうか。 
このように、《真宗宗歌》の初期段階の普及にあたっては、すでに仏教讃歌を歌
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うことに慣れていた学生・生徒のはたらきが大きかった。法要が始まると、毎日地
方から５万人の団体参詣者が京都駅を訪れたという ＊51。その一部にでも歌声が届
いたならば、発表間もない《宗歌》の宣伝としては、かなりの効果だったのではな
いか。また、法要終了後には楽譜が各派で再版され、有償で配布された ＊52。その
告知にも「日曜学校その他弘く普及することを嘱望します」と記されており、普及
対象として子どもが念頭に置かれていたことが、ここからもわかる。なお、本願寺
派以外の宗派における状況の調査は、今後の課題としたい。 

３．まとめ──イベントとしての宗歌制作 

ここまで、《真宗宗歌》制作にかかわる真宗各派協和会の結成から立教開宗700
年記念法要までの状況を、『中外日報』や本願寺派・大谷派の機関誌をもとに振り
返ってきた。以上をふまえて、最後に《真宗宗歌》誕生の意義について考えてみた
い。 
長い歴史のなかで分裂と対立を繰り返してきた真宗各派が、立教開宗700年を機
に協調の姿勢をみせたことは、画期的な出来事だった。とはいえ、《真宗宗歌》を
はじめとする記念事業の話し合いがなかなか進まなかったことをみても、それぞれ
の事情や思惑ゆえ、かんたんに歩調がそろったわけではないと推測される。それだ
けに、紆余曲折を経て発表された《真宗宗歌》は、真宗各派協調の象徴として重要
だったのではないだろうか。 
ここで、《宗歌》の歌詞内容を改めて確認しよう。３番からなる歌詞の１番は、
浄土真宗の教えに遇えたよろこびが描かれる。続いて２番では、そのよろこびのう
ちに念仏とともに日々の暮らしを送る姿を、３番ではよろこびを周囲の人々にも伝
えてともに歩もう、と謳う。つまり、この歌詞は浄土真宗における理想的な信仰生
活をテーマとしている。それゆえ、『中外日報』の記事でも言及されていたように、
詞としての面白味には欠けるかもしれない。では、この詞が１等なしの２等に選ば
れた意味は、どこにあるのだろうか。 
「懸賞」というイベントは、溝渕久美子が指摘するように、応募者にとってはイ
ベントそのものへの参加意識をもたらすとともに、当選への期待を伴うものであ
り、いざ当選となれば充実感や社会的な評価を受けたことによる大きな喜びを得る
ことができる。その意味で、「懸賞」はそうした人々の情動への働きがより強いメ
ディア・イベントでもあり、それと同時に、その懸賞のテーマについて思いをめぐ
らせるなかで、人々はその対象を内面化し、それにそうテクストを編み出してい　
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く ＊53。であるならば、浄土真宗の「宗歌」を懸賞募集によって制作するという試
みは、応募者に、浄土真宗とはどのような宗教で、真宗の僧侶・門徒とはいかにあ
るべきか、教えが自分にとってどのような意味をもつのか、を問い直させる作業で
あり、それに合致する土呂の詞が宗歌に選ばれたのはある意味当然だったといえる
だろう。その意味では、このような内容の宗歌をことあるごとに歌わせることは、
明治期以来行われてきた、紀元節・天長節といった行事における《君が代》や「祝
日唱歌」の歌唱と重なる。これらの唱歌には、歌うことを通じて、天皇を中心とし
た日本という国の国民としての意識をからだに沁みこませることが期待されてい　
た ＊54。また、行事のたびごとに歌うという点では、宗歌はこの頃さかんに制作さ
れるようになった校歌の位置づけと近い。校歌の起源と成立を研究した須田珠生
は、「校訓」や「母校精神」を歌詞にうたう校歌を、学校に在学する児童や生徒に
歌わせることで、教育的な効用が期待できるという考えが、当時の教育者らのあい
だで広く共通した認識であったことを指摘している ＊55。歌詞募集時の趣意書に言
及はないものの、《真宗宗歌》にもこれらと同様の効能が期待されていたことは想
像に難くない。宗祖の和歌を歌詞とする宗歌の場合も、そこに教えや宗祖の思いな
どが凝縮されていると捉えられるからこそ宗歌として成立するわけだが、和歌とい
う形式上、抽象的な表現となる場合もあろう。《真宗宗歌》の強みである明確なメ
ッセージ性は、懸賞募集というその制作過程から生まれたのである。 
発表後、《真宗宗歌》は募集の段階から「永久に」と想定されていたように、こ

の100年間歌われ続けてきた。その要因のひとつには、島崎赤太郎による旋律が音
域にも配慮され（最低音から最高音までがちょうど１オクターブに収まっている）、
さほど難しくもなく覚えやすい、という音楽的な理由もあろう。その結果、行事等
における《真宗宗歌》の斉唱は今やルーティーンとなっており、講習等の折に改め
て歌詞の意味を尋ねても、往々にして「考えたことがない」という答えが返ってく
るような状況さえみられる。しかし、「意味は分からなくても、同じ曲を歌える集
団があり、自分もその一員だと認識できる」というこの有様は、《真宗宗歌》の団
体歌という性格に鑑みれば、それぞれが所属する宗派、さらには浄土真宗という大
きな宗教的枠組みへの帰属意識の醸成が今なお連綿と行われているのであり、《真
宗宗歌》は今なお真宗各派の象徴として機能しているといえるだろう。 
以上を踏まえて、「宗歌」を定義づけるならば、「近代日本において、特定の宗教

共同体の象徴として、西洋音楽の語法により作曲され、発表された歌。歌詞は、教
えやそれを信仰する人々の理想像などを表現し、共同体意識を醸成することを目的
として法要や儀式、行事等で歌われる」ということになるだろう。 
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興味深いのは、この「宗歌」というジャンルが第１章でみたように、少なくとも
日本においては仏教各派に多くみられる一方、聖歌や讃美歌を有し、音楽を重視す
るキリスト教には確認されない、という点である ＊56。須田珠生は、「各学校が自
らその学校固有の校歌を制定し、児童や生徒にうたわせるというのは、世界的にも
稀である」とし、「こうした校歌のありようを鑑みれば、学校が固有の校歌を持ち、
それをうたうという行為は、日本特有のひとつの文化であると言ってもよいだろ
う」と述べている ＊57。さらに、法令等において学校に校歌制定が義務付けられて
いないにもかかわらず、「今日、日本の学校では、一学校一校歌という構図が作ら
れている。この構図を作りだしたのは、他でもない学校である」と指摘する ＊58。 
これにならえば、宗歌も法令等で制定は義務付けられていないにもかかわらず、
宗派が自ら制作し、法要・行事の折に歌うことを定めた団体歌である。真宗の場合
は、前述のように各派協調の象徴として宗歌が必要だったのだが、他の仏教教団の
場合はどうだったのだろうか。近代日本における団体歌や仏教教団の近代化を考え
るうえで、ポイントとなる問題であろう。稿を改め、検討したい。 
 

【参考文献】 
飛鳥寛栗　2008　『仏教音楽への招待』本願寺出版社。 
小川博司・木村篤子　1996　「戦前における新聞社の音楽文化事業」『近代日本のメディ
ア・イベント』同文舘、297－323頁。 
白金昭文　1981　「近代における仏教讃歌と伝道」『印度學佛教學研究』29巻２号、
857－859頁。 
季武嘉也　2004　「大正社会と改造の潮流」季武嘉也編『大正社会と改造の潮流』日本の
時代史24、吉川弘文館、7－96頁。 
須田珠生　2020　『校歌の誕生』人文書院。 
筒井清忠編　2021　『大正史講義』ちくま新書。 
筒井清忠編　2021　『大正史講義　文化篇』ちくま新書。 
中西直樹　2023　「立教開宗700年のころの真宗教団」『中外日報』2023年５月３日付５
面。 
藤本葉子　2005　「永井幸次作品目録」『大阪音楽大学研究紀要』第44号、35－190頁。 
福本康之　2007　「宗教共同体の歌」『世界音楽の本』岩波書店、377－380頁。 
溝渕久美子　2012　「懸賞というメディア・イベント」『映画研究』第７号、22－39頁。 
御手洗隆明　2019　「大正昭和期『宗祖御誕生・立教開宗』慶讃法要私観」『教化研究』
165号、真宗大谷派教学研究所編、36－71頁。 
湯浅成幸　2011　『親鸞さまのみ教え－「真宗宗歌」に聞く』真宗大谷派宗務所出版部。 
吉見俊哉　1996　「メディア・イベント概念の諸相」『近代日本のメディア・イベント』
同文舘、3－30頁。 
鷲田清一編　2018　『大正＝歴史の踊り場とは何か―現代の起点を探る』講談社選書メチ
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エ。 
渡辺裕　2007　「学校と職場の共同体意識」『世界音楽の本』岩波書店、373－376頁。 
渡辺裕　2010　『歌う国民』中央公論新社。 
 
【註】 
＊１   西洋音楽のスタイルで書かれた仏教音楽作品を指す。この音楽ジャンルに対して
は、創作に関係した団体や年代によって、「仏教唱歌」「讃仏歌」「仏教聖歌」等、さま
ざまな名称が用いられてきた。本論文では、歴史的事象として記述する場合をのぞき、
浄土真宗本願寺派での現状にならい、「仏教讃歌」ないし「仏教音楽作品」で統一する。 

＊２  『正像末和讃』に収められた一首を歌詞とする仏教讃歌。本願寺派では主に、澤康
雄作曲（1918年発表）と、清水脩作曲（1952年発表）の２作品が歌われる。 

＊３   真宗教団連合公式ウェブサイトでは「1923年８月５日発足」と記載されている。
「教団連合のあゆみ」（https://www.shin.gr.jp/about/ayumi/）2023年７月30日最終確
認。しかし『中外日報』では、「真宗各派協議会」の名称が1921年11月から用いられ
ており、さらに1922年６月に「真宗各派協和会」に改称する、と報じられている。本
稿では、資料からの引用を除き、「真宗各派協和会」で統一する。 

＊４  『法規類纂抜萃』中央仏教学院、1937年、113－116頁。 
＊５   同上、117－118頁。 
＊６  「真宗宗歌」『仏教音楽辞典』法蔵館、1995年、341頁。 
＊７  「和訳正信偈・仏教讃歌」真宗教団連合公式ウェブサイト（https://www.shin.gr.jp/ 
activity/shoshinge/）2023年７月30日最終確認。 

＊８   渡辺2007：373頁。 
＊９   福本2007：379頁。 
＊10   小川・木村1996：317頁。 
＊11   吉見1996。 
＊12   今岡達雄「宗歌」『WEB版新纂浄土宗大辞典』（http://jodoshuzensho.jp/daijiten/ 
index.php/%E5%AE%97%E6%AD%8C）2023年７月30日最終確認。 

＊13 「讃仏歌」は、本願寺派における日曜学校運動において、教材のひとつとして明治
末から大正期にかけて盛んに発表された仏教音楽作品群の名称として知られる。 

＊14 「仏教唱歌」の名称は、主に明治時代に用いられた。 
＊15   現在確認されている最も古い仏教讃歌は、1887（明治20）年の資料にみられる
《法の深山》である。 
＊16   写真は、浄土真宗本願寺派総合研究所が2006年に行った「仏教音楽コレクショ
ン・A」（飛鳥寛栗氏主宰）資料調査にて撮影したもの。なお現在、同コレクションは
相愛大学図書館に寄託され、整理が進められている。 

＊17 『新纂浄土宗大辞典』では、この旋律について「明治二〇年（一八八七）文部省発
行『幼稚園唱歌集全』第二六『風ぐるま』（豊田芙雄作詞、東儀季熙作曲）の旋律と類
似していることから、この譜の一部を使ったとの説もある。また天台宗宗歌とも旋律が
同一であることなどから、この時期に各宗の宗歌に同じような旋律がつけられたと考え
られる。」としている。 

＊18   表記は、資料記載のままとした。 
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＊19 『仏教唱歌集』においては、「超世の悲願ききしよりわれらは生死の凡夫かは有漏の
穢身はかわらねど心は浄土に遊ぶなり」（帖外和讃）が、七五調の歌詞による《いろは》
と題する作品（作曲者未詳）の歌詞のひとつとして掲載されている。 

＊20   中西2023。 
＊21 「開宗記念に親鸞の鑚仰新団体計画」『中外日報』1921年10月７日付２面。 
＊22 「在京真宗各派懇談会」『中外日報』1921年10月23日付２面。 
＊23 「動き出した開宗記念運動」『中外日報』1921年10月８日付２面。 
＊24 「開宗記念日は四月十五日に決定」『中外日報』1921年11月９日付２面。 
＊25 「真宗各派協議会」『宗報』第243号（1922年１月）、19頁。 
＊26 「真宗各派協議会」『中外日報』1921年12月18日付２面。 
＊27 『宗報』第243号、前掲。 
＊28 「真宗各派協議会」『中外日報』1922年３月26日号付２面。 
＊29 「祖徳讃仰の懸賞募集決定」『中外日報』1922年６月１日号付２面。 
＊30   季武2004。なお、季武は、「改造」を、「『デモクラシー』をも含んだ『世界的基
調』を踏まえた上で、日本国家と日本国民の実情に即した形での体制の変革を志向した
思想や運動」と定義している。 

＊31 「社説立教開宗記念慶讃御垂示に就て（三）」『教海一瀾』第671号（1922年５月）、
4頁。 

＊32   市民歌には330編の応募作があり、1923年４月に選考が行われた。市民歌の当選
者は高田耕甫、童謡は吉田栄次郎、作曲はいずれも山田耕筰に委嘱された。市民歌は都
歌に準ずる扱いで、現在まで継承されている。 

＊33 「真宗の懸賞募集と選者の選定」『中外日報』1922年７月９日付２面。 
＊34 「懸賞創作応募少し」『中外日報』1922年９月17日付２面。 
＊35 「懸賞募集の成績」『中外日報』1922年12月２日付２面。ただし、応募数には資料
により相違があり、『宗報』第258・259号（1923年５月、28頁）では、「三百五十」。
この点については、当時の真宗各派協和会に関する資料調査が望まれる。 

＊36 「懸賞創作に当選作なし」『中外日報』1923年４月26日付２面。 
＊37 「各派協議の事項」『中外日報』1923年１月23日付２面。 
＊38 「懸賞創作の選者」『中外日報』1923年２月10日付２面。 
＊39   東京音楽学校は、1893（明治26）年６月から東京高等師範学校へ移管され付属学
校となり、1899（明治32）年４月に再独立した。 

＊40 「真宗各派協和会委員会」『宗報』第257号（1923年３月）、34頁。 
＊41 「真宗各派協和会」『中外日報』1923年３月９日付２面。 
＊42 『メロディーの宝石箱』浄土真宗本願寺派仏教音楽研究所編、本願寺出版社、1997
年、９頁。３番の歌詞については湯浅成幸が、佐々木信綱による補作の結果、「当時の
天皇制国家の時代状況を反映したように、真宗の教えが玉虫色のようなあいまいな表現
になっているように思われます」と指摘している（湯浅2011：14）。しかし、管見の
限り原詞は現存せず、判断は保留せざるを得ない。 

＊43 「宗歌の作曲」『中外日報』1923年３月25日付２面。 
＊44   東京藝術大学未来創造継承センター大学史史料室（https://archives.geidai.ac.jp/ 
contents/re-composition/）2023年７月６日最終確認。 
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＊45   湯浅成幸は、「この真宗宗歌が発表されたのは、「立教開宗七百年記念法要」が勤め
られた一九二三（大正十二）年の四月九日であります」としている（湯浅2011：12）。
４月９日は大谷派の記念法要初日であり、湯浅の記述が正しければ、大谷派の法要開始
に合わせて発表されたことになるが（注46参照）、筆者はこれを示す資料を確認できて
おらず、今後さらなる資料調査が必要である。 

＊46   大谷派が４月９～15日、興正派が11～17日、木辺派が14～18日、佛光寺派が15
～18日、本願寺派が15～21日。 

＊47 『仏教音楽辞典』、前掲。『宗報』第262号（1923年８月）、ページ付けなし。当時
配布された楽譜は、現存が確認されていない。 

＊48 「立教開宗慶讃法要記事」『教海一瀾』第682号（1923年４月）、10頁。 
＊49   同上、13頁。 
＊50   同上、14頁。 
＊51   中西、前掲。 
＊52   対価は、20枚まで１枚１銭、21枚より１枚９厘、101枚より８厘（送料別）。『宗
報』第262号、前掲。 

＊53   溝渕2012：37頁。 
＊54   渡辺2007：369頁。 
＊55   須田2020：138頁。 
＊56   カトリック中央評議会、日本基督教団、日本聖公会、日本福音ルーテル教会、日本
バプテスト連盟、在日大韓基督教会に、宗歌にあたる団体歌の有無を尋ねたところ、カ
トリック中央評議会、日本基督教団、日本福音ルーテル教会から「特定の讃美歌を団体
歌として制定する習慣はない」との回答を得た。 

＊57   須田2020：12頁。 
＊58   須田2020：15－16頁。
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第11回宗勢基本調査からみた本願寺派の過疎地寺院のいま 
 

那 須 公 昭  

はじめに 

過疎地寺院に対する現状分析や対策などに関する論考は、これまで種々議論が重
ねられてきたが、新型コロナウイルス（以下、新型コロナ）流行の影響に伴い、現
在、その議論も停滞している感が否めない。新型コロナ流行下の現在においても、
過疎地から都市部への人口流出は続いているのであり、過疎に対する問題は水面下
で継続しつづけている。 
こうしたなか、浄土真宗本願寺派総合研究所では2021年７月１日を調査基準日

として、第11回宗勢基本調査（以下、11回調査）を実施した。その調査結果をま
とめた報告書（以下、「11回報告書」）は、本願寺派の機関誌である『宗報』2023
年２月号に掲載した。さらに2023年２月、大谷派と本願寺派で共催する過疎問題
連絡懇談会において、11回調査の結果をもとに、総務省から指定された「過疎指
定地域」＊1 と「その他地域」の比較考究をまとめ、報告した。本稿では、この報告
を軸に、11回調査よりみた過疎地寺院のいまを明らかにする。 

１，11回調査の概要と過疎問題連絡懇談会で行った設問共有 

1－1．11回調査の概要 
本願寺派が実施する宗勢基本調査とは、宗門全体の動静を捉え、宗門に包括され

る一般寺院及び非法人寺院の現況を調査した基礎資料を得るとともに、統計的な分
析を加え、宗務全般に十全に活用できる分析資料を作成することを目的とする。
11回調査の概要と特徴については、すでに「11回報告書」に詳細が示されてい　
る ＊2 が、ここではその肝要を簡略に説明する。11回調査での主な設問内容は、回
答者の属性や寺院の基礎情報、寺院の施設や本堂の現況など寺院基盤に関するも
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の、葬儀や法事、その他の寺院活動、宗派の取り組みや寺院診断、新型コロナの影
響、そして僧侶の幸福である。調査は浄土真宗本願寺派に所属する一般寺院
10100か寺（2021年７月現在）を対象とし、うち7086か寺からの寺院から回答を
得た。回収率は70.2％となった。 
従来の宗勢基本調査は郵送回答による調査を行っていたが、11回調査では、郵
送回答にくわえ、Web による回答も併用した。これは新型コロナの影響により
Web 媒体で会議や講演会などが頻繁にされるようになり、アンケート調査の舞台
もWeb 上が主流となったことが大きい。さらに11回調査の特徴としては、「外部
研究機関による寺院診断」をあわせて実施した。この企画は本願寺派の宗門総合振
興計画に掲げられていたものであるが、11回調査と併用して行うことで、各寺院
が現在どういう状況に置かれているかを可視化できるものと考え実施された。個別
の寺院の回答については、宗派が個別の寺院情報を知り得ないよう、第三者機関と
して（株）大和総研に委託し、診断を実施していただいた。 
この寺院診断企画を行う上で、個別の寺院情報が不可欠となる。そこで、調査票
にナンバリングを施し（株）大和総研のみが把握できるようにし、宗勢基本調査を
分析する宗勢基本調査実施センターには組や自治体単位での情報のみがわかるロー
データが提示された。そのため、従来の宗勢基本調査では行えなかった組や自治体
単位での分析が可能となった。 
さらに、11回調査では、僧侶の幸福に関する設問を導入した。近年、Well-being
をはかる調査が国や社会学をはじめとしたさまざまな学問分野や企業などで取入れ
られている。ただ、日本においては宗教と幸福に関する調査分析はあまり研究が進
んでいる状況ではなかった。そこで、宗教者の幸福に関して、設問のなかに組み込
んだのである。 
 
1－2．過疎問題連絡懇談会が行った教団の悉皆調査の設問共有 
さて、本願寺派と真宗大谷派では、2015年より共催で各教団の過疎対策担当者
や過疎地寺院を対象とした研究を行う有識者を対象とし、「過疎問題連絡懇談会」
を実施している。この会では、各教団の過疎対策に関する視点や取り組みを共有し
つつ、外部より有識者を招いた勉強会を中心に開催してきた。2016年10月、真言
宗智山派別院真福寺において実施された過疎問題連絡懇談会の総会において、各教
団が実施する宗勢調査や教勢調査など、一般寺院を対象とした悉皆調査の設問共有
が提案された。この提案をうけ、さらに2020年に悉皆調査を実施する教団が複数
（真言宗智山派、本願寺派など）あることがわかり ＊3、懇談会のなかで作業部会を
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設置し、悉皆調査の設問共有をはかることを目的に議論を行った。 
作業部会では、臨済宗黄檗宗連合各派合議所、曹洞宗、妙心寺派、真宗大谷派、

本願寺派の関係者が参加した。2020年12月に設問の共有案を事務局が作成し、懇
談会の会員に共有を行った。 
2023年２月、過疎問題連絡懇談会が開催され、この共有された設問をもとに、

筆者は先の11回調査の結果を報告した。その共有設問は以下の項目である。 
基本属性：年齢、立場、寺院立地、人口流動など 
寺院施設：施設の有無、改修の必要性 
寺院家族：住職、寺族の有無、居住、後継者 
法務や法要・行事：葬儀回数、年忌の継続など 
情報発信：情報機器の利用方法、年忌の案内など 
檀信徒（門信徒）：戸数、寺院との距離 
寺院運営：年間収入、専業兼職、住職世帯の収入 
危機意識：解散・合併 
その他：兼務寺院への関わり、他の困窮寺院への関わりなど 

この項目をふまえ、11回調査の結果を以下に報告する。 
 
1－3．過疎指定地域にある本願寺派寺院 
過疎とは「まばらきすること」であり、主に都市部を中心に人口流出した地域を

さす。このように過疎とは、人口流出の多い地域であることは自明であるが、人に
よって過疎地か否かの判断は異なる傾向がある。例えば、人口が比較的安定した地
域にある本願寺派寺院の関係者に周囲の状況を聞くと、「私のところは過疎地で困
っている」といった声を少なからず耳にすることがある。そこには、国や自治体が
把握していない過疎地なども考えられるが、本願寺派の場合、同宗派の寺院が比較
的密集している地域では、一か寺あたりの教化範囲がそもそも狭く、元々門信徒が
少ない寺院が多い、などの影響も大きいと考える。この同宗派の寺院密集地域の問
題についての詳細は別途論じていきたい。このように、過疎の捉え方が人によって
さまざまであるので、ここでは、総務省の基準に基づいた過疎指定地域に限定し、
過疎指定地域にある寺院と指定されていない地域にある寺院を比較検討する。 
本願寺派の過疎指定地域にある寺院について、全国の区分である教区別に算出し

たのが図表１である。 
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本願寺派での過疎指定地域にある寺院は全体の27.5％の割合であった。教区別
にみると、山陰教区（鳥取県、島根県）、大分教区（大分県）、鹿児島教区（鹿児島
県）、北海道教区（北海道）の順で多いことがわかる。これ以降は、過疎指定地域
にある寺院を「過疎地」、それ以外を「その他」と表記して、報告を行う。 

２，11回調査からみえる過疎地寺院の基盤～収入・門徒戸数・法務～ 

2－1．過疎地寺院の基盤～回答者の基本属性と寺院収入、門徒戸数 
まず、基本属性について、過疎地での回答者の年齢層は40代までが21.5％、50
代が23.4％、60代が26.1％、70代以上は29.9％であり、全体と比較してみてもあ
まりかわらない割合であった。また、過疎地寺院の回答者の立場は82.3％が住職
でこれも全体と同じ割合であるので、そこまでの違いはない。過疎地寺院だからと
いって、住職がいないわけではなく、またその年齢層も全国の寺院と比べ、同様の
割合であることが指摘できる。 
次に寺院収入についてみてみよう。11回調査では、寺院の収入に関しては、護
持会費、各種積立金を除く平均年間収入額として選択肢を設け尋ねている。本願寺
派でのこれまでの宗勢調査は、300万、600万を区切りとして分析を行ってきた。
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図表１　過疎指定地域にある本願寺派寺院（教区別）



しかしながら、曹洞宗の宗勢総合調査では500万、800万の区切りをもとに分析を
行っていた ＊4。先述の過疎問題連絡懇談会において、各教団の悉皆調査の設問共
有を行う際、寺院収入に関しては、分析段階で区切りの共有を行うこととなった。
ここでは、曹洞宗宗勢総合調査にあわせつつ、日本人の平均収入（2023年現在、
約443万円 ＊5 ）に近い「500万」未満を軸として、300万、500万、1000万の区
切りで比較を行う。その区切りをもとに、本願寺派の寺院年間収入について「過疎
地」と「その他」を比較したのが図表２である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

過疎地は「300万未満」が55.2％を占めるにたいし、その他は37.1％と、18ポイ
ントもの差異が確認できる。また「500万未満」で比較すると、過疎地は70.9％と
７割を占めるにたいし、その他は51.5％と、その差が20ポイント近くもあること
がわかった。つまり、過疎地寺院の年間収入は、割合としては低いことが指摘でき
る。 
続いて寺院の基盤をはかるうえで欠かせない門徒戸数を確認しよう。本願寺派で

の宗勢基本調査は、門徒戸数の設問について、「10戸未満」「10戸以上30戸未
満」･･「500戸以上1000戸未満」「1000戸以上」と選択肢で尋ねている。「11回報
告書」では、全体の門徒戸数の経年変化について、前回調査と11回調査を比較検
討した。それを示したものが図表３である（次頁）。 
このように、選択肢ごとに比較すると、「50戸未満」の小規模寺院、「400戸以

上」の中～大規模寺院に若干の増減が確認できる。ただ、この差異については誤差
の範疇とも捉えることができるので、あまり変化していないと考えることが妥当で
あろう。この点について、「11回報告書」では 
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図表２　寺院の年間収入　過疎地とその他地域の比較



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この背景には、人口減少に対し世帯数減少が遅れてあらわれるという点があり
ます。門徒戸数は、門徒の人数ではなく世帯数です。そのため人口減少が、門
徒戸数の減少に直結しない面があるわけです。このことも、短期的には門徒戸
数の減少が見られない一因となっていると考えられます。（85頁） 
と指摘する。人口減少化は間違いなく進んでいるが、世帯数の減少は遅れて表れ
る点を考慮する必要があることを述べている。さらに、本願寺派の宗勢基本調査で
は数十や数百の幅のある選択肢で門徒戸数を尋ねているため、数戸の増減はこの幅
のなかに吸収され見えにくくなっている面があることも考えられる。 
図表３より門徒戸数を50戸、200戸で区切ってみると、「50戸未満」が29.4％、

「50戸以上200戸未満」が41.3％、「200戸以上」が29.2％であった。おおよそ、 
50戸未満：50戸以上200戸未満：200戸以上＝3：4：3 

の割合でわかれていることになる。これをもとに、過疎地とその他で比較すると図
表４のとおりとなった。 
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図表３　門徒戸数比較（第10回と第11回の増減値）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
過疎地での門徒戸数「50戸未満」は33.1％であり、その他地域と比べると5ポイ

ントほど多い。本願寺派では全国的に平均200戸以上の門徒戸数があれば、専業が
可能であるということが、前々回の調査で指摘されていた ＊6。それをふまえ、
200戸以上をみると、過疎地とその他の差異は９ポイントほどある。ちなみに、こ
の門徒戸数の設問について平均値で比較したところ、過疎地は150.7戸、その他は
193.0戸であった。門徒戸数の平均値の相違は約40戸あったのである。過疎地に小
規模寺院の割合が多いことがうかがえる。 
 
2－2．過疎地寺院の法務～葬儀・年忌を中心として～ 
葬儀は、寺院収入や門徒戸数など、寺院運営の土台となる法務であることは間違

いない。さらに、「11回報告書」では、寺院護持運営上での危機意識との関連につ
いて分析を試みている。護持運営上の問題点として「門信徒の減少」を回答した寺
院とそうではない寺院の年間の葬儀回数について図表５ ＊7 のとおり示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「門信徒の減少」に問題があると回答した寺院の傾向として、「葬儀５回未満」「葬
儀５回以上11回未満」の割合が、「門信徒の減少問題なし」の寺院とくらべ、15ポ
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図表４　門徒戸数　過疎地とその他地域の比較

図表５　葬儀回数と「門信徒の減少」



イントもの差異がある（葬儀11回未満でみると、過疎地63.5％、その他47.7％）。
つまり、「門信徒の減少」を問題視する寺院は比較的葬儀回数が少ない傾向がある
ことがうかがえる。 
さらに、「11回報告書」では解散・合併に関する設問と葬儀回数をかけあわせ、
図表６ ＊8 のとおり示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解散・合併についても、葬儀回数が少ないほど、解散・合併を「考えている」寺
院が多い傾向が確認できる。特に葬儀が年間「５回未満」では10年以内の解散・
合併を考えている寺院が１割ほど確認できる。このように、葬儀の年間回数は寺院
運営に大きく関与していることがわかる。 
そこで、過疎地寺院の年間の葬儀回数について「５回未満」「５から11回未満」

「11から25回未満」「25回以上」の区分でその他地域と比較した。結果は図表７の
とおりとなった。 
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図表６　葬儀回数と解散・合併に関する意識



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
過疎地では葬儀回数５回未満の寺院が32.3％と３割をしめ、その他と比較する

と８ポイントもの相違があった。また葬儀11回未満でみると、過疎地では67.5％
と７割近くを占めている。つまり、過疎地寺院の葬儀は月に１回あるかないかのペ
ースで執行されているケースが多いことがわかる。 
年忌法要について、年忌の回数は葬儀回数と比例することから、葬儀回数と同様

のことが指摘できよう。また、前回調査より、「年忌法要は、通常何回忌まで続く
ことが多いですか」と、寺院の門信徒について、おおよそ何回忌まで続くケースが
多いかを尋ねている。過疎地の方がその他地域より、年忌の継続がされやすいので
はないかという仮説のもと分析を試みたが、そこにあまり差異はみられなかった。
すでに、『第10回宗勢基本調査報告書』のなかでも基本的に年忌法要は西日本に続
きやすく、東日本では続きにくい傾向があることが指摘されている ＊9。今回の11
回調査でも、こうした地域性があらわれたものと推察する。 
以上、過疎指定地域にある寺院の基盤である収入・門徒戸数・法務について、そ

の他地域と比較した結果、さまざまな実情がみえてきた。過疎地寺院は、割合とし
て収入・門徒戸数が総じて低く、収入に直結する葬儀の年間回数も少ない。こうし
た事実は予想通りの結果ではあるが、厳しい寺院運営の実情があらわとなってい
る。 

３，11回調査からみえる過疎地寺院のつながり 

3－1．遠隔地門徒との関わり 
11回調査では、問32で「お参りが困難な遠隔地の門信徒のうち、どの程度の方

の住所や動向を把握していますか」と尋ねている。この設問をたてた意図は、一時
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図表７　葬儀回数　過疎地とその他地域の比較



間以上離れた門信徒と関わりを持ち続ける寺院は比較的活発な寺院が多いことが、
2015年に実施した広島県三次市作木町での集落調査や2017年に実施した石川県七
尾市能登島での集落調査でうちだされた結果に基づくものであった ＊10。問32の結
果が図表８ ＊11 である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ほぼ把握している」が約６割を占め、「一部把握している」が約3割、「ほとんど
把握していない」が８％であった。 
では、この把握の状況が寺院の護持運営にどう影響を与えているのだろうか。

「11回報告書」では、問38「寺院の護持・運営状況はいかがですか」の選択肢「十
分護持・運営できている」「なんとか護持・運営できている」を「護持可能」、「護
持・運営はきびしい」「まったく護持・運営はできていない」を「護持困難」とみ
て、遠距離門徒の把握との関連を分析している（図表９ ＊12 ）。 
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図表８　遠隔地門徒の把握



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その結果をみると、遠隔地門徒を把握しているかどうかが、護持に一定程度の影響
を与えていることが推測できる。「ほぼ把握している」と「ほとんど把握せず」の
護持可能寺院は20％近くの違いがある。遠距離門徒と連絡をとりあう重要性につ
いて「11回報告書」では、 
寺院は樹木に喩えられることがあります。樹木は、簡単に生えている場所を変
えることはできません。そのため、その地にしっかりと根を張る必要がありま
す。これまでの寺院の運営は、どちらかというと「深く」根を張ることに注力
してきたわけですが、これからは「広く」根を張ることが求められているとい
えるでしょう。（91－92頁） 

と指摘している。寺院を支えてきたいわゆる檀家制度は、江戸時代にできたもので
あるが、この制度は定住型の社会に適合するものであった。現代社会は人が移動す
るのが特徴である。今後も門信徒は移動する。こうした移動への対応は今後も軽視
できない重要な課題であると考えられる。 
それでは、過疎地での遠隔地門信徒の実態とその把握についてみてみよう。図表

10（次頁）は、車で一時間以上に居住する遠隔地門信徒について、門信徒全体の
何割かを尋ねた結果である。 
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図表９　遠隔地門徒の把握と寺院護持の関係



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寺院から車で１時間以上離れた門信徒は、過疎地は65.7％、その他は56.8％で、
過疎地寺院に約９ポイント多い傾向がある。また、遠隔地に３割以上門信徒が居住
している寺院も過疎地では一割弱ほどあり、その割合も高いことがうかがえる。そ
れでは、その遠隔地門信徒の把握の状況についてみると、図表11のとおりとなっ
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このように、遠隔地門信徒把握の状況は、「ほぼ把握している」が約７ポイントほ
ど過疎地が高いことから、過疎地寺院の方が把握している傾向があることがわか
る。これは人口減少に伴う危機意識のあらわれともみることができると思われる。 
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図表10　車で１時間以上離れた門徒の割合　過疎地とその他地域の比較

図表11　遠隔地門徒の把握　過疎地とその他地域の比較



3－2．住職世帯の収入源～専業と兼職～ 
それでは、住職家族のつながりについてみてみよう。まず、11回調査では住職

世帯の収入源について、主なものを二つ選ぶ設問を設けている。その設問結果につ
いて、過疎地とその他での割合を示したものが図表12である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寺院給与をみると、約10ポイントの差異が確認できた。過疎地では、寺院給与が
住職世帯の主たる収入源ではないとの回答が４割近くいることがわかる。また、過
疎地では年金収入を主たる収入源であげる回答がその他よりも５ポイントほど多
い。基本属性でもふれたが、回答者の年齢層や立場は、過疎地とその他にそこまで
差異はない。つまり、その他地域では年金収入に依拠していない寺院が少なからず
ある一方、過疎地では年金収入に依拠せざるを得ない寺院があるということがわか
る。寺院給与だけでは生活できない過疎地寺院の住職世帯の実情がうかがえる。 
次に過疎地寺院の住職の兼職の実態みてみよう。問40では「住職は、この寺院

の寺務・法務のほかに何か仕事（報酬あり）をしていますか」と尋ねている。過疎
地とその他で集計したものが図表13である。 
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図表12　住職世帯の主な収入源　過疎地とその他地域の比較



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「この寺院の寺務・法務に専従している」は自坊のみの収入で生計を立てている寺
院を想定しており、この回答の相違が約10ポイントであった。つまり、専業率を
比べると、過疎地はその他に比べ、10ポイントほど低いことがわかる。しかしな
がら、兼職をあらわす「寺院外での布教と、布教以外の仕事（兼職）がある」「寺
院外の布教はしていないが、兼職している」を比べると、過疎地30.6％、その他
25.6％で５ポイント程度であり、専業率10ポイントの差異と比べると少ない。先
の図表12とあわせて考えると、過疎地では年金収入に依拠している住職が割合と
して多いことがうかがえる。 
 
3－3．過疎地寺院の後継者問題 
寺院の後継者の有無は、解散や合併といったいわゆる廃寺へとつながる大きな要
因の一つともなる。問9－1では、住職の後継者（予定されている者も含む）につい
て、「決まっている（本人の意思を確認済）」「後継（予定）者はいるが、本人の意
思を確認していない」「後継（予定）者に該当する者が決まっていない」という選
択肢で尋ねている。過疎地とその他で集計したものが図表14である。 
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図表13　住職の専業率　過疎地とその他地域の比較



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ちなみに、住職の有無や居住については、「過疎地」と「その他」にそこまで差異
はなかった。後継者は「決まっている」が、「過疎地」40.8％、「その他」45.6％
と、５ポイントほどの差異が確認できる。「決まっていない」も同じく5ポイント
ほどの相違があり、特に「過疎地」では「決まっていない」が３割をこえているこ
とから、住職後継者の問題が他の地域に比べ割合として大きいことがわかる。 
さらに、問9－2では「寺院の後継（予定）者について不安に感じることがありま

すか」と尋ねている。「過疎地」と「その他」で集計したものが図表15である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

過疎地とその他を比較すると、「不安はない」の差異が9.2ポイントと大きい。「後
継者がいない」は先ほどと同じく５ポイントほどの差だが、「寺院護持の見通しが
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図表14　後継（予定）者の有無　過疎地とその他地域の比較

図表15　後継（予定）者に対する不安　過疎地とその他地域の比較



不透明」は７ポイントの差がある。つまり、過疎指定地域の寺院は、後継者に対し
て不安に感じることが他の地域に比べ多く、特に「寺院護持の見通しが不透明」で
あると感じているケースが多いことがわかる。 
過疎地寺院のつながりについて、遠距離門徒と寺院家族、特に後継者に関する調
査結果をみた。過疎地寺院では、車で一時間以上に居住する遠距離門徒はその他地
域の寺院に比べ割合として多い。また、距離の離れた門徒について積極的に把握し
ようと試みる寺院は過疎地に多いこともわかった。このことは、人口減少化に対す
る危機意識のあらわれであるとみることができる。現代人は入学や就職など人生の
転機において移動することが当たり前となっている。寺院存続を見据え、積極的に
遠距離に居住する門徒と関わり続けることは、これからの寺院運営を考える上でも
欠かせないことだと考える。 
さらに、過疎地寺院の家族、特に住職後継者の問題をとりあげた。後継者不在の
割合が多い過疎地寺院にとって、後継者の有無は寺院の今後を左右する重要な事項
となり続ける。伝統仏教教団のなかでも特に、浄土真宗の各宗派の寺院は、伝統的
に血縁による継承が続いている。しかしながら、移動型社会が定着し、少子化が加
速する現在、子どものいない寺院家族にとって住職後継者を探すのは至難である。
こうした状況は今後も続くものと思われる。子どもがいたとしても、「見通しが不
透明」である寺院が多いことから、運営の厳しい寺院を継がせることは、過酷な状
況を子どもに押しつけることにもつながるといった繋念を抱くケースも多々あるこ
とが想定できよう。臨済宗妙心寺派では定年退職後の第二の人生として僧籍をと
り、住職になることを勧めている ＊13。後継者については、血縁関係だけで探すの
ではなく、こうしたさまざまな事例やつながりを模索する段階にきているのかもし
れない。 
 
3－4．新型コロナの影響 
当初、11回調査の調査基準日は2020年７月であった。しかしながら、新型コロ
ナの流行が問題視され、調査基準日を１年ずらし、2021年７月に実施することと
なった。調査を行った2021年７月には新型コロナの第５波が始まり、東京や沖縄
では緊急事態宣言が発令され、７月30日には神奈川、埼玉、千葉、大阪の４府県
が緊急事態宣言の対象に加えられた。こうしたさなか11回調査では、新型コロナ
流行下において寺院の収入や月忌参り、年忌参りの項目でどの程度影響がでたかを
尋ねた。これらの設問を過疎地とその他で比較してみたが、特色ある数値はでてこ
なかった。つまり、新型コロナの影響については、過疎地も例外なく同程度の影響
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があったことがうかがえる。ただ、問62「新型コロナの影響で表面化したお寺の
課題はありますか」の設問で、過疎地とその他地域で違いがみられた。それをあら
わしたのが図表16である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新型コロナ流行下での課題として、過疎地寺院の多くが「会食（お斎）などの減

少」をあげた。その他地域と比べても５ポイントの差異が確認できる（過疎地
65.3％、その他60.5％）。多くの寺院では、法要終了後に参列者と一緒にお斎を食
べる習慣が根付いていたが、新型コロナの影響下では、飛沫の拡散防止などで、大
人数での会食は避けるように国やマスコミが連日訴えていた。ただ、みなで一緒に
お斎を食べるなどの伝統的な文化は一旦中止してしまうとなかなか復活することが
難しい。こうした危機感が過疎地寺院では特に強くでたものと思われる。一方、
「仏事の減少」（過疎地47.3％、その他58.1％）や「一緒にお勤めができない」（過
疎地18.1％、その他23.4％）、「隣寺などとの関係性の希薄化」（過疎地31.1％、そ
の他37.9％）はその他の方が高い傾向にある。これらのデータだけで言い切るこ
とはできないが、新型コロナの影響下にあっても、過疎地寺院では門信徒や近隣寺
院とのつながりはその他地域の寺院に比べ継続される傾向にあったことが推察され
る。新型コロナの影響は、それまでじわじわと進んでいた仏事の簡略化が急速に早
まったともいわれるが、過疎地ではその進行がまだゆるやかであるとみることもで
きると思われる。 
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図表16　新型コロナ流行下での課題　過疎地とその他地域の比較



４，過疎地寺院関係者の思い 

最後に過疎地寺院関係者が寺院の今後のことをどう考えているのか、さらに厳し
い寺院運営を行うなかで、どういう点に幸せを感じているのか、など、過疎地寺院
に携わる人たちの思いにふれたい。 
 
4－1．解散・合併の意識 
11回調査では問46で自身の寺院についての解散・合併の意識を尋ねている。全
体でみると、８割近くが解散・合併を「考えていない」と回答しており、約２割が
解散・合併を考えている結果となった。この設問について、過疎地とその他で割合
を示したのが、図表17である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
過疎地寺院では33.4％、その他地域の寺院では19.2％「解散・合併を考えている」
ことがわかった。その差異は14ポイントもあることから、寺院存続の危機意識は
過疎地寺院に顕著であることがわかる。さらに「10年以内の合併を考えている」
「10年以内の解散を考えている」の割合をみると過疎地で6.6％、その他で3.2％と
なり、若干の差異ではあるが、過疎地の方が解散・合併を間近に考えている寺院関
係者が多いことがわかる。 
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図表17　解散・合併の意識　過疎地とその他地域の比較



4－2．過疎地寺院関係者の幸福 
11回調査では、設問の最後に「あなたはどの程度幸せであると思われますか」

と、「０（全く幸せではない）」から「10（非常に幸せである）」の11段階で尋ねて
いる。この設問は、「11回報告書」でも述べているように、世界各国では人々の幸
福感と宗教には大きな関連があると指摘されているが、日本においてはあまりそう
した研究が進んでいない。そこで、宗教的な心と幸福との関わりについて分析を行
うことを目的にこの設問を作成した ＊14。「11回報告書」では、今回の調査結果と
他の調査とを比較し、本願寺派の僧侶は総合的な傾向として幸福度が高く、特に
「10（非常に幸せ）」の回答が14.3％と他調査よりも高い傾向があることを指摘し
ている ＊15。 
さて、それでは過疎地寺院の幸福度はどのような状況だろうか。過疎地とその他

それぞれの幸福度の平均値を比較すると、過疎地平均6.87、その他平均6.96であ
った。あまり大きな差異は見受けられない。幸福度については、「11回報告書」で
も指摘されるように寺院収入と関連する要素もあるが ＊16、収入が少なく、門徒戸
数も少ない傾向の強い過疎地寺院であっても、「幸せ」を感じている住職が少なか
らずいることがわかる。 
11回調査では、問65で「お寺の活動のなかで最も幸福に感じたことを教えてく

ださい」と自由記述で尋ねている。「11回報告書」では非常に幸せを感じている
「10」の回答者の記述を分析している ＊17。ここでは、過疎指定地域にある寺院の
「10」の回答をみてみよう。過疎指定地域にある寺院で「10」の回答は235票確認
ができた。うち、問65の自由記述は173票あった。み教えにであえたことやお念
仏を一緒にお称えする、コロナの影響下でも法要を続けられるなど、実にさまざま
な「幸せ」の記述が確認できた。中でも「門徒」の記述が63票あり、門徒との関
わりのなかで幸せを感じている住職が多いことがわかる。具体的な記述の一部を以
下に掲載する。 
・高齢化し、お参りする事や人に会う事、楽しく嬉しく感謝しています。門徒の方
も温かく包んで下さいます。「出会えた悦び、出会える尊さ、南無阿弥陀仏」。 

・門徒の葬儀や年回法要で、お念仏の声が聞こえるようになったこと。 
・門徒の人から尊敬される事。 
・仏様をよりどころとされる門信徒の方が増えるとうれしいです。 
・小さな寺ですが、門信徒さんと「何でも話し合える」ことが出来るのがうれし
い。昔から「少しも変わっていない」と言われるのに喜びを感じています。だか
らこれからもそうありたい。「皆さんの心のふるさと」でありたいです。 
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・小数ながら、仏法に従って生きる姿勢が変わった門徒が出てきたこと。 
 

「門徒」に、尊敬され、何でも話し合うことができ、ともに勤行をし、仏法をより
どころとする、などさまざまなシチュエーションで語られているが、これらの記述
の共通点としては、門徒との関係性が良好であること、同じ教えを同じ姿勢で向き
合えていること、といったことなども垣間見える。同じ過疎指定地域にある寺院で
あっても、寺院規模や門徒戸数はさまざまである。ただ、幸せについて「10」と
回答した過疎地寺院の多くは、門徒とともにみ教えを聞き、味わい、何でも話し合
える関係性があるのであり、住職と門徒とのつながりがより充実している証左であ
るとみることもできるであろう。 

５，小結 

2021年７月を基準日として実施した第11回宗勢基本調査をもとに、過疎地寺院
の現状分析を行った。過疎地寺院の傾向として、まず寺院の基盤を形成する門徒戸
数や寺院収入についてみた。過疎地とその他地域を比較すると、過疎地では小規模
な寺院が割合として多いことがわかった。また、過疎地寺院のつながりに焦点をあ
てた分析では、住職後継者がいない寺院が割合として多く、「寺院護持の見通しが
不透明」だと不安に感じている住職もその他地域に比べ多いことがわかった。こう
した結果は、これまでもさんざん言われてきたことであり、いまさら指摘すること
でもないのかもしれない。ただ、数値であらわされる過疎地寺院の現状は、非常に
厳しいものであることが改めて確認できたであろう。 
しかしながら、遠隔地門徒に対する把握や新型コロナでの課題でもふれたよう
に、過疎地寺院をとりまくさまざまな関係性はまだまだ根強いものがあると考え
る。日本は今後も人々が移動をくりかえす社会の有り様は続いていくと思われるの
で、遠隔地門徒の把握は今後もより必要になってくるだろう。過疎地は全国に先駆
けて人口減少化を経験した地域である。こうした地域にある寺院は確かに疲弊はし
ているものの、それ以上に危機意識も醸成されてきた。この危機意識からくる寺院
活動の展開は今後も注視していきたい。最後に、非常に幸せと回答した住職の自由
記述には門徒とのつながりをよろこぶ記載が多いことを述べた。過疎地での寺院運
営は厳しい状況にあることは変わりないが、いまあるつながり、これから形成され
るさまざまなつながりを再度点検することで、よりよい寺院運営になるのではない
かと考える。こうした具体的な「つながり」の有り様や構築については、さらに別
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途論じたい。 
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