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価
を
も
ら
う
こ
と
。
業
務

で
す
。

　

一
方
で
サ
ー
ビ
ス
と
い

う
の
は
、
仏
教
的
な
発
想

で
い
え
ば
「
布
施
対
布

施
」
の
発
想
で
す
。
何
か

自
分
に
で
き
る
こ
と
を
す

る
。
対
価
の
バ
ラ
ン
ス
が

取
れ
て
い
る
必
要
は
な
く

て
、
た
だ
お
互
い
が
、
自

分
が
投
げ
ら
れ
る
最
高
の

ボ
ー
ル
を
投
げ
れ
ば
そ
れ

で
い
い
。

　

そ
れ
な
の
に
葬
儀
社
を

は
じ
め
と
し
た
「
サ
ー
ビ

ス
業
」
の
中
に
、
お
寺
の

「
サ
ー
ビ
ス
」
が
組
み
込

ま
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
お

寺
自
体
が
サ
ー
ビ
ス
業
化

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
根

本
的
な
間
違
い
と
い
う
気

が
し
ま
す
。

島
田　

地
方
だ
と
、「
月
参
り
」
と
い
う
形

で
住
職
が
檀
家
さ
ん
を
回
っ
て
い
た
り
、

お
寺
と
の
関
係
が
密
接
な
の
で
、
そ
う
い

う
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
東

京
な
ど
都
市
部
だ
と
、
お
寺
さ
ん
と
檀
家

関
係
を
結
ん
で
い
な
い
と
い
う
人
が
た
く

さ
ん
い
る
し
、
た
と
え
檀
家
関
係
を
結
ん

で
い
て
も
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
寺
に
行
く

人
は
あ
ま
り
い
な
い
。
だ
か
ら
お
寺
さ
ん

と
ど
う
付
き
合
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
、

そ
も
そ
も
付
き
合
う
べ
き
な
の
か
と
か
、

迷
い
が
生
じ
て
く
る
の
は
必
然
だ
と
思
う

ん
で
す
よ
。

齋
藤　

そ
う
で
す
ね
。
た
し
か
に
東
京
の

お
寺
は
、
一
般
に
近
所
の
お
檀
家
さ
ま
が

少
な
い
。
ま
ず
お
寺
と
い
う
も
の
が
日
常

の
生
活
の
中
で
意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

し
、
見
え
て
い
な
い
。
だ
か
ら
わ
か
ら
な

い
し
、
実
感
も
で
き
な
い
。

　

し
か
し
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
意
識
さ

右から齋藤明聖氏、島田裕巳氏、青江覚峰氏、松下弓月氏

―
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『
葬
式
は
要
ら
な
い
』以
降
、
葬
式
に

お
金
が
掛
か
り
過
ぎ
る
と
い
う
見
方
が
広

ま
っ
て
い
ま
す
。
遺
族
が
葬
儀
屋
に
任
せ

き
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
一
因
か
と
思

い
ま
す
が
。

島
田　

都
市
部
の
若
い
人
達
の
中
に
は
、

葬
式
に
参
列
し
た
経
験
が
な
い
人
も
増
え

て
い
ま
す
。
ま
し
て
や
自
分
が
葬
儀
を
出

す
側
に
回
る
機
会
は
な
か
な
か
巡
っ
て
こ

な
い
。
そ
こ
に
い
き
な
り
葬
式
と
い
う
も

「
葬
式
仏
教
」を

乗
り
越
え
る
こ
と
は
可
能
か

こ
れ
か
ら
の
世
の
中
に
必
要
と
さ
れ
る
葬
式
、
墓
と
は
な
に
か―

―

。
２
０
１
０
年
に
刊
行
さ

れ
、
伝
統
仏
教
界
を
騒
然
と
さ
せ
た
『
葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
著
者
で
、
宗
教
学
者
の
島
田
裕

巳
氏
と
、
伝
統
仏
教
の
僧
侶
三
名
が
激
論
を
交
わ
し
た
。

の
が
や
っ
て
く
る
と
、「
え
え
っ
、
ど
う
し

た
ら
い
い
の
？
」
と
混
乱
し
て
し
ま
う
か

ら
、
と
り
あ
え
ず
葬
儀
屋
に
任
せ
、
よ
く

分
か
ら
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い

う
人
も
多
い
と
思
う
ん
で
す
。

齋
藤　

予
備
知
識
が
必
要
な
の
は
実
感
し

ま
す
ね
。
お
檀
家
さ
ま
の
中
に
は
事
前
に

住
職
に
お
葬
式
の
相
談
に
来
ら
れ
る
人
も

い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
は
満
足
の
い
く

お
葬
式
が
で
き
て
い
ま
す
。
相
談
の
中
に

は
、
自
ず
と
経
済
的
な
事
柄
も
含
ま
れ
ま

す
が
、
私
は
そ
の
方
の
状
況
に
合
わ
せ
て

色
ん
な
方
法
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
、
選

ん
で
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
私
が

提
唱
し
て
い
る
「
お
寺
で
家
族
葬
」
も
選

択
肢
の
一
つ
で
す
。

　

人
間
は
生
ま
れ
た
限
り
必
ず
死
に
ま

す
。
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
う
し
て
死
ぬ
か

も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
、
い
の
ち
の
事

実
に
触
れ
て
い
た
だ
く
場
と
し
て
葬
儀
を

大
切
に
勤
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

青
江　

お
寺
、
僧
侶
の
側
と
ご
遺
族
の
間

に
し
っ
か
り
し
た
関
係
が
で
き
て
い
れ

ば
、（
お
金
を
掛
け
な
い
葬
式
は
）
サ
ー
ビ

ス
の
範
囲
内
で
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
現

在
の
葬
儀
の
問
題
を
一
言
で
表
す
と
、

サ
ー
ビ
ス
と
サ
ー
ビ
ス
業
の
見
分
け
が
つ

か
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。
サ
ー
ビ
ス
業
と
は
、
な
ん
ら

か
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
対

座
談
会
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仏
教
系
の
大
学
は
、
仏
教
色
を
極
力
出

す
ま
い
と
し
ま
す
が
、
僕
は
、
そ
れ
は
逆

行
し
て
る
気
が
す
る
。
む
し
ろ
そ
の
資
源

を
生
か
し
た
ほ
う
が
い
い
。
せ
っ
か
く
若

い
人
達
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
が
色
ん
な

形
で
湧
き
上
が
っ
て
い
る
の
に
、
自
分
達

が
遅
れ
て
い
る
と
い
っ
た
意
識
が
強
す
ぎ

る
気
が
し
ま
す
。

齋
藤　

私
共
の
お
寺
で
も
「
寺
ヨ
ガ
」
を

や
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ら
し
て
く
だ
さ
る

の
は
20
代
〜
30
代
が
殆
ど
で
す
ね
。
ヨ
ガ

の
前
に
ミ
ニ
法
話
を
す
る
ん
で
す
け
ど
、

み
ん
な
一
生
懸
命
聞
い
て
く
れ
ま
す
。

島
田　

今
、
大
人
が
説
教
す
る
こ
と
が
な

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
ど
う

や
っ
て
人
間
が
生
き
て
い
く
べ
き
か
と
い

う
話
を
聞
く
機
会
が
学
校
教
育
に
な
く

て
、
職
場
で
も
そ
ん
な
話
を
す
る
人
が
い

な
い
。
で
も
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
と
、

人
間
っ
て
不
思
議
な
こ
と
に
や
っ
ぱ
り
生

き
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
数

少
な
い
機
会
に
接
し
た
時
に
、「
あ
あ
、

こ
う
い
う
世
界
も
あ
る
ん
だ
な
」
と
関
心

を
持
つ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

「
檀
家
に
な
る
」と
い
う
こ
と

島
田　

と
は
い
え
、
都
市
部
で
は
、
お
寺

と
寺
檀
関
係
を
結
ん
で
い
る
家
庭
は
か
な

り
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
都
市
生

活
者
が
檀
家
に
な
る
こ
と
の
意
義
は
今
で

も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
？　

お
寺
さ
ん
の

側
か
ら
す
れ
ば
、
檀
家
が
多
い
ほ
う
が

や
っ
ぱ
り
い
い
わ
け
で
す
よ
ね
。

齋
藤　

私
は
、
や
は
り
あ
る
程
度
お
檀
家

さ
ま
が
多
い
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
と
い
う
の
は
、
お
檀
家
さ
ま
一
軒
の

お
寺
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
安
く
済
み
ま
す

し
、
教
化
費
も
捻
出
し
や
す
く
な
る
。

　

人
に
よ
っ
て
は
、
お
葬
式
を
出
す
の
が

経
済
的
に
困
難
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で

も
、
そ
う
い
う
場
合
で
も
、
親
身
に
な
っ

て
ご
く
僅
か
な
お
布
施
で
お
葬
式
を
し
て

あ
げ
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
つ
な
が
り
が
持

て
る
の
が
寺
檀
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。
お

寺
は
仏
・
法
・
僧
（
サ
ン
ガ
）
を
護
る
た

め
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
責
任
の
一
端
を

担
っ
て
く
だ
さ
る
、
仏
さ
ま
の
お
仕
事
の

お
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
る
の
が
お
檀
家

さ
ま
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
下　

檀
家
関
係
の
何
が
い
い
か
と
い
え

ば
、
継
続
的
な
関
係
を
持
て
る
こ
と
で
す

齋藤明聖氏

せ
て
な
い
、
見
せ
て
い
な
い
、
わ
か
ら
せ

て
い
な
い
、
実
感
、
体
験
さ
せ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
お
寺
の
側
の

責
任
で
す
。

青
江　

近
年
、「
ど
こ
で
も
Ｉ
Ｔ
が
使
え

る
」
と
い
う
意
味
の
「
ユ
ビ
キ
タ
ス
」
と
い

う
概
念
が
し
き
り
に
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
「
神
は
遍
在
す
る
」
と
い
う

キ
リ
ス
ト
教
の
発
想
で
す
。
で
も
、
わ
れ

わ
れ
が
日
常
使
う
言
葉―

―

た
と
え
ば

「
玄
関
」
と
か―

―

に
し
て
も
、
元
々
仏
教

用
語
だ
っ
た
も
の
が
非
常
に
多
い
わ
け
だ

し
、
仏
教
こ
そ
ユ
ビ
キ
タ
ス
だ
っ
た
ん
で

す
よ
ね
。

島
田　

青
江
さ
ん
た
ち
が
運
営
す
る
「
彼

岸
寺
」
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
寺
院
と

の
こ
と
で
す
が
、
普
段
、
ど
う
い
う
活
動

を
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
？

青
江　

ま
ず
は
仏
教
を
知
っ
て
も
ら
う
た

め
に
、
様
々
な
情
報
を
提
供
し
て
い
ま

す
。
一
口
に
仏
教
と
言
っ
て
も
、
最
近
の

人
た
ち
は
、
仏
像
、
宗
教
、
思
想
な
ど

様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
混
在
し
た
形
で
持
っ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
仏
像
が
好
き
な
人
に

対
し
て
は
仏
像
の
見
方
に
つ
い
て
の
情

報
、
仏
教
的
な
思
想
に
興
味
を
持
っ
て
い

る
人
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
適
っ
た
本
を

紹
介
す
る
、
と
い
う
具
合
に
、
情
報
提
供

を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
出
来
上
が
あ
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
基
盤
に
、
６
年
ほ
ど
前
か
ら
お
寺

を
開
放
し
て
、
ラ
イ
ブ
な
ど
の
様
々
な
イ

ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

島
田　

世
代
的
に
は
ど
う
い
う
人
達
が
関

心
を
？

青
江　

若
い
方
が
多
い
で
す
。

島
田　

僕
も
本
を
書
く
都
合
上
、
伊
勢
神

宮
と
か
出
雲
と
か
、
い
わ
ゆ
る
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
に
行
く
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け

ど
、
若
い
人
が
凄
く
多
い
。
暑
い
時
期
に

行
っ
た
せ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
10
代
か
20
代
前
半
ぐ
ら
い
の
人
達
ば

か
り
で
、
老
人
は
殆
ど
い
な
い
。

　

だ
か
ら
、
宗
教
を
め
ぐ
る
景
色
が
変

わ
っ
て
き
た
気
が
し
ま
す
。
む
し
ろ
若
い

世
代
の
ほ
う
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に

行
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
、
前
に
大
正
大
学
で
教
え
た
と
き

は
、
受
講
生
は
仏
教
系
の
学
生
じ
ゃ
な

い
、
普
通
の
学
生
が
殆
ど
だ
っ
た
ん
で
す

が
、
彼
ら
は
自
分
の
大
学
が
ど
う
い
う
大

学
で
あ
る
か
を
よ
く
知
ら
な
い
で
い
た
。

島田裕巳氏
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ど
、
あ
る
程
度
の
土
地
を
持
っ
て
い
る
都

会
の
寺
院
は
、
か
な
り
経
済
的
に
豊
か
な

の
は
事
実
。
そ
う
し
た
格
差
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
各
宗
派
の
中

で
聞
く
話
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
お
寺
の
維
持
で
、
今
は
大
本

山
ク
ラ
ス
だ
と
色
々
修
復
を
や
っ
て
い

て
、
50
億
と
か
１
０
０
億
の
額
が
動
い
て

い
る
。
お
寺
さ
ん
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
伊
勢

神
宮
で
は
20
年
の
遷
宮
に
５
５
０
億
の
費

用
が
掛
か
る
ん
で
す
が
、
20
年
前
は
、
３

３
０
億
で
済
ん
で
い
る
ん
で
す
。
で
も
20

年
の
間
に
物
価
が
そ
ん
な
に
上
が
っ
た
わ

け
じ
ゃ
な
く
て
、
要
は
寺
社
建
築
に
か
か

る
費
用
、
あ
る
い
は
調
度
品
に
掛
か
る
費

用
が
物
凄
く
上
が
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

こ
と
も
考
え
る
と
、
寺
院
を
檀
家
が
支
え

る
こ
と
は
だ
ん
だ
ん
難
し
く
な
っ
て
き
て

い
る
と
思
う
ん
で
す
。

齋
藤　

そ
れ
は
実
感
し
ま
す
。
寺
院
の
経

済
的
格
差
に
は
も
の
す
ご
い
も
の
が
あ
っ

て
、
た
と
え
ば
戦
艦
の
よ
う
な
お
寺
か
ら

ゴ
ム
ボ
ー
ト
の
よ
う
な
お
寺
ま
で
い
ろ
い

ろ
あ
る
。
今
や
７
割
、
８
割
の
住
職
が
兼

業
住
職
で
、
お
布
施
だ
け
で
成
り
立
っ
て

い
る
お
寺
は
少
な
い
。
恵
ま
れ
て
い
る
お

寺
も
、
東
京
の
中
で
さ
え
も
ご
く
限
ら
れ

て
い
る
の
が
実
態
で
す
。
で
す
か
ら
通
常

の
お
寺
の
住
職
は
、
非
常
に
経
済
危
機
の

意
識
に
駆
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。

お
墓
を
持
て
な
い
時
代

島
田　

葬
式
に
話
を
戻
す
と
、
実
際
葬
式

に
お
金
を
か
け
ら
れ
な
い
人
達
も
い
ま

す
。
さ
ら
に
葬
式
を
あ
げ
た
後
、
お
墓
を

ど
う
す
る
の
か
も
深
刻
な
問
題
で
す
。

　

い
ま
国
内
で
年
間
１
２
０
万
人
ぐ
ら
い

の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
火
葬
率

が
99
％
を
超
え
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
同
じ

数
の
遺
骨
が
で
き
る
。
そ
れ
を
我
々
の
慣

習
上
、
墓
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

　

だ
け
ど
先
祖
代
々
の
墓
が
あ
る
人
は
い

い
け
れ
ど
、
墓
が
な
い
人
も
い
る
。
そ
う

い
う
人
が
都
市
の
お
寺
の
檀
家
に
な
っ
て

墓
を
つ
く
る
と
な
る
と
、
数
百
万
か
か
っ

て
も
不
思
議
じ
ゃ
な
い
し
、
切
り
詰
め
て

も
何
十
万
か
は
掛
か
る
わ
け
で
す
。
そ
の

何
十
万
が
払
え
な
い
人
だ
っ
て
い
る
。
ま

し
て
そ
の
墓
を
ず
っ
と
維
持
し
て
い
く
と

な
る
と
、
今
の
都
市
の
家
族
の
構
造
か
ら

す
る
と
、
非
常
に
困
難
で
す
。

齋
藤　

お
墓
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ざ

お
墓
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
今
言
わ
れ

た
よ
う
に
高
い
費
用
が
か
か
る
。
経
済
的

な
理
由
で
お
墓
が
な
い
と
い
う
人
を
何
人

も
見
て
い
る
と
、
果
た
し
て
こ
ん
な
こ
と

で
い
い
の
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

私
な
ど
は
墓
地
の
永
代
使
用
料
も
思
い
切

り
下
げ
て
、
そ
う
い
う
ご
縁
の
あ
る
人
に

檀
家
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

ね
。
仏
教
を
本
当
に
学
ぼ
う
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
お
葬
式
の
ワ
ン
タ
イ
ム
だ
け
で

は
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。
仏
教
徒
と
し
て

自
分
が
な
ん
ら
か
の
実
践
を
す
る
と
い
う

場
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
し
、
自
分
を
導

い
て
く
れ
る
師
と
い
う
存
在
は
絶
対
必
要

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
寺
檀
関
係
の

中
で
上
手
く
で
き
る
か
と
い
う
の
は
、
ま

た
別
の
問
題
と
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
師
匠
と
自
分
が
一
緒
に
仏
教
を
実
践

し
た
り
、
学
ん
だ
り
で
き
る
場
と
い
う
の

は
、
仏
教
徒
と
し
て
あ
る
た
め
に
は
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
現
状
、
伽
藍
を
維
持
す
る
費
用
と

か
、
弟
子
の
育
成
費
な
ど
寺
族
を
維
持
す

る
費
用
、
こ
う
い
っ
た
コ
ス
ト
が
お
寺
の

一
般
的
な
収
入
で
は
支
え
き
れ
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
維
持
す
る
た
め
に
は
あ

る
程
度
の
檀
家
の
数
が
必
要
に
な
っ
て
く

る
わ
け
で
す
が
、
檀
家
の
数
が
増
え
る
に

従
っ
て
、
今
度
は
法
事
や
葬
儀
の
数
も
増

え
る
。
住
職
一
人
で
対
応
で
き
る
範
囲
も

限
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

そ
う
な
る
と
、
仏
教
の
本
来
的
な
部
分

の
実
践
に
ど
こ
ま
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
い

て
い
け
る
か
、
と
い
う
難
し
さ
も
あ
る
。

齋
藤　

い
ず
れ
に
し
て
も
少
子
高
齢
化
で

寺
院
経
済
が
弱
体
化
し
て
い
ま
す
し
、
寺

院
経
営
を
進
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
考
え

て
い
か
な
き
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

宗
教
離
れ
と
い
わ
れ
る
中
で
新
た
な
関
係

を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
寺
院
の
存
在
意
義
を
提
示
し
て
い
く

こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。

島
田　

今
の
社
会
だ
と
、
都
市
に
育
っ
た

人
が
檀
家
に
な
る
こ
と
の
意
義
は
極
め
て

分
か
り
に
く
い
。
ま
し
て
や
、
お
寺
の
経

済
な
ど
と
い
う
問
題
に
至
っ
て
は
、
ま
っ

た
く
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
は
地
方
に
行
く
と
、「
都
会
の

お
寺
さ
ん
は
い
い
な
」
と
い
う
声
も
あ
る

ん
で
す
。
な
ぜ
な
ら
地
方
寺
院
の
場
合
、

戦
後
の
農
地
解
放
で
、
今
ま
で
寺
を
支
え

て
い
た
土
地
を
み
ん
な
奪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。
だ
け
ど
、
都
市
の
寺
院
は
そ
う
い
う

目
に
遭
っ
て
い
な
く
て
、
経
営
基
盤
が
い

い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
都
市
部
の
寺
院
が
み

ん
な
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
け

右から青江覚峰氏、松下弓月氏
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が
、
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
住
職
さ
ん
の

考
え
方
、
姿
勢
等
々
が
き
ち
ん
と
伝
え
ら

れ
て
な
い
と
、
永
代
供
養
墓
の
場
合
は
ダ

メ
で
す
ね
。

島
田　

し
か
し
永
代
供
養
墓
で
は
、
故
人

の
方
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に

墓
参
り
さ
れ
る
方
も
い
な
い
。
で
も
お
寺

さ
ん
が
供
養
を
続
け
る
と
い
う
仕
組
み
で

す
。
こ
の
構
造
、
半
分
は
な
る
ほ

ど
と
思
い
つ
つ
、
も
う
半
分
で
は

正
直
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
故
人
を
供
養
す
る
と
い
う
こ

と
で
い
う
と
、
具
体
的
な
人
が
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
シ
ス
テ
ム

だ
け
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
、
と

い
う
の
は
…
…
。

齋
藤　

や
っ
ぱ
り
縁
故
あ
る
方
に

は
お
参
り
に
来
て
も
ら
い
た
い
。

こ
れ
が
お
寺
の
願
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
ま
っ
た
く
な
い
人
も
い

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人

が
生
き
て
い
る
う
ち
に
安
心
し
て

お
寺
に
委
ね
ら
れ
る
関
係
性
、
こ

の
上
に
成
り
立
つ
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
単
に
お
骨
を
置
く
場
所
が

な
い
か
ら
お
願
い
し
ま
す
、
と
い
う
こ
と

と
は
違
う
世
界
で
す
。

島
田　

し
か
し
現
実
に
、
遺
骨
を
抱
え
て

ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
人

達
が
か
な
り
の
数
に
上
る
時
代
に
な
っ
て

い
る
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
前
も
宮
城
の

方
で
、
車
の
中
に
お
母
さ
ん
と
お
父
さ
ん

の
遺
骨
を
入
れ
て
車
を
放
棄
し
た
ら
、
死

体
遺
棄
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
事
例

が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
警
察
の
死
体
遺
棄
の

考
え
方
が
間
違
っ
て
る
と
思
う
ん
で
す
け

れ
ど
、
で
も
そ
う
い
う
事
件
と
い
う
の
も

起
き
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

僕
が
知
っ
て
い
る
範
囲
で
も
、
遺
産
相

続
で
も
め
て
、
遺
骨
の
引
き
取
り
手
が
い

な
い
か
ら
甥
っ
子
が
引
き
取
っ
て
、
で
も

ど
こ
に
置
い
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
か

ら
、
や
っ
ぱ
り
車
の
ト
ラ
ン
ク
に
入
れ
て

い
る
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
す
。

青
江　

さ
す
が
に
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、

お
寺
が
出
て
き
て
、
お
寺
で
お
預
か
り
す

い
る
ん
で
す
が
、
か
と
い
っ
て
今
ま
で
墓

地
を
求
め
ら
れ
た
人
達
か
ら
し
て
み
れ

ば
、「
な
ん
で
急
に
安
く
」
と
い
う
不
満
も

生
じ
る
で
し
ょ
う
。

島
田　

公
団
の
家
賃
み
た
い
で
す
ね
。
通

常
の
お
墓
で
は
な
い
永
代
供
養
墓
の
場

合
、
今
ど
れ
ぐ
ら
い
が
相
場
で
す
か
？

齋
藤　

30
〜
50
万
円
が
一
般
的
と
聞
い
て

い
ま
す
。
う
ち
は
50
万
円
を
少
し
超
え
ま

す
。
つ
く
っ
た
15
年
前
は
、
単
な
る
遺
灰

置
き
場
に
し
な
い
た
め
に
は
必
要
な
額
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
の
感
覚
で
は

高
す
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

松
下　

私
の
所
属
し
て
い
る
お
寺
も
20
年

前
か
ら
永
代
供
養
墓
を
や
っ
て
い
ま
す

が
、
入
会
金
な
ど
諸
々
合
わ
せ
て
50
万
円

ぐ
ら
い
で
す
。
二
人
目
は
埋
葬
料
の
７
万

円
だ
け
。
こ
れ
も
一
通
り
や
る
こ
と
が
前

提
の
金
額
な
の
で
、
払
え
な
い
人
に
は
で

き
る
範
囲
で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

島
田　

形
式
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
？

松
下　

会
員
専
用
の
合
葬
墓
が
あ
っ
て
、

お
骨
は
そ
ち
ら
に
埋
葬
し
ま
す
。
そ
れ
と

は
別
に
本
堂
に
分
骨
を
収
め
た
位
牌
を
お

祀
り
し
て
供
養
し
て
い
ま
す
。

島
田　

合
葬
は
遺
骨
単
位
で
合
葬
す
る
ん

で
す
か
？　

全
部
一
緒
で
す
か
？

松
下　

全
部
一
緒
で
す
。

島
田　

永
代
供
養
墓
に
申
し
込
む
人
は
、

子
供
が
い
な
い
家
が
多
い
の
で
す
か
？
そ

れ
と
も
子
供
に
面
倒
を
か
け
た
く
な
い

人
？

松
下　

だ
い
た
い
は
子
供
が
い
な
い
と
か
、

も
し
く
は
子
供
が
海
外
な
ど
遠
隔
地
に
住

ん
で
い
る
の
で
墓
参
り
が
で
き
な
い
と
い

う
人
で
す
ね
。

―
―

希
望
さ
れ
る
方
は
、
10
年
前
か
ら
比

べ
て
増
え
ま
し
た
か
？

松
下　

20
年
前
は
あ
ま
り
申
し
込
み
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
近
は
毎
週
１
、

２
件
、
問
い
合
わ
せ
が
来
ま
す
。
考
え
て

み
れ
ば
、
昔
は
村
単
位
で
お
墓
を
共
有
し

て
い
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
家
単
位
で

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
時
と
場
所
に
よ
っ

て
生
活
や
家
族
の
形
も
変
わ
り
ま
す
し
、

時
代
が
変
わ
り
人
々
の
生
き
方
が
変
わ
れ

ば
供
養
の
形
が
変
わ
る
の
も
自
然
な
こ
と

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

島
田　

た
だ
こ
れ
ま
で
の
永
代
供
養
墓
に

関
し
て
い
う
と
、
つ
く
っ
た
は
い
い
け
れ

ど
入
る
人
が
い
な
く
て
経
営
的
に
苦
し
く

な
っ
た
り
、
極
端
な
場
合
、
借
金
で
潰
れ

た
り
と
い
う
例
も
あ
り
ま
す
。

齋
藤　

え
え
、
あ
り
ま
し
た
ね
。

島
田　

恐
ら
く
永
代
供
養
墓
の
場
合
、
自

分
の
供
養
を
お
寺
さ
ん
に
し
て
も
ら
う
と

い
う
要
素
が
非
常
に
強
い
の
で
、
そ
こ
の

住
職
さ
ん
が
ど
う
い
う
方
か
と
い
う
こ
と

が
す
ご
く
気
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

す
る
と
、
安
易
に
つ
く
っ
た
と
こ
ろ
は
信

用
で
き
な
い
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。

齋
藤　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
今
ま

で
の
通
常
の
墓
地
と
ま
っ
た
く
違
う
も
の
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「
墓
参
り
教
」と「
骨
信
仰
」

島
田　

近
年
、
火
葬
さ
れ
た
遺
骨
の
引
き

取
り
を
、
遺
族
が
拒
否
す
る
事
例
が
増
え

て
い
ま
す
ね
。

松
下　

関
西
で
は
、
火
葬
し
た
あ
と
骨
壷

に
収
め
る
の
は
一
部
だ
け
で
、
残
り
は
専

門
の
業
者
さ
ん
の
ほ
う
で
埋
葬
す
る
ん
だ

そ
う
で
す
ね
。
日
本
で
は
わ
ざ
わ
ざ
遺
骨

が
残
る
よ
う
に
火
葬
し
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
遺
骨
を
大
切
に
供
養
す
る
気
持
ち
は

変
わ
ら
な
く
て
も
、
こ
う
し
た
埋
葬
に
関

す
る
習
慣
は
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

齋
藤　

本
当
は
も
の
の
15
分
ぐ
ら
い
で
粉

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
そ
う
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
、
お
骨
が
拾
え
な
い
。

島
田　
「
骨
上
げ
」
と
い
う
儀
式
が
発
達
し

た
が
ゆ
え
に
、
骨
上
げ
で
き
れ
い
に
見
え

る
よ
う
に
骨
を
焼
い
て
い
る
と
い
う
現
状

が
あ
る
。
だ
け
ど
そ
う
い
う
骨
と
い
う
の

は
、
実
は
自
然
に
は
還
り
に
く
い
セ
ラ

ミ
ッ
ク
状
に
な
っ
て
い
る
骨
。
散
骨
を
望

む
人
達
は
こ
れ
を
す
る
こ
と
で
自
然
に
還

る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
酸
性
の

土
壌
で
な
い
と
な
か
な
か
還
ら
な
い
。

青
江　

先
生
の
お
っ
し
ゃ
る「
墓
参
り
教
」

と
は
、
最
終
的
に
は
骨
信
仰
な
ん
で
す
よ

ね
。

島
田　

骨
上
げ
と
い
う
儀
式
が
な
さ
れ
る

こ
と
で
、
骨
信
仰
が
強
化
さ
れ
て
い
る
面

も
あ
っ
て
、
本
末
転
倒
の
観
が
あ
る
。

齋
藤　

こ
れ
、
仏
教
に
と
っ
て
は
矛
盾
な

ん
で
す
よ
ね
。
お
釈
迦
様
は
別
に
自
分
の

骨
を
拾
え
と
は
言
っ
て
な
い
。
だ
け
ど
、

弟
子
た
ち
は
拾
っ
た
。
親
鸞
聖
人
も
鴨
川

へ
流
せ
と
言
っ
た
の
に
、
弟
子
は
そ
れ
が

で
き
ず
に
拾
っ
た
。
だ
か
ら
仏
教
は
２
５

０
０
年
前
か
ら
お
骨
と
い
う
矛
盾
を
抱
え

て
い
る
の
で
す
。

松
下　

仏
陀
の
葬
儀
に
関
し
て
は
、
別
に

仏
教
的
に
位
置
づ
け
は
な
い
ん
だ
か
ら
や

ら
な
い
の
が
本
式
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ

る
一
方
で
、
仏
陀
は
特
に
指
定
は
し
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
地
域
の
習
俗
で

や
っ
て
お
け
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
考
え
方

も
あ
り
ま
す
。
仏
陀
も
実
際
に
は
ヒ
ン

ズ
ー
教
の
方
法
で
供
養
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
説
も
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

齋
藤　

お
骨
に
関
し
て
は
、
今
と
て
も
考

え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
。
お
母
さ
ん
と
あ
ま
り
関
係
の
良
く
な

か
っ
た
男
の
子
が
い
て
、
四
十
九
日
の
時

に
納
骨
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
お
骨

を
抱
き
か
か
え
た
ま
ま
、
顔
を
見
る
と

げ
っ
そ
り
し
て
い
て
…
。
生
き
て
い
る
お

母
さ
ん
と
の
関
係
が
難
し
か
っ
た
の
に
続

い
て
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
母
さ
ん

と
の
関
係
も
築
け
な
い
と
い
う
状
態
だ
っ

た
ん
で
す
。
欧
米
で
は
以
前
か
ら「
グ
リ
ー

フ
ケ
ア
（
悲
嘆
回
復
）」
の
必
要
性
が
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
日
本
で
も
そ
う
い

る
し
か
な
い
。
で
も
法
的
に
は
難
し
い
問

題
も
あ
る
。
例
え
ば
今
の
話
で
は
甥
御
さ

ん
が
遺
骨
の
面
倒
を
見
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
法
的
に
は
相
続
で
も
め
た
時
に
、

甥
御
さ
ん
に
優
先
権
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
そ
う
な
ん
で
す

ね
。「
ど
の
く
ら
い
法
事
を
し
た

か
」
と
か
、
弁
護
士
が
調
査
を
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
う
ち
に

も
何
度
か
来
ま
し
た
。

　

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
お
寺
の

ほ
う
と
し
て
も
、
本
家
筋
の
人
か

ら
、「
な
ん
で
向
こ
う
の
肩
を
持

つ
ん
だ
」
み
た
い
な
話
に
な
り
か

ね
な
い
し
、
そ
う
な
る
と
非
常
に

難
し
い
。

島
田　

た
だ
、
歴
史
的
に
考
え
る

と
、
お
坊
さ
ん
に
期
待
さ
れ
る
役

割
は
時
代
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
変

わ
っ
て
き
て
い
る
。
江
戸
時
代
に

は
寺
請
制
度
が
あ
っ
て
、
あ
る
種

の
戸
籍
管
理
ま
で
や
ら
さ
れ
て
い
た
。

　

日
蓮
の
こ
と
を
調
べ
て
い
て
僕
が
面
白

い
な
と
思
っ
た
の
は
、
日
蓮
は
土
地
の
訴

訟
に
も
関
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
彼
は
非

常
に
理
論
的
な
人
だ
か
ら
、
弁
護
士
と
し

て
も
優
秀
だ
っ
た
ろ
う
し
、
実
際
そ
の
土

地
の
争
い
で
勝
っ
た
。
し
か
し
勝
っ
た
が

ゆ
え
に
負
け
た
側
の
領
地
を
通
っ
た
時
に

ボ
コ
ボ
コ
に
さ
れ
た
と
い
う
事
件
が
あ

る
。

　

だ
け
ど
そ
う
い
う
、
文
字
が
書
け
る
と

か
、
論
理
的
な
思
考
が
で
き
る
と
い
う
点

で
お
坊
さ
ん
に
期
待
さ
れ
る
面
は
ど
う
し

た
っ
て
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
今

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
法
律
的
な
知
識
と

い
う
の
も
、
今
の
僧
侶
の
人
達
に
期
待
さ

れ
る
場
面
は
出
て
く
る
と
思
う
。

齋
藤　

た
し
か
に
相
談
は
多
岐
に
わ
た
り

ま
す
。
身
寄
り
の
な
い
方
が
財
産
を
処
分

す
る
に
あ
た
っ
て
相
談
を
受
け
た
り
。

　

さ
っ
き
の
お
骨
に
関
し
て
い
え
ば
、
ま
っ

た
く
の
無
償
で
お
骨
を
預
か
っ
て
い
る
お

寺
も
あ
り
ま
す
し
、
落
ち
着
い
て
か
ら
、

改
め
て
墓
地
を
求
め
に
来
た
り
す
る
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
。
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ス
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
真
宗
と
日
蓮
宗

の
葬
儀
に
は
そ
れ
が
な
い
。
そ
の
違
い
は

殆
ど
意
識
は
さ
れ
て
い
な
い
で
す
が
、
後

者
の
宗
派
の
葬
儀
だ
と
、
死
者
は
出
家
し

て
僧
侶
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

で
も
お
葬
式
を
出
す
側
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
の
が
全
然
わ
か
ら
な
い
。
そ
う

な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
形
式
が
、
我
々
一

般
人
が
今
求
め
て
い
る
も
の
な
の
か
？　

と
も
思
う
ん
で
す
。

松
下　

そ
れ
に
関
し
て
は
、
葬
儀
の
段
階

で
知
る
と
い
う
の
は
も
う
手
遅
れ
だ
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。
や
は
り
自
分
自
身
が
ど

う
い
う
生
き
方
を
し
て
い
く
の
か
、
時
間

を
か
け
て
考
え
て
い
か
な
く
て
は
良
い
最

期
は
あ
り
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

仏
教
徒
で
も
、
宗
教
を
持
た
な
い
人
で
も

変
わ
り
ま
せ
ん
。
き
っ
か
け
は
な
ん
で
も

良
い
の
で
す
が
、
仏
教
に
な
ん
ら
か
惹
か

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
仏
教
徒
と
し
て

の
生
き
方
を
ず
っ
と
続
け
て
、
最
終
的
な

帰
結
と
し
て
仏
教
式
の
葬
儀
が
あ
る
と
い

う
の
が
や
は
り
理
想
だ
と
思
い
ま
す
。

　

島
田
先
生
が
本
で
書
か
れ
て
い
た
よ
う

に
、
生
き
方
と
し
て
最
後
に
葬
式
無
用
の

よ
う
な
生
き
方
と
い
う
の
も
あ
れ
ば
、
生

き
方
と
し
て
最
終
的
に
葬
儀
が
必
要
で
あ

る
生
き
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人

自
身
が
ど
う
い
う
生
き
方
を
し
て
い
る
の

か
、
真
言
宗
な
ら
真
言
宗
の
あ
り
方
、
浄

土
真
宗
な
ら
浄
土
真
宗
の
あ
り
方
と
い
う

も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
初
め
て
「
い

い
お
葬
式
」
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
ん

だ
と
思
い
ま
す
。

戒
名
問
題

齋
藤　

そ
れ
か
ら
、
国
際
社
会
と
い
う
大

き
な
枠
で
考
え
る
な
ら
ば
、
仏
教
徒
と
し

て
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
生
き
て
い
た
だ

き
た
い
。
だ
か
ら
法
名
は
ブ
デ
ィ
ス
ト

ネ
ー
ム
と
い
う
ふ
う
に
い
え
ば
わ
か
り
や

す
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ぜ
ひ

生
前
に
皆
さ
ん
に
受
け
て
い
た
だ
い
て
、

そ
し
て
仏
教
徒
と
し
て
の
名
告
（
の
）
り

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
法
名
、
戒
名
、

院
号
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
が
唯
一
の
解

決
の
方
法
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

う
も
の
が
必
要
な
時
代
に
な
っ
て
き
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
ま
で
日
本
人
は
、
欧
米
人
に
比
べ
て

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
は
少
な

い
と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、

折
々
の
仏
教
儀
式
や
お
仏
壇
に
辿
り
つ
く

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
今
は
核
家

族
で
お
仏
壇
の
な
い
家
も
あ
る
し
、
手
を

合
わ
せ
た
こ
と
の
な
い
若
い
人
達
も
い

る
。

　

だ
か
ら
こ
れ
か
ら
は
お
坊
さ
ん
が
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
、
こ
の
専
門
知
識
を
持
て
と

ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
そ
う
い
う

も
の
も
学
ん
で
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の

か
な
、
と
思
う
ん
で
す
。

島
田　

家
族
の
数
が
減
っ
て
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
親
と
子
の
関
係
は
あ
る
意
味
非

常
に
緊
密
に
な
り
、
他
の
人
間
関
係
よ
り

も
突
出
し
て
強
く
な
っ
て
き
て
ま
す
。
だ

か
ら
実
の
親
と
の
関
係
が
悪
い
例
も
出
て

く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
す
ご
く
深
刻

だ
と
思
う
。

　

奥
さ
ん
が
本
家
の
墓
に
入
り
た
が
ら
な

い
、
な
ん
て
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
だ
け
ど
、

そ
う
い
う
こ
の
世
に
お
け
る
対
立
も
、
死

を
契
機
に
し
て
チ
ャ
ラ
に
な
る
よ
う
な
、

一
つ
の
文
化
的
な
装
置
と
し
て
、
仏
教
式

の
葬
儀
な
り
、
弔
い
方
が
機
能
す
る
可
能

性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

齋
藤　

あ
り
ま
す
ね
。
私
は
仏
教
と
は
何

か
を
端
的
に
い
え
ば
、
出
遇
（
あ
）
い
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
仏
法
に

出
遇
う
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
自
身
に
出

遇
い
、
朋
に
出
遇
い
、
そ
し
て
亡
く
な
っ

た
人
と
出
遇
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
が
仏
教
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
そ

の
教
え
を
い
よ
い
よ
伝
え
て
あ
げ
な
い

と
、
み
ん
な
悲
嘆
を
受
容
で
き
な
い
。

島
田　

そ
れ
を
言
う
た
め
に
は
、
や
っ
ぱ

り
こ
の
世
の
関
係
と
あ
の
世
の
関
係
は
根

本
的
に
違
う
ん
だ
よ
と
い
う
教
え
な
り
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
な
り
を
仏
教
界
が
や
は
り
発

し
て
く
れ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
ん
で
す

よ
。

齋
藤　

私
は
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
一
つ
の
手

立
て
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
弔
辞
の
あ
る

お
葬
式
を
提
案
し
た
い
ん
で
す
。
弔
辞
と

い
う
と
普
通
大
き
い
お
葬
式
で
す
け
ど
、

そ
ん
な
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
も
の
で
は
な
く

て
、
お
別
れ
の
言
葉
を
誰
か
が
述
べ
て
く

だ
さ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
お
葬
式
。
あ

る
い
は
、
亡
く
な
っ
た
方
に
手
紙
を
書
い

て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
か
と
。
手
紙
を
書
く

こ
と
に
よ
っ
て
関
係
性
を
見
つ
め
直
し
、

悲
し
み
を
受
容
し
て
、
そ
し
て
感
謝
の
言

葉
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
亡

く
な
っ
た
人
に
手
紙
を
書
い
て
も
ら
う
と

い
う
こ
と
を
今
勧
め
て
い
ま
す
。

島
田　

今
各
宗
派
で
行
わ
れ
て
い
る
葬
儀

は
、
大
き
く
は
二
分
さ
れ
る
と
思
う
。
日

蓮
宗
と
浄
土
真
宗
は
、
他
の
宗
派
と
や
は

り
違
う
。
真
言
宗
、
曹
洞
宗
そ
の
他
と
い

う
の
は
一
応
剃
髪
、
受
戒
と
い
う
プ
ロ
セ
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単
に
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
っ
た
も
の
で

あ
っ
て
も
…
…
も
ら
っ
た
人
に
と
っ
て
嬉

し
い
も
の
で
あ
り
、
誇
り
に
な
る
よ
う
な

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
生
き
方
も
変

わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

齋
藤　

私
共
、
真
宗
大
谷
派
で
も
、
法
名

を
生
前
に
授
け
る
と
い
う
の
は
、
昔
は
門

首
の
専
権
事
項
だ
っ
た
ん
で
す
。
近
年
よ

う
や
く
一
寺
院
の
住
職
が
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
生
前
法
名
を
受
け
る
人
が
飛
躍
的
に
増

え
ま
し
た
。
私
は
そ
の
こ
と
は
大
変
あ
り

た
が
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何
し

ろ
高
い
戒
名
料
と
い
う
の
が
、
お
寺
に
対

す
る
不
信
感
に
つ
な
が
っ
て
社
会
問
題
化

し
て
い
る
と
危
惧
し
て
い
ま
す
か
ら
。
だ

か
ら
こ
そ
、
皆
さ
ん
が
自
覚
を
も
っ
て
生

前
に
仏
弟
子
と
し
て
の
名
を
名
告
っ
て
い

た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
解
決
方
法
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
。

―
―

と
こ
ろ
で
、
院
号
と
は
何
で
す
か
？

齋
藤　

院
号
は
、
通
常
は
亡
く
な
っ
て
か

ら
も
ら
う
も
の
で
、
生
前
に
も
ら
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
遺

族
が
、
じ
ゃ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ま
に
付
け
よ

う
と
か
っ
て
言
っ
て
付
く
の
が
院
号
な
ん

で
す
。

島
田　

院
号
が
増
え
た
の
は
結
構
最
近
で

す
。
あ
る
寺
で
50
回
忌
、
１
０
０
回
忌
を

迎
え
る
よ
う
な
古
く
か
ら
の
檀
家
で
も
、

院
号
は
付
い
て
な
い
ん
で
す
。
ま
し
て
真

宗
で
院
号
な
ん
か
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
の
は
、
ご
く
最
近
。
で
も
有
名
人

の
例
を
見
る
と
、
必
ず
釈
の
前
に
院
号
が

付
い
て
い
る
。

齋
藤　

見
栄
の
部
分
が
あ
る
の
は
否
定
で

き
な
い
で
す
ね
。
切
り
捨
て
は
し
ま
せ
ん

が
。

松
下　

仏
教
が
行
う
葬
儀
と
い
っ
て
も
、

仏
教
の
要
素
が
１
０
０
％
と
い
う
わ
け

じ
ゃ
な
い
。
社
会
的
な
習
俗
も
混
ざ
っ
て

の
も
の
で
あ
る
以
上
、「
純
粋
な
仏
教
」
を

求
め
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

社
会
的
習
俗
も
ち
ゃ
ん
と
加
味
し
て
、

そ
れ
が
た
と
え
仏
教
と
切
り
離
せ
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
も
大
事
に
し
て
い
く
べ

き
で
す
。
そ
れ
こ
そ
仏
壇
も
、
元
々
は
ミ
ニ

チ
ュ
ア
の
お
寺
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
今
は
位

牌
置
き
場
で
あ
り
、
い
わ
ば
ミ
ニ
チ
ュ
ア

の
お
墓
で
す
。

　

ご
先
祖
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
の
も
慣

習
だ
と
は
思
う
ん
で
す
が
、
で
も
、
そ
の

仏
壇
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ほ
ど
の

嫁
姑
関
係
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
も
、

仏
壇
が
あ
っ
た
ら
さ
す
が
に
ご
先
祖
さ
ん

の
前
だ
か
ら
と
ケ
ン
カ
が
収
ま
る
の
で
あ

れ
ば
、
す
ご
く
い
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

仏
教
の
意
義
で
は
な
く
て
、
文
化
的
な
習

俗
の
意
義
で
す
け
れ
ど
。

　

だ
か
ら
「
そ
れ
、
仏
教
じ
ゃ
な
い
」
と

言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
で
お
終
い
で
す
が
、
で

も
そ
れ
で
そ
の
ご
家
族
が
幸
せ
に
な
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
習
俗
は
習
俗
と
し
て
非

　

30
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
う
ち
の
お
檀
家
さ

ま
に
は
生
前
に
つ
け
る
こ
と
を
勧
め
て
い

ま
す
。
今
、
帰き

敬き
ょ
う

式し
き

を
受
け
て
元
気
な

人
が
１
５
０
人
ぐ
ら
い
い
て
、
み
ん
な
喜

ん
で
い
ま
す
よ
。
費
用
も
本
山
に
納
め
る

お
礼
金
が
１
万
円
で
す
か
ら
。

島
田　

真
宗
は
簡
単
で
す
よ
ね
。

齋
藤　

生
前
に
法
名
を
つ
け
る
宗
派
は
生

き
た
宗
派
。
死
後
に
つ
け
る
宗
派
は
死
ん

だ
宗
派
だ
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
か
ね
な

い
時
代
が
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
よ

そ
の
ご
宗
派
の
人
に
は
怒
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
。

島
田　

僕
が
戒
名
に
関
し
て
ど
う
し
て
も

違
和
感
を
拭
え
な
い
の
は
、
そ
の
背
景
に

寺
檀
関
係
が
あ
る
の
が
前
提
な
の
に
、
そ

の
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
日

頃
、
寺
に
貢
献
し
て
く
れ
て
い
な
い
檀
家

に
、
葬
儀
の
際
に
戒
名
料
と
い
う
お
布
施

を
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
檀
家
と
し
て
の

義
務
を
果
た
し
て
も
ら
う
形
に
し
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
戒
名
と

寺
檀
関
係
が
一
体
化
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ

え
に
非
常
に
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
は
一
旦
切
り
離
し
た
ほ
う
が
、

わ
か
り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。

し
か
も
、
寺
檀
関
係
の
な
い
僧
侶
が
、
葬

儀
社
の
紹
介
で
来
て
、
そ
れ
で
多
額
の
戒

名
料
を
も
ら
っ
て
い
く
例
も
あ
る
。

齋
藤　

私
ど
も
の
お
寺
で
は
、
帰
敬
式
を

授
式
さ
れ
る
方
に
は
、
本
山
の
お
礼
金
を

含
め
て
３
万
円
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

経
済
的
負
担
も
少
な
く
て
済
み
ま
す
。

島
田　

戒
名
と
は
何
か
、
布
施
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
、
し

き
た
り
と
し
て
行
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

点
が
問
題
で
す
よ
ね
。

青
江　

戒
名
料
と
い
う
形
で
経
済
と
絡
め

て
論
じ
て
い
る
限
り
、
３
万
円
が
高
い
と

か
安
い
と
い
う
議
論
は
尽
き
な
い
と
思

う
。
永
代
供
養
の
費
用
55
万
円
が
一
昔
前

だ
っ
た
ら
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
の

に
、
今
高
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
と
同

じ
で
す
。

　

で
も
、
法
名
や
戒
名
を
も
ら
っ
た
人

が
、
戒
名
に
見
合
っ
た
背
筋
が
伸
び
た
生

き
方
を
で
き
る
、
そ
う
い
う
面
も
あ
る
と

思
う
ん
で
す
。

　

そ
れ
が
た
と
え
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
で
簡
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る
こ
と
が
助
け
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

そ
う
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
い
ろ
ん
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で

す
。
例
え
ば
ま
っ
た
く
見
ず
知
ら
ず
の
僧

侶
で
、
全
然
故
人
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人

に
戒
名
を
付
け
て
も
ら
う
こ
と
が
い
い
の

か
、
と
。
そ
れ
に
比
べ
た
ら
、
寺
檀
関
係

を
結
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
自
分
な
い
し

家
族
が
戒
名
を
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い

か
。
実
際
に
あ
っ
た
例
で
す
け
れ
ど
、
自

分
で
戒
名
を
考
え
て
、
そ
れ
を
お
坊
さ
ん

の
と
こ
へ
持
っ
て
い
っ
て
添
削
し
て
も

ら
っ
た
人
も
い
ま
す
。

齋
藤　

実
際
、
私
は
そ
う
し
て
い
ま
す
。

島
田　

だ
か
ら
決
し
て
硬
直
し
た
も
の

じ
ゃ
な
く
て
、
い
ろ
ん
な
関
係
性
の
中
で

決
め
て
い
け
ば
い
い
。

齋
藤　

私
は
信
頼
関
係
の
中
で
、
お
檀
家

さ
ま
と
相
談
し
て
生
前
法
名
を
付
け
て
い

ま
す
。
た
だ
、
最
終
的
に
判
断
す
る
の
は

私
で
。
住
職
の
責
任
と
し
て
そ
れ
は
譲
れ

な
い
。

島
田　

寺
檀
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
、
敢

え
て
挑
ん
で
み
て
も
い
い
。

松
下　

そ
れ
は
い
い
ん
で
す
け
ど
、
な
い

と
こ
ろ
で
自
分
で
付
け
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
の
危
険
性
が
高
い
と
も
感
じ
ま
す
。

社
会
の
信
用
的
に
も
、
そ
の
人
の
生
き
方

と
い
う
か
誇
り
と
い
う
部
分
で
も
傷
つ
け

る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
危
惧
は
あ

り
ま
す
。

齋
藤　

そ
う
で
す
ね
。
法
名
は
浄
土
の
お

荘
厳
（
し
ょ
う
ご
ん
）
で
す
。
娑
婆
世
界

の
延
長
に
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
ね
。

島
田　

そ
の
あ
た
り
は
い
ろ
ん
な
問
題
が

あ
っ
て
、
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま

す
。
で
も
戒
名
は
死
ん
だ
ら
誰
も
が
も
ら

わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
も
の
で
、
し
か
も
も

ら
う
に
は
物
凄
い
お
金
が
掛
か
る
と
い
っ

た
、
硬
直
し
た
社
会
通
念
は
問
題
に
し
な

い
と
い
け
な
い
。

　

僕
が
不
満
に
思
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
仏

教
界
が
上
手
く
説
明
し
て
く
れ
な
か
っ
た

こ
と
。
仏
教
界
全
体
の
団
体
、
全
日
仏
で

も
戒
名
に
つ
い
て
研
究
会
を
や
り
ま
し
た

が
、
僕
か
ら
見
る
と
不
十
分
。
も
っ
と
踏

み
込
ん
で
や
っ
て
ほ
し
い
し
、
実
際
的
な

指
針
を
出
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
思
い
は
強

い
で
す
。

（
構
成
：
古
川
琢
也
）

常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

松
下　

島
田
先
生
の
本
を
読
ま
せ
て
い
た

だ
い
て
、
葬
儀
と
お
寺
を
め
ぐ
る
現
状
分

析
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
賛
成
な
の
で
す

が
、「
戒
名
を
自
分
で
つ
け
ま
し
ょ
う
」
と

い
う
解
決
策
に
つ
い
て
は
大
き
な
疑
問
を

感
じ
ま
し
た
。
こ
の
箇
所
で
は
、
な
ぜ
自

分
で
戒
名
を
付
け
る
か
と
い
う
と
、
死
後

の
名
前
で
あ
り
勲
章
で
あ
っ
て
、
仏
教
界

が
説
明
し
て
い
る
よ
う
な
出
家
者
と
し
て

の
証
し
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
。
今
ま
で

も
森
鷗
外
と
か
山
田
風
太
郎
と
か
、
自
分

で
戒
名
を
付
け
た
人
が
い
る
の
で
、
私
達

も
付
け
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ

う
な
お
話
の
流
れ
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す

け
ど
。

島
田　

は
い
。　

松
下　

で
も
鷗
外
と
か
山
田
風
太
郎
と
な

る
と
、
社
会
の
権
威
や
、
一
般
常
識
を

ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
よ
う
な
人
た
ち

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ご
く
一
部
の
特
殊
な

例
を
一
般
化
し
て
「
誰
で
も
で
き
ま
す
」

と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
実
際
に
そ
れ
を

や
る
人
た
ち
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
負
わ
せ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

と
い
う
の
は
、
本
の
中
で
は
、
故
人
の

こ
と
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
遺
族

な
の
だ
か
ら
、
遺
族
が
自
ら
故
人
の
人
柄

を
表
す
よ
う
な
名
前
を
つ
け
て
あ
げ
て
、

お
葬
式
の
場
で
皆
さ
ん
に
名
前
の
由
来
に

つ
い
て
説
明
し
て
あ
げ
れ
ば
、
み
ん
な
が

故
人
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
お
話
で
し
た
。
し
か
し
、
故
人
の
人
柄

を
伝
え
る
と
い
う
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
戒
名

を
考
え
る
手
間
を
か
け
ず
に
故
人
の
思
い

出
を
語
っ
た
ほ
う
が
ず
っ
と
色
ん
な
こ
と

が
伝
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
の
葬
儀
を
選
ば
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
戒
名
を
考
え
る
必
然
性
も
な
い
。
そ

れ
を
自
分
で
考
え
た
ほ
う
が
安
い
か
ら
と

い
う
の
で
は
、
デ
ィ
プ
ロ
マ
ミ
ル
で
学
位

を
買
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
仏
教

徒
と
し
て
戒
名
を
授
か
っ
て
い
る
人
達
に

と
っ
て
も
気
持
ち
の
良
い
こ
と
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
危
険
で
し
か
も
手

間
も
か
か
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
無
宗
教

で
葬
儀
を
す
る
ほ
う
が
よ
ほ
ど
無
難
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

島
田　

最
近
、
一
般
の
方
々
に
お
話
し
す

る
際
に
時
間
が
あ
る
と
、
自
分
の
戒
名
を

付
け
て
み
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
練
習
す
る

ん
で
す
。
し
か
し
、
や
っ
て
み
る
と
意
外

と
難
し
い
部
分
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
ろ

ん
な
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
戒
名
っ
て
な

か
な
か
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
分
か

り
ま
す
。

　

た
だ
、
僕
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く

ま
で
寺
檀
関
係
が
な
い
場
合
の
一
つ
の
方

策
。
本
来
、
戒
名
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も

ど
ち
ら
で
も
い
い
ん
だ
け
ど
、
家
族
が
亡

く
な
っ
た
と
き
、
遺
さ
れ
た
側
が
そ
の
人

を
ど
う
捉
え
る
の
か
、
そ
の
確
認
作
業
と

し
て
、
家
族
み
ん
な
で
戒
名
を
考
え
て
み


