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「
基
幹
運
動
」
が
「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ

す
運
動
」
と
名
称
変
更
さ
れ
て
、
第
4
期
が
終

了
し
ま
す
。
第
4
期
よ
り
運
動
に
全
て
の
教
団

人
が
関
わ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
各
組
の
役
職

任
期
に
合
わ
せ
て
期
間
が
4
年
に
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設
定
し
課
題
を

通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
こ
れ
ま
で
の
あ
り

方
を
振
り
返
り
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
構
築

し
な
が
ら
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
を
広
げ
、
浄

土
真
宗
の
教
え
に
か
な
う
生
き
方
を
学
ん
で
き

ま
し
た
。

　

第
4
期
は
、
Ｃ
ｏ
ｖ
ｉ
ｄ

−

19
（
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症
）
の
蔓
延
に
よ
り
、
３
密
（
密
閉
・

密
集
・
密
接
）を
避
け
る
等
の
感
染
対
策
に
よ
っ

て
総
会
・
研
修
会
・
行
事
の
開
催
が
制
限
さ
れ
、

交
流
の
場
が
な
く
な
り
、
運
動
継
続
も
困
難
を

極
め
ま
し
た
。

　

２
０
１
２
年
に
第
２
次
安
倍
政
権
が
誕
生
し

て
以
降
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
招
致
に
始
ま

り
、
森
友
学
園
・
加
計
学
園
問
題
に
お
い
て
は

権
力
を
濫
用
し
、
メ
デ
ィ
ア
・
検
察
・
裁
判
官

ま
で
服
従
さ
せ
る
政
治
が
行
わ
れ
、
真
実
は
隠

さ
れ
、弱
い
立
場
に
あ
る
人
の
声
は
切
り
捨
て
、

自
己
保
身
の
た
め
に
は
何
で
も
す
る
こ
と
が
罷

り
通
る
国
家
と
な
り
ま
し
た
。
閣
議
決
定
で
こ

れ
ま
で
の
認
識
を
覆
し
、
国
会
で
の
丁
寧
な
説

明
も
な
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
現
在
も
継
続

さ
れ
て
い
ま
す
。
原
発
再
稼
働
、
辺
野
古
の
埋

め
立
て
、
旧
統
一
教
会
問
題
、
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク

問
題
、
ま
た
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
、

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
無
差
別

殺
戮
な
ど
、
ま
さ
に
「
濁
世
」
そ
の
も
の
を
見

せ
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

１
０
２
年
前
の
１
９
２
２
年
、
全
国
水
平
社

が
創
立
さ
れ
、
差
別
に
苦
し
む
人
た
ち
が
親
鸞

聖
人
の
教
え
を
も
と
に
、「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、

人
間
に
光
あ
れ
」
と
立
ち
上
が
り
、
多
く
の
被

差
別
少
数
者
と
の
連
帯
が
始
ま
っ
た
矢
先
に
関

東
大
震
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。
10
万
人
超
が
死

亡
し
３
４
０
万
人
が
被
災
し
た
大
災
害
の
中

で
、
東
京
や
横
浜
な
ど
で
「
社
会
主
義
者
及
び

鮮
人
の
放
火
多
し
」「
不
逞
（
ふ
て
い
）
鮮
人

暴
動
」「
井
戸
に
毒
薬
を
入
れ
る
」
な
ど
の
流

言
蜚ひ

語
が
警
察
官
憲
を
出
所
と
し
て
軍
隊
や
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
に
拡
散
し
、
各
地
で
警
察
の
指
導

の
も
と
組
織
さ
れ
た
自
警
団
は
、
官
憲
と
共
に

多
数
の
朝
鮮
人
や
中
国
人
を
虐
殺
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
下
で
活
発
と

な
っ
た
労
働
運
動
・
民
権
運
動
・
女
性
運
動
な

ど
の
社
会
主
義
者
へ
の
弾
圧
や
地
方
出
身
者
へ

の
虐
殺
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
政
府
は

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
目
を
逸
ら
し
、
歴
史
を
隠

蔽
し
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
日
中
戦
争
・

太
平
洋
戦
争
に
突
き
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

２
０
２
２
年
12
月
の
テ
レ
ビ
番
組
で
タ
レ
ン

ト
の
タ
モ
リ
さ
ん
は
、
２
０
２
３
年
が
ど
の
よ

う
な
年
に
な
る
か
と
問
わ
れ
、「
新
し
い
戦
前

に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
語
り
ま
し
た
。
そ

の
指
摘
は
２
０
２
４
年
の
今
、
果
た
し
て
杞き

憂ゆ
う

で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
か
ら
第
5
期
の
運
動
計
画
が
策
定
さ
れ

ま
す
。
歴
史
を
省
み
な
が
ら
、
私
た
ち
は
何
を

守
る
の
か
を
問
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
煩
悩

具
足
の
凡
夫
、
何
を
し
で
か
す
の
か
判
ら
な
い

お
互
い
と
し
て
、
み
教
え
に
問
い
、
聞
き
、
語

り
、
自
己
決
定
を
し
て
い
く
、
水
平
の
人
間
関

係
を
見
据
え
て
、
一
人
も
漏
ら
す
こ
と
の
な
い

本
願
の
は
た
ら
き
に
生
き
る
「
御
同
朋
の
社
会

を
め
ざ
す
運
動
」を
す
す
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
中
島 

清
志
）

※
「
鮮
人
・
不
逞
鮮
人
」
は
差
別
語
で
す
が
、
事
件

の
差
別
性
・
排
他
性
に
鑑
み
、
当
時
の
表
現
を
そ

の
ま
ま
使
用
し
ま
し
た
。

濁
世
に
生
き
る

｜ 

立
教
開
宗
の
願
い
を
聞
く 

｜

じ
ょ
く
せ

第
４
期

「
御
同
朋
の
社
会
を

　
　

 
め
ざ
す
運
動
」 

を

　
　
　
　
　
　振
り
返
っ
て
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「
こ
の
先
、
日
本
は
戦
争
を
し
な
い
国
で
い

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
」
戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
に
触

れ
る
た
び
湧
き
上
が
る
問
い
で
す
。
２
０
２
２

年
２
月
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
侵
攻
。

２
０
２
３
年
10
月
に
は
イ
ス
ラ
ム
組
織
ハ
マ
ス

が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
大
規
模
攻
撃
を
仕
掛
け
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
争
い
は
今
も
続
い
て
お
り
、
他

人
事
と
割
り
切
れ
な
い
危
機
感
を
覚
え
ま
す
。

　

私
は
昨
年
の
夏
、
信
越
放
送
の
テ
レ
ビ
番
組

「
お
寺
と
戦
争
と
私
」
に
出
演
し
ま
し
た
。
番

組
で
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷
派
、

禅
宗
の
各
派
が
、
明
治
か
ら
昭
和
の
戦
争
に
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
を
取
材
し
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
行
わ
れ

た
真
宗
各
派
の
代
表
者
と
軍
と
の
会
談
の
内
容

を
知
り
ま
し
た
。
軍
幹
部
の
「
兵
士
に
は
、
天

皇
陛
下
の
た
め
に
命
を
捨
て
よ
と
教
育
し
て
い

る
が
、
戦
死
後
の
生
命
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

な
解
釈
を
与
え
た
ら
よ
い
か
」と
い
う
質
問
に
、

真
宗
側
は
「
真
宗
で
は
、
死
し
て
浄
土
に
生
ま

れ
、
更
に
還
相
回
向
を
説
く
。
死
後
の
生
命
の

説
明
は
、
真
宗
の
教
え
が
最
も
適
切
で
あ
る
」

と
答
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
会
談
の
記
録
か
ら
は
、「
お
国
の
た
め
」

と
頭
で
は
理
解
し
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
納
得
し

き
れ
な
い
兵
士
た
ち
を
な
ん
と
か
説
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
ん
な
状
況
が
想
像
で
き
ま

す
。
戦
争
中
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
は
、
命
を

守
ろ
う
と
い
う
人
間
の
本
能
を
断
ち
切
る
後
押

し
を
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
こ
の
解
釈
に
歪
み
を
感
じ
ま
す
。
同
時

に
、
次
々
に
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
今
、
こ
の

歪
み
と
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
も
思

い
ま
す
。
お
念
仏
の
道
を
歩
む
私
た
ち
は
、
約

80
年
前
の
「
戦
時
中
」
に
戻
ら
な
い
た
め
に
、

そ
し
て
、
今
起
き
て
い
る
戦
争
の
渦
へ
飛
び
込

ま
な
い
た
め
に
、
ど
こ
へ
立
ち
返
っ
て
い
け
ば

よ
い
の
か
。
や
は
り
、
仏
法
で
あ
り
、
親
鸞
聖

人
の
お
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

親
鸞
聖
人
は
「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ

ろ
ま
れ
」
と
い
う
お
言
葉
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
常
に
「
自
分
の
思
う
通
り
に
生
き
て

い
き
た
い
」
と
願
い
行
動
し
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
思
い
こ
そ
、自
ら
の
苦
し
み
の
種
で
あ
り
、

争
い
の
も
と
で
あ
る
と
お
釈
迦
さ
ま
は
説
い
て

い
ま
す
。
仏
法
に
で
あ
う
と
い
う
こ
と
は
、
自

己
中
心
に
生
き
、
そ
の
た
め
に
自
分
自
身
を
苦

し
め
、
人
と
の
不
調
和
も
生
み
出
す
と
い
う
自

ら
の
姿
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
で
す
。
多
く
の

人
が
仏
法
に
で
あ
い
、
自
分
の
姿
に
気
づ
い
て

立
ち
止
ま
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
戦
争
へ
の
一

線
を
超
え
る
前
に
、
新
た
な
道
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。一
方
で
、

仏
法
と
向
き
合
わ
せ
て
い
た
だ
く
自
分
の
姿
を

振
り
返
る
と
、
迷
っ
た
り
、
サ
ボ
っ
た
り
、
一

人
で
は
あ
ま
り
に
も
心
許
な
く
感
じ
ま
す
。
浄

土
真
宗
に
は
、
と
も
に
お
念
仏
の
み
教
え
を
い

た
だ
く
仲
間
「
御
同
朋
・
御
同
行
」
と
い
う
繋

が
り
が
あ
り
ま
す
。
今
も
す
ぐ
隣
に
い
て
く
だ

さ
る
御
同
朋
・
御
同
行
と
言
葉
を
交
わ
し
な
が

ら
、
日
本
が
戦
争
を
し
な
い
国
で
あ
り
続
け
ら

れ
る
よ
う
、
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
泉
（
海
野
）
紀
恵
）

仏
法
に

 
立
ち
か
え
る

信濃町稱名寺　石の鐘
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親
鸞
聖
人（
宗
祖
）は

架
空
の
人
物
？

　

い
ま
か
ら
お
よ
そ
１
０
０
年
前
、
親
鸞
聖
人

（
以
下
宗
祖
）は
後
代
に
教
団
を
形
成
し
て
い
っ

た
人
々
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
架
空
の
人

物
で
は
な
い
か
？
」と
の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
以
降
、
歴
史
研
究
も
西
洋
的
な
実
証

的
研
究
が
推
奨
さ
れ
、
こ
の
議
論
は
東
京
帝

大
史
料
編
纂
所
で
俎
上
に
あ
が
る
よ
う
に
な

り
、
１
８
９
６
年
に
は
ル
タ
ー
研
究
で
有
名

な
村
田 

勤
（
む
ら
た 

つ
と
む
）
が
『
史
的
批

評
・
親
鸞
真
伝
』
を
刊
行
し
、
過
去
の
親
鸞
伝

は
本
願
寺
宗
門
内
の
史
料
が
中
心
で
あ
っ
て
、

『
元
亨
釈
書
』（
推
古
朝
か
ら
元
亨
年
間
に
至
る

７
０
０
年
余
の
僧
侶
の
伝
記
、
仏
教
の
事
跡
等

を
ま
と
め
た
も
の
）
に
「
親
鸞
」
の
名
前
を
確

認
で
き
ず
、
ま
た
宗
門
内
の
親
鸞
伝
は
後
世
の

付
会
が
多
く
客
観
性
を
欠
く
と
指
摘
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
続
く
よ
う
に
当
時
の
歴
史
学
の
権

威
で
あ
っ
た
東
京
帝
大
教
授
の
田
中 

義
成（
た

な
か 

よ
し
な
り
）
と
國
學
院
大
教
授
の
八
代 

國
治
（
や
し
ろ 
く
に
じ
）
が
聖
人
の
歴
史
的

実
在
を
問
題
と
す
る
「
親
鸞
抹
殺
（
架
空
）
論

談
話
」
を
発
表
す
る
と
教
団
内
は
も
と
よ
り
世

間
的
に
も
大
き
な
動
揺
が
広
が
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
１
９
２
０
年
、
東
京
帝
大
助
教
授

の
辻 

善
之
助
（
つ
じ 

ぜ
ん
の
す
け
）
が
『
親

鸞
聖
人
筆
跡
之
研
究
』
を
著
し
、
宗
祖
親
筆
と

さ
れ
て
い
る
も
の
が
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
、
１
９
２
１
年
に
は
仏
教
大

学
（
現
龍
谷
大
学
）
書
記
の
鷲
尾 

教
導
（
わ

し
お 

き
ょ
う
ど
う
）
の
調
査
に
よ
っ
て
本
願

寺
の
宝
庫
か
ら
、
越
後
に
住
む
宗
祖
の
妻
恵
信

尼
公
か
ら
京
都
で
宗
祖
の
身
の
回
り
の
世
話
を

し
た
末
娘
の
覚
信
尼
公
に
宛
て
た
書
状
（『
恵

信
尼
消
息
』）
10
通
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
内
容

と
宗
祖
の
動
向
が
合
致
し
た
た
め
実
在
し
た
と

の
決
着
を
見
ま
し
た
。

　

１
０
０
年
後
に
い
る
私
た
ち
に
は
荒
唐
無
稽

に
も
感
じ
る
議
論
に
思
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も

こ
の
議
論
の
背
景
に
は
、
宗
祖
が
他
の
有
名
な

歴
史
上
の
人
物
と
違
い
、
自
ら
の
生
涯
に
つ
い

て
自
ら
語
り
、
書
き
残
す
こ
と
を
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
伝
記
の
多
く
は
後
世
の
人
々
の
推
定

に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
「
歴
史
は
勝
者
が
つ
く
る
」
と
の
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
歴
史
上
の
英
雄
た
ち
は
、
自
ら
の

実
績
を
誇
張
し
て
後
世
に
伝
え
影
響
を
遺
そ
う

と
考
え
ま
し
た
。
宗
祖
の
伝
記
と
し
て
正
史
的

扱
い
を
受
け
て
い
た
『
御
伝
鈔
』
も
教
団
を
統

制
し
拡
大
す
る
為
に
宗
祖
の
身
分
を
誇
張
し
、

伝
説
的
な
も
の（
例
え
ば
熊
野
権
現
の
話
な
ど
）

を
利
用
し
て
、
宗
祖
の
曾
孫
に
し
て
作
者
で
あ

る
覚
如
上
人
が
宗
祖
と
自
ら
を
権
威
づ
け
よ
う

と
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
が
皮
肉
に
も
宗
祖
の
実
在
を
疑

問
視
さ
れ
る
要
因
と
な
り
ま
し
た
。

親鸞聖人御誕生850年・
  立教開宗800年の意義
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宗
祖
が
そ
の
生
涯
で
顕
ら
か
に

さ
れ
た
の
は
？

　

宗
祖
は
、
自
ら
が
ど
の
よ
う
な
「
生
き
方
」

を
し
た
の
か
、
何
を
「
成
し
た
」
か
、
ま
し
て

や
自
ら
が
宗
派
と
し
て
『
浄
土
真
宗
』
を
開
い

た
と
は
仰

お
っ
し
ゃっ
て
い
ま
せ
ん
。

宗
祖
が
師
で
あ
る
法
然
聖
人
を
讃
え
ら
れ
た

　

智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り

　

本
師
源
空
あ
ら
は
れ
て

　

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

　

選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ

の
ご
和
讃
に
顕
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
祖
は
『
浄

土
真
宗
』
と
い
う
語
を
宗
派
の
名
で
は
な
く
、

「
法
然
聖
人
か
ら
伝
え
ら
れ
た
真
実
の
教
え
」

と
し
て
表
現
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、『
浄
土
真
宗
』
立
教
開
宗
の
書
と
し

て
仰
が
れ
て
き
た
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文

類
』（
略
し
て
『
教
行
信
証
』
＝
浄
土
真
宗
の

根
本
の
聖
典
で
あ
る
た
め
崇
敬
の
念
を
表
し
て

本
願
寺
派
で
は
『
御
本
典
』
と
も
言
わ
れ
、
宗

祖
が
草
稿
を
完
成
さ
れ
た
と
す
る
元
仁
元
年

（
１
２
２
４
年
）
4
月
15
日
が
立
教
開
宗
の
根

拠
と
さ
れ
て
い
ま
す
）
に
は

本
師
源
空
明
仏
教

憐
愍
善
悪
凡
夫
人

真
宗
教
証
興
片
州

選
択
本
願
弘
悪
世

（
本
師
源
空
【
＝
法
然
聖
人
】
は
、
仏
教
を
あ

き
ら
か
に
し
て
、
善
悪
の
凡
夫
人
を
憐
愍
せ
し

む
。
真
宗
の
教
証
、
片
州
に
興
す
。
選
択
本
願

悪
世
に
弘
む
）
と
あ
り
、
聖
人
に
と
っ
て
『
浄

土
真
宗
』
と
は
、
言
う
な
れ
ば
「
生
き
る
依
り

処
」
と
し
て
の
「
宗
」
す
な
わ
ち
「
私
の
宗
教
」

＝
「
私
の
中
心
と
な
る
教
え
」
を
顕
ら
か
に
さ

れ
ま
し
た
。

８
０
０
年
を
超
え
た
問
い
掛
け

　

宗
祖
は
「
教
行
信
証
」
の
後
序
に

慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹

て
、
念
を
難
思
の
法
海
に
流
す

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
心
を
弘
誓
の
仏
地

に
樹
て
」
と
は
、
自
分
の
都
合
の
良
い
も
の
の

見
方
を
離
れ
て
立
ち
あ
が
る
決
意
で
あ
り
、
根

を
張
っ
た
樹
木
が
風
雨
に
曝
さ
れ
て
も
倒
れ
な

い
よ
う
に
、
確
か
な
依
り
処
に
根
を
お
ろ
し
た

心
は
倒
れ
る
こ
と
は
な
い
と
安
心
を
頂
く
こ
と

で
す
。
ま
た
「
海
」
は
、
様
々
な
川
が
流
れ
込

み
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

清
ら
か
な
川
の
水
も
濁
っ
た
川
の
水
も
全
て
流

れ
込
み
一
味
と
な
り
ま
す
。「
念
を
難
思
の
法

海
に
流
す
」
と
は
、
命
の
長
短
・
善
悪
を
問
わ

ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
生
を
迎
え
と
っ
て
く
れ
る
大

き
な
世
界
を
表
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ご
文
は
８
０
０
年
の
時
を
超
え
、
宗
祖

か
ら
「
自
分
の
現
在
地
を
本
当
に
知
っ
て
い
ま

す
か
？
」・「
人
生
の
行
き
先
が
分
か
っ
て
い
ま

す
か
？
」・「
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
世
間
の
風
潮

に
流
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？
」・「
分
か
っ
た

つ
も
り
に
な
っ
て
、
実
は
当
て
に
な
ら
な
い
も

の
を
依
り
処
に
は
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
の

問
い
掛
け
の
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

自
分
の
考
え
方
が
正
し
い
か
、
誤
っ
て
い
る

か
を
問
い
直
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
広

や
か
な
大
き
な
は
た
ら
き
に
出
遇
っ
て
初
め

て
、
自
分
が
狭
い
も
の
の
見
方
に
執
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。「
私
の
宗
教
」
が

問
わ
れ
る
時
、
本
当
の
自
分
（
私
の
中
に
潜
む

排
他
性
・
差
別
性
・
自
己
中
心
性
）
に
否
応
な

く
出
遇
い
ま
す
。
宗
祖
は
自
ら
の
「
依
り
処
」

を
顕
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
「
阿
弥
陀
様
の
仰
せ

に
順
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
お
浄
土
を
依
り

処
と
し
ま
し
ょ
う
」
と
本
物
の
宗
教
に
出
遇
っ

て
下
さ
い
と
今
ご
催
促
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
木
賣 

慈
教
）

親鸞聖人御誕生850年・
立教開宗800年慶讃法要参拝風景
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高
い
感
染
力
を
持
っ
て
瞬
く
間
に
世
界
中
に

蔓
延
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
私
た
ち

の
生
活
様
式
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。感
染
の
拡
大
防
止
が
最
優
先
事
項
と
さ
れ
、

多
く
の
人
が
一
堂
に
会
す
る
場
面
は
徹
底
的
に

避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
傾
向

は
、
葬
儀
や
法
事
な
ど
の
仏
事
に
つ
い
て
も
例

外
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
こ
数
年
間
で
、
新
聞
紙
面
の
い
わ
ゆ
る

〝
お
悔
み
欄〝

に
「
家
族
葬
で
行
う
・
近
親
者

の
み
で
行
う
」 

と
い
っ
た
表
現
が
目
立
つ
よ
う

に
な
っ
た
と
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
。
一
カ
寺
を

預
か
る
住
職
と
し
て
法
務
に
携
わ
る
中
で
、「
葬

儀
や
法
事
の
簡
略
化
・
少
人
数
化
」
は
極
め
て

顕
著
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
無
論
、
感
染
拡
大

時
に
お
い
て
、
こ
れ
は
当
然
の
措
置
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
感
染
予
防
を
考
慮
し
て
、

や
む
を
得
ず
参
列
や
焼
香
を
控
え
た
と
い
う
人

も
大
勢
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

懸
念
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
風
潮
が
コ
ロ
ナ

禍
収
束
後
に
ま
で
続
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
葬
儀
や
法
事
の
簡
略
化
・
少
人
数
化
」
の

是
非
を
問
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
の

形
や
親
戚
づ
き
あ
い
の
在
り
方
、
地
域
社
会
と

の
関
わ
り
方
な
ど
は
、
時
代
と
と
も
に
間
違
い

な
く
変
化
し
て
い
く
も
の
で
す
か
ら
。
た
だ
、

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
異
常
事
態
に
よ
っ
て
生
じ
た

不
規
則
で
大
き
な
う
ね
り
に
、
無
自
覚
の
う
ち

に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
だ
け
は
避
け
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

教
学
研
修
部
会
は
、
実
践
運
動
長
野
教
区
委

員
会
内
に
あ
っ
て
、
御
同
朋
の
教
学
を
構
築
す

る
た
め
に
、
各
種
研
修
会
の
充
実
と
、
儀
礼
・

法
要
の
課
題
克
服
と
を
図
る
部
会
で
す
。
当
部

会
で
も
御
多
分
に
洩
れ
ず
、
こ
の
数
年
間
は
コ

ロ
ナ
禍
に
苛
ま
れ
て
思
う
よ
う
な
活
動
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
併
用
し
た

研
修
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
可
能
な
範
囲
内
で

先
を
見
据
え
た
取
り
組
み
を
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

目
下
、
部
会
を
挙
げ
て
取
り
掛
か
っ
て
い
る

の
は
法
事
用
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
で
す
。

前
述
の
通
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
葬
儀
や
法

事
な
ど
の
仏
事
は
大
き
く
様
相
を
変
え
て
い
ま

す
。
次
代
の
仏
事
を
展
望
し
た
と
き
、
葬
儀
や

法
事
が
本
来
的
に
持
つ
意
義
が
徐
々
に
失
わ

れ
、
儀
礼
が
形
骸
化
し
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
、
当
部
会
に
お
い

て
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
に
踏
み
出
す
大
き
な
要

因
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、
法
事
の
折
に
ご
参

列
の
方
々
に
お
配
り
い
た
だ
く
こ
と
を
想
定
し

て
い
ま
す
。
法
事
に
参
列
さ
れ
た
方
が
ご
覧
に

な
っ
た
と
き
、
住
職
の
法
話
と
合
わ
せ
て
、「
今

日
の
法
事
は
私
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持

つ
も
の
な
の
か
」
を
じ
っ
く
り
味
わ
っ
て
い
た

だ
け
る
内
容
と
な
る
よ
う
、
鋭
意
編
集
作
業
を

進
め
て
い
ま
す
。
完
成
の
あ
か
つ
き
に
は
、
多

く
の
ご
寺
院
で
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

　

来
年
度
は
、教
区
内
す
べ
て
の
組
に
お
い
て
、

門
徒
推
進
員
養
成
連
続
研
修
会
（
連
研
）
が
再

開
さ
れ
る
見
通
し
で
す
。
ま
た
、
種
々
の
研
修

会
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
流
行
状
況
に
留
意

し
つ
つ
も
、
可
能
な
限
り
従
来
通
り
に
開
催
で

き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
今
後
と
も
、

教
学
研
修
部
会
の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

次
代
の
仏
事
を
展
望
し
て

教
学
研
修
部
会
　
　寺
　 尾
　 拓
　 路
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社
会
問
題
部
会
の
参
加
事
業
の
一
つ
と
し

て
、
毎
年
長
野
県
下
に
て
執
り
行
わ
れ
て
い

る 

『
部
落
解
放
研
究
集
会
』
が
あ
り
ま
す
。
昨

年
の
暮
れ
に
は
60
回
目
と
い
う
節
目
の
年
を
迎

え
、
上
田
市
・
丸
子
文
化
会
館
に
於
い
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
私
自
身
、
第
54
回
目
か
ら
た
び

た
び
参
加
を
し
て
は
お
り
ま
す
が
、
研
修
後
は

何
か
し
ら
私
自
身
に
出
来
る
こ
と
が
あ
れ
ば
と

い
う
心
持
ち
に
は
な
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か

活
動
す
る
と
い
う
域
ま
で
出
来
て
い
な
い
の
が

現
状
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
差
別
の
現
実
を
知
っ

て
、
そ
れ
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

も
、
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

今
回
の
講
演
内
容
で
、
私
が
関
心
を
持
っ
て

改
め
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
課
題
は
、
東
京
地

裁
へ
の
提
訴
か
ら
7
年
以
上
が
過
ぎ
、
全
国
の

被
差
別
部
落
の
所
在
地
情
報
な
ど
の
一
覧
や
、

「
部
落
解
放
同
盟
関
係
人
物
一
覧
」
と
称
す
る

個
人
情
報
一
覧
の
電
子
デ
ー
タ
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
公
表
し
続
け
て
い
た
鳥
取
ル
ー
プ

（
ブ
ロ
グ
の
名
前
）・
示
現
舎
（
川
崎
市
の
出
版

社
）
に
対
す
る 

『
全
国
部
落
調
査
』 

復
刻
版
事

件
裁
判
に
於
い
て
、
２
０
２
３
年
6
月
28
日
、

東
京
高
裁
は
一
審
原
告
の
主
張
を
大
幅
に
認
め

る
画
期
的
な
判
決
を
言
い
渡
し
た
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
判
決
内
容
は
①
差
別
さ
れ
な
い
権

利
、
②
差
し
止
め
範
囲
の
拡
大
、
③
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
の
修
正
、
④
救
済
対
象
の
拡
大
、
⑤
部

落
差
別
の
現
状
と
深
刻
さ
の
事
実
認
定
で
あ
り

ま
す
。

　

裁
判
例
で
初
め
て
、
原
告
ら
が
求
め
て
い
た

「
差
別
さ
れ
な
い
権
利
」
を
実
質
的
に
認
め
る

控
訴
審
判
決
を
言
い
渡
し
た
こ
と
が
要
に
な
り

ま
す
。

　

２
０
１
６
年
に
「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」

が
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
も
な
お
差

別
的
な
発
言
や
結
婚
に
お
け
る
差
別
、
同
和
地

区
に
関
す
る
行
政
へ
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
の
差

別
事
象
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
被
差
別
部
落
に
対
す

る
デ
マ
や
偏
見
、
差
別
的
情
報
が
拡
散
・
蓄
積

さ
れ
続
け
、
そ
の
ネ
ッ
ト
上
で
部
落
差
別
や
差

別
扇
動
が
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実

社
会
で
の
差
別
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
る
事

実
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

一
般
社
団
法
人 

部
落
解
放
・
人
権
研
究
所

に
よ
る 

『
差
別
禁
止
法
』 

の
制
定
を
求
め
る
動

き
が
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
差
別
は
社
会
的

に
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
差
別
の
禁
止
は

社
会
の
共
通
の
ル
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

明
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
現
状
日
本
は
世

界
の
主
要
各
国
の
中
に
お
い
て
、
差
別
禁
止
法

の
よ
う
な
制
度
や
、
国
内
に
お
け
る
人
権
機
関

の
設
置
状
況
も
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

　

何
も
し
な
け
れ
ば
何
も
変
わ
ら
な
い
。
宗
祖

親
鸞
聖
人
の
お
心
で
も
あ
る
「
御
同
朋
・
御
同

行
」
の
精
神
に
省
み
て
、
差
別
の
な
い
す
べ
て

の
人
が
と
も
に
暮
ら
し
や
す
い
社
会
づ
く
り
に

む
け
て
、
微
力
な
が
ら
邁
進
し
て
い
き
た
い
所

存
で
す
。

学
び
か
ら
の
飛
躍
を
め
ざ
し
て

社
会
問
題
部
会
　
　渡
　 邉
　 英
　 晴
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１
９
８
１
年
か
ら
毎
年
９
月
18
日
に
修
行

さ
れ
て
い
る
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要

は
、
今
年
度
で
第
43
回
目
と
な
り
ま
す
。
長
野

教
区
で
は
行
事
広
報
部
会
主
催
の
も
と
、
第
１

回
目
よ
り
継
続
し
て
団
体
参
拝
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
び
は
非
戦
・
平
和
へ
の
取
り
組
み

と
と
も
に
、
２
０
２
３
年
が
関
東
大
震
災
よ
り

１
０
０
年
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
、
震
災
に
よ
り

多
く
の
命
が
失
わ
れ
た
地
で
あ
り
現
在
は
追
悼

施
設
と
な
っ
て
い
る
都
立
横
網
町
公
園
と
、
日

本
と
韓
国
・
朝
鮮
と
の
交
流
の
歴
史
館
で
あ
る

高
麗
博
物
館
を
訪
ね
、
震
災
に
関
わ
る
歴
史
に

つ
い
て
学
び
を
深
め
て
き
ま
し
た
。

隠
蔽
さ
れ
た
虐
殺
事
件

　

関
東
大
震
災
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
模
や
被

害
の
状
況
な
ど
多
く
の
方
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
昨
年
は
発
生
よ
り
１
０
０
年
が
経
過

し
、
新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
等
で
多
く
の
特
集
が
組

ま
れ
ま
し
た
が
、
防
災
意
識
の
向
上
を
図
る
内

容
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
に
目
を
向
け
た

も
の
は
少
な
く
、あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
回
伺
っ
た
高
麗
博
物
館
で
は
関
東
大
震
災
朝

鮮
人
大
虐
殺
を
テ
ー
マ
と
し
た
企
画
展
を
行
っ

て
い
ま
し
た
。　
　
　

　

こ
の
事
件
は
震
災
の
混
乱
の
な
か
、「
朝
鮮

人
が
井
戸
に
毒
を
入
れ
た
」「
朝
鮮
人
が
放
火

し
た
」
な
ど
の
流
言
蜚ひ

語
が
新
聞
報
道
に
よ
り

拡
大
し
、
こ
れ
ら
の
悪
質
な
デ
マ
に
市
民
が
惑

わ
さ
れ
、
民
間
で
組
織
さ
れ
た
自
警
団
、
軍

隊
、
警
察
に
よ
り
多
数
の
朝
鮮
人
や
中
国
人
が

虐
殺
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
そ
の
犠
牲

者
は
震
災
の
死
者
・
行
方
不
明
者
約
10
万
５
千

人
の
１
～
数
％
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

現
在
も
事
件
の
真
相
究
明
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
政
府
は
「
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
」
と

し
て
調
査
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
、
企
画
展
で
は
虐
殺
が
描
か
れ
た
水
彩
画
や

絵
巻
、
各
証
言
資
料
が
数
多
く
展
示
さ
れ
、
政

府
の
見
解
に
大
き
な
矛
盾
を
感
じ
る
と
と
も

に
、
い
わ
れ
な
く
命
を
奪
わ
れ
た
だ
け
で
な
く

生
き
た
証
さ
え
も
奪
わ
れ
た
方
々
の
こ
と
を
思

う
と
、い
た
た
ま
れ
な
い
思
い
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
事
件
を
通
し
て
私
た
ち
は
何
を
考
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
過

去
の
出
来
事
、
私
に
は
関
係
の
な
い
問
題
と
捉

え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
考
え
は
止
ま
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
確
か
に
非
当
事
者
で
あ
る
私
た
ち
に

と
っ
て
過
去
の
歴
史
と
向
き
合
う
こ
と
は
非
常

に
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
様
々
な
過
去
の
歴
史
の
上
に
今
の
現
実
社

会
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
視
点
で
す
。
高
麗

博
物
館
の
会
報
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま

し
た
。

　
「
死
者
の
尊
厳
に
無
関
心
な
社
会
は
、
生
者

の
人
権
も
顧
み
な
く
な
る
で
し
ょ
う
」

　

こ
の
言
葉
は
、
過
去
の
歴
史
に
目
を
向
け
な

い
社
会
の
有
り
様
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
私
の
な
か
の
人
権
感
覚
を
欠
如
さ
せ
、
差
別

意
識
を
形
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
厳
し
い

指
摘
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
教
団
に
も
、
戦
争
へ
積
極
的
に
協

力
し
、
ま
た
部
落
差
別
を
温
存
・
助
長
し
て
き

た
「
加
害
の
歴
史
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
び

の
研
修
参
拝
を
通
し
て
、
被
害
の
歴
史
に
思
い

を
巡
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
加
害
の
歴
史
を
検

証
し
厳
し
い
眼
差
し
で
問
い
直
し
て
い
く
必
要

性
を
改
め
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し

て
そ
の
反
省
の
積
み
重
ね
が
、
同
じ
過
ち
を
繰

り
返
さ
な
い
た
め
の
糧
と
な
り
、
取
り
組
み
を

進
め
る
た
め
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
を
感
じ
て

い
ま
す
。

　

行
事
広
報
部
会
の
活
動
が
そ
の
一
助
と
な
る

よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

歴
史
と
向
き
合
う

―
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
団
体
参
拝
報
告
―

行
事
広
報
部
会
　
　滋
　 野
　 顕
　 慈




