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4

は
じ
め
に

�

浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る
社
会
事
業
の
地
域
間
連
携
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
主
務　

東
海
林
良
昌

　

そ
も
そ
も
私
が
介
護
者
カ
フ
ェ
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
今
か
ら
１
８
年
ほ
ど
前
に
遡
り
ま
す
。

大
学
院
時
代
の
友
人
が
奥
様
を
介
護
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
友
人
は
後
に
東
北
大
学
の
臨

床
宗
教
師
寄
付
講
座
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
な
る
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
医
の
故
岡
部
健
医
師
の
縁
で
隔
月
の
介
護

者
の
会
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
医
療
や
介
護
の
関
係
者
だ
け
で
は
な
く
、
僧
侶
も
加
わ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
友
人
の
言
葉
に
導
か

れ
、
私
が
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
そ
の
き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
時
は
介
護
と
い
う
言
葉
も
聞
き
な

れ
な
か
っ
た
し
、
身
近
に
介
護
を
行
っ
て
い
る
者
も
な
く
、
自
分
自
身
も
介
護
を
経
験
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
初
め
て
そ
の
会
の
手
伝
い
を
し
た
時
に
、
あ
る
高
齢
女
性
が
お
連
れ
合
い
を
介
護
さ
れ

る
苦
悩
を
語
ら
れ
、
深
刻
な
内
容
に
一
人
ひ
と
り
が
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
２
時
間
ほ
ど
の
会
で
し
た
が
、

皆
で
そ
れ
ぞ
れ
の
話
を
語
り
あ
っ
て
最
後
は
笑
顔
で
次
回
の
再
会
を
し
よ
う
と
言
葉
を
交
わ
し
た
こ
と
が

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
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会
を
開
催
し
た
場
所
は
、
岡
部
医
師
が
提
供
し
た
病
院
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
で
し
た
。
岡
部
医

師
は
あ
る
時
、
私
に
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
お
れ
は
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
の
利
用
者
か
ら
、

あ
の
世
は
あ
る
ん
で
す
か
と
聞
か
れ
る
ん
だ
。
お
れ
は
「
あ
る
」
っ
て
言
っ
て
送
り
出
す
ん
だ
。
俺
は
お

前
の
代
わ
り
を
し
て
る
ん
だ
ぞ
」
と
。
岡
部
医
師
は
宗
教
者
に
期
待
を
寄
せ
て
い
て
く
れ
ま
し
た
。
友
人

と
岡
部
医
師
の
言
葉
、
こ
れ
が
私
を
介
護
者
カ
フ
ェ
に
取
り
組
む
今
を
作
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
い
つ
も

二
人
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
カ
フ
ェ
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
２
０
１
３
年
か
ら
は
友
人
の
率
い
て
い
た
会
を
引
き
継
ぎ
、
名
称
を
「
ケ
ア
む
す
び
」
と
改
め
、

仙
台
市
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
と
共
に
、
自
坊
で
も
介
護
者
カ
フ
ェ
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
２
ヵ
月
に
一
度
の
自
坊
で
の
カ
フ
ェ
に
は
、
檀
信
徒
以
外
に
も
地
域
の
方
が
集
い
、
隣
町
か
ら
参
加

す
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
皆
様
こ
の
時
間
を
楽
し
み
に
さ
れ
、
参
加
で
き
な
い
と
と
て
も
残
念
そ
う
で
す
。

寺
院
で
集
う
こ
と
が
参
加
者
の
大
切
な
日
常
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
感
じ

て
い
ま
す
。

　
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
は
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
で
の
研
究
を
経
て
、
現
在
は
浄
土
宗
の
推
進

事
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
取
り
組
み
は
、
着
々
と
全
国
の
寺
院
に
輪
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　

近
年
わ
が
国
で
は
宗
教
教
団
の
社
会
貢
献
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
２



67　―はじめに

6

０
０
０
年
～
２
０
０
８
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
公
益
法
人
制
度
改
革
の
影
響
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
各
教
団
は
社
会
に
お
け
る
責
任
や
貢
献
度
を
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
特
に

東
日
本
大
震
災
以
降
、
宗
教
教
団
の
社
会
参
加
は
顕
著
で
あ
り
、
社
会
福
祉
、
人
道
支
援
、
諸
宗
教
対
話

等
多
岐
に
及
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
団
体
は
、
Ｆ
Ｂ
Ｏ
（Faith�Based�O

rganization:

信
仰
に
基
づ
く
組
織
）
と

呼
ば
れ
、
信
仰
に
基
づ
い
た
使
命
や
信
念
、
ま
た
は
社
会
的
価
値
か
ら
、
指
導
者
、
ス
タ
ッ
フ
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
活
動
を
行
う
組
織
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
Ｆ
Ｂ
Ｏ
は
教
団
に
所
属
す
る
者
の
み
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
活
動
に
共
鳴
す
る
者
を
も
巻
き
込
ん
だ
活
動
を
表
す
概
念
と
し
て
、「
宗

教
教
団
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
包
摂
的
な
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
Ｆ
Ｂ
Ｏ
の
ほ
と
ん
ど
は
地
域
で
活

動
す
る
草
の
根
の
組
織
で
す
が
、
そ
の
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
連
携
や
活
動
が
も
た
ら
す
効
果
に
よ
っ
て
は
大

き
な
社
会
的
意
義
を
有
す
る
場
合
さ
え
あ
り
ま
す
。

　

本
書
は
、
浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る
社
会
事
業
の
地
域
を
超
え
た
連
携
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
我
々
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
可
能

性
」
に
お
い
て
成
果
と
し
て
提
案
し
、
浄
土
宗
推
進
事
業
と
な
っ
た
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
を
宗

内
に
お
け
る
新
た
な
Ｆ
Ｂ
Ｏ
形
成
の
動
き
で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。



7　―はじめに

7

　

現
在
、
浄
土
宗
社
会
部
の
推
進
に
よ
り
、
北
海
道
第
一
教
区
１
カ
寺
、
宮
城
教
区
３
カ
寺
、
山
形
教
区

１
カ
寺
、
埼
玉
教
区
１
カ
寺
、
東
京
教
区
６
カ
寺
、
神
奈
川
教
区
１
カ
寺
、
静
岡
教
区
４
カ
寺
、
尾
張
教

区
１
カ
寺
、
三
河
教
区
２
カ
寺
、
京
都
教
区
３
カ
寺
、
大
阪
教
区
５
カ
寺
、
南
海
教
区
１
カ
寺
、
三
州
教

区
１
カ
寺
の
３
０
カ
寺
に
お
い
て
カ
フ
ェ
が
開
催
さ
れ
、
各
教
区
に
お
い
て
、
寺
檀
関
係
の
み
な
ら
ず
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
様
々
な
公
的
セ
ク
タ
ー
と
共
同
す
る
こ
と
で
、
社
会

資
源
と
し
て
の
寺
院
の
存
在
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
ま
た
参
加
者
か
ら
は
、「
お
寺
で
の
カ

フ
ェ
は
温
か
み
が
あ
る
」、「
ご
住
職
に
親
身
に
話
を
聴
い
て
い
た
だ
い
た
」、「
心
が
軽
く
な
っ
た
」
と
い

う
感
謝
の
言
葉
が
寄
せ
ら
れ
高
い
満
足
度
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
浄
土
宗
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
に
お
け
る
「
社
会
に
慈
し
み
を
」、
浄
土
宗
開
宗
八
五
〇
年
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
「
お
念
佛
か
ら
は
じ
ま
る
し
あ
わ
せ
」
を
体
現
す
る
活
動
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

本
書
は
、「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
の
取
り
組
み
や
、
こ
の
事
業
に
関
連
す
る
事
例
を
中
心
に
、

浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る
社
会
貢
献
事
業
の
展
開
の
可
能
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
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第
一
章　

お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
と
は
？

　

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ　

髙
瀨
顕
功

介
護
者
カ
フ
ェ
と
は

　

介
護
者
カ
フ
ェ
と
は
、
家
族
な
ど
の
介
護
に
携
わ
る
人
（
介
護
者
�
ケ
ア
ラ
ー
）
が
、
日
頃
の
悩
み
を

分
か
ち
合
い
、
情
報
交
換
を
行
う
た
め
の
場
で
す
。
孤
立
し
が
ち
な
介
護
者
の
み
な
ら
ず
、
介
護
に
関
心

の
あ
る
人
が
気
軽
に
参
加
し
、
語
り
合
え
る
支
援
の
場
と
し
て
注
目
さ
れ
、
全
国
の
様
々
な
団
体
や
場
所

で
開
催
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

カ
フ
ェ
と
い
っ
て
も
、
常
時
場
所
を
開
放
し
た
り
、
営
業
を
行
う
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
月
に
１
回
、

も
し
く
は
隔
月
に
１
回
な
ど
開
催
日
時
を
決
め
、
そ
の
時
間
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
語
り
合
う
サ
ロ
ン
活
動

の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

浄
土
宗
で
は
、
２
０
１
６
年
よ
り
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
香
念
寺

（
東
京
都
葛
飾
区
）
を
会
場
に
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
介
護
者
カ
フ
ェ
を
運
営
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
実
験

的
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
カ
フ
ェ
開
催
の
手
順
や
注
意
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
介
護
者
カ
フ
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ェ
を
開
催
す
る
寺
院
の
支
援
を
行
い
、
現
在
、
そ

の
取
り
組
み
は
１
３
教
区
３
０
カ
寺
に
広
が
っ
て

い
ま
す
。

　

開
催
頻
度
や
方
式
は
各
寺
院
の
実
情
に
合
わ
せ

た
形
で
行
わ
れ
て
お
り
、
必
ず
こ
う
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
介
護
の
悩
み
は
多
様
で
あ
る
た
め
、

参
加
者
が
、
心
理
的
負
担
な
く
話
が
で
き
る
雰
囲

気
作
り
が
大
切
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
多
く
の

介
護
者
カ
フ
ェ
で
は
、
相
手
の
気
持
ち
を
否
定
し

な
い
、「
答
え
」
を
押
し
つ
け
な
い
、
聞
い
た
話

は
他
言
し
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
を
基
本
ル
ー
ル

と
し
て
設
け
て
い
ま
す
。

開催希望寺院に配布される『はじめよう！お寺での介護者カフェ』表紙
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介
護
を
取
り
巻
く
現
状

　

現
在
、
日
本
は
世
界
に
類
を
見
な
い
超
高
齢
社
会
を
迎
え
て
い

ま
す
。
日
本
に
お
け
る
６
５
歳
以
上
人
口
は
、
１
９
５
０
（
昭
和

２
５
）
年
に
は
総
人
口
の
５
％
に
満
た
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
１

９
７
０
（
昭
和
４
５
）
年
に
７
％
を
超
え
、
さ
ら
に
、
１
９
９
４

（
平
成
６
）
年
に
は
１
４
％
を
超
え
ま
し
た
。
高
齢
化
率
は
そ
の

後
も
上
昇
を
続
け
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
に
は
、
２
９
．
０

％
に
達
し
て
い
ま
す
（
図
１
参
照
）。

　

む
ろ
ん
こ
れ
は
全
国
で
の
平
均
で
あ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
は
40

％
を
超
え
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
一
般
社
団
法
人
全
国
過
疎
地

域
連
盟
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
人
口
減
少
率
や
高
齢
者
人
口
比
率
な

ど
で
指
定
さ
れ
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
基
礎
自
治
体
は
８
８
５

市
町
村
に
の
ぼ
り
、
こ
れ
は
全
国
の
市
町
村
の
う
ち
５
１
．
５
％

に
あ
た
り
ま
す�
。

　

こ
う
し
た
、
高
齢
化
、
地
方
都
市
の
過
疎
化
に
く
わ
え
、
人
々

図１　高齢化率の推移（内閣府『令和5年度高齢社会白書』より
筆者作成）
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の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
個
人
主
義
化
な
ど
に
よ
り
、
地
域
社
会
の
地
縁
組
織
も
弱
体
化
し
て
い
ま

す
。
地
縁
組
織
の
最
た
る
例
で
あ
る
自
治
会
を
と
っ
て
み
て
も
、
年
々
、
地
域
社
会
へ
の
関
心
が
薄
れ
、

自
治
会
活
動
へ
の
参
加
は
お
ろ
か
自
治
会
組
織
へ
の
加
入
率
の
低
下
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
（
辻
中
豊
、
ロ
バ
ー
ト
�
ペ
ッ
カ
ネ
ン
、
山
本
英
弘
、
２
０
１
４
、『
現
代
日
本
の
自
治

会
�
町
内
会
―
第
１
回
全
国
調
査
に
見
る
自
治
力
�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
�
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
』
木
鐸
社
）。

　

く
わ
え
て
、
家
族
も
ま
た
ケ
ア
力
を
失
っ
て
い
ま
す
。
世
帯
数
は
増
加
す
る
一
方
、
世
帯
の
構
成
人
員

数
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
単
独
世
帯
、
す
な
わ
ち
、
一
人
暮
ら
し
世
帯
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に

よ
り
ま
す
。

　

国
勢
調
査
の
デ
ー
タ
で
は
、
１
９
９
０
年
の
一
般
世
帯
数
は
約
４
０
６
７
万
世
帯
、
一
世
帯
当
た
り
の

構
成
人
員
数
は
２
．
９
９
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
２
０
２
０
年
の
一
般
世
帯
数
は
５
５
７
０
万
世
帯
、
一

世
帯
当
た
り
の
構
成
人
員
数
は
２
．
２
１
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
全
世
帯
に
占
め
る
単
独
世
帯
の

割
合
も
２
１
％
（
１
９
９
０
年
）
か
ら
３
８
％
（
２
０
２
０
年
）
と
、
お
お
よ
そ
４
割
の
世
帯
が
一
人
暮

ら
し
で
す
。

　

一
方
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
者
数
は
、
２
０
２
０
年
度
末
に
は
６
８
１
万
８
０
０
０
人
と
な
り
、

こ
こ
２
０
年
で
２
．
６
倍
も
増
加
し
ま
し
た
（
図
２
参
照
）。
高
齢
者
の
認
知
症
患
者
数
と
有
病
率
に
つ
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い
て
み
て
み
る
と
、
２
０
１
２
年
は
認
知
症
患
者
数
が
４
６
２

万
人
で
、
６
５
歳
以
上
の
高
齢
者
の
７
人
に
１
人
（
有
病
率
１

５
．
０
％
）
が
認
知
症
を
持
つ
人
で
し
た
が
、
２
０
２
５
年
に

は
約
７
０
０
万
人
を
超
え
、
お
よ
そ
５
人
に
１
人
が
認
知
症
に

な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
（
内
閣
府
『
平
成
２
８
年
版
高
齢

社
会
白
書
』）。

　

高
齢
化
や
核
家
族
化
の
進
行
に
対
し
、
介
護
を
社
会
全
体
で

支
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
２
０
０
９
年
に
は
介
護
保
険
制

度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
で
は
、
家
族
が
そ
の
メ

ン
バ
ー
の
福
祉
に
主
要
な
責
任
を
負
う
べ
き
と
す
る
、
福
祉
に

お
け
る
家
族
主
義
の
規
範
が
い
ま
だ
に
根
強
く
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、「
家
族
が
介
護
を
す
る
の
が
当
た
り
前
」
と
い
う
風
潮

が
あ
り
、
家
族
介
護
者
は
負
担
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
。
と
り
わ
け
、
家
庭
内
の
女
性
は
、
介
護
や
育
児
な
ど
の

ケ
ア
役
割
を
担
う
こ
と
が
当
然
と
み
な
さ
れ
や
す
く
、
そ
の
労

図２　要介護（要支援）認定者数の推移（単位：千人）
（厚生労働省『令和2年度介護保険事業状況報告（年報）』より筆者作成）
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働
に
み
あ
っ
た
評
価
を
得
て
い
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
ま
す
。

　

人
口
推
計
を
見
れ
ば
、
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
が
増
え
続
け
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
一
方
、
地

域
や
世
帯
の
ケ
ア
力
に
期
待
す
る
こ
と
も
難
し
い
と
い
え
ま
す
。
介
護
の
負
担
が
、
世
帯
の
中
で
も
特
定

の
人
に
集
中
し
が
ち
な
状
況
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
な
か
、
こ
う
し
た
介
護
に
あ
た
る
家
族
の
ケ
ア
や
サ
ポ

ー
ト
は
不
足
し
が
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
家
族
の
介
護
を
し
て
い
る
人
（
介
護
者
）
は
全
国
で
６
５
０
万
人
を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
突
然
始
ま
り
、
い
つ
終
わ
る
と
も
わ
か
ら
な
い
介
護
の
中
で
、「
本
当
は
こ
う
し
て
あ
げ

た
い
の
に
で
き
な
い
自
分
が
も
ど
か
し
い
」「
親
の
介
護
に
兄
弟
が
協
力
し
て
く
れ
な
い
」「
つ
い
き
つ
く

あ
た
っ
て
し
ま
う
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
葛
藤
を
抱
え
て
い
る
介
護
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
介
護
者
を
支
え
る
場
が
社
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

浄
土
宗
寺
院
で
行
う
意
義

　

家
族
に
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
時
、
多
く
の
人
は
介
護
の
プ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
、
介
護
の
専

門
職
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
職
場
で
の
介
護
と
、
家
庭
で
の
家
族
の
介
護
で
は
勝
手
が
違
う
こ
と
も
よ
く

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
寺
院
の
檀
信
徒
の
中
に
も
、
現
在
進
行
形
で
家
族
の
介
護
を
行
っ
て
い
る
方
が
お
ら
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れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
介
護
を
終
え
て
見
送
っ
た
方
、
こ
れ
か
ら
介
護
を
経
験
す
る
か
も
し
れ
な
い
方
を

含
め
れ
ば
、
相
当
な
数
に
上
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

す
で
に
介
護
者
カ
フ
ェ
を
開
催
し
て
い
る
寺
院
に
は
、
介
護
中
の
方
だ
け
で
な
く
、
介
護
を
終
え
た
方

も
足
を
運
ば
れ
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
方
の
こ
と
を
想
い
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
死
ん
だ
ら
終
わ

り
」
で
は
な
い
教
え
を
説
く
寺
院
と
い
う
場
が
な
せ
る
力
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
介
護
中
の
方
で
あ
っ
て

も
、
自
身
の
人
生
観
や
死
生
観
に
つ
い
て
語
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
ま
た
寺
院
な
ら
で
は

の
雰
囲
気
に
よ
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

自
身
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
浄
土
宗
の
教
え
は
、
介
護
者
に
と
っ
て
も
親
和
性
が
高
い
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
介
護
の
さ
な
か
、
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
、
仕
事
へ
の
影

響
な
ど
、
介
護
を
通
じ
て
“
で
き
な
い
自
分
”
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。
完

璧
な
人
な
ど
い
な
い
、
不
完
全
で
も
い
い
、
時
に
は
休
ん
だ
っ
て
い
い
。
で
き
る
こ
と
を
積
み
重
ね
て
ゆ

く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
っ
て
い
る
浄
土
宗
寺
院
な
れ
ば
こ
そ
、
介
護
で
悩
む
人
の
心
休
ま
る
ひ
と
と
き
を

提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

お
寺
で
介
護
者
カ
フ
ェ
を
開
催
す
る
た
め
の
立
ち
上
げ
講
座
で
は
、「
参
加
者
が
安
心
し
て
話
せ
る
場

の
準
備
」
と
、「
地
域
の
専
門
家
と
の
ご
縁
を
繋
げ
る
橋
渡
し
役
と
し
て
の
心
構
え
」
が
大
切
だ
と
語
ら
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れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
後
に
続
く
事
例
や
研
究
内
容
を
参
考
に
、
自
坊
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
カ
フ
ェ
が

で
き
る
か
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

※
浄
土
宗
で
は
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
立
ち
上
げ
講
座
の
開
催
や
、
開
催
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
な

ど
推
進
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
浄
土
宗
社
会
部
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。
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第
二
章　

浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る

�

「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
開
催
の
具
体
例　
　

　

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ　

下
村
達
郎

お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
活
動
例
（
香
念
寺
の
ケ
ー
ス
か
ら
）

　

私
が
住
職
を
務
め
る
香
念
寺
（
東
京
都
葛
飾
区
）
で
は
、
２
０
１
６
年
１
１
月
か
ら
『
介
護
者
の
心
の

や
す
ら
ぎ
カ
フ
ェ
』
と
い
う
名
称
で
、
介
護
の
経
験
や
悩
み
を
語
り
合
う
会
を
定
期
的
に
開
い
て
い
ま
す
。

開
催
は
客
殿
に
て
平
日
午
後
に
２
時
間
、
回
数
を
重
ね
る
ご
と
に
人
数
が
増
え
て
、
立
ち
上
げ
か
ら
２
年

以
降
は
毎
回
１
５
名
前
後
の
方
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
２
０
２
０
年
５
月
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
の
状
況
に
鑑
み
ま
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ビ
デ
オ
通
話
ア
プ
リ
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ

を
使
っ
た
『
オ
ン
ラ
イ
ン
介
護
者
カ
フ
ェ
』
を
始
め
ま
し
た
。
毎
回
１
０
名
弱
の
方
と
、
画
面
越
し
に
１

時
間
３
０
分
の
語
り
合
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
住
職
で
あ
る
私
が
同
席
し
、
司
会
進
行
の
役
を

担
っ
て
い
ま
す
。

　

活
動
の
目
的
は
、
近
親
者
の
介
護
に
よ
る
孤
立
が
生
ま
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
。
自
分
の
状
況
や
気
持
ち

を
誰
に
も
打
ち
明
け
ら
れ
ず
塞
ぎ
込
む
方
が
一
人
で
も
減
る
よ
う
に
、
外
部
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
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の
で
き
る
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

自
身
の
話
を
語
り
合
え
る
場
を
設
け
る

　

活
動
に
お
い
て
は
、「
自
分
の
こ
と
を
話
せ
る
場
」
を

設
け
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
介
護
う
つ
を
過
去
に
経
験
し
た
方
な
ど
、
参

加
者
か
ら
は
「
世
の
中
に
説
明
や
講
義
を
聞
く
場
所
は
あ

っ
て
も
、
自
分
の
こ
と
を
話
せ
る
場
所
が
無
い
」
と
い
う

言
葉
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
宅
で
身
内
の

介
護
に
あ
た
る
方
か
ら
、「
医
療
や
福
祉
関
係
の
認
知
症

の
勉
強
会
に
参
加
し
た
け
れ
ど
、
介
護
者
の
心
に
楔
と
な

り
支
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」、「
豊
富
な
経
験

談
や
理
論
を
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
介
護
者
の
外
側
の

こ
と
ば
か
り
で
、
内
に
向
け
ら
れ
た
癒
し
が
私
に
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
言
葉
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

香念寺　介護者の心のやすらぎカフェの様子
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そ
こ
で
、
知
識
や
情
報
、
理
論
に
も
と
づ
い
た
解
決
策
ば
か
り
を
示
す
こ
と
な
く
、
介
護
中
に
抱
い
て
し

ま
う
義
務
感
や
負
い
目
、
葛
藤
と
い
っ
た
正
解
の
無
い
悩
み
に
目
を
向
け
、
自
身
の
思
い
や
経
験
を
互
い

に
語
り
合
え
る
場
を
設
け
る
こ
と
を
活
動
で
は
意
識
し
て
い
ま
す
。

　

集
い
の
場
に
お
け
る
寺
院
の
主
な
役
割
は
「
傾
聴
」
と
、
人
と
人
と
の
「
橋
渡
し
」。
介
護
技
術
や
公

的
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
専
門
的
な
質
問
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
際
に
は
、
近
隣
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
相
談
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

寺
院
客
殿
で
の
開
催
の
概
要

　
『
介
護
者
の
心
の
や
す
ら
ぎ
カ
フ
ェ
』
は
２
０
１
６
年
１
１
月
よ
り
隔
月
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
回
数

を
重
ね
る
ご
と
に
参
加
人
数
が
増
え
、
話
題
も
家
族
内
の
人
間
関
係
な
ど
、
よ
り
私
的
で
具
体
的
な
内
容

が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
参
加
者
は
香
念
寺
の
檀
信
徒
が
１
～
２
名
に
そ
れ
以
外
の
方
が
１
０

名
前
後
、
リ
ピ
ー
タ
ー
と
新
規
の
方
が
７
：
３
と
い
う
割
合
で
す
。
私
が
知
人
か
ら
紹
介
さ
れ
た
方
、
広

報
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
行
っ
た
映
画
上
映
会
に
参
加
し
た
方
、
活
動
の
紹
介
記
事
（『
東
京
新
聞
』
２
０
１

８
年
４
月
２
２
日
朝
刊�

他
）
を
目
に
し
た
方
な
ど
、
少
し
ず
つ
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
、
輪
が
広
が
っ
て

い
き
ま
し
た
。
近
隣
に
住
む
方
以
上
に
、
３
０
分
～
１
時
間
程
度
か
け
て
足
を
運
ぶ
参
加
者
が
多
く
、
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「
噂
に
な
り
そ
う
な
の
で
、
近
所
で
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
介
護
の
悩
み
を
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
」
と
話
す

方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
に
よ
り
２
０
２
０
年
５
月
か
ら
は
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
に
切
り

替
え
、
そ
の
後
、
寺
院
内
で
の
集
い
は
同
年
１
１
月
に
８
か
月
ぶ
り
に
再
開
し
ま
し
た
。
密
の
状
態
を
避

け
る
た
め
、
定
員
制
�
事
前
予
約
制
と
し
、
個
人
情
報
（
氏
名
�
住
所
�
電
話
番
号
）
に
つ
い
て
も
要
提

出
と
し
ま
し
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
の
概
要

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
る
『
介
護
者
の
心
の
や
す
ら
ぎ
カ
フ
ェ
』
の
休
止
に

伴
い
、
２
０
２
０
年
５
月
か
ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
語
り
合
い
を
行
う
『
オ
ン
ラ
イ
ン
介
護
者

カ
フ
ェ
』
を
開
始
し
ま
し
た
。
直
接
対
面
し
な
く
て
も
話
を
交
わ
せ
る
機
会
と
し
て
、
平
日
午
後
に
１
時

間
３
０
分
の
時
間
を
設
け
て
い
ま
す
。
参
加
希
望
者
に
は
、
ウ
ェ
ブ
上
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
入
室
用

の
リ
ン
ク
を
メ
ー
ル
で
送
っ
て
い
ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
を
利
用
し
た
集
い
に
つ
い
て
、「
画
面
越
し
で
は
個
人
的
な
悩
み
を
打
ち
明
け
る

の
が
難
し
い
と
思
う
」、「
発
言
内
容
や
表
情
は
伝
わ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
実
際
に
会
う
か
ら
こ
そ
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共
有
で
き
る
場
の
空
気
が
大
事
で
は
」
と
意
見
が
出
る
一
方
で
、「
介
護
が
あ
っ
て
外
出
が
難
し
い
自
分

も
、
こ
れ
な
ら
参
加
で
き
る
」
と
い
う
反
応
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
等
の
操
作
に
不
慣
れ
で
参
加
の
難
し
い
方
に
対
し
て
も
、
手
書
き
の
挨
拶
を
添
え
た

案
内
を
毎
回
封
書
に
て
郵
送
し
て
い
ま
す
。
そ
の
手
紙
に
対
し
、「
私
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
こ
と
は
よ

く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
た
お
寺
で
お
会
い
し
た
い
で
す
ね
」
と
い
っ
た
電
話
や
メ
ー
ル
の
返
信
を
受
け

取
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
会
の
開
催
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
交
流
や
や
り
取
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
大

切
な
部
分
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

語
り
合
い
に
お
い
て
は
、

�
面
会
制
限
が
あ
る
た
め
、
家
族
の
入
院
や
施
設
入
居
が
不
安

�
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
て
か
ら
２
ヵ
月
の
外
出
自
粛
生
活
で
、
親
の
認
知
症
が
一
気
に
進
ん
だ

�
医
療
従
事
者
だ
け
で
な
く
、
在
宅
介
護
者
の
負
担
増
加
も
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
て
ほ
し
い

な
ど
の
感
染
症
流
行
下
特
有
の
介
護
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に
、
日
常
生
活
に
つ
い
て
の
話

（
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
状
況
、
通
っ
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
の
再
開
等
）
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
の
会
は
、
対
面
の
会
に
比
べ
て
新
規
参
加
者
が
増
え
づ
ら
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、「
九
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十
代
の
祖
母
が
突
然
余
命
を
宣
告
さ
れ
た
こ
と
に
戸
惑
っ
て
い
ま
す
」
な
ど
、
急
に
近
親
者
に
介
護
が
必

要
な
状
況
に
直
面
す
る
方
も
い
る
た
め
、
毎
回
概
ね
同
じ
参
加
者
で
あ
っ
て
も
会
の
継
続
は
有
意
義
で
あ

る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

参
加
者
同
士
が
対
等
に
支
え
合
う
場

　
「
介
護
者
カ
フ
ェ
」
と
い
う
名
称
で
す
が
、
積
極
的
に
参
加
を
促
す
の
は
「
介
護
者
（
現
在
介
護
中
）」

の
方
に
限
り
ま
せ
ん
。

　

語
り
合
い
に
お
い
て
一
人
の
方
が
自
身
の
介
護
経
験
に
つ
い
て
話
す
と
、
そ
れ
は
話
す
こ
と
で
思
い
を

吐
露
で
き
た
本
人
の
安
心
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
経
験
談
を
聴
い
た
他
の
参
加
者
に
対
し
て
学
び
や
気
づ

き
を
与
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
活
動
に
お
い
て
は
す
で
に
近
親
者
の
介
護
を
終
え
た

方
に
対
し
て
も
、「
ぜ
ひ
参
加
し
て
、
貴
重
な
経
験
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」
と
案
内
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
介
護
を
終
え
た
方
の
参
加
に
つ
い
て
は
、「
要
介
護
家
族
が
亡
く
な
っ
た
後
は
行
政
も
医
療
も
そ
の

お
家
を
訪
問
す
る
理
由
が
無
く
な
り
、
遺
さ
れ
た
方
を
孤
立
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
介
護

を
終
え
た
人
が
行
け
る
場
所
を
設
け
て
も
ら
え
る
の
は
あ
り
が
た
い
」
と
、
行
政
職
員
の
方
か
ら
た
び
た

び
期
待
さ
れ
る
点
で
も
あ
り
ま
す
。
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ま
た
、
本
格
的
に
介
護
が
始
ま
っ
て
い
な
い
方
の
参
加
も
歓
迎
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
参
加
者
の

中
に
、「
私
は
ま
だ
家
族
の
認
知
症
の
症
状
が
重
く
な
い
の
で
、
参
加
し
て
い
い
も
の
か
迷
っ
た
」
と
話

す
方
が
い
ま
し
た
が
、
介
護
で
忙
し
く
な
っ
て
か
ら
で
は
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
作
り
に
外
に
出
か
け
る

余
裕
は
無
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
そ
う
な
る
前
か
ら
座
談
会
の
輪
に
加
わ
っ
て
他
の
参
加
者
の
話
に

触
れ
、
い
ざ
と
い
う
時
に
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
打
ち
明
け
た
り
相
談
し
た
り
で
き
る
相
手
を
将
来
の
備

え
と
し
て
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
活
動
に
お
い
て
は
〈
現
在
の
介
護
者
〉
に
限
ら
ず
、〈
過
去
に
介
護
者
だ
っ
た
方
〉、

〈
近
い
将
来
介
護
者
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
〉
な
ど
、
人
生
の
様
々
な
段
階
の
方
が
輪
に
加
わ
り
、
参

加
者
同
士
が
対
等
に
語
り
合
う
こ
と
で
互
い
に
支
え
合
う
た
め
の
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。
誰
し
も
順
番

に
「
介
護
者
」
に
も
「
要
介
護
者
」
に
も
な
り
得
る
私
た
ち
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
介
護
中
の
方
を
弱

者
と
し
て
扱
っ
た
り
、
こ
と
さ
ら
に
支
援
対
象
者
と
し
て
の
「
介
護
者
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
り
は
し

ま
せ
ん
。
同
席
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
方
自
身
が
そ
の
時
点
の
立
場
に
応
じ
て
「
伝
え
る
」、「
傾
聴
す
る
」
と

い
っ
た
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
安
心
4

4

、
さ
ら
に
は
他
者
を
支
え
る

こ
と
に
よ
る
自
信
4

4

を
持
つ
こ
と
に
な
れ
ば
、
と
い
う
願
い
が
活
動
の
基
本
に
あ
り
ま
す
。
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〝
完
璧
な
介
護
〟
は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
合
う
場

　

語
り
合
い
に
お
い
て
は
、
他
の
方
の
話
を
否
定
せ
ず
に
「
聴
く
姿
勢
」
を
持
つ
こ
と
を
ル
ー
ル
と
し
て

い
ま
す
。
自
分
の
考
え
を
一
方
的
に
押
し
付
け
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
抱
く
気
持
ち
を
互
い
に

認
め
合
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

一
般
に
掲
げ
ら
れ
る
「
介
護
は
ベ
ス
ト
で
は
な
く
ベ
タ
ー
を
目
指
す
の
が
大
切
」
と
い
う
言
葉
が
示
す

よ
う
に
、
限
り
あ
る
命
を
生
き
る
私
た
ち
に
お
い
て
“
完
璧
な
介
護
”
は
存
在
せ
ず
、
誰
し
も
で
き
な
い

こ
と
も
、
そ
の
時
点
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
中
、
そ
の
都
度
自
分
な
り
に
精
一
杯
の
選
択
を
し
な

が
ら
日
々
を
送
る
の
が
現
実
の
介
護
生
活
で
す
。
そ
の
た
め
、「
普
通
は
そ
ん
な
風
に
し
ま
せ
ん
よ
」
と

頭
ご
な
し
に
否
定
し
た
り
、「
こ
れ
が
正
し
い
や
り
方
で
す
よ
」
と
理
詰
め
で
相
手
を
追
い
込
ん
だ
り
す

る
こ
と
な
く
、「
そ
れ
は
つ
ら
い
で
す
ね
」、「
そ
の
状
況
な
ら
私
も
同
じ
よ
う
に
す
る
と
思
い
ま
す
」
と

い
っ
た
言
葉
を
か
け
合
い
な
が
ら
座
談
会
が
進
行
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。「
子
ど
も
の
自
分
が
自
宅

で
介
護
す
べ
き
」
と
い
う
義
務
感
や
、「
認
知
症
の
親
を
怒
鳴
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
は
親
不
孝
者
だ
」
と

い
う
負
い
目
、
近
親
者
が
衰
え
る
こ
と
に
対
す
る
不
安
を
認
め
合
い
、
寄
り
添
い
合
う
関
係
が
築
か
れ
る

こ
と
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
う
し
て
気
持
ち
を
分
か
ち
合
う
人
の
輪
を
築
く
こ
と
は
、
誰
し
も
い
た
ら
な
い
私
た
ち
で
あ
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る
こ
と
を
見
つ
め
る
「
愚
者
の
自
覚
」
か
ら
「
慈
し
み
」
の
気
持
ち
が
生
ま
れ
、「
共と

も

生い
き

」
の
心
で
人
と

人
と
が
結
ば
れ
る
と
い
う
、『
浄
土
宗
２
１
世
紀
劈
頭
宣
言
』
に
示
さ
れ
る
お
念
仏
の
心
を
形
に
顕
す
も

の
と
実
感
し
て
い
ま
す
。�

開
催
の
継
続
を
大
切
に

　

香
念
寺
の
介
護
者
カ
フ
ェ
は
、
立
ち
上
げ
か
ら
１
年
後
の
２
０
１
７
年
１
１
月
の
開
催
が
最
も
少
な
い

人
数
（
一
般
の
参
加
者
１
人
と
住
職
�
浄
総
研
研
究
員
�
包
括
職
員
の
方
の
計
４
名
）
で
し
た
が
、
そ
の

後
、
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
多
く
の
方
が
輪
に
加
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
立
ち
上
げ
当
初
は

す
で
に
介
護
を
終
え
て
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
立
ち
上
げ
よ
り
１
年
半
経
っ

て
か
ら
は
実
際
に
具
体
的
な
悩
み
を
打
ち
明
け
る
方
の
参
加
が
徐
々
に
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
最

初
は
自
分
の
悩
み
を
打
ち
明
け
る
側
だ
っ
た
方
が
、
数
ヵ
月
、
数
年
と
参
加
を
続
け
る
間
に
、
徐
々
に
他

の
方
の
話
を
聴
き
、
支
え
る
側
へ
と
回
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
様
子
も
た
び
た
び
印
象
的
に
拝
見
し
て

き
ま
し
た
。

　

活
動
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
〈
想
像
〉
と
〈
継
続
〉
と
考
え
て
い
ま
す
。
介
護
の
最
中
の
方
ほ
ど
忙
し
く
て

外
に
出
か
け
ら
れ
ず
、
介
護
者
支
援
団
体
の
方
か
ら
は
「
本
当
に
悩
ん
で
い
る
人
ほ
ど
な
か
な
か
声
が
届
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か
な
い
も
の
」
と
い
っ
た
言
葉
が
語
ら
れ
る
現
実
を
考
え
る
と
、
会
を
開
い
て
も
す
ぐ
に
大
勢
の
方
が
集

ま
ら
な
い
の
は
自
然
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
語
り
合
い
の
場
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
も
、
実
際
に

足
を
運
ん
だ
り
、
参
加
し
て
本
音
を
明
か
し
た
り
す
る
ま
で
に
ハ
ー
ド
ル
を
感
じ
る
方
が
い
る
の
も
、
こ

れ
ま
で
の
活
動
を
通
じ
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
短
期
間
の
う
ち
に
参
加
人
数
と
い
う
形
で
の
成
果

が
出
な
く
て
も
、
世
の
中
に
は
必
ず
悩
み
を
抱
え
て
過
ご
す
方
が
い
る
こ
と
を
想
像
4

4

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方

が
自
分
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
参
加
で
き
る
よ
う
、
会
を
継
続
4

4

す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
介
護

に
よ
り
孤
立
す
る
方
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
、
今
後
も
同
様
の
形
で
語
り
合
い
の
機
会
を
提
供
し
て
い
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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第
三
章　
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
主
催
者
と
参
加
者
に
見
ら
れ
る
影
響

　

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ　

伊
藤
竜
信

は
じ
め
に

　

浄
土
宗
で
は
２
０
２
０
年
よ
り
、
浄
土
宗
寺
院
が
取
り
組
む
社
会
事
業
の
一
つ
と
し
て
「
お
寺
で
の
介

護
者
カ
フ
ェ
」
の
開
催
を
推
進
し
て
い
る
。
開
催
を
希
望
す
る
寺
院
は
、
浄
土
宗
社
会
部
に
申
請
を
行
う

こ
と
で
、
カ
フ
ェ
立
ち
上
げ
支
援
委
員
か
ら
の
助
言
や
開
催
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
事
業
は
、
超
高
齢
化
を
迎
え
た
日
本
の
地
域
社
会
に
対
し
て
、
寺
院
�
僧
侶
が
実
践
で
き
る
社
会
貢

献
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
主
催
者
で
あ
る
僧
侶
に
は
、
地

域
で
の
役
割
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
な
ど
様
々
な
意
識
上
の
変
化
が
見
ら
れ
、
ま
た
参
加
者
に
も
寺

院
�
僧
侶
に
親
近
感
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
な
ど
、
印
象
の
好
転
が
う
か
が
え
る
。
現
在
（
２
０
２
４
年

１
月
末
）、
全
国
の
浄
土
宗
寺
院
で
、
介
護
者
カ
フ
ェ
を
開
催
し
た
寺
院
は
３
０
カ
寺
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
章
で
は
、
介
護
者
カ
フ
ェ
を
開
催
し
た
寺
院
と
そ
の
主
催
者
（
東
京
教
区
香
念
寺
�
下
村
達
郎
師
、

静
岡
教
区
平
等
寺
�
岩
田
正
賢
師
、
京
都
教
区
金
剛
寺
�
中
村
徹
信
師
、
光
縁
寺
�
中
島
隆
伸
師
、
大
阪
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教
区
安
福
寺
�
大
﨑
信
人
師
、
願
生
寺
�
大
河
内
大
博
師
、
大
王
寺
�
佐
藤
玄
徳
師
、
西
照
寺
�
正
木
唯

真
師
）
に
対
し
、
筆
者
が
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
、
開
催
寺
院
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
２
０
１

８
年
�
香
念
寺
、
２
０
１
９
年
�
西
蓮
寺
）、
開
催
寺
院
に
寄
せ
ら
れ
た
参
加
者
の
感
想
な
ど
を
も
と
に
、

そ
の
影
響
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

カ
フ
ェ
主
催
者
の
意
識
の
変
化

　

こ
れ
ま
で
カ
フ
ェ
を
開
催
し
た
主
催
者
か
ら
は
開
催
前
と
開
催
後
に
、
意
識
の
変
化
を
感
じ
た
と
い
う

意
見
が
数
多
く
聞
か
れ
る
。
例
え
ば
開
催
前
に
は
、

�
自
分
自
身
に
経
験
も
知
識
も
な
い
自
分
が
、
介
護
に
悩
む
人
た
ち
に
対
し
何
も
出
来
な
い
の
で
は
な

い
か
。

�
開
催
中
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
、
傾
聴
法
に
つ
い
て
、
で
き
る
の
か
不
安
が
あ
る
。

�
よ
く
話
さ
れ
る
話
題
の
具
体
例
（
ど
ん
な
背
景
の
参
加
者
か
ら
、
ど
ん
な
話
題
が
出
た
か
な
ど
）
を

知
り
た
い
。

な
ど
、
開
催
へ
の
不
安
を
表
明
す
る
言
葉
が
聞
か
れ
た
。
し
か
し
開
催
後
に
は
、

�
開
催
当
初
は
不
安
が
あ
っ
た
が
、
地
域
包
括
セ
ン
タ
ー
や
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
の
専
門
職
の
人
に
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関
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
安
心
し
て
話
が
聴
け
た

�
参
加
者
の
悩
み
に
対
し
、
専
門
家
の
介
入
が
実
際
に
必
要
に
な
っ
た
事
例
も
あ
っ
た
が
、
今
の
と
こ

ろ
そ
れ
は
少
数
。
む
し
ろ
話
す
場
が
あ
る
だ
け
で
解
消
さ
れ
る
不
安
も
多
い
と
感
じ
た
。

�
カ
フ
ェ
の
開
催
に
あ
た
り
、
主
催
者
の
介
護
資
格
や
知
識
�
経
験
の
有
無
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
問
題
で
は
無
く
（
も
ち
ろ
ん
あ
れ
ば
あ
っ
た
で
役
に
は
立
つ
）、
重
要
な
の
は
開
き
た
い
、
続
け

た
い
と
の
意
思
だ
と
感
じ
た
。
そ
の
意
志
さ
え
あ
れ
ば
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
開
催
は
可
能

で
は
な
い
か
。

と
の
意
見
が
聞
か
れ
、
実
施
を
通
じ
て
傾
聴
技
術
の
未
熟
さ
や
専
門
知
識
の
欠
如
に
対
す
る
不
安
が
軽
減

さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
開
催
者
の
意
識
の
変
化
が
う
か
が
え
る
言
葉
を
、
①
他
職
種
と
の
連
携
�
協
働
へ
の
意

識
、
②
宗
教
者
と
し
て
の
自
意
識
、
③
地
域
社
会
に
お
け
る
寺
院
�
僧
侶
の
役
割
へ
の
意
識
、
④
カ
フ
ェ

活
動
の
展
開
と
地
域
間
連
携
へ
の
意
識
、
の
４
つ
の
視
点
か
ら
紹
介
し
た
い
。

①
他
職
種
と
の
連
携
・
協
働
に
つ
い
て
の
意
識
の
変
化

　

介
護
に
関
す
る
経
験
や
知
識
は
開
催
す
る
者
に
よ
り
差
が
あ
り
、
他
者
か
ら
の
相
談
は
誰
も
が
自
信
を



29　―第三章　「お寺での介護者カフェ」主催者と参加者に　
　　　　　　　　　 見られる影響

29

持
っ
て
対
応
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
、
不
安
を
抱
き
が
ち
な
分
野
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
専
門
知
識
を
持

つ
他
の
職
種
と
の
連
携
や
協
働
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

�
開
催
前
は
、
一
番
身
近
な
相
談
相
手
で
あ
る
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
役
割
や
業
務
内
容
に

つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
。
改
め
て
そ
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
。

�
カ
フ
ェ
開
催
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
情
報
を
発
信
し
た
際
、
医
療
�
介
護
の
専
門
職
の
方
か
ら

応
援
や
、
協
力
し
た
い
と
の
声
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
人
々
が
介
護
の
問
題
へ
の
寺
院

の
関
わ
り
に
期
待
し
、
連
携
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
励
み
に
な
っ
た
。
ま
た
専
門
職
の

人
々
で
あ
っ
て
も
、
現
場
で
で
き
る
だ
け
良
い
関
り
方
が
し
た
い
と
模
索
し
て
い
る
事
が
分
か
り
心

動
か
さ
れ
た
。

等
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
主
催
者
が
カ
フ
ェ
の
開
催
を
通
し
て
、
様
々
な
社
会
課
題
に
対

応
す
る
専
門
職
の
存
在
を
知
り
、
理
解
を
深
め
、
協
働
の
可
能
性
を
実
感
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
そ
う
し
た
人
々
と
の
交
流
の
中
で
、
寺
院
�
僧
侶
に
期
待
す
る
声
を
知
り
、
社
会
的
な
課
題
に
対
し

「
出
来
る
こ
と
」
は
無
い
か
と
考
え
始
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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②
宗
教
者
と
し
て
の
姿
勢
の
変
化

　

僧
侶
に
は
宗
教
者
と
し
て
、
人
の
生
老
病
死
に
ま
つ
わ
る
苦
し
み
や
他
者
の
苦
悩
に
対
し
、
理
解
を
示

し
共
感
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
時
が
あ
る
。
こ
れ
ら
「
人
生
の
苦
」
に
対
す
る
意
識
へ
の
影
響
と
し
て

�
介
護
に
は
“
正
解
”
も
、“
完
璧
”
な
介
護
も
無
い
…
愚
者
の
自
覚
（
誰
し
も
出
来
な
い
こ
と
、
分

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
意
識)

が
必
要
だ
と
感
じ
た
。

と
の
感
想
や
、
普
段
の
法
務
の
中
で
も
、
檀
信
徒
に
関
わ
る
姿
勢
に
つ
い
て
、

�
こ
ち
ら
が
何
か
話
す
よ
り
も
、
じ
っ
く
り
“
聴
く
”
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け

実
践
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

�
檀
家
さ
ん
の
ご
自
宅
へ
月
参
り
に
伺
う
際
、
そ
の
人
の
体
調
や
雰
囲
気
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
と
の
関

わ
り
方
な
ど
に
自
然
と
目
が
向
く
よ
う
に
な
っ
た
。

�
時
に
お
檀
家
さ
ん
が
示
し
て
く
れ
る
篤
い
信
仰
心
、
そ
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
、
ど
ん
な
思
い
が

あ
る
の
か
、
そ
の
人
な
り
の
歴
史
に
よ
り
関
心
が
向
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
背
景
に
自
然
に

敬
意
を
払
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

な
ど
、
そ
の
視
点
や
他
者
に
関
わ
る
姿
勢
に
影
響
が
あ
っ
た
と
の
言
葉
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
介
護
者
カ
フ

ェ
の
開
催
に
よ
り
“
老
い
”
の
苦
し
み
や
、
介
護
に
ま
つ
わ
る
苦
悩
に
接
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
檀
信
徒
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の
声
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
等
、
主
催
者
の
教
化
姿
勢
に
積
極
的
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か

が
え
る
。

③
地
域
社
会
に
お
け
る
寺
院
・
僧
侶
の
役
割
へ
の
意
識
の
変
化

　

そ
の
土
地
に
古
く
か
ら
あ
る
寺
院
と
、
そ
こ
に
所
属
す
る
僧
侶
に
は
、
地
域
の
一
員
と
し
て
、
公
益
性

の
発
露
や
様
々
な
形
で
の
地
域
貢
献
を
求
め
ら
れ
る
機
会
も
多
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
主
催
者
は
、

�
開
催
を
通
じ
て
、
う
ち
の
地
域
に
も
地
域
社
会
に
貢
献
し
た
い
、
何
か
や
り
た
い
と
考
え
て
い
る
人

が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
カ
フ
ェ
が
そ
う
し
た
人
と
の
接
点
に
な
っ
た
。

�
地
域
の
人
々
か
ら
開
催
へ
の
感
謝
や
、
お
寺
に
対
す
る
期
待
の
言
葉
な
ど
を
聞
く
機
会
と
な
っ
た
。

お
寺
が
社
会
に
対
す
る
良
い
関
わ
り
の
拠
点
に
な
り
得
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

�
言
葉
で
の
布
教
と
は
異
な
る
が
、
こ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
、
仏
教
が
持
つ
“
慈
悲
”
の
精
神
や
、

そ
の
教
え
に
触
れ
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
。

�
社
会
に
慈
し
み
と
、
共
生(

と
も
い
き)

の
心
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
に
し
た
い
。
お
念
仏
の
心
が
根

底
に
あ
る
、
寄
り
添
い
の
活
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る

な
ど
、
カ
フ
ェ
の
開
催
を
通
じ
、
地
域
に
お
け
る
寺
院
�
僧
侶
の
存
在
感
を
再
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
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仏
教
的
な
精
神
を
持
っ
て
地
域
に
関
わ
る
こ
と
が
、
地
域
社
会
に
求
め
ら
れ
、
意
義
あ
る
役
割
を
担
う
き

っ
か
け
に
な
る
と
い
う
意
識
が
、
主
催
者
の
中
に
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

④
カ
フ
ェ
活
動
の
展
開
や
地
域
間
連
携
へ
の
意
識
変
化

　

介
護
者
カ
フ
ェ
の
立
ち
上
げ
は
、
ま
ず
介
護
の
問
題
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
そ
の
出
発
点
と
な
る
。
さ

ら
に
企
画
や
地
元
支
援
者
と
の
関
係
づ
く
り
な
ど
の
準
備
、
地
域
へ
の
広
報
、
実
際
の
運
営
な
ど
、
実
践

を
通
し
て
得
る
経
験
が
数
多
く
あ
る
。
ま
た
カ
フ
ェ
の
開
催
を
通
し
、
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
（
地
域
の

支
援
者
や
、
全
国
の
カ
フ
ェ
開
催
寺
院
）
の
存
在
を
知
り
、
経
験
�
知
識
の
共
有
や
相
互
協
力
な
ど
、
連

携
の
可
能
性
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ
開
催
者
も
現
れ
て
い
る
。

�
人
を
集
め
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
“
場
”
を
つ
く
る
こ
と
、
そ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
い
う
こ
と
を
、
ブ
レ
ず
に
共
有
す
べ
き
だ
と
思
う
。

�
も
っ
と
全
国
に
カ
フ
ェ
を
開
催
す
る
浄
土
宗
寺
院
が
広
が
っ
て
欲
し
い
。
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
各

教
区
各
組
に
一
カ
寺
あ
る
よ
う
な
状
況
が
理
想
だ
と
考
え
る
。

�
子
育
て
支
援
、
障
が
い
者
支
援
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
な
ど
、
他
領
域
と
の
連
携
に
も
大
き
な
可
能
性
を

感
じ
る
。
今
後
、
宗
に
は
専
門
職
と
の
効
果
的
な
つ
な
が
り
方
な
ど
を
学
ぶ
機
会
も
設
け
て
欲
し
い
。
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�
寺
院
ご
と
に
、
開
催
の
原
動
力
と
な
る
も
の
（
例
え
ば
代
表
者
の
来
歴
や
グ
リ
ー
フ
な
ど
）
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
宗
に
は
そ
こ
を
一
つ
の
出
発
点
と
出
来
る
よ
う
な
、
活
か
せ
る
よ
う
な
取
り
組
み

の
可
能
性
を
、
共
に
考
え
て
欲
し
い
。

�
公
的
セ
ク
タ
ー
は
、
来
て
く
れ
な
い
人
に
は
リ
ー
チ
で
き
な
い
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
抱
え
て
い
る
。

寺
院
は
今
ま
で
繋
が
れ
な
か
っ
た
人
と
繋
が
れ
る
場
と
し
て
期
待
さ
れ
、
ま
た
各
寺
の
お
檀
家
の
中

に
は
こ
う
し
た
繋
が
り
を
必
要
と
し
て
い
る
人
が
確
実
に
い
る
。
こ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
や
、
協
働
事
例

を
寺
院
間
で
共
有
し
、
効
果
的
な
つ
な
が
り
方
を
提
案
す
る
こ
と
は
、
お
互
い
の
利
益
と
な
り
、
各

地
域
で
の
寺
院
の
存
在
感
の
拡
大
に
も
つ
な
が
る
。

こ
れ
ら
の
意
見
か
ら
は
、
カ
フ
ェ
の
開
催
が
主
催
者
の
「
寺
院
�
僧
侶
の
社
会
貢
献
活
動
」
へ
の
イ
メ
ー

ジ
を
よ
り
具
体
的
な
も
の
に
変
え
、
そ
の
広
が
り
や
地
域
を
超
え
た
連
携
へ
の
意
識
を
呼
び
起
こ
し
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
カ
フ
ェ
開
催
の
持
つ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が
拡
大
し
て
い
た
時
期
で
も
、
感
染
予
防
を
徹
底
し
、
場
づ
く

り
を
継
続
し
、
地
域
の
人
々
の
孤
立
防
止
や
フ
レ
イ
ル
予
防
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
寺
院
も
あ
っ
た
。

�
開
催
に
あ
た
り
、
公
的
セ
ク
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
と
の
話
し
合
い
の
中
で
、
高
齢
者
向
け
の
事
業
を
止

め
る
と
、
フ
レ
イ
ル
（
虚
弱
と
も
。
病
気
や
老
化
に
よ
る
心
身
の
著
し
い
衰
え
）
の
進
行
や
健
康
状



3435　―第三章　「お寺での介護者カフェ」主催者と参加者に　
　　　　　　　　　 見られる影響

34

態
の
悪
化
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
の
話
が
あ
り
、
開
催
を
続
け
る
方
針
を
執
っ
た
。

�
コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
、
人
の
集
ま
る
こ
と
に
対
し
て
地
域
の
住
民
の
中
で
も
様
々
な
ス
タ
ン
ス
の
違
い

が
み
ら
れ
、
広
報
に
は
気
を
遣
っ
た
。
し
か
し
自
治
体
や
医
療
�
介
護
施
設
な
ど
は
む
し
ろ
非
常
に

協
力
的
だ
っ
た
。

�
実
際
に
開
催
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
で
も
あ
の
お
寺
な
ら
開
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
口
コ
ミ

で
伝
わ
り
、
参
加
者
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

カ
フ
ェ
参
加
者
の
意
識
の
変
化

　

お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
は
、
そ
の
参
加
者
に
対
し
て
も
、
主
に
寺
院
�
僧
侶
へ
の
イ
メ
ー
ジ
の
好
転

や
、
感
じ
る
満
足
度
の
点
で
積
極
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
開
催
寺
院
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、

参
加
者
か
ら
の
以
下
の
よ
う
な
回
答
が
見
ら
れ
た
。

�
毎
回
、
た
く
さ
ん
の
良
い
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
て
と
て

も
満
足
で
し
た
。
今
日
も
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
で
家
に
帰
れ
ま
す
。

�
身
近
な
問
題
で
あ
る
介
護
に
つ
い
て
、
支
援
し
て
く
だ
さ
る
の
は
と
て
も
良
い
と
思
い
ま
し
た
。
精

神
的
な
支
え
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。



35　―第三章　「お寺での介護者カフェ」主催者と参加者に　
　　　　　　　　　 見られる影響

35

�
お
寺
で
、
看
取
っ
た
夫
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
と
、
主
人
が
近
く
で
聞
い
て
く
れ
て
い
る
気
に
な
り

ま
す
。
お
寺
と
い
う
会
場
の
雰
囲
気
な
ら
で
は
で
す
。

�
寺
院
が
介
護
者
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
れ
る
の
は
、
と
て
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
介
護
や
看

取
り
に
は
、
魂
の
部
分
や
、
哲
学
的
な
部
分
が
あ
る
の
で
、
寺
院
で
カ
フ
ェ
が
行
わ
れ
る
の
は
素
晴

ら
し
い
取
り
組
み
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
他
、
参
加
者
か
ら
主
催
者
に
寄
せ
ら
れ
た
感
想
と
し
て

�
今
後
経
験
す
る
人
の
た
め
に
、
自
分
の
経
験
を
役
立
て
て
欲
し
い
、
と
思
っ
て
参
加
し
て
い
る
。

�
介
護
の
こ
と
を
話
し
て
い
た
ら
、
き
ち
ん
と
終
活
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
と
い
う
気
分
に
な
っ
た
。

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
書
き
た
い
の
で
手
伝
っ
て
欲
し
い
。

�
お
寺
な
の
で
、
他
で
は
避
け
ら
れ
る
“
死
”
に
つ
い
て
話
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
雰
囲
気
、
自
然

に
そ
う
い
う
話
に
な
る
雰
囲
気
が
あ
る
。

な
ど
の
言
葉
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
や
参
加
者
の
感
想
か
ら
は
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ

フ
ェ
が
、
寺
院
�
僧
侶
の
イ
メ
ー
ジ
を
好
転
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
参
加
者
の
精
神
的
な
支
え
の

場
、
家
族
を
看
取
っ
た
人
の
悲
嘆
を
分
ち
合
う
場
、
宗
教
者
と
死
生
観
を
語
り
合
う
場
と
し
て
機
能
し
て

い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
言
葉
か
ら
、「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
の
開
催
が
、
主
催
者
の
僧
侶
に
対
し
、

様
々
な
意
識
や
姿
勢
の
変
化
を
促
し
、
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

主
催
者
に
と
っ
て
、
カ
フ
ェ
の
開
催
経
験
が
、
他
職
種
と
の
連
携
意
識
を
養
い
、
人
の
苦
悩
に
触
れ
る

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
主
催
者
が
地
域
社
会
で
の
寺
院
の
役
割
を
自
覚
し
、
高
い
意
識
を
持
っ

て
社
会
的
な
活
動
に
取
り
組
む
一
助
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

　

ま
た
参
加
者
に
つ
い
て
も
、
寺
院
�
僧
侶
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
好
転
さ
せ
る
と
と
も
に
、
精
神
的
な
癒
し

の
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
自
身
の
今
後
や
死
生
観
を
語
り
、
悲
嘆
を
分
ち
合
う
場
と
し
て
機
能
し

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
。

　
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
は
、
仏
教
寺
院
が
行
う
社
会
事
業
と
し
て
、
一
般
社
会
に
対
す
る
大
き

な
イ
ン
パ
ク
ト
�
場
と
し
て
の
有
用
性
を
持
つ
と
と
も
に
、
事
業
を
主
催
す
る
僧
侶
に
と
っ
て
も
、
宗
教

者
の
本
来
的
な
役
割
を
意
識
し
、
自
己
研
鑽
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
を
持
つ
事
業
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

今
後
こ
の
事
業
に
関
わ
る
寺
院
�
主
催
者
が
、
地
域
を
越
え
た
連
携
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

そ
の
有
用
性
や
イ
ン
パ
ク
ト
は
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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コ
ラ
ム
①　

高
齢
者
ケ
ア
に
お
け
る
僧
侶
の
関
り
へ
の
期
待

　
　
　
　
　

―
認
知
症
ケ
ア
の
最
前
線
か
ら

�

東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所　
　

岡
村
毅
（
精
神
科
医
師
）

認
知
症
の
人
が
増
え
て
い
る

　

我
が
国
は
高
齢
者
が
増
え
、
認
知
症
の
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
２
１
世
紀
半
ば
に
は
高
齢
者
が
４
０
％
、

認
知
症
の
人
が
１
０
０
０
万
人
程
度
（
人
口
の
１
０
％
程
度
）
と
い
う
人
類
史
上
未
曽
有
の
社
会
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
我
が
国
の
医
療
が
発
展
し
、
医
療
保
険
制
度
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
ら
で
、
人
々
が

体
の
病
気
で
亡
く
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
戦
争
も
な
く
、
飢
饉

も
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
医
療
�
介
護
の
費
用
が
ま
す
ま

す
増
大
し
、
社
会
の
負
担
が
増
え
て
い
く
こ
と
は
事
実
で
す
。

予
防
か
ら
共
生
へ

　

認
知
症
の
研
究
は
予
防
が
中
心
で
し
た
。「
認
知
症
に
は
な
り
た
く
な
い
」
か
ら
「
認
知
症
の
病
態
を
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解
明
し
て
、
薬
を
作
ろ
う
」
と
い
う
自
然
な
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
た
研
究
で
す
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

認
知
症
に
関
し
て
は
２
１
世
紀
に
大
き
く
進
展
し
、
２
０
２
３
年
に
つ
い
に
レ
カ
ネ
マ
ブ
と
い
う
薬
剤
が

で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
薬
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
薬
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
よ
り
多
く
の
人

が
診
断
を
求
め
て
受
診
す
る
た
め
、
患
者
さ
ん
は
む
し
ろ
見
か
け
上
は
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。
ま
た
薬

の
効
果
で
進
行
が
穏
や
か
に
な
り
、
初
期
の
患
者
さ
ん
も
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。
予
防
の
成
功
は
、
患

者
さ
ん
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
は
皮
肉
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
す
。

　

ま
た
予
防
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
長
く
生
き
れ
ば
い
つ
か
は
認
知
症
に
な
り
ま
す
。
進
行
を

ゆ
っ
く
り
に
し
て
も
、
い
つ
か
は
進
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
人
が
い
つ
か
死
ぬ
の
と
同
じ
で
止
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
従
っ
て
、
今
後
は
認
知
症
が
あ
っ
て
も
希
望
と
尊
厳
を
も
っ
て
生
き
て
い
く

こ
と
が
課
題
と
な
る
で
し
ょ
う
。
人
類
は
予
防
を
ゆ
っ
く
り
と
成
し
遂
げ
つ
つ
あ
り
、
共
生
の
ス
テ
ー
ジ

に
入
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

医
療
の
持
つ
潜
在
的
な
危
な
さ

　

別
の
方
向
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。「
認
知
症
に
な
り
た
く
な
い
ね
」「
認
知
症
の
予
防
を
頑
張
ろ
う
」
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と
い
う
こ
と
は
自
然
な
感
情
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
強
調
さ
れ
る
と
、
認
知
症
に
な
っ
た
人
は
敗
北
者
だ
、

見
て
い
て
つ
ら
い
か
ら
近
く
に
い
て
ほ
し
く
な
い
、
と
い
う
新
た
な
排
除
が
生
ま
れ
ま
す
。
患
者
さ
ん
が

困
っ
て
い
る
か
ら
、
家
族
が
困
っ
て
い
る
か
ら
、
病
院
で
検
査
を
し
て
、
○
○
型
認
知
症
で
す
と
診
断
す

る
こ
と
は
、
医
療
者
の
役
割
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
家
族
内
に
居
場
所
を
な
く
し
て
し

ま
い
、
つ
ら
い
思
い
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
施
設
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
。
医
師
は
排
除
に
加
担
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
医
学
を
否
定
し
、
医
療
者
を
糾
弾
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
学
は
発
展
す
る
べ
き
だ
し
、

医
療
者
は
置
か
れ
た
場
所
で
輝
い
て
ほ
し
い
。
し
か
し
社
会
の
中
に
、
認
知
症
と
診
断
さ
れ
て
も
希
望
と

尊
厳
を
も
っ
て
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
作
ら
ね
ば
、
結
果
的
に
医
療
が
排
除
に
加
担
し
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
す
。

弱
く
て
も
い
い

　

医
学
は
健
康
の
回
復
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。『
病
気
の
子
供
さ
ん
が
、
つ
ら
い
治
療
を
し
て
元
気
に

な
り
、
死
ぬ
こ
と
が
な
く
立
派
な
大
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
』
と
い
う
の
は
す
べ
て
の
医
療
者
が
望
む
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こ
と
で
し
ょ
う
。
病
気
を
な
く
し
た
い
、
治
し
た
い
、
と
い
う
の
が
基
本
的
情
熱
な
の
で
す
。
死
は
、
ど

う
し
て
も
「
敗
北
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
高
齢
者
で
は
、
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
徐
々
に
弱
っ
て
い
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
に
医

療
が
進
歩
し
て
も
若
く
し
て
亡
く
な
る
人
は
い
ま
す
。
亡
く
な
る
人
は
決
し
て
敗
北
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

立
派
に
人
生
を
生
き
切
っ
た
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
『
人
間
は
、
い
つ
か
は
死
ん
で
し
ま
う
弱
い
存
在
だ
。
で
も
弱
く
て
も
い
い
』
と
誰
が
言
え
る
の
か
。

と
て
も
大
き
な
存
在
と
共
に
生
き
て
い
る
僧
侶
の
皆
様
の
力
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
仏
様
の
時
間
に
比

べ
た
ら
、
長
生
き
し
よ
う
が
、
短
命
だ
ろ
う
が
関
係
な
い
。
す
べ
て
が
か
け
が
え
の
な
い
命
で
あ
り
、
皆

が
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う
思
想
が
あ
っ
て
こ
そ
、
医
学
の
進
歩
が
補
完
さ
れ
ま
す
。

僧
侶
へ
の
期
待

　

認
知
症
の
よ
う
に
、
治
る
も
の
で
は
な
い
し
、
長
く
生
き
た
帰
結
と
も
い
え
る
状
態
に
対
し
て
は
、
医

学
で
も
支
え
ま
す
が
僧
侶
に
も
支
え
て
ほ
し
い
。
こ
こ
で
は
３
つ
の
期
待
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
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第
一
に
、
弱
く
て
も
い
い
、
人
間
は
弱
い
も
の
だ
、
い
つ
か
は
死
ぬ
の
だ
、
と
語
れ
る
場
と
し
て
寺
院

を
守
っ
て
ほ
し
い
。
困
っ
て
い
る
人
が
、
寺
院
に
行
き
、
死
す
る
存
在
と
し
て
の
悩
み
を
話
せ
る
よ
う
な

活
動
を
し
て
ほ
し
い
。
一
対
一
は
大
変
だ
し
時
間
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
人
々
が
集
ま
っ
て
話

す
会
（
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
）
を
運
営
す
る
、
あ
る
い
は
志
の
あ
る
人
に
場
（
例
え
ば
デ
ス
カ
フ
ェ
な
ど
）
を

提
供
し
て
ほ
し
い
。

　

第
二
に
、
細
分
化
し
た
死
の
現
場
を
再
び
つ
な
い
で
ほ
し
い
。
現
代
で
は
、
長
生
き
を
し
て
弱
っ
て
く

る
と
多
く
の
人
は
施
設
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
、
身
体
疾
患
が
悪
化
す
る
と
急
性
期
病
院
に
入
り
ま
す
。

急
性
期
病
院
で
亡
く
な
る
こ
と
も
あ
る
し
、
慢
性
期
病
院
に
移
っ
て
数
か
月
し
て
亡
く
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
近
年
は
施
設
や
自
宅
で
亡
く
な
る
人
も
再
び
増
え
て
き
ま
し
た
。
亡
く
な
る
と
、
医
療
や
介
護
は

そ
こ
で
お
し
ま
い
で
す
。
そ
の
後
は
僧
侶
が
お
葬
式
を
あ
げ
ま
す
が
、
近
年
は
簡
素
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
死
の
周
辺
の
プ
ロ
セ
ス
に
一
貫
し
て
関
わ
る
人
が
い
な
い
の
で
す
。
僧
侶
は
、
元
気
な
時
か
ら

関
わ
り
、
弱
っ
た
ら
自
宅
訪
問
し
た
り
施
設
訪
問
し
た
り
し
て
関
わ
り
、
病
院
に
も
訪
問
し
て
関
わ
り
、

そ
し
て
死
後
の
家
族
の
ケ
ア
も
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
す
。



4243　―コラム①　高齢者ケアにおける僧侶の関りへの期待　　
　　　　　　　　

42

　

第
三
に
、
施
設
で
生
き
て
い
る
人
に
希
望
を
与
え
て
ほ
し
い
。
高
齢
社
会
に
な
り
、
家
族
の
あ
り
方
が

変
化
す
る
中
で
、
施
設
で
最
期
の
時
を
過
ご
す
人
が
か
な
り
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
施
設

の
ス
タ
ッ
フ
も
頑
張
っ
て
ケ
ア
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
質
的
に
施
設
で
の
最
期
の
日
々
は
寂
し
い
も

の
で
す
。
施
設
で
過
ご
す
こ
と
に
、
例
え
ば
祈
り
の
日
々
と
い
っ
た
意
味
を
与
え
、
人
々
の
希
望
を
与
え

て
ほ
し
い
。

僧
侶
に
と
っ
て
も
よ
い
こ
と

　

そ
し
て
こ
う
し
た
役
割
は
僧
侶
に
と
っ
て
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
寺
離
れ
や
、
寺
院

消
滅
が
語
ら
れ
る
現
代
、
若
い
僧
侶
の
皆
様
の
中
に
は
自
信
を
失
っ
て
い
る
人
も
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

科
学
が
こ
こ
ま
で
進
歩
し
た
時
代
に
、
僧
侶
や
寺
院
は
無
力
で
は
な
い
か
と
自
答
し
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
認
知
症
の
研
究
を
し
て
き
た
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、「
科
学
に
で
き
る
こ
と
が

増
え
た
。
同
時
に
、
絶
対
に
で
き
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
僧
侶
や
寺
院
の
新
た
な
価

値
も
分
か
っ
て
き
た
」
と
強
く
訴
え
た
い
。
私
た
ち
の
研
究
で
も
、
介
護
者
の
た
め
に
お
寺
を
開
い
て
カ

フ
ェ
を
始
め
た
僧
侶
は
「
苦
に
つ
い
て
分
か
っ
た
」「
寺
院
の
持
つ
力
を
再
発
見
し
た
」「
人
と
し
て
成
長



43　―コラム①　高齢者ケアにおける僧侶の関りへの期待　　
　　　　　　　　

43

し
た
」
と
力
強
く
述
べ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
高
齢
者
ケ
ア
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
ほ
し
い
。
同
時
に
、
科
学
と

対
峙
す
る
の
で
も
な
く
、
科
学
と
対
話
し
な
が
ら
人
々
の
幸
せ
の
た
め
に
貢
献
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
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第
四
章　
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
の
地
域
を
超
え
た
連
携
の
可
能
性

　

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員　

工
藤
量
導

お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
に
お
け
る
地
域
間
交
流

　

お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
立
ち
上
げ
マ
ニ
ュ
ア
ル
『
は
じ
め
よ
う
！
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
』
に

よ
れ
ば
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
（
以
下
、「
介
護
者
カ
フ
ェ
」）
の
目
的
は
「
家
族
な
ど
の
介
護
に
携

わ
る
人
が
、
日
頃
の
悩
み
を
分
か
ち
合
い
、
情
報
交
換
を
行
う
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
対
象
者
は
「
孤
立

し
が
ち
な
介
護
者
」「
介
護
に
関
心
の
あ
る
人
々
」
で
あ
り
、
ま
た
寺
院
空
間
を
利
用
す
る
意
義
に
つ
い

て
は
「
仏
さ
ま
が
見
守
り
、
人
々
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
、
地
域
の
歴
史
と
共
に
歩
ん
で
き
た
お
寺
に
は
、

人
の
苦
し
み
を
受
け
止
め
る
“
場
”
の
力
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
立
ち
上
げ
段
階
に
お
け
る
介
護
者
カ
フ
ェ
の
基
本
的
な
理
念
に
は
、
檀
信
徒
に
限
ら
な
い
地

域
の
住
民
を
対
象
と
し
て
、
地
域
の
歴
史
を
見
守
っ
て
き
た
寺
院
を
場
と
す
る
、
地
域
に
密
着
し
た
社
会

貢
献
活
動
（
す
な
わ
ち
地
域
貢
献
）
と
い
う
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

実
際
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
る
香
念
寺
（
東
京
）、
西
蓮
寺
（
山
形
）、
平
等
寺
（
静
岡
）、
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専
念
寺
（
東
京
）、
金
剛
寺
（
京
都
）、
浄
福
寺
（
鹿
児
島
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
介
護
者
カ
フ
ェ
の
参

加
者
は
、
基
本
的
に
開
催
寺
院
と
同
一
地
域
内
の
住
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
た
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
広

報
�
告
知
の
手
段
に
あ
り
、
少
な
く
と
も
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
２
０
２
０
年
ま
で
は
、
ウ
ェ
ブ
を
介
し
た
広

報
よ
り
も
、
寺
院
が
属
す
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
一
部
の
寺
院
で
は
地
域
包
括
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
社
会

福
祉
協
議
会
な
ど
）
を
中
心
と
す
る
チ
ラ
シ
配
布
や
掲
示
板
な
ど
に
よ
る
告
知
方
法
に
限
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

や
や
例
外
的
で
は
あ
る
が
、
新
規
の
介
護
者
カ
フ
ェ
を
立
ち
上
げ
る
際
に
、
浄
土
宗
社
会
部
よ
り
「
お

寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
立
ち
上
げ
支
援
員
（
以
下
、
支
援
員
）」
を
派
遣
し
て
お
り
、
そ
の
支
援
員
の
自

坊
に
お
け
る
カ
フ
ェ
の
常
連
参
加
者
の
方
が
、
他
寺
院
で
開
催
さ
れ
た
介
護
者
カ
フ
ェ
に
参
加
を
す
る
と

い
う
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
い
わ
ば
「
地
域
を
超
え
た
参
加
者
の
交
流
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
参
加

者
の
方
々
に
と
っ
て
の
移
動
の
負
担
（
交
通
費
�
移
動
時
間
）
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
、
近
接
し
た
地
域

内
で
複
数
寺
院
に
よ
っ
て
カ
フ
ェ
が
開
催
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
少

な
く
と
も
継
続
的
な
参
加
は
難
し
い
）。

　

と
は
い
え
、
私
自
身
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
と
あ
る
介
護
者
カ
フ
ェ
の
新
規
立
ち
上
げ
の
際
に

は
、
座
談
会
経
験
の
先
達
で
あ
る
参
加
者
の
方
が
、
は
じ
め
て
座
談
会
に
参
加
す
る
方
々
の
戸
惑
い
を
察



4647　―第四章　「お寺での介護者カフェ」の地域を超えた連
　　　　　　　　　 携の可能性

46

知
し
て
会
話
を
切
り
出
す
リ
ー
ド
役
を
担
っ
て
く
だ
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
場
の
安
心
感
や
活
発
さ
が
醸

造
さ
れ
て
ゆ
く
さ
ま
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
域
を
超
え
た
交
流
、
す
な
わ
ち
他
地

域
か
ら
の
来
訪
者
に
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
能
も
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
地
元
の
交
流
が
濃
密
な
地
域
で
開
催
す
る
場
合
に
は
、
参
加
者
同
士
が
知
人
で
あ
る
可
能
性
も

高
く
、
そ
う
い
っ
た
場
で
は
思
い
切
っ
て
介
護
の
実
情
や
本
音
を
話
せ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

実
際
に
、
地
元
の
介
護
支
援
の
催
し
に
は
参
加
し
に
く
い
た
め
、
あ
え
て
隣
の
行
政
区
で
行
わ
れ
て
い
る

寺
院
の
介
護
者
カ
フ
ェ
を
選
ん
で
参
加
し
た
と
い
う
声
も
耳
に
し
て
い
る
。
比
較
的
近
い
地
域
内
に
お
い

て
複
数
寺
院
の
カ
フ
ェ
開
催
が
な
さ
れ
て
、
相
互
に
参
加
交
流
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
よ
り
よ
い
形
で
の
座

談
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

オ
ン
ラ
イ
ン
を
利
用
し
た
介
護
者
カ
フ
ェ
活
動

　

２
０
２
１
年
以
降
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
は
、
下
村
達
郎
氏
の
報
告
（
第
２
章
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、

Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
利
用
し
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
介
護
者
カ
フ
ェ
」
の
試
み
が
香
念
寺
の
介
護
者
カ
フ
ェ
メ
ン
バ
ー

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
地
域
密
着
型
で
比
較
的
高
齢
の
参
加
者
が
多
い
介
護
者
カ
フ
ェ
は
、
当
然
な
が
ら

対
面
で
の
開
催
が
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
般
に
オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
は
、
す
で
に
信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
内
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
有
効
性
が
高
い
も
の
の
、
初
対
面
時
の
雑
談
な
ど
、
ゆ
る
や
か
な
関
係
性
作
り
に
は
不

向
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
介
護
者
カ
フ
ェ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
に
つ
い
て
も
、
感
染
予
防
や
移
動
負
担

を
小
さ
く
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
視
覚
と
聴
覚
に
依
存
し
が
ち
で
、
五
感
を
通
じ
た
場

の
空
気
の
共
有
が
充
分
に
で
き
な
い
た
め
、
従
来
の
対
面
形
式
の
よ
う
な
雰
囲
気
で
悩
み
を
打
ち
明
け
る

こ
と
が
難
し
い
。
と
り
わ
け
、
絞
り
取
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
小
さ
な
独
白
の
声
を
、
他
の
参
加
者
が
固
唾

を
の
ん
で
見
守
っ
て
い
く
と
い
う
、
慈
し
み
と
包
容
感
に
あ
ふ
れ
る
座
談
会
の
空
気
感
が
失
わ
れ
が
ち
で

あ
る
こ
と
は
小
さ
く
な
い
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
「
つ
な
が
り
を
絶
や
さ
な
い
」
た
め
の
「
継
続
」
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
点
で
あ
り
、

場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
に
も
話
せ
な
か
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
で
の
状
況
が
話
題
に
の
ぼ
っ
た
り
、

少
な
く
な
い
新
た
な
ご
縁
が
生
ま
れ
育
っ
た
り
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
現
在
ま
で
香
念
寺
の
介
護
者
カ

フ
ェ
で
は
２
９
回
も
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
（
２
０
２
４
年
２
月
時
点
）。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
に
際
し
て
、
寺
院
周
辺
の
地
域
住
民
で
は
な
い
方
の
参
加
が
み
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
寺
院
関
係
の
介
護
者
（
北
関
東
、
関
東
、
関
西
方
面
）
が
複
数
名
参
加

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
坊
開
催
の
た
め
の
勉
強
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
介
護
者
と
し
て
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の
参
加
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
宗
門
関
係
の
発
行
誌
な
ど
か
ら
開
催
情
報
を
得
て
参
加
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

寺
院
関
係
者
の
介
護
の
実
情
に
つ
い
て
、
地
元
の
方
々
の
面
前
で
正
直
に
語
り
合
う
の
は
容
易
で
は
な

い
と
い
う
声
を
何
度
か
耳
に
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
世
間
体
を
気
に
し
て
の
こ
と
だ
が
、
今
回
に
関
し
て

は
オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
開
催
形
式
も
功
を
奏
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
よ
う
な
場
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で

き
た
の
は
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
催
側
で
あ
る
寺
院
の
関
係
者

も
ま
た
檀
信
徒
や
地
域
住
人
と
同
じ
よ
う
に
介
護
を
経
験
し
、
誰
に
も
話
せ
な
い
悩
み
を
抱
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
寺
院
関
係
者
こ
そ
が
「
孤
立
し
が
ち
な
介
護
者
」
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

そ
う
い
っ
た
方
々
が
介
護
者
カ
フ
ェ
と
い
う
場
に
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
、
心
の
や
す
ら
ぎ
や
歩
み
出
す
勇

気
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
の
想
い
を
受
け
継
い
で
、
ま
た
誰
か
の
た
め
に
肩
を
貸
し
て
ゆ
く

と
い
っ
た
慈
し
み
の
循
環
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
可
能
性
も
充
分
に
想
定
さ
れ
よ
う
。
香
念
寺
で
は
再
開
さ

れ
た
対
面
開
催
に
加
え
て
、
今
後
も
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
を
継
続
す
る
方
針
と
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
の

推
移
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
。
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オ
ン
ラ
イ
ン
を
利
用
し
た
開
催
寺
院
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

　

オ
ン
ラ
イ
ン
を
利
用
し
た
地
域
を
超
え
る
連
携
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
利
用
し
た
「
開
催

寺
院
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
介
護
者
カ
フ
ェ
を
実
際
に
開
催
し
て
み
た
各
寺
院
の
方
々
が
互

い
に
活
動
報
告
や
グ
ル
ー
プ
討
論
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
実
情
や
工
夫
点
、
さ
ら

に
は
な
か
な
か
外
部
に
吐
き
出
す
こ
と
が
難
し
い
運
営
上
の
悩
み
ご
と
や
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
た
ま

っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
気
兼
ね
な
く
正
直
に
話
し
合
う
場
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

２
０
２
０
年
６
月
以
降
こ
れ
ま
で
に
計
２
３
回
開
催
さ
れ
、
北
海
道
か
ら
九
州
に
い
た
る
ま
で
各
地
域

の
寺
院
に
参
加
を
い
た
だ
い
て
い
る
（
２
０
２
４
年
２
月
時
点
）。
こ
う
い
っ
た
全
国
規
模
の
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
や
は
り
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。

　

ま
だ
手
探
り
の
部
分
も
あ
る
が
、
開
催
趣
旨
と
し
て
は
運
営
に
関
す
る
不
安
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
継
続
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
こ
と
や
開
催
寺
院
同
士
の
ゆ
る
や
か
な
連
帯
感
を
つ
く
る
こ
と

に
重
心
を
置
い
て
お
り
、
必
ず
し
も
業
務
改
善
の
み
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
介
護

者
カ
フ
ェ
自
体
が
、
ス
マ
ー
ト
な
正
解
や
完
璧
さ
を
求
め
る
こ
と
（
ベ
ス
ト
）
よ
り
も
、
多
少
不
格
好
で
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あ
っ
て
も
、
お
互
い
に
思
い
を
聴
き
合
い
、
語
り
合
う
場
を
継
続
的
に
設
け
る
こ
と
（
ベ
タ
ー
）
を
第
一

義
と
す
る
た
め
、
そ
の
上
流
に
あ
る
開
催
寺
院
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
も
、
同
様
の
精
神
的
支
柱
を
な

す
価
値
観
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

介
護
者
カ
フ
ェ
の
主
催
者
も
、
と
も
す
れ
ば
「
孤
立
し
が
ち
」
な
立
場
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
場

に
お
い
て
受
け
止
め
る
側
（
聞
き
手
）
だ
け
で
な
く
、
時
に
受
け
止
め
ら
れ
る
側
（
語
り
手
）
に
な
っ
て

み
る
体
験
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
地
域
ご
と
に
寺
院
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
参

加
者
の
県
民
性
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
々
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
実
情
を
知
る
こ
と
は
、
開
催
寺

院
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
性
を
客
観
視
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
何
ら
か
の
課
題
解
決
の
糸
口
や
よ
い
意
味

で
の
納
得
感
に
結
び
付
い
て
い
く
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。

　

開
催
寺
院
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
開
催
を
通
じ
て
、
開
催
寺
院
同
士
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
成
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
動
き
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
介
護
に
お
い
て

は
頼
れ
る
先
を
多
く
持
つ
こ
と
が
「
自
立
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
が
よ
り
活
発
化
し

て
い
く
こ
と
が
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
事
業
の
自
立
と
成
熟
を
意
味
す
る
も
の
と
受
け
取
り
た
い
。

　

な
お
、
介
護
者
カ
フ
ェ
の
新
規
立
ち
上
げ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
「
介
護
者
カ
フ
ェ
立
ち

上
げ
講
座
」
に
つ
い
て
も
、
当
初
は
対
面
に
て
行
わ
れ
て
い
た
が
（
第
１
回
２
０
１
９
年
３
月
東
京
�
増
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上
寺
会
館
）、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
苦
渋
の
選
択
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
（
２
０
２
２
年
３
月
１
６
日
オ
ン

ラ
イ
ン
の
み
）
お
よ
び
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
（
２
０
２
０
年
１
０
月
１
４
日
京
都
研
修
会
館
�
オ
ン
ラ
イ

ン
併
修
）
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
介
護
者
カ
フ
ェ
立
ち
上
げ
に
興
味
を
持
つ
参
加
寺
院
は
さ
ま
ざ

ま
な
地
域
に
わ
た
っ
て
お
り
、
か
つ
寺
院
側
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
明
確
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
オ

ン
ラ
イ
ン
開
催
の
メ
リ
ッ
ト
も
小
さ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

介
護
関
係
団
体
の
広
域
連
携
―
介
護
者
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ケ
ア
む
す
び

　

介
護
者
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
�
ケ
ア
む
す
び
（
以
下
、
ケ
ア
む
す
び
）
は
、「
介
護
」
を
キ
ー
ワ

ー
ド
に
東
北
各
地
の
団
体
と
連
携
し
た
交
流
促
進
を
目
的
と
し
て
、
宮
城
県
の
雲
上
寺
を
拠
点
と
し
て
２

０
１
２
年
に
ス
タ
ー
ト
し
、
現
在
ま
で
①
介
護
者
の
集
い
と
い
う
談
話
会
�
茶
話
会
、
②
介
護
者
へ
の
個

別
相
談
会
、
③
東
北
の
介
護
団
体
の
集
い
な
ど
の
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
活

動
は
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
事
業
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
当
研
究
班
の
東
海
林
良
昌
師
お
よ
び

伊
藤
竜
信
師
が
運
営
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。

　

①
②
の
活
動
が
い
わ
ゆ
る
介
護
者
カ
フ
ェ
の
座
談
会
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
③
の
活
動

が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
東
北
の
介
護
団
体
の
集
い
」
と
冠
し
て
い
る
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よ
う
に
宮
城
県
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
岩
手
県
、
山
形
県
の
各
団
体
と
広
域
連
携
が
な
さ
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

�
介
護
者
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
�
ケ
ア
む
す
び
（
宮
城
県
仙
台
市
）

�
ケ
ア
む
す
び
介
護
者
の
つ
ど
い�

in�

塩
竈
（
宮
城
県
塩
竈
市
）

�
ケ
ア
む
す
び
介
護
者
の
つ
ど
い�

in�

石
巻
（
宮
城
県
石
巻
市
）

�
ケ
ア
む
す
び
介
護
者
の
つ
ど
い�

in�

仙
台
（
宮
城
県
仙
台
市
）

�
ホ
ッ
と
�
ひ
と
息�

介
護
者
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
（
宮
城
県
岩
沼
市
）

�
わ
っ
か
の
会
（
岩
手
北
上
市
）

�
米
沢
わ
げ
ん
の
会
（
山
形
県
米
沢
市
）

　

ケ
ア
む
す
び
の
本
会
が
も
と
も
と
「
地
域
と
地
域
を
つ
な
ぐ
介
護
者
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
と
い
う
名
前
で
発
足
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
介
護
者
に
限
定
し
な
い
、

広
い
意
味
で
の
介
護
関
係
者
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
行
政
関
係
者
な
ど
）
が
集
ま
っ
た
情
報
交
換
会
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
既
述
し
た
よ
う
な
特
徴
あ
る
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
東
北
と
い
う
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
単
位

で
あ
る
こ
と
は
、
時
に
は
対
面
で
の
集
合
を
可
能
に
す
る
範
囲
で
あ
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
同
士
の
親
密
性
を

築
く
に
も
ほ
ど
よ
い
サ
イ
ズ
感
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
ケ
ア
む
す
び
が
介
護
関
係
者
の
集
い
を
各
地
で
主
催
す
る
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
を
多
く
擁
し

て
い
る
点
は
、
他
地
域
で
展
開
さ
れ
て
い
る
介
護
者
カ
フ
ェ
と
比
し
て
、
や
や
独
自
的
な
立
場
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
地
域
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
に
お
い
て
も
地
域
包
括
セ

ン
タ
ー
や
社
会
福
祉
協
議
会
の
関
係
者
が
参
加
し
て
い
る
例
が
頻
繁
に
み
ら
れ
、
よ
い
形
で
の
信
頼
関
係

が
結
ば
れ
つ
つ
あ
る
。
行
政
が
推
奨
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
公
助
（
自
治
体

の
サ
ポ
ー
ト
）
と
互
助
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
寺
院
な
ど
の
支
え
合
い
活
動
）
を
連
携
し
て
い
こ
う
と
い
う
理
念
が

後
押
し
を
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
発
展
の
形
と
し
て
、
ケ
ア
む
す
び
の
よ
う
な
広
域
連

携
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

　

地
域
の
中
に
あ
る
寺
院
が
活
動
の
場
と
な
る
こ
と
は
、
継
続
性
や
広
報
性
に
秀
で
て
い
る
た
め
に
地
域

外
か
ら
も
可
視
化
さ
れ
や
す
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
介
護
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
諸
団
体
を
結
び
つ
け
る
ハ
ブ

的
な
拠
点
と
し
て
の
期
待
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
ケ
ア
む
す
び
の
会
の
事
例
は
介

護
関
係
団
体
の
広
域
連
携
に
寺
院
が
参
画
し
て
い
く
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
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お
わ
り
に
―
分
野
・
教
団
を
超
え
た
連
携

　

こ
こ
ま
で
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
事
業
に
お
け
る
地
域
を
超
え
た
連
携
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
介
護

者
カ
フ
ェ
に
お
け
る
地
域
間
交
流
、
オ
ン
ラ
イ
ン
介
護
者
カ
フ
ェ
、
開
催
寺
院
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
ケ
ア
む

す
び
の
会
に
よ
る
介
護
関
係
団
体
と
の
広
域
連
携
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。
最
後
に
地
域
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
分
野
�
教
団
を
超
え
た
連
携
に
つ
い
て
、
現
在
進
行
形
の
内
容
あ
る
い
は
今
後
の
期
待
に
つ
い

て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
分
野
を
超
え
た
連
携
と
し
て
、
介
護
だ
け
で
な
く
宗
教
社
会
学
�
医
療
分
野
と
の
協
力
が
あ
る
。

す
で
に
本
研
究
班
の
活
動
に
お
い
て
、
大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
お
よ
び
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン

タ
ー
の
所
員
を
中
心
と
す
る
科
研
費
研
究
チ
ー
ム
（
多
死
社
会
に
お
け
る
仏
教
者
の
社
会
的
責
任
：
２
０

１
５
―
２
０
１
８
年
／
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
：
２
０
２
０
―
２
０
２
３
年
）
と
数
年
に
わ
た
る
協
力
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
介
護
者
カ
フ
ェ
を
実
施
す
る
寺
院
住
職
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
そ
の
分
析
が
企
画
さ
れ
、

寺
院
と
い
う
宗
教
施
設
に
お
い
て
、
僧
侶
と
い
う
宗
教
者
が
関
わ
る
こ
と
で
、
介
護
者
の
苦
し
み
を
和
ら

げ
た
り
、
本
音
が
語
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
研
究
成
果
が
蓄
積
し
つ
つ
あ
る
。
介
護
者
カ
フ
ェ
の
事
例
に

限
る
も
の
で
は
な
い
が
、
上
記
の
研
究
チ
ー
ム
が
、
死
が
近
い
高
齢
者
の
ケ
ア
に
従
事
す
る
ケ
ア
ス
タ
ッ
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フ
に
対
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
（
場
所
は
大
学
施
設
）
を
実
施
し
た
際
に
、
研
究
者
（
医
師
も
含
む
）

だ
け
で
な
く
、
僧
侶
が
協
働
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
を
務
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
個
々
人

の
死
生
観
を
深
く
掘
り
下
げ
て
聞
き
取
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
（
岡
村
毅
、
小
川
有
閑
、
髙
瀨
顕
功
、

新
名
正
弥
、
問
芝
志
保
、
宇
良
千
秋
「
死
が
近
い
高
齢
者
を
ケ
ア
す
る
際
の
葛
藤
―
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
が
僧

侶
と
研
究
者
に
語
っ
た
こ
と
」『
日
本
老
年
医
学
会
雑
誌
』
５
８
―
１
、
２
０
２
１
年
）。

　

こ
う
い
っ
た
情
報
が
研
究
論
文
に
ま
と
め
ら
れ
、
宗
教
�
仏
教
関
係
の
み
な
ら
ず
介
護
や
認
知
症
、
福

祉
、
医
療
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
公
表
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
寺
院
空
間
に
お
け
る
介
護
者
カ
フ
ェ
活
動

の
意
義
や
そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
多
く
の
セ
ク
タ
ー
と
の
協
力
的
関
係
が

結
び
つ
い
て
ゆ
く
可
能
性
が
あ
る
。
現
状
は
質
的
研
究
に
多
く
を
負
う
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
介

護
者
カ
フ
ェ
の
参
加
寺
院
が
増
え
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
量
的
研

究
や
混
合
研
究
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
な
る
進
展
に
期
待
し
た
い
。

　

ま
た
、
他
教
団
と
の
連
携
に
つ
い
て
、
現
状
、
介
護
者
カ
フ
ェ
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
は
浄
土
宗
寺
院

に
限
ら
れ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
他
宗
派
寺
院
や
他
宗
教
の
教
団
施
設
な
ど
に
介
護
者
カ
フ
ェ
活
動
が
広

が
っ
て
い
く
こ
と
も
期
待
し
た
い
。
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
が
特
定
の
寺
院
や
僧
侶
だ
け
が
実
施
し
う

る
名
人
芸
的
な
活
動
で
な
い
こ
と
は
、
実
際
に
２
０
ヶ
寺
以
上
の
浄
土
宗
寺
院
に
広
が
り
を
み
せ
た
こ
と
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で
証
明
さ
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
浄
土
宗
寺
院
以
外
で
も
充
分
に
機
能
す
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い

だ
ろ
う
。

　

い
わ
ゆ
る
社
会
貢
献
活
動
（
た
と
え
ば
自
死
問
題
、
災
害
支
援
、
人
権
問
題
な
ど
）
が
対
象
と
す
る
課

題
は
、
ど
の
教
団
の
信
者
や
地
域
住
人
に
と
っ
て
も
共
通
の
困
り
ご
と
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
介
護
の
悩

み
も
ま
た
不
可
避
の
問
題
な
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
課
題
に
対
し
て
、
当
研
究
班
で
築
い
て
き
た
ノ

ウ
ハ
ウ
を
積
極
的
に
提
供
す
る
こ
と
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
１
７
番　

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
課
題
と
も

相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
公
益
性
や
存
在
感
を
発
揮
す
る
一
助

と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
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第
五
章　
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
の
地
域
性
に
基
づ
く
展
開

　

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ　

山
下
千
朝

は
じ
め
に　
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
の
活
動
運
営
者
が
抱
え
る
課
題
と
期
待

　

超
高
齢
社
会
―
日
本
が
抱
え
る
時
代
背
景
の
中
で
、「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
と
は
浄
土
宗
寺
院

が
示
す
新
た
な
草
の
根
型
の
Ｆ
Ｂ
Ｏ
形
成
の
動
き
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
、
２
０
２
０
年
度
の
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
ノ
ー
ト
『
社
会
事
業
の
地
域
間
連
携
の
具
体
例
と
し
て
の
浄
土
宗
寺
院
で
の
介
護
者

カ
フ
ェ
』
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
各
寺
院
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
介
護
者
カ
フ
ェ
の
活
動
が

広
く
地
域
を
超
え
て
連
携
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
生
活
や
福
祉
に
関
す
る
活
動
基
盤
＝
社
会
イ
ン
フ
ラ
を

形
成
す
る
一
助
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
事
業
が
地
域
を
超
え
た
寺
院
同
士
の
つ
な
が
り
を
生
み
、
ひ

い
て
は
浄
土
宗
行
政
の
施
策
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
く
展
開
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
同
研
究
ノ
ー
ト
で
は
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
運
営
者
の
声
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
が
活
動
を
通

じ
て
地
域
密
着
型
の
寺
院
に
し
て
い
く
た
め
の
模
索
や
、
地
域
内
で
の
他
機
関
（
社
会
福
祉
協
議
会
�
行

政
�
医
療
機
関
な
ど
）
と
の
ヨ
コ
の
連
携
に
向
け
た
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
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れ
に
よ
り
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
地
域
内
で
の
支
え
あ
い
の
場
づ
く
り
へ
の
可
能
性
と
期
待
」
に

つ
い
て
も
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
取
り
組
む
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
次
第
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
活
動
運
営
者
を
取
り
巻
く
二
つ

の
現
状
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
本
事
業
を
通
じ
て
寺
院
を
核
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
外
へ
の
ベ
ク
ト
ル

作
用
を
ど
の
よ
う
に
連
携
さ
せ
、
事
業
モ
デ
ル
を
発
展
さ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
活
動
運

営
者
は
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
の
実
践
方
法
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、「
介

護
者
同
士
の
対
話
の
場
づ
く
り
や
居
場
所
」
か
ら
の
展
開
方
向
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、

同
時
に
こ
れ
ま
で
お
寺
が
地
域
と
と
も
に
歴
史
を
重
ね
て
き
た
経
緯
を
鑑
み
、
地
域
自
体
が
抱
え
る
課
題

に
つ
い
て
も
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
に
取
り
組
む
こ
と
で
何
ら
か
の
貢
献
や
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
に

寄
与
し
た
い
と
い
う
活
動
運
営
者
の
想
い
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
今
後
の
展
開
を
見
据
え
、
地
域
性
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら

独
自
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
事
業
モ
デ
ル
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
活
動
の
方
向
性
や
事
業
内
容
を
探
る

う
え
で
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
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寺
院
・
介
護
・
地
域
の
共
通
項
と
し
て
の
「
農
」

　

お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
を
実
践
す
る
う
え
で
、「
活
動
参
加
者
（
介
護
者
）
と
は
ど
の
よ
う
な
人

か
」
と
い
う
問
い
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
点
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
参
加
者
＝
介
護
者

で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
活
動
が
成
立
し
て
い
る
の
で
、
参
加
者
の
共
通
項
を
介
護
以
外
に
積
極
的

に
求
め
る
こ
と
は
行
わ
れ
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
加
者
は
地
域
で
の
日
常
生
活
を
営

み
、
介
護
以
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
重
層
的
に
所
属
し
て
い
る
。
こ
こ
に
改
め
て
着
眼
し
、
介
護
以
外

の
共
通
項
（
地
域
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
共
通
作
業
）
を
活
動
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
当
事
者
同
士

が
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
り
、
共
通
体
験
を
通
じ
て
よ
り
深
い
気
づ
き
や
学
び
を
得
て
主
体

的
に
介
護
者
カ
フ
ェ
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ

と
い
う
「
場
」
そ
の
も
の
の
機
能
自
体
が
変
容
し
、
地
域
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
基
盤
を
確
立
さ
せ

て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

そ
の
た
め
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
地
域
の
共
通
項
に
農
や
食
を
活
用
し
た
取
り
組
み
を
紹
介
し
た

い
。
理
由
と
し
て
、
農
業
は
地
域
の
共
同
作
業
と
し
て
長
ら
く
営
ま
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
、
依
然

と
し
て
地
方
の
寺
院
で
は
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
盤
と
し
た
檀
家
制
度
の
も
と
に
運
営
さ
れ
て
お
り
活

用
可
能
性
の
あ
る
農
地
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
、
そ
こ
お
い
て
は
農
業
従
事
者
や
何
ら
か
の
形
で
農
経
験
を
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し
て
い
る
者
が
多
く
共
通
の
話
題
と
し
て
設
定
し
や
す
い
こ
と
、
ま
た
都
市
部
に
お
い
て
も
食
物
を
育
て

て
食
す
る
と
い
う
一
次
的
�
本
能
的
な
欲
求
は
参
加
者
同
士
の
共
通
の
興
味
�
体
験
に
つ
な
が
り
や
す
く
、

感
情
に
作
用
す
る
こ
と
で
参
加
者
同
士
の
学
び
や
振
り
返
り
（
自
分
が
こ
の
地
域
で
生
き
る
意
味
の
と
ら

え
直
し
）
に
結
び
つ
き
や
す
い
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
浄
土
宗
の
本
研
究
班
に
お
い
て
、
２
０
２
１
年
１
１
月
９
日
に
、
新
潟
県
上
越
市
に

位
置
す
る
川
室
記
念
病
院
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「
グ
リ
ー
ン
ケ
ア
ホ
ス
ピ
タ
ル
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

事
業
を
見
学
し
、
関
係
者
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
研
究
班
か
ら
は
筆
者
ほ
か
２
名
が
同
行
し
、
院
内

で
行
わ
れ
て
い
る
実
際
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
現
場
を
視
察
す
る
と
と
も
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
報
告
会
に

も
参
加
し
、
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
事
業
の
効
果
や
所
感
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
た
。
以
下
で
は
そ
の
概
要

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
へ
の
汎
用
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

グ
リ
ー
ン
ケ
ア
ホ
ス
ピ
タ
ル
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

川
室
記
念
病
院
は
１
８
６
８
年
に
設
立
さ
れ
、
精
神
疾
患
や
認
知
症
医
療
に
携
わ
っ
て
き
た
総
合
病
院

で
あ
る
。「
認
知
症
や
老
年
症
候
群
な
ど
高
齢
期
特
有
の
状
態
を
持
つ
人
が
、
こ
こ
ろ
の
健
康
や
体
の
健

康
を
維
持
し
な
が
ら
幸
福
に
暮
ら
す
た
め
の
新
し
い
地
域
ケ
ア
（
稲
作
ケ
ア
）
の
開
発
」
を
進
め
る
形
と
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し
て
、
２
０
１
６
年
度
よ
り
同
院
を
拠
点
に
グ
リ
ー
ン
ケ
ア
ホ
ス
ピ
タ
ル
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組

み
、
介
護
や
医
療
の
現
場
に
農
業
や
緑
化
を
用
い
た
ケ
ア
の
在
り
方
を
模
索
し
て
き
た
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
農
林
水
産
省
の
補
助
事
業
と
し
て
も
指
定
さ
れ
、
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
と
の
共
同
研
究

と
し
て
、
日
本
興
亜
福
祉
財
団
、
日
本
学
術
振
興
会
、
川
室
記
念
助
成
を
う
け
な
が
ら
、
上
越
市
役
所
な

ど
の
協
力
の
も
と
に
現
在
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

新
潟
＝
米
ど
こ
ろ
の
イ
メ
ー
ジ
の
通
り
、
病
院
が
置
か
れ
て
い
る
地
域
に
は
整
備
さ
れ
た
田
ん
ぼ
が
広

が
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
田
ん
ぼ
を
活
用
す
る
形
で
、
２
０
１
６
年
よ
り
「
稲
作

ケ
ア
」
に
取
り
組
み
始
め
、
そ
の
後
病
院
の
敷
地
内
に
小
さ
な
田
ん
ぼ
を
設
置
す
る
「
常
心
田
ん
ぼ
」、

さ
ら
に
室
内
で
も
設
置
で
き
る
プ
ラ
ン
タ
ー
を
用
い
た
「
と
ろ
ぶ
ね
田
ん
ぼ
」
を
展
開
さ
せ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
に
多
様
な
形
態
の
田
ん
ぼ
を
作
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
患
者
の
身
体
の
稼
働
領
域
や
精
神
疾
患

等
に
よ
る
作
業
参
加
可
能
範
囲
は
個
々
に
異
な
る
た
め
、
各
自
の
状
態
に
応
じ
て
院
内
で
も
院
外
で
も
農

作
業
が
で
き
る
ケ
ア
の
在
り
方
を
研
究
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
発
が
目
指
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
前
提
と
し
て
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
は
み
な
、
各
自
の
休
憩
や
退
勤
後

と
い
っ
た
勤
務
時
間
外
の
範
囲
で
活
動
を
行
い
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
参
加
と
し
て
各
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
自
発
的
に
運
営
を
担
う
。
そ
こ
に
定
年
後
の
地
域
の
シ
ニ
ア
�
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
な
ど
も
加
わ
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り
、
現
在
で
は
各
稲
作
ケ
ア
に
加
え
て
、
中
庭
に
多
様
な
植
物
を
植
え
て
五
感
を
働
か
せ
自
然
を
感
じ
ら

れ
る
空
間
づ
く
り
を
目
指
す
グ
ル
ー
プ
や
、
患
者
や
そ
の
家
族
の
出
入
り
口
と
な
る
玄
関
を
緑
化
さ
せ
る

グ
ル
ー
プ
が
現
れ
る
な
ど
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
も
徐
々
に
活
動
が
地
に
つ
い
て
き
て
い
る
様
子
が
う

か
が
え
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
間
報
告
で
は
、
現
場
ス
タ
ッ
フ
よ
り
実
際
に
次
の
よ
う
な
声
も
挙
が
っ
た
。「
始

め
て
み
る
と
、
一
番
嫌
が
っ
て
い
た
職
員
が
雑
草
の
取
り
方
を
自
分
な
り
に
工
夫
し
て
い
て
そ
の
変
化
に

驚
い
た
」「
作
業
は
勤
務
時
間
外
に
行
っ
て
い
る
が
、
病
院
勤
務
中
の
患
者
や
そ
の
家
族
と
の
か
か
わ
り

方
へ
の
変
化
が
ス
タ
ッ
フ
に
見
ら
れ
て
き
た
」「
職
員
同
士
の
会
話
や
気
づ
き
が
増
え
、
農
業
を
患
者
へ

の
ケ
ア
に
応
用
す
る
こ
と
を
考
え
始
め
た
り
し
て
い
る
」。
自
分
た
ち
で
植
物
を
育
て
、
土
に
触
れ
、
場

を
緑
化
し
て
い
く
と
い
う
時
間
を
か
け
て
出
来
上
が
っ
た
空
間
は
、
ケ
ア
と
い
う
観
点
は
も
ち
ろ
ん
、
ス

タ
ッ
フ
同
士
の
交
流
促
進
補
助
に
な
る
な
ど
、
職
員
の
学
び
や
働
く
上
で
の
主
体
性
形
成
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
稲
作
ケ
ア
に
参
加
す
る
患
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
か
ら
も
活
動
に
対
し
て
お
よ
そ
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
に
振
り
返
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。「
こ
ん
な
風
に
花
が
咲
く
ん
だ
な
、
と
か
発
見
が
あ
っ
た
」「
集
団

で
や
る
か
ら
楽
し
く
で
き
る
。
草
取
り
も
一
人
だ
と
つ
ま
ら
な
い
が
み
ん
な
で
や
っ
た
ら
楽
し
い
」「
農
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グリーンケアホスピタルプロジェクトで行われる春の田植

同プロジェクトで設置された「みんなの妙高　見える畑」
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作
業
は
好
き
で
は
な
い
が
、
体
を
動
か
す
こ
と
、
食
べ
る
こ
と
は
楽
し
い
」「（
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
）
人
の

こ
こ
ろ
に
関
わ
る
も
の
を
見
ら
れ
る
の
は
楽
し
い
」
と
い
う
感
想
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　

見
学
内
容
を
裏
付
け
す
る
も
の
と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
ケ
ア
ホ
ス
ピ
タ
ル
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に

お
い
て
も
、
モ
デ
ル
事
業
を
通
じ
て
農
業
ケ
ア
や
稲
作
ケ
ア
の
も
つ
可
能
性
に
つ
い
て
報
告
が
ま
と
め
ら

れ
、
そ
れ
ら
は
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
を
運
営
し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
一
部
を
要
約
し
て
紹
介
し
た
い
。

　

医
療
技
術
の
発
展
と
と
も
に
人
間
の
寿
命
が
延
び
る
に
従
い
、
健
康
寿
命
や
認
知
症
と
い
っ
た
課
題
が

出
る
中
で
、
医
療
行
為
の
目
指
す
方
向
も
変
容
し
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
医
療
＝
病
気
か
ら
の
快
復
も

し
く
は
延
命
行
為
で
あ
っ
た
も
の
が
、
病
気
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
よ
く
生
き
て
（
＝w

ellbeing

）
最

期
を
迎
え
る
の
か
と
い
っ
た
、
人
の
社
会
的
存
在
価
値
に
重
き
を
置
い
た
新
た
な
老
年
学
の
価
値
観
や
ケ

ア
理
論
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
患
者
の
疾
病
や
症
状
を
対
象
に
し
た
ケ
ア
で
は

な
く
、
そ
の
人
の
個
人
や
人
生
、
尊
厳
に
向
き
合
っ
た
「
パ
ー
ソ
ン
�
セ
ン
タ
ー
ド
�
ケ
ア
」
を
重
視
し

て
い
く
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
稲
作
�
農
業
を
用
い
た
ケ
ア
の
あ
り
方
は
、
病
気
と
と
も

に
生
き
て
い
く
患
者
自
身
の
人
生
に
気
づ
き
や
深
み
を
与
え
、
そ
れ
は
認
知
症
、
社
会
的
孤
立
、
介
護
者

支
援
、
貧
困
、
８
０
５
０
問
題
な
ど
様
々
な
困
難
を
抱
え
る
者
の
包
摂
�
共
生
型
ケ
ア
、
地
域
医
療
で
の
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取
り
組
み
と
し
て
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る�

。

お
わ
り
に　
「
ム
ラ
の
お
寺
」
の
可
能
性

　

本
章
で
は
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
課
題
と
し
て
、
介
護
者
同
士
の
対
話
の
場
と
し
て
の
需
要
は
あ

る
も
の
の
、
地
域
の
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
課
題
を
抱
え
て
い
る
寺
院
が
多
い
こ

と
を
整
理
し
、
課
題
解
決
の
た
め
の
展
開
と
し
て
、
介
護
者
�
お
寺
が
も
つ
新
た
な
共
通
項
に
「
農
�

食
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
新
潟
県
の
川
室
記
念
病
院
に
お
い
て
取
り
組
ま
れ
て
い

る
「
稲
作
ケ
ア
」
の
研
究
事
例
を
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、「
農
�
食
」
を
通
じ
た
繋
が
り

が
人
び
と
や
場
を
変
容
さ
せ
、
高
齢
社
会
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
に
対
し
て
地
域
で
取
り
組
ん
で
い
け
る

モ
デ
ル
と
し
て
大
い
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

医
療
�
福
祉
と
寺
院
と
は
、
と
も
す
れ
ば
科
学
�
非
科
学
す
な
わ
ち
、
近
代
�
前
近
代
を
象
徴
す
二
項

対
立
の
構
図
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
近
代
以
降
に
お
い
て
両
者
が
積
極
的
に
具
体
的
関
係
性
を
も
つ
事
例
は

稀
有
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
新
潟
県
の
事
例
の
よ
う
に
、
地
域
性
を
見
つ
め
直
す
な
か
で

稲
作
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
「
祈
り
」「
ケ
ア
」「
こ
こ
ろ
」「
生
死
」
等

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
介
護
関
係
者
が
医
療
者
や
宗
教
者
と
と
も
に
関
係
性
を
築
い
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
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多
面
的
�
横
断
的
な
つ
な
が
り
と
展
開
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
よ
う
。

　

言
わ
ば
、
近
現
代
が
置
き
去
り
に
し
て
き
た
「
ム
ラ
の
お
寺
」
―
農
生
活
�
ケ
ア
�
祈
り
が
一
体
と
な

っ
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
―
の
可
能
性
に
改
め
て
着
眼
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
各
寺
院
が
お
か

れ
て
い
る
地
域
性
や
歴
史
を
紐
解
く
と
同
時
に
、
現
代
医
療
�
介
護
現
場
で
求
め
ら
れ
る
新
た
な
ケ
ア
の

視
点
を
取
り
入
れ
た
、「
古
く
て
新
し
い
ケ
ア
の
形
」
に
つ
い
て
、
お
寺
を
拠
点
に
示
し
て
い
く
地
域
事

業
モ
デ
ル
を
、
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
次
な
る
展
開
と
し
て
期
待
し
た
い
。



67　―コラム②　寺院が取り組む介護者カフェの特色　　　　
　　　　　　

67

コ
ラ
ム
②　

寺
院
が
取
り
組
む
介
護
者
カ
フ
ェ
の
特
色

　
　
　
　
　

―
僧
侶
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

�

東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所　
　

宇
良
千
秋
（
心
理
学
博
士
）

　

私
は
認
知
症
ケ
ア
を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
す
。
こ
の
た
び
、
貴
重
な
ご
縁
を
頂
き
、
介
護
者
カ
フ
ェ

を
開
催
し
て
い
る
浄
土
宗
の
僧
侶
の
方
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
結
果
の
一
部
を
ご
紹
介
し
て
、
ま
だ
介
護
者
カ
フ
ェ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
僧
侶
の
方
々
に
「
う

ち
で
も
介
護
者
カ
フ
ェ
、
や
っ
て
み
よ
う
か
な
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
話
題
提
供
が
で
き
れ
ば
幸

い
で
す
。

　

２
０
２
３
年
４
月
に
、
浄
土
宗
社
会
部
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
介
護
者
カ
フ
ェ
開
催
寺
院
の
名
簿
を

も
と
に
、
定
期
的
に
カ
フ
ェ
を
開
催
し
て
い
る
寺
院
１
８
カ
寺
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
郵
送
し
ま
し
た
。

調
査
内
容
は
、
カ
フ
ェ
の
開
催
頻
度
、
カ
フ
ェ
の
参
加
人
数
、
公
的
機
関
（
自
治
体
や
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
）
と
の
連
携
の
有
無
、
自
由
記
述
と
し
て
、
①
カ
フ
ェ
を
始
め
た
動
機
、

②
カ
フ
ェ
を
実
施
し
て
よ
か
っ
た
こ
と
、
③
カ
フ
ェ
を
実
施
し
て
大
変
な
こ
と
�
負
担
だ
と
思
う
こ
と
、
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④
介
護
者
カ
フ
ェ
を
始
め
て
心
境
の
変
化
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
な
ど
で
す
。

　

１
８
カ
寺
の
う
ち
１
３
カ
寺
の
僧
侶
の
方
々
か
ら
回
答
を
頂
き
ま
し
た
（
回
答
率
７
２
．
２
％
）。
カ

フ
ェ
開
催
期
間
は
１
年
未
満
か
ら
６
年
以
上
の
寺
院
ま
で
あ
り
、
開
催
頻
度
は
３
か
月
に
１
回
が
１
カ
寺
、

残
り
は
１
か
月
に
１
回
と
２
か
月
に
１
回
が
６
カ
寺
ず
つ
で
し
た
。　

　

カ
フ
ェ
の
参
加
人
数
は
最
小
が
３
名
、
最
大
が
２
０
名
と
多
様
で
し
た
が
、
す
べ
て
の
カ
フ
ェ
で
公
的

機
関
と
の
連
携
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
自
治
体
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協
議
会
が
カ
フ

ェ
の
開
催
の
周
知
に
協
力
し
て
く
れ
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
参
加
者
の
相
談
に
応
じ
て
く
れ
た
り
と
い
っ

た
連
携
が
取
れ
て
い
る
こ
と
は
、
地
域
や
参
加
者
か
ら
の
信
頼
を
得
ら
れ
や
す
く
、
寺
院
に
と
っ
て
も
安

定
し
た
カ
フ
ェ
の
開
催
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

自
由
記
述
の
一
部
を
表
に
ま
と
め
ま
し
た
。（
Ｐ
７
０
～
７
３
）
自
由
記
述
①
カ
フ
ェ
開
催
の
動
機
で

は
、「
介
護
者
が
悩
み
を
語
り
合
う
場
な
ど
地
域
の
社
会
資
源
と
し
て
寺
院
を
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
」、

「
僧
侶
自
身
の
介
護
体
験
が
き
っ
か
け
」、「
寺
院
の
機
能
維
持
�
再
興
の
た
め
」
な
ど
、
近
年
の
地
域
課

題
や
寺
院
の
抱
え
る
課
題
に
関
連
し
た
コ
メ
ン
ト
が
目
立
ち
ま
し
た
。
自
由
記
述
②
カ
フ
ェ
を
実
施
し
て

よ
か
っ
た
こ
と
と
し
て
は
、「
参
加
者
の
変
化
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
」、「
寺
院
へ
の
期
待
や
価
値
を
確
認

で
き
た
こ
と
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
自
由
記
述
③
カ
フ
ェ
を
実
施
し
て
大
変
な
こ
と
�
負
担
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だ
と
思
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
半
数
近
い
6
カ
寺
が
特
に
負
担
だ
と
感
じ
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い
る
一

方
で
、「
開
催
の
周
知
や
参
加
者
の
確
保
、
会
の
進
行
の
点
で
、
負
担
や
気
を
遣
う
」
と
い
う
意
見
も
み

ら
れ
ま
し
た
。
自
由
記
述
④
心
境
の
変
化
に
つ
い
て
は
、「
特
に
な
い
」
や
無
回
答
は
２
カ
寺
の
み
で
、

ほ
と
ん
ど
の
方
が
変
化
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、「
参
加
者
が
初
対
面
で
も
心
の
内
を
話

し
て
く
れ
る
ほ
ど
僧
侶
が
信
頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
や
「
お
寺
は
解
決
策
を
提
示
す
る
場
で
は
な
く
、
解

決
の
無
い
悩
み
を
吐
露
で
き
る
場
、
気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
に
寄
せ
ら
れ
る
場
で
あ
る
こ
と
」、「
寺
院
は
法

務
だ
け
で
な
く
檀
信
徒
だ
け
で
な
く
広
く
社
会
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
な
ど
に
気
付
い
た
、

「
介
護
が
他
人
事
か
ら
自
分
事
に
な
っ
た
」
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
自
由

回
答
か
ら
は
、
介
護
者
カ
フ
ェ
の
立
ち
上
げ
を
き
っ
か
け
に
寺
院
を
拠
点
に
し
た
様
々
な
社
会
貢
献
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
僧
侶
が
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
宗
務
庁
や
宗
議
会
の
積
極

的
な
取
り
組
み
を
期
待
す
る
声
も
あ
り
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
制
度
は
介
護
を
社
会
化
し
、
多
く
の
施
設
が
建
設
さ
れ
、
通
所
や
入
所
が
容
易
に
な
り
ま
し

た
が
、
家
族
へ
の
支
援
は
ま
だ
ま
だ
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
寺
院
に
よ
る
介
護
者
カ
フ
ェ
は
社
会
課
題

と
し
て
の
介
護
者
支
援
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
介
護
者
カ
フ
ェ
で
の
経
験

が
宗
派
に
よ
る
様
々
な
人
材
育
成
に
生
か
せ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
家
族
の
苦
悩
や
孤
独
に
寄
り
添
う
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調査 
対象者

質問1_介護者カフェを始めようと
思った理由・きっかけは何ですか。

質問2_介護者カフェを実施して、よ
かったことはどんなことですか。

質問3_介護者カフェを実施して大変だ、
負担だと思うことはどんなことですか。

質問4_介護者カフェを始める前と現在
で、個人として、あるいは仏教者とし
て、何か心境の変化がありましたか。

住職1 ソーシャル・キャピタルとしての寺
院を有効活用して社会貢献するため。

参加者の話を聞いて、介護に関する
知見が深まった。

毎月実施しているので、安定した参加者
数の維持が難しい。活動の広報がうまく
いっていないため。

今までも様々な社会貢献活動に参加して
来たので、特に心境の変化はない。

住職２
母親の介護を終え、少なからず私も
喪失感を抱いていた時、宗報で知っ
た。

お寺の社会貢献。ともいき、人権、
福祉の具現化。回を重ねる度に感じ
る。

活動に地域も協力的である為、今のとこ
ろ特に負担を感じることはない。参加者
は答を、解決策を教えてもらいたいので
はなく、聞いてくれる人が必要。住職は
社協等専門職とのパイプ役と思えばよい。

介護の悩みを参加者は初対面である私に
初参加でありながら心のうちを話す。そ
れは少なからずお寺が宗教者が主催して
いるから。僧侶として信用されているか
ら。聞き手となる此方も真剣に話を聞か
せていただくうちに、檀信徒や地域と法
務以外の新たな関係性が生まれていると
感ずる。

住職3 高齢化社会が進んでいくなかで、介
護人口が増えて行き、悩みを抱える
人達も多くいらっしゃる。寺という
日常から少し離れた場でならば、悩
みを打ち明けやすく、また、悩みを
抱える方々同士の情報交換や交流の
場になれたらという思いから。

ご自身の話をしていく中で、次第に
雰囲気が明るくなったり、励まされ
る側だった方が、アドバイスする側
になったり、いらっしゃる方々の変
化を目の当たりに出来ること。

日々の作務、法務を勤めながら、２ヶ月
に１度という頻度で開催していることは
中々大変に思う。又、介護というもの
は、当事者の方々にとっては深刻な悩み
であるだけに当然だが相当気を使う。

一口に介護と言っても、抱える悩みや問
題は人それぞれという事が改めて理解で
きた。介護を終えて早い段階で前に進め
る方、中々立ち直れない方、様々な考え
方がいるので、正解や答え、結論が有る
わけではない。だからこそ、難しい問題
だという実感が以前より強まった。

住職4 街中にある当寺の環境では、檀家さ
んとの関係性だけではお寺が機能、
存続していくことは今後難しいので
はないかと考えていた、地域住民に
認知され地域社会のインフラとして
お寺が取り組めることがないか模索
している時に、高等講習会で「介護
カフェ」の活動を知り始めようと
思った。

高齢の方、付近の住民だけでなく市
内各地からの参加者、介護の事を勉
強している大学生、継続的にお越し
の方がおられることを考えると、当
事業が社会から必要とされていると
感じる。お寺として、檀家さんから
必要と思われるのは最低限必要な事
ですが、お寺の公的な価値を広く認
知していただけたのではないかと思
う。

大変だ、負担だと感じない、新しい出会
いの場が出来る事を喜んでいる。

福祉の問題は勉強したことも無く、専門
的で取り組むのは難しいと思っていた
が、問題意識をもち何か出来ないかと考
え続ければ新しい展開が生まれる。この
事は宗教者への信頼、お寺への安心感が
あればこそだと思います、社会からの付
託とも言うべきこの事を当事者の我々は
しっかり認識し社会と関わらなければな
らないと考えます。

住職5 開催場所が少なかった為、少しでも
活動の場を増やしたいと思った為。

参加者が「来て良かった」「また、
参加したい」と言ってくれた事。 特に無し。 改めて、様々な悩みがあると知る事が出

来た事。
住職6

宗報でこのような活動がある事を
知って。

参加された檀家様との距離が近く
なった。・寺院の社会貢献が果たさ
れた。・参加者が元気になっていく
実感がある。

司会の行い方。参加者の減少。
寺院は法務だけでなく社会貢献や福祉活
動、門戸を広げ檀信徒以外の方も受け入
れる事などが必要な事に気付いた。

住職7 義父の介護がきっかけ。檀信徒のな
かにも介護について悩んでいる方や
介護を長く経験した方が多くいるこ
とに気づき、お寺として何かできな
いかと考えていた。

まだ始まったばかりですが、今まで
縁のなかった地域の方々が、お寺に
関心を持ってくれるようになった。

参加人数を気にしてしまう。誰も来な
かったらどうしようという思い。広報を
どこまですればいいのか悩む。チラシの
デザインや枚数について悩む。

語り合うことの大切さ、重要性を実感し
ています。自分の思いや悩みをアウト
プットすることで、一時的にしろほっと
することができる。参加された方々の言
葉にはげまされつつ、続けていきたいと
思うようになりました。
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調査 
対象者

質問1_介護者カフェを始めようと
思った理由・きっかけは何ですか。

質問2_介護者カフェを実施して、よ
かったことはどんなことですか。

質問3_介護者カフェを実施して大変だ、
負担だと思うことはどんなことですか。

質問4_介護者カフェを始める前と現在
で、個人として、あるいは仏教者とし
て、何か心境の変化がありましたか。

住職1 ソーシャル・キャピタルとしての寺
院を有効活用して社会貢献するため。

参加者の話を聞いて、介護に関する
知見が深まった。

毎月実施しているので、安定した参加者
数の維持が難しい。活動の広報がうまく
いっていないため。

今までも様々な社会貢献活動に参加して
来たので、特に心境の変化はない。

住職２
母親の介護を終え、少なからず私も
喪失感を抱いていた時、宗報で知っ
た。

お寺の社会貢献。ともいき、人権、
福祉の具現化。回を重ねる度に感じ
る。

活動に地域も協力的である為、今のとこ
ろ特に負担を感じることはない。参加者
は答を、解決策を教えてもらいたいので
はなく、聞いてくれる人が必要。住職は
社協等専門職とのパイプ役と思えばよい。

介護の悩みを参加者は初対面である私に
初参加でありながら心のうちを話す。そ
れは少なからずお寺が宗教者が主催して
いるから。僧侶として信用されているか
ら。聞き手となる此方も真剣に話を聞か
せていただくうちに、檀信徒や地域と法
務以外の新たな関係性が生まれていると
感ずる。

住職3 高齢化社会が進んでいくなかで、介
護人口が増えて行き、悩みを抱える
人達も多くいらっしゃる。寺という
日常から少し離れた場でならば、悩
みを打ち明けやすく、また、悩みを
抱える方々同士の情報交換や交流の
場になれたらという思いから。

ご自身の話をしていく中で、次第に
雰囲気が明るくなったり、励まされ
る側だった方が、アドバイスする側
になったり、いらっしゃる方々の変
化を目の当たりに出来ること。

日々の作務、法務を勤めながら、２ヶ月
に１度という頻度で開催していることは
中々大変に思う。又、介護というもの
は、当事者の方々にとっては深刻な悩み
であるだけに当然だが相当気を使う。

一口に介護と言っても、抱える悩みや問
題は人それぞれという事が改めて理解で
きた。介護を終えて早い段階で前に進め
る方、中々立ち直れない方、様々な考え
方がいるので、正解や答え、結論が有る
わけではない。だからこそ、難しい問題
だという実感が以前より強まった。

住職4 街中にある当寺の環境では、檀家さ
んとの関係性だけではお寺が機能、
存続していくことは今後難しいので
はないかと考えていた、地域住民に
認知され地域社会のインフラとして
お寺が取り組めることがないか模索
している時に、高等講習会で「介護
カフェ」の活動を知り始めようと
思った。

高齢の方、付近の住民だけでなく市
内各地からの参加者、介護の事を勉
強している大学生、継続的にお越し
の方がおられることを考えると、当
事業が社会から必要とされていると
感じる。お寺として、檀家さんから
必要と思われるのは最低限必要な事
ですが、お寺の公的な価値を広く認
知していただけたのではないかと思
う。

大変だ、負担だと感じない、新しい出会
いの場が出来る事を喜んでいる。

福祉の問題は勉強したことも無く、専門
的で取り組むのは難しいと思っていた
が、問題意識をもち何か出来ないかと考
え続ければ新しい展開が生まれる。この
事は宗教者への信頼、お寺への安心感が
あればこそだと思います、社会からの付
託とも言うべきこの事を当事者の我々は
しっかり認識し社会と関わらなければな
らないと考えます。

住職5 開催場所が少なかった為、少しでも
活動の場を増やしたいと思った為。

参加者が「来て良かった」「また、
参加したい」と言ってくれた事。 特に無し。 改めて、様々な悩みがあると知る事が出

来た事。
住職6

宗報でこのような活動がある事を
知って。

参加された檀家様との距離が近く
なった。・寺院の社会貢献が果たさ
れた。・参加者が元気になっていく
実感がある。

司会の行い方。参加者の減少。
寺院は法務だけでなく社会貢献や福祉活
動、門戸を広げ檀信徒以外の方も受け入
れる事などが必要な事に気付いた。

住職7 義父の介護がきっかけ。檀信徒のな
かにも介護について悩んでいる方や
介護を長く経験した方が多くいるこ
とに気づき、お寺として何かできな
いかと考えていた。

まだ始まったばかりですが、今まで
縁のなかった地域の方々が、お寺に
関心を持ってくれるようになった。

参加人数を気にしてしまう。誰も来な
かったらどうしようという思い。広報を
どこまですればいいのか悩む。チラシの
デザインや枚数について悩む。

語り合うことの大切さ、重要性を実感し
ています。自分の思いや悩みをアウト
プットすることで、一時的にしろほっと
することができる。参加された方々の言
葉にはげまされつつ、続けていきたいと
思うようになりました。

アンケート調査回答（自由記述の一部）
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調査 
対象者

質問1_介護者カフェを始めようと
思った理由・きっかけは何ですか。

質問2_介護者カフェを実施して、よ
かったことはどんなことですか。

質問3_介護者カフェを実施して大変だ、
負担だと思うことはどんなことですか。

質問4_介護者カフェを始める前と現在
で、個人として、あるいは仏教者とし
て、何か心境の変化がありましたか。

住職8

介護者カフェ立ち上げ支援活動への
参加。月参りにて介護の話題、デイ
サービス送迎時との遭遇など介護と
関わることが増える一方、介護につ
いての自身の経験や知識が乏しく、
学ぶきっかけが欲しかった。

参加者やそれを支えたいという人と
の出会い。お寺を訪れる人から楽し
かったですという声をいただける。
お寺に期待していますという声をい
ただける。

準備。負担よりも充実感が上回る。

「支え合い」から「支えられ合い」とい
う意識に変わった。やりがい、いきが
い。介護や終末期の方への寄り添いは一
部のお偉い先生方ができる事と思ってい
ましたが、自分のできることをすると思
えるようになってきました。介護を受け
ることや、終末期での心身の不安の状況
は、将来の自分の姿、自分の大切な人の
姿と、とらえるようになり他人事から自
分事へ。

住職9

宗報に掲載がありZOOMの説明会に
参加しました。当寺でも開催可能で
はないかと思ったことや先輩に勧め
られたこともあり、開催に踏み切り
ました。

地域包括の職員さんや地域住民の
方々など、交流とまではいきません
が、親睦が深まり十念寺の名前も多
少ですが認知度があがったと感じて
います。

やはり、開催までの準備でしょうか。打
ち合わせをして開催日を決め、講師をお
願いしチラシを作成して関係者に配布、
町内会の掲示板への掲載依頼、前回参加
者への電話連絡を私の場合行っています
ので。

皆さん、さまざまな悩みや老いることへ
の苦しみなどについて話されることが多
く、私自身、改めて悟りや幸福について
考えたり、四法印や八正道を意識し、念
仏往生について改めて有難い教えだと感
じることが出来ています。

住職10

介護士の仕事の際、家族様の相談に
時間があまり使えませんでした。５
分の話しでも喜んでいただけたこと
もあり、将来はお寺で行ってみたい
と考えておりました。

・地域の様子を知ることができた。・
地域の福祉に関わる方々との距離が
近くなった。・新しくお寺を知った
方が増えた。

・広報活動。①布教がメインと考えられ
る。②本当に悩んでいる方に声がとどき
にくい。・話しをまんべんなくまわす技
術

・元気をいただいている時があります。・
みなさん力を合わせて生きている事を実
感できます。・檀家様が他の場所で「福
祉の事をお寺ががんばっておられる」と
喜んでおられるとおききしました。

住職11

認知症の母を介護していて、仕事や
子育ての両立など、看ていくのに不
安や苛立ちでぶつかり合ってしま
うときがあり、誰かに相談したいけ
ど、相談する場所がなく困ってい
た。そんな中、市内に認知症カフェ
があることを知り、相談に行きまし
たが同年代や、当事者の方の居場所
であって、介護者の話す場所ではな
かった。家族同士が介護について共
感し合える場所が必要だと思いカ
フェを始めました。

辛いことや悩みを話すことで、一人
ではないんだ、みんなと同じ気持ち
で介護に向き合っていると感じ、自
分自身を責めなくなりました。また
介護の勉強や講座に参加するように
なり、介護者カフェに来られた方
に、寄り添う姿勢を学びました。生
活困窮やひきこもり、ダブルケア
ラーや就労支援、放デイなど困った
ことがあれば、まずは住職さんに相
談してみようと色々な連携が生まれ
てきました。

ありません。

救いから導き（済度）までが僧侶として
大事であると改めて感じました。老若男
女、子どもから高齢まで全世代の悩み、
苦しみ、つらい思いに気づき手を差しの
べ語り合い、寄り添いの場を設けて、そ
の場がみんなにとって心の糧として生き
ていく学びの場となり、亡き後は共に浄
土での再会を願い、日々の生活がしあわ
せにつながるように心がけています。

住職12

プライベートで抱え込みやすい介護
というテーマについて、経験や悩み
などの「自分のこと」を語り合える
場が必要だと感じているため（開催
を重ねるにつれて、よりそれを強く
実感するようになりました）。

介護者カフェを開催していなかった
ら出会っていなかった方々とのご縁
が生まれたこと。「ここで打ち明け
られたことが心の支えとなりまし
た。」と言葉をいただけたこと。僧
侶・寺院に期待される役割が何かを
自分自身実感できたこと。

一つのコミュニティとして形になるまで
の時間、周知のための広報。関連して、
一刻も早く、宗などの組織主導で全国
の開催寺院をまとめたホームページを作
成してほしいと思っています。自坊のカ
フェも含め、せっかくの場の存在がいま
いち世間に対し伝わっていないことを悲
しく感じています。

心境の変化→あり／専門知識や技術を基
に「解決策」を提示するのが行政や医療
従事者の役割としたら、一方で、寺院に
期待される大切な役割は、「解決の無い
悩みを吐露できる場であること」、「その
方自身の気持ちをそのままに寄せられる
場であること」と気づいたこと。

住職13 寺院の再興のため お寺がこのような活動をしているんだ
という良いイメージを持ってもらえる

大変なこと、負担なことがないから続け
られている 無回答
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調査 
対象者

質問1_介護者カフェを始めようと
思った理由・きっかけは何ですか。

質問2_介護者カフェを実施して、よ
かったことはどんなことですか。

質問3_介護者カフェを実施して大変だ、
負担だと思うことはどんなことですか。

質問4_介護者カフェを始める前と現在
で、個人として、あるいは仏教者とし
て、何か心境の変化がありましたか。

住職8

介護者カフェ立ち上げ支援活動への
参加。月参りにて介護の話題、デイ
サービス送迎時との遭遇など介護と
関わることが増える一方、介護につ
いての自身の経験や知識が乏しく、
学ぶきっかけが欲しかった。

参加者やそれを支えたいという人と
の出会い。お寺を訪れる人から楽し
かったですという声をいただける。
お寺に期待していますという声をい
ただける。

準備。負担よりも充実感が上回る。

「支え合い」から「支えられ合い」とい
う意識に変わった。やりがい、いきが
い。介護や終末期の方への寄り添いは一
部のお偉い先生方ができる事と思ってい
ましたが、自分のできることをすると思
えるようになってきました。介護を受け
ることや、終末期での心身の不安の状況
は、将来の自分の姿、自分の大切な人の
姿と、とらえるようになり他人事から自
分事へ。

住職9

宗報に掲載がありZOOMの説明会に
参加しました。当寺でも開催可能で
はないかと思ったことや先輩に勧め
られたこともあり、開催に踏み切り
ました。

地域包括の職員さんや地域住民の
方々など、交流とまではいきません
が、親睦が深まり十念寺の名前も多
少ですが認知度があがったと感じて
います。

やはり、開催までの準備でしょうか。打
ち合わせをして開催日を決め、講師をお
願いしチラシを作成して関係者に配布、
町内会の掲示板への掲載依頼、前回参加
者への電話連絡を私の場合行っています
ので。

皆さん、さまざまな悩みや老いることへ
の苦しみなどについて話されることが多
く、私自身、改めて悟りや幸福について
考えたり、四法印や八正道を意識し、念
仏往生について改めて有難い教えだと感
じることが出来ています。

住職10

介護士の仕事の際、家族様の相談に
時間があまり使えませんでした。５
分の話しでも喜んでいただけたこと
もあり、将来はお寺で行ってみたい
と考えておりました。

・地域の様子を知ることができた。・
地域の福祉に関わる方々との距離が
近くなった。・新しくお寺を知った
方が増えた。

・広報活動。①布教がメインと考えられ
る。②本当に悩んでいる方に声がとどき
にくい。・話しをまんべんなくまわす技
術

・元気をいただいている時があります。・
みなさん力を合わせて生きている事を実
感できます。・檀家様が他の場所で「福
祉の事をお寺ががんばっておられる」と
喜んでおられるとおききしました。

住職11

認知症の母を介護していて、仕事や
子育ての両立など、看ていくのに不
安や苛立ちでぶつかり合ってしま
うときがあり、誰かに相談したいけ
ど、相談する場所がなく困ってい
た。そんな中、市内に認知症カフェ
があることを知り、相談に行きまし
たが同年代や、当事者の方の居場所
であって、介護者の話す場所ではな
かった。家族同士が介護について共
感し合える場所が必要だと思いカ
フェを始めました。

辛いことや悩みを話すことで、一人
ではないんだ、みんなと同じ気持ち
で介護に向き合っていると感じ、自
分自身を責めなくなりました。また
介護の勉強や講座に参加するように
なり、介護者カフェに来られた方
に、寄り添う姿勢を学びました。生
活困窮やひきこもり、ダブルケア
ラーや就労支援、放デイなど困った
ことがあれば、まずは住職さんに相
談してみようと色々な連携が生まれ
てきました。

ありません。

救いから導き（済度）までが僧侶として
大事であると改めて感じました。老若男
女、子どもから高齢まで全世代の悩み、
苦しみ、つらい思いに気づき手を差しの
べ語り合い、寄り添いの場を設けて、そ
の場がみんなにとって心の糧として生き
ていく学びの場となり、亡き後は共に浄
土での再会を願い、日々の生活がしあわ
せにつながるように心がけています。

住職12

プライベートで抱え込みやすい介護
というテーマについて、経験や悩み
などの「自分のこと」を語り合える
場が必要だと感じているため（開催
を重ねるにつれて、よりそれを強く
実感するようになりました）。

介護者カフェを開催していなかった
ら出会っていなかった方々とのご縁
が生まれたこと。「ここで打ち明け
られたことが心の支えとなりまし
た。」と言葉をいただけたこと。僧
侶・寺院に期待される役割が何かを
自分自身実感できたこと。

一つのコミュニティとして形になるまで
の時間、周知のための広報。関連して、
一刻も早く、宗などの組織主導で全国
の開催寺院をまとめたホームページを作
成してほしいと思っています。自坊のカ
フェも含め、せっかくの場の存在がいま
いち世間に対し伝わっていないことを悲
しく感じています。

心境の変化→あり／専門知識や技術を基
に「解決策」を提示するのが行政や医療
従事者の役割としたら、一方で、寺院に
期待される大切な役割は、「解決の無い
悩みを吐露できる場であること」、「その
方自身の気持ちをそのままに寄せられる
場であること」と気づいたこと。

住職13 寺院の再興のため お寺がこのような活動をしているんだ
という良いイメージを持ってもらえる

大変なこと、負担なことがないから続け
られている 無回答



75　―第六章　アウトリーチ機能を持つ月参りの可能性
　　　　　　　　　 　　　

74

74

た
め
に
、
寺
院
の
強
み
を
生
か
し
た
浄
土
宗
の
介
護
者
カ
フ
ェ
を
、
ぜ
ひ
全
国
に
広
げ
て
い
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

謝
辞　

本
研
究
の
一
部
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
福
祉
財
団
の
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
研
究
助
成
（
認
知
症
共
生
社

会
に
お
け
る
地
域
資
源
と
し
て
の
寺
院
の
可
能
性
：
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
の
効
果
）
を
受
け
て
実
施

さ
れ
ま
し
た
。
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第
六
章　

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
機
能
を
持
つ
月
参
り
の
可
能
性

　

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
ス
タ
ッ
フ　

小
川
有
閑

は
じ
め
に
―
月
参
り
へ
の
着
目

　

月
参
り
と
は
「
月
命
日
に
檀
信
徒
の
家
に
出
向
い
て
勤
め
る
法
要
」（
浄
土
宗
大
辞
典
）
と
定
義
さ
れ

る
。
と
は
い
っ
て
も
、
実
際
に
月
参
り
を
つ
と
め
て
い
る
読
者
僧
侶
は
、
本
宗
僧
侶
の
半
数
に
満
た
な
い

だ
ろ
う
。
筆
者
は
東
京
教
区
に
在
籍
し
て
い
る
が
、
関
西
か
ら
移
ら
れ
て
き
た
信
徒
に
依
頼
さ
れ
て
２
０

２
３
年
か
ら
１
軒
の
み
月
参
り
を
つ
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
皆
無
で
あ
っ
た
し
、
近
隣
寺

院
で
も
、
月
参
り
は
つ
と
め
て
い
な
い
よ
う
だ
。
関
東
圏
で
は
実
施
率
の
き
わ
め
て
低
い
法
要
な
の
だ
が
、

一
方
で
、
北
海
道
、
東
海
、
近
畿
、
北
陸
、
九
州
北
部
、
さ
ら
に
秋
田
県
や
山
形
県
の
一
部
で
は
高
い
割

合
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
地
域
性
の
あ
る
習
慣
だ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
地
域
性
と
い
う
制

限
は
あ
る
も
の
の
、
超
高
齢
社
会
の
な
か
で
の
寺
院
�
僧
侶
の
役
割
や
可
能
性
を
考
え
る
中
で
、
筆
者
は

こ
の
「
毎
月
檀
信
徒
の
自
宅
に
出
向
く
」
月
参
り
に
着
目
を
す
る
に
い
た
っ
た
。

　

国
が
提
唱
す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
で
は
、
医
療
や
福
祉
の
専
門
職
だ
け
で
な
く
、
住
民
が
地
域
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で
つ
な
が
り
、
地
域
住
民
が
高
齢
者
を
見
守
り
、
支
え
る
こ
と
が
不
可
欠
と
さ
れ
、
老
人
ク
ラ
ブ
�
自
治

会
�
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
�
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
活
動
が
重
要
度
を
増
し
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
も
し
、
月

参
り
で
会
う
檀
信
徒
が
高
齢
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
定
期
的
な
見
守
り
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
職
種
�
他
機
関
に
比
べ
て
月
参
り
が
持
つ
大
き
な
利
点
が
い
く

つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。（
仏
法
を
伝
え
る
、
先
祖
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
ら
れ
る
、
遺
族
の
心
の
ケ
ア
と
い

っ
た
法
要
本
来
の
意
義
�
宗
教
行
為
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
は
、
本
報
告
書
の
趣
旨
か
ら
こ
こ
で
は
言
及

し
な
い
こ
と
、
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。）

　

仏
壇
の
あ
る
部
屋
ま
で
自
然
と
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
民
生
委
員
が

高
齢
者
を
訪
問
す
る
と
し
て
、
多
く
の
場
合
は
玄
関
先
で
の
会
話
に
な
る
だ
ろ
う
。
在
宅
医
療
�
介
護
に

移
る
前
の
段
階
で
、
定
期
的
に
自
宅
内
に
自
然
と
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
る
数
少
な
い
機
会
が
月
参
り
と
考

え
ら
れ
る
。
自
宅
の
様
子
か
ら
高
齢
者
の
生
活
の
変
化
を
感
じ
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
さ
に

見
守
り
機
能
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
た
、
医
療
や
福
祉
の
領
域
で
は
、
当
事
者
の
生
活
拠
点
に
専
門
職
が

お
も
む
き
、
住
み
慣
れ
た
環
境
の
な
か
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
り
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
た
り
す
る

こ
と
を
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
が
、
月
参
り
の
訪
問
先
で
異
変
を
発
見
し
、
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
な
ら
ま
さ
に
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
機
能
を
有
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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も
う
１
点
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
僧
侶
と
そ
の
家
と
の
関
わ
り
の
深
さ
で
あ
る
。
在
宅
医
療
や

介
護
が
始
ま
る
時
点
で
、
家
族
構
成
や
当
事
者
の
来
し
方
や
人
柄
な
ど
を
聞
き
取
る
こ
と
が
あ
る
が
、
月

参
り
を
通
じ
て
、
僧
侶
は
す
で
に
そ
の
家
族
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
し
、
家
族
構
成
や
人
間
関
係
、
個
々

の
性
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
方
が
弱
る
前
か
ら
関
わ
り
、
亡
く
な
り
ゆ
く
過
程
、
さ
ら
に
亡
く

な
っ
た
後
ま
で
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
だ
け
の
関
わ
り
が
で
き
る
職
種
は
僧
侶
を
除
い
て
は
見
当

た
ら
な
い
。
人
生
の
伴
走
者
と
し
て
関
わ
る
こ
と
が
、
当
事
者
や
そ
の
家
族
の
安
心
に
つ
な
が
る
こ
と
は

十
分
に
想
像
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
着
想
か
ら
、
月
参
り
の
調
査
を
着
手
す
る
に
い
た
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
各
宗
派
の
宗
勢

調
査
等
を
も
と
に
し
た
月
参
り
の
実
施
分
布
把
握
（
上
述
）、
僧
侶
へ
の
聞
き
取
り
調
査
、
浄
土
宗
大
阪

教
区
の
協
力
を
得
て
の
所
属
全
寺
院
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
月
参
り
に
お

け
る
高
齢
者
と
の
関
わ
り
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
で
示
し
、
次
に
聞
き
取
り
調
査
か

ら
具
体
的
な
関
わ
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
い
。

大
阪
教
区
調
査
か
ら
み
る
月
参
り
に
お
け
る
高
齢
者
と
の
関
わ
り

　

２
０
２
２
年
１
１
月
、
大
阪
教
区
所
属
寺
院
４
８
６
ヶ
寺
に
「
月
参
り
の
実
態
把
握
お
よ
び
見
守
り
機
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能
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
た
。
２
９
９
ヶ
寺
か
ら
郵
送
と
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
回
答

が
あ
り
、
そ
の
う
ち
９
０
．
６
％
の
寺
院
が
月
参
り
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
訪
問
軒
数
は
２
４
７
ヶ
寺
で

１
４
，
２
７
５
軒
。
１
ヶ
寺
の
平
均
訪
問
軒
数
は
月
５
７
軒
で
あ
っ
た
。
訪
問
先
で
の
高
齢
者
と
の
接
触

率
を
把
握
す
る
た
め
に
、「
高
齢
者
の
い
な
い
お
宅
は
何
軒
で
す
か
」
と
尋
ね
て
み
た
結
果
は
２
，
８
９

２
軒
。
総
数
か
ら
こ
の
軒
数
を
引
け
ば
、
８
０
％
を
超
え
る
高
齢
者
在
宅
率
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
社
会

的
孤
立
の
リ
ス
ク
が
最
も
高
い
と
さ
れ
る
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
世
帯
は
３
３
６
０
軒
と
な
り
、
訪
問

先
の
２
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
月
参
り
の
平
均
滞
在
時
間
と
読
経
時
間
を
尋
ね
た
結
果
、
平
均
し
て
２
６
分
の
滞
在
、
そ
の

う
ち
読
経
が
１
５
分
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
１
１
分
は
会
話
の
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
長
く
滞
在
す
る

場
合
の
滞
在
時
間
は
、
平
均
５
４
分
と
い
う
結
果
で
あ
り
、
い
か
に
月
参
り
で
の
会
話
の
比
重
が
大
き
い

か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

会
話
の
内
容
を
尋
ね
た
結
果
、
５
０
％�

を
超
え
る
上
位
４
項
目
の
な
か
に
「
身
体
的
不
調
（
６
５
．

３
％
）」
が
あ
り
、
高
齢
者
が
話
し
相
手
で
あ
る
現
状
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、「
家
族
関
係
�
親

族
関
係
の
悩
み
（
３
５
．
１
％
）」「
精
神
的
不
調
（
２
５
．
５
％
）」「
コ
ロ
ナ
禍
で
の
悩
み
（
２
５
．
５

％
）」「
死
別
の
悲
し
み
（
２
４
．
４
％
）」「
経
済
的
な
悩
み
（
１
２
．
９
％
）」「
知
人
に
つ
い
て
の
悩
み
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（
１
０
．
０
％
）」
と
、
単
な
る
会
話
に
留
ま
ら
ず
、
悩
み
を
吐
露
で
き
る
時
間
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

実
際
に
見
守
り
や
地
域
包
括
ケ
ア
的
な
経
験
を
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
対
応
に
困
っ
た
経
験
を
し
て
い

る
か
を
質
問
し
た
結
果
、
最
も
高
い
割
合
を
示
し
た
の
が
、「
檀
信
徒
の
認
知
症
や
体
調
の
変
化
（
悪

化
）
に
気
付
い
た
」
で
６
７
．
２
％
。
体
調
の
変
化
へ
の
気
付
き
を
可
能
に
す
る
の
は
、
毎
月
の
訪
問
が

あ
る
か
ら
こ
そ
だ
。
住
民
の
異
変
へ
の
気
付
き
は
支
援
の
第
一
歩
で
も
る
。「
檀
信
徒
の
体
調
が
心
配
な

と
き
に
、
離
れ
て
暮
ら
す
親
族
に
連
絡
し
た
」（
２
５
．
８
％
）、「
檀
信
徒
の
体
調
が
心
配
な
と
き
に
、

行
政
や
町
内
会
等
の
相
談
先
に
連
絡
し
た
」（
８
．
９
％
）
と
い
う
数
字
か
ら
、
気
付
く
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
か
ら
サ
ポ
ー
ト
に
つ
な
げ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
を
少
な
か
ら
ぬ
僧
侶
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

　
「
寺
院
�
僧
侶
に
と
っ
て
の
月
参
り
の
役
割
」、「
檀
信
徒
に
と
っ
て
の
月
参
り
の
役
割
」
を
選
択
肢
で

尋
ね
た
質
問
で
も
興
味
深
い
結
果
が
出
て
い
る
。
寺
院
�
僧
侶
に
と
っ
て
の
役
割
の
１
位
は
「
檀
信
徒
と

の
信
頼
関
係
が
深
ま
る
機
会
に
な
る
」（
８
６
．
３
％
）
で
、
２
位
「
仏
教
を
伝
え
る
、
教
化
の
機
会
に

な
る
」（
７
０
．
５
％
）、
３
位
「
収
入
面
で
寺
院
運
営
の
基
盤
と
な
る
」（
５
９
．
４
％
）
を
引
き
離
し

て
い
る
。
４
位
に
「
高
齢
者
を
見
守
り
、
そ
の
異
変
に
気
づ
く
機
会
と
な
る
」（
５
３
．
１
％
）
が
入
っ

て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
法
要
の
本
来
的
効
果
だ
け
で
な
く
、
人
間
関
係
構
築
や
見
守
り
機
能
も

僧
侶
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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檀
信
徒
に
と
っ
て
の
役
割
で
は
１
位
「
先
祖
供
養
�
報
恩
感
謝
の
機
会
に
な
る
」（
８
４
．
１
％
）
と

３
位
「
仏
教
に
触
れ
る
機
会
に
な
る
」（
６
７
．
５
％
）
の
間
に
、「
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
が
話
を
す

る
機
会
に
な
る
」（
７
７
．
１
％
）
が
入
っ
て
い
た
。
月
参
り
で
の
訪
問
世
帯
の
う
ち
、
独
居
高
齢
者
世

帯
の
割
合
は
２
０
％
ほ
ど
だ
が
、
７
７
％
の
僧
侶
が
こ
の
項
目
を
選
ん
で
い
る
。
僧
侶
が
現
場
の
肌
感
覚

と
し
て
、
独
居
高
齢
者
の
社
会
的
孤
立
を
感
得
し
て
い
る
と
も
読
み
取
れ
る
し
、
独
居
高
齢
者
宅
で
は
読

経
後
の
会
話
が
長
く
な
る
傾
向
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
月
参
り
は
、
供
養
の
場
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
の
心
身
の
不
調
や
悩
み
事
を
聞

く
機
会
、
こ
と
に
独
居
高
齢
者
に
と
っ
て
は
貴
重
な
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
と
な
り
、

見
守
り
�
サ
ポ
ー
ト
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
月
参
り
は
見
守
り
や
地
域
包

括
ケ
ア
を
担
う
潜
在
力
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
担
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
現
実
を
明
ら
か
に
で

き
た
。

聞
き
取
り
調
査
か
ら
み
る
月
参
り
に
お
け
る
高
齢
者
と
の
関
わ
り

（
一
）
信
頼
構
築

　

大
阪
、
愛
知
、
神
奈
川
、
秋
田
各
府
県
の
１
４
名
の
僧
侶
に
聞
き
取
り
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
世
帯
構
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成
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
よ
っ
て
、
高
齢
者
単
身
�
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
多
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
２
世

帯
�
３
世
帯
同
居
が
多
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
僧
侶
と
会
話
を
す
る
の
は
お
お
む
ね
高
齢
者
の
役
目
に
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
大
阪
教
区
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
示
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
た
と
え
、

お
嫁
さ
ん
が
在
宅
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
読
経
中
に
座
っ
て
い
る
の
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
け
。
読
経
が

終
わ
る
と
お
嫁
さ
ん
が
お
茶
を
出
し
て
く
れ
る
け
ど
、
ま
た
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
事
例
も

多
い
。

　

た
と
え
ば
、「
今
ま
で
住
ん
で
い
た
所
を
離
れ
て
、
娘
の
近
く
に
家
を
借
り
て
住
む
よ
う
に
な
っ
た
ん

だ
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
近
所
の
人
と
の
交
流
を
ま
た
ゼ
ロ
か
ら
始
め
る
段
階
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
悩

み
事
と
か
も
娘
夫
婦
に
も
遠
慮
し
て
言
え
な
く
て
、
月
一
回
、
僕
が
行
っ
た
ら
話
を
し
て
く
れ
は
る
と
い

う
人
は
い
て
い
た
か
な
。
そ
う
い
う
人
な
ん
か
は
、
多
分
、
民
生
委
員
さ
ん
に
何
か
を
話
を
す
る
っ
て
い

う
の
も
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
か
な
。
自
分
の
こ
と
を
ど
こ
ま
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
い
の
か
分
か
ら
へ
ん
で
、

そ
れ
を
近
所
に
言
い
ふ
ら
さ
れ
る
の
も
嫌
や
し
っ
て
。
だ
か
ら
お
寺
さ
ん
を
待
っ
て
い
る
っ
て
い
う
人
は

い
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
周
囲
に
気
を
遣
っ
て
、
な
か
な
か
悩
み
事
を
い
え
な
い
高
齢
者
が
、
月
参
り
の

僧
侶
に
は
心
を
開
け
る
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
。「
月
参
り
だ
と
本
当
に
他
人
と
身
内
の
半
々
み
た
い
な

感
じ
な
の
で
、
身
内
の
こ
と
言
っ
て
も
分
か
る
し
、
か
と
い
っ
て
身
内
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
程
よ
い
関
係
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性
の
な
か
で
、
高
齢
者
は
安
心
感
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
二
）
見
守
り
、
異
変
へ
の
気
づ
き

　
「
僕
の
経
験
と
し
て
は
、
時
間
の
感
覚
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
夜
中
に
電
話
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
か
。

月
命
日
の
夜
中
２
時
ご
ろ
に
、『
ま
だ
で
す
か
？
』
と
い
う
電
話
が
２
～
３
回
あ
っ
て
、『
あ
し
た
行
く
か

ら
大
丈
夫
で
す
』
と
い
う
の
は
あ
り
ま
し
た
ね
」

「
弱
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
か
、
衰
え
て
き
た
と
い
う
か
、
元
気
が
な
く
な
っ
て
き
た
と
か
。
あ
る
い
は

人
に
よ
っ
て
は
ち
ょ
っ
と
認
知
症
疑
わ
し
い
な
と
か
思
う
こ
と
は
あ
る
ね
。
そ
れ
は
い
ろ
ん
な
や
り
と
り

の
中
で
。」

　

こ
の
よ
う
な
時
に
、
離
れ
て
暮
ら
す
家
族
の
連
絡
先
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、「
明
ら
か
に
ち
ょ
っ

と
様
子
お
か
し
か
っ
た
と
き
は
、
こ
っ
ち
が
、
別
に
住
ん
で
い
て
も
子
ど
も
さ
ん
な
り
誰
か
の
連
絡
先
が

分
か
っ
て
い
れ
ば
そ
の
人
に
ち
ょ
っ
と
電
話
し
た
こ
と
は
あ
る
」
と
異
変
を
伝
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

異
変
へ
の
気
づ
き
や
家
族
へ
の
連
絡
な
ど
、
毎
月
の
訪
問
の
積
み
重
ね
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）
在
宅
介
護
支
援

　

高
齢
者
の
在
宅
介
護
が
始
ま
っ
て
も
月
参
り
が
継
続
さ
れ
る
場
合
に
は
、
被
介
護
者
�
家
族
介
護
者
に

と
っ
て
心
の
支
え
に
な
る
事
例
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

「
お
経
を
読
み
に
行
く
と
、
ま
だ
ち
ょ
っ
と
で
も
動
け
る
よ
う
な
状
態
だ
と
、
出
て
き
て
く
れ
た
り
ね
。

椅
子
に
座
っ
て
、
そ
こ
に
お
経
が
終
わ
る
ま
で
い
て
く
れ
た
り
ね
。」

「
関
係
性
に
も
よ
る
け
ど
本
当
に
ず
っ
と
前
か
ら
の
お
付
き
合
い
の
と
こ
や
っ
た
ら
、
お
参
り
し
て
、
お

部
屋
ち
ょ
っ
と
お
顔
訪
ね
て
、
ち
ょ
っ
と
お
声
だ
け
で
も
掛
け
る
っ
て
い
う
こ
と
は
よ
く
し
て
い
た
」

「
ご
家
族
が
私
が
来
る
の
を
待
っ
て
く
れ
て
い
る
。
近
所
に
は
こ
ぼ
せ
な
い
介
護
の
愚
痴
�
不
満
を
話
し

た
い
の
で
す
」

　

前
２
件
は
、
被
介
護
者
と
僧
侶
の
関
わ
り
だ
。
被
介
護
状
態
に
な
る
と
、
自
宅
で
は
医
療
�
介
護
職
と

し
か
交
流
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
な
か
で
、
昔
馴
染
み
の
僧
侶
が
顔
を
出
し
て
、
言
葉

を
か
け
る
こ
と
は
、
数
少
な
い
外
部
者
と
の
交
流
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
３
件
目
は
家
族
介
護

者
が
、
介
護
の
悩
み
を
僧
侶
に
吐
露
す
る
と
い
う
事
例
だ
。
介
護
者
カ
フ
ェ
が
開
催
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

り
、
周
囲
の
目
が
気
に
な
っ
て
参
加
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
月
参
り
が
家
族
介
護
者
へ
の
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
型
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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（
四
）
多
職
種
連
携

　
「
ど
う
も
こ
こ
の
家
は
民
生
委
員
の
人
に
ち
ょ
っ
と
耳
に
入
れ
と
い
て
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
な
と

い
う
感
じ
の
と
き
は
、
そ
う
い
う
人
に
『
あ
そ
こ
、
ち
ょ
っ
と
見
回
っ
て
や
っ
て
く
れ
る
？
』、『
ど
う
も

ち
ょ
っ
と
危
な
っ
か
し
い
か
ら
』
と
か
言
っ
て
。
民
生
委
員
も
『
そ
う
？
じ
ゃ
あ
、
行
っ
て
き
ま
す
』
な

ん
て
行
っ
て
く
れ
た
り
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
連
携
プ
レ
ー
っ
て
い
う
の
必
要
だ
か
ら
」

　

気
が
か
り
な
高
齢
者
が
い
た
場
合
に
、
地
域
住
民
と
し
て
民
生
委
員
に
つ
な
ぐ
と
い
う
事
例
も
聞
く
こ

と
が
で
き
た
。
こ
れ
な
ど
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
地
域
で
住
民
が
つ
な
が
り
、

高
齢
者
を
見
守
り
、
支
え
る
と
い
う
実
例
で
あ
る
。

課
題

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
月
参
り
が
高
齢
者
の
見
守
り
機
能
を
有
し
て
い
る
可
能
性
は
大
い
に
あ

る
と
思
慮
す
る
。
し
か
し
、
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
聞
き
取
り
調
査
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
以
下
に

記
し
て
い
き
た
い
。
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（
一
）
家
族
の
壁

　
「
正
直
、
認
知
症
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
ん
で
す
、
お
話
し
し
て
い
れ
ば
。
で
も
ご
本
人
は
、
楽
し
く

お
話
し
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
１
０
分
前
と
ず
っ
と
同
じ
話
を
さ
れ
て
い
よ
う
が
別
に
構
わ
な
い
ん
で

す
が
、
息
子
さ
ん
と
か
娘
さ
ん
が
嫌
が
っ
て
し
ま
っ
て
。『
も
う
迷
惑
だ
か
ら
。
お
母
さ
ん
も
、
も
う
い

い
か
ら
』
み
た
い
な
感
じ
で
。『
ち
ょ
っ
と
母
が
あ
あ
な
ん
で
、
お
参
り
ち
ょ
っ
と
も
う
』
と
言
わ
れ
て

し
ま
う
と
、
こ
ち
ら
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」

　
「
基
本
的
に
介
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
お
参
り
は
ち
ょ
っ
と
や
め
て
く
だ
さ
い
み
た
い
な

こ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
家
の
中
大
変
だ
か
ら
と
か
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
が
来
ま
す
と
か
い
ろ
い

ろ
あ
っ
た
り
」

　

在
宅
介
護
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、
同
居
家
族
に
よ
っ
て
断
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
い
う
。

ス
ペ
ー
ス
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、
家
族
が
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
り
、
子
世
代
が
月
参
り
を
億

劫
に
思
う
と
い
っ
た
理
由
が
あ
る
と
指
摘
が
あ
っ
た
。
被
介
護
者
は
僧
侶
と
の
変
わ
ら
ぬ
交
流
を
望
ん
で

い
る
か
も
し
れ
ず
、
家
族
が
障
壁
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
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（
二
）
僧
侶
の
た
め
ら
い

　
「
な
か
な
か
そ
の
、
伝
え
る
な
ら
で
き
る
け
ど
、
受
け
取
り
方
に
よ
っ
て
は
も
う
こ
っ
ち
と
の
関
係
も

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
。
親
族
が
よ
く
思
わ
な
く
な
る
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
親
族
が
さ
っ
き
言
っ

た
み
た
い
に
恥
ず
か
し
い
み
た
い
に
も
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
遠
ざ
け
ち
ゃ
う
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
し

…
…
」

　
「
余
計
な
こ
と
を
し
て
っ
て
い
う
ふ
う
に
怒
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
積

極
的
に
入
っ
て
い
き
た
い
気
持
ち
は
僕
の
中
に
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
一
歩
踏
み
出
せ
な
い
」

　

認
知
症
や
心
身
の
不
調
な
ど
、
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
に
ど
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
良
い
の
か
と

い
う
た
め
ら
い
が
僧
侶
側
に
見
ら
れ
た
。

（
三
）
連
携
先
や
専
門
知
識
の
不
足

　
「
い
わ
ゆ
る
ど
う
い
う
行
政
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
か
と
か
の
知
識
が
ま
ず
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
認
知
症

で
あ
っ
た
り
、
そ
の
他
の
病
気
に
つ
い
て
の
知
識
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
あ
る
程
度
知
っ
て
お
か
な
い
と

あ
か
ん
だ
ろ
う
な
と
は
思
い
ま
す
よ
ね
」

　

こ
の
よ
う
に
病
気
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
知
識
が
な
い
こ
と
で
、
二
の
足
を
踏
ん
で
し
ま
う
と
い
う
。
た
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し
か
に
同
じ
自
治
体
内
で
あ
れ
ば
支
援
機
関
を
把
握
し
て
い
る
が
、
近
所
で
も
自
治
体
が
変
わ
れ
ば
、
支

援
体
制
は
全
く
分
か
ら
な
い
も
の
だ
。

（
四
）
僧
侶
の
ル
ー
テ
ィ
ン
意
識

　
「
言
葉
は
悪
い
で
す
け
ど
、
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
や
っ
て
き
て
い
る
。
一
生
懸
命
や
っ
て
い
ま

す
け
ど
、
そ
れ
だ
け
な
ん
で
、
社
会
資
本
と
か
福
祉
だ
と
か
そ
ん
な
概
念
は
多
分
私
だ
け
じ
ゃ
な
く
ほ
か

の
方
も
ほ
と
ん
ど
、
概
念
自
体
を
持
っ
て
な
い
っ
て
い
う
か
。
そ
れ
は
病
院
だ
と
か
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
だ

と
か
、
そ
う
い
っ
た
方
々
が
す
る
も
の
、
民
生
委
員
だ
と
か
。
月
参
り
と
は
別
物
っ
て
思
っ
て
い
る
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
」

　

代
々
継
承
さ
れ
て
き
た
法
要
を
や
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
識
が
僧
侶
の
な
か
に
垣
間
見
ら
れ

た
。
だ
が
、
前
項
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
高
齢
者
の
見
守
り
�
日
常
生
活
支
援
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

実
は
何
も
特
別
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
当
た
り
前
に
や
っ
て
き
た
月
参
り
の
な
か
に
、
す
で

に
そ
の
機
能
が
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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お
わ
り
に　

―
今
後
に
向
け
て

　

月
参
り
が
も
つ
見
守
り
機
能
と
課
題
に
つ
い
て
概
観
を
し
て
き
た
。
大
阪
教
区
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結

果
か
ら
も
、
月
参
り
に
お
け
る
高
齢
者
と
の
接
触
頻
度
は
極
め
て
高
く
、
見
守
り
機
能
を
十
分
に
有
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
課
題
に
関
し
て
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
意
識
変
化
で
そ
の
多
く
が
解
決
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
超
高
齢
化
が
進
み
、
認
知
症
を
抱
え
る
人
の
数
は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
。
高
齢
者
と
接
す
る
機
会
の
多
い
僧
侶
に
と
っ
て
、
認
知
症
の
基
礎
知
識
や
対
応
方
法
、
連
携
先
の

情
報
は
当
然
知
っ
て
お
く
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
意
識
と
知
識
の
向
上
が
月
参
り
と
融

合
す
る
こ
と
で
、
寺
院
�
僧
侶
は
よ
り
良
い
高
齢
社
会
の
実
現
に
寄
与
で
き
る
と
期
待
す
る
。

　

本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
月
参
り
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
課
題
は
、
急
激
な
減
少
で
あ
る
。
そ

れ
は
檀
信
徒
の
核
家
族
化
や
信
仰
不
継
承
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
、
解
決
策
は
容
易
に
は
見
つ
け
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
視
点
を
加
え
る
こ
と
で
、
檀
信
徒
側
の
月
参
り
へ
の
理
解
が
深
ま
り
、

減
少
の
速
度
を
緩
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
超
高
齢
社
会
の
な
か
、
月
参
り
は
、
地
域
に
お
け
る
寺

院
�
僧
侶
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
り
え
る
と
期
待
し
て
い
る
。
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第
七
章　
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

　

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員　

大
橋
雄
人

は
じ
め
に　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
は
、
２
０
１
５
年
９
月
に
国
連
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
２
０
３
０

年
を
年
限
と
し
て
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
起
こ
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
「
２
０
３
０
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」

に
掲
げ
ら
れ
た
１
７
の
世
界
的
目
標
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」
と
訳
さ
れ
て

い
る
。「
２
０
３
０
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
の
副
題
に
は
「
我
々
の
世
界
を
変
革
す
る
」
と
付
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
変
革
に
「
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
な
い
」
こ
と
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
り
、
基
本
理
念
と

も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
国
家
も
企
業
も
地
域
も
個
人
ま
で
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動

に
意
識
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

近
年
で
は
社
会
的
に
認
知
が
拡
大
し
、
企
業
や
社
会
の
活
動
に
も
影
響
を
与
え
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
念
や

目
標
を
意
識
し
て
採
り
入
れ
て
い
る
組
織
や
団
体
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
仏
教
界
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
り
、
２
０
１
７
年
８
月
に
行
わ
れ
た
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
「
比
叡
山
メ
ッ
セ
ー
ジ
２
０
１
７
」
で
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は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
触
れ
、
支
持
を
表
明
し
、
同
年
１
１
月
に
行
わ
れ
た
築
地
本
願
寺
で
の
次
世
代
リ
ー
ダ
ー

ズ
サ
ミ
ッ
ト
で
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
テ
ー
マ
と
し
て
基
調
講
演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
全
日
本
仏

教
青
年
会
で
は
２
０
１
８
年
１
１
月
に
行
わ
れ
た
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
世
界
仏
教
徒
青
年
会
議
日
本
大
会
に
合
わ
せ

た
全
国
大
会
に
お
い
て
「
仏
教
×
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
同
期
間

に
行
わ
れ
た
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会
に
お
い
て
全
日
本
仏
教
会
は
「
東
京
宣
言
」
を
採
択
し
、

仏
教
界
に
お
け
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
を
掲
げ
て
い
る
。

　

浄
土
宗
に
お
い
て
は
２
０
１
９
年
９
月
の
第
１
２
１
次
定
期
宗
議
会
で
初
め
て
言
及
さ
れ
、
以
降
、
宗

議
会
に
お
い
て
浄
土
宗
と
し
て
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
第
１
２
１
次
定
期
宗
議
会
以

後
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
へ
委
託
研
究
が
な
さ
れ
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
総
合
学
術

大
会
に
お
い
て
パ
ネ
ル
発
表
が
企
画
さ
れ
る
な
ど
、
一
定
の
研
究
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
宗
内

の
各
寺
院
�
団
体
も
個
々
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
意
識
し
て
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
組
織
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

本
項
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
社
会
的
�
世
界
的
動
き
を
み
せ
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
浄
土
宗
内
で
推
進

さ
れ
て
い
る
介
護
者
カ
フ
ェ
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
ま
た
と
く
に
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
が

ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
検
討
し
た
い
。
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社
会
貢
献
と
し
て
の
介
護
者
カ
フ
ェ

　

は
じ
め
に
、
介
護
者
カ
フ
ェ
の
社
会
貢
献
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

浄
土
宗
「
は
じ
め
よ
う
！
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
に
よ
る
と
、「
介
護
者
カ
フ
ェ
と
は
、
介
護
す

る
人
を
支
え
る
、
分
か
ち
合
い
の
場
で
す
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

介
護
者
カ
フ
ェ
と
は
、
家
族
な
ど
の
介
護
に
携
わ
る
人
（
介
護
者
�
ケ
ア
ラ
ー
）
が
日
頃
の
悩
み
を

分
か
ち
合
い
、
情
報
交
換
を
行
う
た
め
の
場
で
す
。
孤
立
し
が
ち
な
介
護
者
は
も
ち
ろ
ん
、
介
護
に

関
心
の
あ
る
人
が
気
軽
に
参
加
し
、
語
り
合
え
る
支
援
の
場
と
し
て
注
目
さ
れ
、
全
国
の
様
々
な
団

体
や
場
所
で
開
催
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。（
同
書
２
頁
）

つ
ま
り
、
介
護
者
カ
フ
ェ
と
は
、
地
域
に
お
い
て
一
つ
の
テ
ー
マ
を
持
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
お
い
て
同
好
の
士
が
集
う
こ
と
が
あ
る
が
、
介
護
者
カ
フ
ェ
は
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
「
介
護
」

を
テ
ー
マ
に
、
そ
の
課
題
�
問
題
を
共
有
、
ま
た
介
護
者
自
身
が
抱
え
る
介
護
に
関
す
る
悩
み
を
分
か
ち

合
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
場
と
い
え
る
。

　

介
護
者
カ
フ
ェ
は
、「
カ
フ
ェ
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る
が
、
常
設
の
店
舗
で
は
な
く
定
期
的
な
イ
ベ
ン

ト
型
と
し
て
開
催
さ
れ
る
形
態
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
定
期
的
な
同
好
の
士
の
集
い
と
し
て
は
、「
サ
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ロ
ン
」
も
同
様
の
活
動
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
参
加
者
が
打
ち
解
け
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
環
境
を

生
成
す
る
た
め
、「
カ
フ
ェ
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
環
境
を
生
成
し
て
活
動
す
る
こ

と
を
「
カ
フ
ェ
型
活
動
」
と
称
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
カ
フ
ェ
型
活
動
に
つ
い
て
、
志
賀
文
哉
氏
は
共
有
の
視
点
を
基
に
「
課
題
の
共
有
」「
目

標
の
共
有
」「
知
識
�
思
考
の
共
有
」「
意
味
づ
け
の
共
有
」「
居
場
所
の
共
有
」
と
分
類
し
、
そ
れ
ら
の

活
動
の
類
型
�
特
徴
、
具
体
的
な
活
動
例
を
提
示
し
て
い
る
。
介
護
者
カ
フ
ェ
が
「
日
頃
の
悩
み
を
分
か

ち
合
い
、
情
報
交
換
を
行
う
た
め
の
場
」「
孤
立
し
が
ち
な
介
護
者
、
介
護
に
関
心
の
あ
る
人
が
語
り
合

え
る
支
援
の
場
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
課
題
の
共
有
」「
知
識
�
思
考
の
共
有
」「
居
場
所
の
共

有
」
な
ど
の
視
点
が
複
合
的
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
場
」
と
し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
介
護
者
カ
フ
ェ
の
社
会
貢
献
�
地
域
貢
献
的
な
位
置

づ
け
に
な
ろ
う
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ゴ
ー
ル
と
介
護
者
カ
フ
ェ

　

先
述
し
た
よ
う
に
介
護
者
カ
フ
ェ
は
、「
介
護
」
を
テ
ー
マ
に
、
そ
の
課
題
�
問
題
を
共
有
、
ま
た
分

か
ち
合
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
場
で
あ
る
。
一
方
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
は
世
界
的
な
課
題
解
決
の
た
め
に
１
７
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の
目
標
と
そ
れ
に
付
随
し
た
１
６
９
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
項
で
は
、
介
護
者
カ
フ
ェ

の
活
動
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
関
連
す
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
を
取
り
上
げ
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
に
寄
与
す
る
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

�
目
標
１
：
貧
困
を
な
く
そ
う

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
で
は
は
じ
め
に
貧
困
の
撲
滅
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
貧

困
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
も
っ
て
終
止
符
を
打
つ
と
し
て
い
る
。
こ
の
メ
イ
ン
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
極
度
の
貧
困

層
で
は
あ
る
も
の
の
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
１

－

２
に
は
「
各
国
定
義
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
次
元
の
貧
困
状
態
に
あ

る
す
べ
て
の
男
性
、
女
性
、
子
ど
も
の
割
合
を
半
減
さ
せ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の

目
標
は
極
度
の
貧
困
状
態
の
人
々
に
限
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　

家
族
の
介
護
を
す
る
た
め
仕
事
を
退
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
介
護
離
職
」
は
、
総
務

省
『
平
成
２
９
年
度
就
業
構
造
基
本
調
査�

結
果
の
概
要
』
に
よ
る
と
、
過
去
１
年
間
（
平
成
２
８
年
１

０
月
～
平
成
２
９
年
９
月
）
に
「
介
護
�
看
護
の
た
め
」
に
前
職
を
離
職
し
た
９
万
９
千
人
と
あ
り
、
調

査
時
点
で
有
業
者
が
２
万
５
千
人
、
無
業
者
が
７
万
５
千
人
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ

の
数
値
を
み
る
と
、
介
護
離
職
経
験
者
の
う
ち
約
７
割
が
再
就
職
を
し
て
い
な
い
、
で
き
て
い
な
い
と
い
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え
る
。
再
就
職
し
て
い
な
け
れ
ば
収
入
が
不
安
定
に
な
り
、
生
活
が
ま
ま
な
ら
ず
、
貧
困
状
態
に
陥
る
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

介
護
者
カ
フ
ェ
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
介
護
離
職
で
の
経
験
談
、
離
職
し
な
い
た
め
の
制
度
、

助
成
制
度
な
ど
介
護
に
関
す
る
情
報
交
換
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

�
目
標
３
：
す
べ
て
の
人
に
健
康
と
福
祉
を

　

介
護
は
そ
も
そ
も
福
祉
の
一
分
野
と
言
え
る
が
、
目
標
３
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
妊
産
婦
、
疫
病
、
薬
物
、

交
通
事
故
、
健
康
と
な
っ
て
お
り
、「
介
護
」
に
関
し
て
は
具
体
的
な
項
目
と
し
て
は
謳
わ
れ
て
い
な
い
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
指
標
に
直
接
寄
与
し
な
い
に
し
て
も
、
日
本
が
現
在
直
面
し
て
い
る
「
少
子
化
」「
高
齢

化
」
社
会
は
介
護
分
野
に
お
け
る
一
種
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

�
目
標
１
１
：
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を

　

目
標
１
１
で
は
、
世
界
的
な
課
題
と
し
て
は
ス
ラ
ム
の
減
少
、
公
共
交
通
機
関
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
利
便

性
向
上
、
災
害
へ
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
タ
ー
ゲ
ッ
ト
１

１
―
３
で
は
持
続
可
能
な
都
市
化
の
促
進
を
挙
げ
、「
包
摂
的
か
つ
持
続
可
能
な
人
間
居
住
計
画
�
管
理
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の
能
力
を
強
化
す
る
」
と
あ
り
、
介
護
分
野
は
具
体
的
な
指
標
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の
社
会
に
お
い
て

軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
問
題
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
先
に
も
述
べ
た
少
子
高
齢
化
社
会
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
は
世
界
の
都
市
計
画
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
介
護
者
カ
フ
ェ
が
組
み
込
ま
れ
る
と
地
域
の
な

か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�
目
標
１
７
：
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
目
標
を
達
成
し
よ
う

　

目
標
１
７
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
で
掲
げ
る
目
標
の
課
題
を
専
門
家
の
知
見
と
協
力
体
制
に
よ
っ
て
解
決
�
達

成
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
介
護
者
カ
フ
ェ
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
々
の
み
な
ら
ず
、
専
門
的
な
知

見
は
外
部
に
協
力
を
求
め
て
い
く
べ
き
も
の
と
言
え
る
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
で
掲
げ
ら
れ
る
１
７
の
目
標
は
、
独
立
し
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目

標
の
課
題
は
互
い
に
関
連
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
問
題
解
決
を

図
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
介
護
に
関
す
る
問
題
も
介
護
の
専
門
家
だ
け
で
は
な
く
、
他
分
野
の

専
門
家
の
知
見
や
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
で
良
い
方
向
へ
と
進
む
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
で
あ
れ
ば
、「
介
護
」
に
つ
い
て
の
情
報
共
有
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
寺
院

と
い
う
宗
教
施
設
を
カ
フ
ェ
の
会
場
と
す
る
こ
と
で
、
非
日
常
の
空
間
が
も
た
ら
す
精
神
的
変
化
や
安
堵

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

　

以
上
、
介
護
者
カ
フ
ェ
に
お
け
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
先
述
の
と
お
り
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
は
課
題
解
決
の
面
に
お
い
て
１
７
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
は
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様

に
介
護
者
カ
フ
ェ
の
活
動
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
派
生
し
て
い
る
。

　

カ
フ
ェ
の
参
加
者
の
多
く
は
介
護
者
�
元
介
護
者
で
あ
り
、
そ
の
場
で
は
気
持
ち
や
悩
み
の
分
か
ち
合

い
と
と
も
に
情
報
交
換
�
共
有
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
介
護
に
関
す
る
助
成
金
や
サ
ポ
ー

ト
施
設
な
ど
の
紹
介
も
あ
ろ
う
。
離
職
者
へ
の
有
意
義
な
情
報
提
供
や
縁
が
あ
れ
ば
貧
困
化
へ
の
抑
止
と

も
な
る
。
カ
フ
ェ
参
加
者
は
介
護
者
�
元
介
護
者
と
い
う
集
ま
り
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
現
介
護
者
の
孤

立
を
防
止
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
行
政
や
社
会
福
祉
士
な
ど
の
参
加
が
あ
れ
ば
、
よ
り
専
門
的
な
、
的
確

な
サ
ポ
ー
ト
や
情
報
提
供
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
カ
フ
ェ
が
寺
院
を
会
場
と
し
て
開
か
れ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
参
加
者
の
精
神
的
変
化
や
安
堵
を
促
す
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
「
僧
侶
」
と
い
う
立
場
の
者
が

場
に
参
加
す
る
こ
と
で
安
心
感
の
拡
大
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
と
も
と
の
地
域
拠
点
で
あ
る
寺
院
が
介
護
者
カ
フ
ェ
の
会
場
と
し
て
開
放
さ
れ
る
こ
と
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
た
活
動
で
あ
り
、
寺
院
�
僧
侶
の
地
域
�
社
会

貢
献
の
一
環
で
あ
る
と
言
え
る
。

◎
参
考
文
献

熊
谷
綜
一
郎
ほ
か
「
居
場
所
機
能
か
ら
み
た
認
知
症
カ
フ
ェ
の
設
置
形
態
に
関
す
る
研
究
」（『
人
間
�
環

境
学
会
誌
』
２
２
―
１
、
２
０
１
９
年
）

志
賀
文
哉
「
カ
フ
ェ
型
活
動
の
展
開
と
課
題
」（『
と
や
ま
発
達
福
祉
学
年
報
』
７
、
２
０
１
６
年
）

認
知
症
介
護
研
究
�
研
修
仙
台
セ
ン
タ
ー「
認
知
症
カ
フ
ェ
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業�

報
告
書
」

２
０
１
７
年　
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コ
ラ
ム
③　

読
経
で
健
康
！
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
　
　
　
　

～
お
経
を
唱
え
る
習
慣
が
も
つ
可
能
性
～

　
　
　

�

　
　

東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所　

枝
広
あ
や
子
（
歯
科
医
師
研
究
員
）

　

皆
さ
ん
は
口
腔
機
能
を
保
つ
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

　

お
も
に
シ
ニ
ア
層
や
お
年
寄
り
が
行
う
健
康
体
操
の
う
ち
、
顔
面
口
腔
を
対
象
に
し
た
「
パ
タ
カ
ラ
体

操
」
や
「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
体
操
」
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。
健
康
番
組
を
ご
覧
に
な
る
方
で
し
た
ら
、
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
最
近
は
「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
（
口
腔
の
機
能
が
虚
弱
な
状
態
）」
と
い

う
言
葉
も
、
テ
レ
ビ
で
よ
く
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

食
べ
る
、
飲
み
込
む
と
い
う
、
生
き
物
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
機
能
は
、
毎
日
何
気
な
く
使
っ
て
い

る
機
能
で
す
。
し
か
し
高
齢
に
な
っ
て
、
外
出
や
社
会
活
動
が
少
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
身
体
が
弱
る
の

に
伴
い
“
食
べ
る
�
飲
み
込
む
”
機
能
も
衰
え
て
し
ま
い
ま
す
。
筋
肉
を
使
っ
た
身
体
の
協
調
的
な
動
き

は
、
使
わ
な
い
と
だ
ん
だ
ん
と
弱
る
も
の
で
す
か
ら
、
意
識
し
て
一
生
懸
命
使
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
シ

ニ
ア
層
や
お
年
寄
り
の
皆
さ
ん
に
む
け
た
口
腔
や
喉
の
機
能
を
維
持
す
る
取
り
組
み
（
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
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ル
予
防
）
と
し
て
、
大
き
く
お
口
を
動
か
し
て
「
パ
！
タ
！
カ
！
ラ
！
」
と
発
声
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
「
パ
タ
カ
ラ
体
操
」
で
す
。

　

で
は
、
パ
タ
カ
ラ
体
操
が
な
ぜ
効
果
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
コ
ロ
ナ
禍
で
マ
ス
ク
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
、（
マ
ス
ク
が
ず
れ
る
の
で
）
大
き
く
お
口
を
開
け
て
会
話
し
な
く
な
っ
た
方
が
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
マ
ス
ク
生
活
で
、
お
口
の
筋
肉
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
衰
え
た
人
が
た
く
さ
ん
い

ま
し
た
。
一
般
的
に
日
本
語
は
、
滑
舌
悪
く
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
も
、
同
じ
日
本
語
話
者
で
あ
る
相
手
に
は

そ
れ
な
り
に
伝
わ
る
、
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
文
脈
の
な
か
で
あ
る
程
度
予
想
が
で
き
る
内
容
や
、

意
味
の
あ
る
日
常
語
は
ズ
ル
ズ
ル
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
も
伝
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
日
常
会
話
で
意
図
的

に
口
を
大
き
く
使
っ
て
滑
舌
良
く
話
さ
な
く
て
も
困
り
ま
せ
ん
か
ら
、
徐
々
に
口
の
筋
肉
を
使
わ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
パ
タ
カ
ラ
体
操
は
、
代
表
的
な
口
の
動
き
を
す
る
音
を
つ
な
げ
て
「
パ
タ
カ
ラ
パ
タ
カ
ラ

…
」
と
、
日
常
語
で
な
い
語
に
し
て
発
音
す
る
体
操
で
す
。「
パ
」
は
唇
を
し
っ
か
り
閉
じ
て
開
く
と
き

に
出
る
音
、「
タ
」
は
舌
の
前
方
を
上
あ
ご
に
く
っ
つ
け
て
離
す
と
き
に
出
る
音
、「
カ
」
は
舌
の
後
方
を

上
あ
ご
の
後
方
に
く
っ
つ
け
て
離
す
と
き
に
出
る
音
、「
ラ
」
は
舌
の
側
方
を
上
あ
ご
に
く
っ
つ
け
て
離

す
と
き
に
出
る
音
で
す
。
日
常
語
に
な
い
語
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
ざ
わ
ざ
「
パ
！
」「
タ
！
」
と
ダ
イ
ナ
ミ
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ッ
ク
に
口
の
筋
肉
を
大
き
く
使
う
の
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
効
果
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
日
常
語
で
な
い

語
を
わ
ざ
わ
ざ
言
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
を
、
無
意
味
音
音
節
連
鎖
訓
練
と
い
い
ま
す
。

　

さ
て
、
発
音
す
る
音
自
体
は
日
常
語
で
は
な
い
け
れ
ど
、
意
味
が
あ
る
も
の
と
し
て
世
の
中
に
浸
透
し

て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
お
経
」
で
す
。
日
本
中
で
、
生
と
死
や
命
に
関
係
す
る
宗
教
儀
式

で
「
お
経
」
が
使
わ
れ
ま
す
。

　

仏
教
に
お
け
る
代
表
的
な
実
践
と
し
て
、
只
管
打
坐(

禅)

と
専
修
念
仏
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
禅
を
ベ
ー

ス
に
世
界
で
発
展
し
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
心
を
落
ち
着
け
る
手
法
が
あ
り
ま
す
。
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
認
知
療
法
は
境
界
性
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
や
大
う
つ
病
の
再
発
予
防
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

ス
ト
レ
ス
低
減
法
は
反
復
性
持
続
性
う
つ
病
性
障
害
に
対
し
て
効
果
が
あ
る
と
い
う
、
科
学
的
エ
ビ
デ
ン

ス
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
念
仏
に
何
か
の
健
康
効
果
が
あ
る
と
い
う
報
告
は
、
ま
だ
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
念
仏
を
高
ら
か
に
お
唱
え
す
る
こ
と
が
、
口
腔
や
咽
頭
、
呼
吸
機
能
に
良
い
効
果
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
、
浄
土
宗
の
式
師
会
僧
侶
に
ご
協
力
を
頂
い
て
口
腔
機
能
や
呼

吸
機
能
を
計
測
し
ま
し
た
。
す
る
と
一
般
の
人
に
比
較
し
て
口
腔
や
喉
の
動
き
、
肺
活
量
が
大
変
良
い
と

い
う
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。
習
慣
的
に
特
殊
な
声
明
を
練
習
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
毎
日
の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
効
果
に
な
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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こ
の
結
果
を
受
け
て
、
一
般
の
人
に
も
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
考
え
か
ら
、

２
０
２
３
年
１
月~

３
月
に
か
け
て
増
上
寺
で
、
２
０
２
３
年
１
０
月
～
１
２
月
に
か
け
て
護
国
寺
で
、

一
般
の
シ
ニ
ア
層
む
け
の
読
経
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
催
し
て
み
ま
し
た
。

　

一
般
か
ら
参
加
を
募
り
、
他
宗
と
の
連
携
を
行
う
た
め
に
、
経
典
と
し
て
般
若
心
経
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
は
、
お
経
を
大
き
な
声
で
お
唱
え
す
る
こ
と
と
、
僧
侶
に
よ
る
仏
教
の
教
え
の

良
い
話
、
事
前
の
準
備
体
操
で
す
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
初
に
は
、
浄
土
宗
の
式
師
会
僧
侶
に
、「
姿
勢
を

正
し
」「
大
き
く
お
口
を
動
か
し
」「
体
全
体
を
楽
器
の
よ
う
に
し
て
お
腹
か
ら
響
か
せ
る
よ
う
に
声
を
出

し
」「
仏
様
に
届
く
よ
う
に
高
ら
か
に
」
お
唱
え
す
る
こ
と
を
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

実
施
し
て
み
る
と
、
参
加
し
た
皆
さ
ん
か
ら
は
、
大
き
な
声
で
、
皆
で
、
お
経
を
お
唱
え
す
る
こ
と
は

非
常
に
楽
し
く
、
ま
た
僧
侶
に
よ
る
お
話
し
は
知
的
好
奇
心
を
十
分
に
満
た
し
、
し
か
も
「
日
常
語
で
は

な
い
語
の
並
び
だ
が
、
お
釈
迦
様
の
教
え
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
お
経
」
を
理
解
し
て
お
唱
え
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
日
々
の
心
が
け
が
変
わ
っ
た
、
大
き
く
口
を
開
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
歯
医
者
さ
ん
に
褒
め

ら
れ
た
、
声
の
か
す
れ
が
良
く
な
っ
た
、
な
ど
の
お
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

実
際
の
計
測
デ
ー
タ
で
は
、
少
人
数
な
が
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
前
と
後
の
状
態
を
比
較
す
る
と
、
口
腔
や
の

ど
の
動
き
の
改
善
、
ピ
ー
ク
フ
ロ
ー
値
と
い
う
一
気
に
吐
く
呼
気
の
量
の
改
善
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
精
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読経のこと、仏教のこと、心がけのことなどを僧侶とディスカッ
ション

姿勢を正し大きく口を動かして、大きな声で仏様に届くようにお
唱えする。
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神
的
健
康
が
少
し
改
善
す
る
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
詳
細
な
分
析
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
が
、
こ
う

し
た
取
り
組
み
に
科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
が
見
い
だ
せ
れ
ば
、
日
本
中
ど
こ
で
も
実
装
可
能
な
新
た
な
健
康

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

ど
こ
の
お
寺
も
お
檀
家
さ
ん
の
高
齢
化
が
あ
り
、
お
檀
家
さ
ん
の
た
め
に
な
る
こ
と
で
し
た
ら
積
極
的

に
や
り
た
い
、
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
お
寺
と
い
う
空
間
で
荘
厳
な
気
持
ち
に
な

り
、
仏
様
の
教
え
を
聞
い
て
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
な
お
し
、
先
祖
や
旅
立
た
れ
た
大
事
な
方
に
届
く

よ
う
に
お
経
を
お
唱
え
す
る
行
為
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
一
般
的
な
も
の
で
す
。

そ
の
行
為
に
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
オ
マ
ケ
と
し
て
健
康
効
果
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
ん
な
期
待
も
で
き

そ
う
で
す
。
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本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
あ
る
「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
開
催
寺
院
住
職
の
着
想
に
基
づ
い
て
い
ま

す
。
リ
モ
ー
ト
で
行
っ
て
い
る
開
催
寺
院
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
席
上
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を

募
っ
た
と
こ
ろ
、「
集
う
�
安
ら
ぐ
�
支
え
合
う
は
ど
う
で
す
か
」
と
、
そ
の
ご
住
職
は
言
い
ま
し
た
。

ご
住
職
は
介
護
者
カ
フ
ェ
を
開
催
し
、
そ
の
体
験
を
通
じ
て
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
着
想
さ
れ
た
の
で
す
。
研

究
者
で
あ
る
私
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
寺
院
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
時
に
司
会
を
し
、

住
職
と
し
て
挨
拶
を
し
、
自
ら
の
経
験
や
心
の
内
を
語
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
つ
ど
う
�
や
す
ら
ぐ
�

さ
さ
え
あ
う
」
を
自
ら
体
験
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

当
初
は
私
自
身
、
介
護
者
を
支
え
る
べ
き
存
在
と
し
て
意
識
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
実
際
の
活
動
や

研
究
を
通
し
て
、
そ
の
意
識
が
変
わ
り
ま
し
た
。
現
在
は
多
く
の
方
と
介
護
に
関
す
る
悩
み
を
分
か
ち
合

い
、
自
分
自
身
も
父
を
介
護
し
た
経
験
を
打
ち
明
け
る
な
ど
、
支
え
合
う
と
い
う
言
葉
の
温
か
さ
を
、
自

然
な
営
み
の
う
ち
に
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

僧
侶
で
あ
る
私
も
老
い
、
愛
す
る
者
を
介
護
し
、
私
も
介
護
さ
れ
る
者
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
誰
も
が

介
護
の
当
事
者
に
な
り
得
ま
す
。
寺
院
を
取
り
巻
く
地
域
が
抱
え
る
、
介
護
の
課
題
に
寺
院
が
果
た
せ
る
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役
割
は
、
他
人
事
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
事
と
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
問
わ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
書
で
は
研
究
者
が
テ
ー
マ
性
に
基
づ
い
た
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究

者
は
、
浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る
社
会
貢
献
事
業
に
関
連
し
て
、
教
理
、
カ
フ
ェ
活
動
、
主
催
者
�
参
加
者

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
農
業
と
ケ
ア
の
連
携
の
可
能
性
、
リ
ー
チ
ア
ウ
ト
と
し
て
の
月
参
り
の
可
能
性
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
に
着
目
し
考
察
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
補
論
と
し
て
浄
土
宗
の

社
会
事
業
に
つ
い
て
の
拙
稿
も
収
録
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
現
在
研
究
連
携
を
行
っ
て
い
る
、
地
方
独
立

行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所
研
究
員
に
よ
る
コ
ラ
ム
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

い
く
つ
か
の
研
究
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
ま
と
め
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
研
究
に
つ
い
て
は

今
後
の
様
々
な
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
本
書
に
執
筆
い
た
だ
い
た
研
究
者
各

位
に
深
甚
な
る
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
事
業
は
こ
の
一
〇
〇
年
以
上
の
年
月
を
か
け
て
大
き
く
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

次
の
一
〇
〇
年
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
時
代
の
変

化
に
着
目
し
、
寺
院
や
僧
侶
が
社
会
と
関
わ
る
こ
と
の
積
極
的
な
意
義
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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※
本
書
は
、『
教
化
研
究　

№
３
３
』（
２
０
２
２
年
９
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
浄
土
宗
寺
院
に
お
け
る
社

会
事
業
の
地
域
間
連
携
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

成
果
報
告
書
」
に
、
新
た
な
原
稿
や
修
正
を
加
え
刊
行
し

た
も
の
で
す
。
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補
論
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浄
土
宗
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け
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社
会
貢
献
事
業
の
歴
史
と
教
理
的
理
解�

東
海
林
良
昌

は
じ
め
に

　

日
本
の
「
宗
教
法
人
法
」
に
は
「
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
信
教
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
国
政
に
お
い
て
尊

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て
、
こ
の
法
律
の
い
か
な
る
規
定
も
、
個
人
、
集
団
又
は
団
体
が
、

そ
の
保
障
さ
れ
た
自
由
に
基
い
て
、
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
そ
の
他
宗
教
上
の
行
為
を
行

う
こ
と
を
制
限
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
第
一
章　

総
則
（
こ
の
法
律
の
目
的
）
第
一
条

―
二
）
と
あ
る
。
本
法
に
は
、
宗
教
法
人
が
国
政
に
お
い
て
信
教
の
自
由
は
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
宗
教
法
人
は
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
そ
の
他
宗
教
上
の
行
為
は
制
限
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
法
律
が
示
す
「
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
」
は
通
常
各
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
る
日
常
の

法
務
や
定
期
法
要
に
見
ら
れ
る
布
教
や
法
務
で
あ
る
。
も
う
１
つ
の
「
そ
の
他
の
宗
教
上
の
行
為
」
と
現

在
の
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
事
業
と
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
社
会
事
業
の
変

遷
史
、
教
理
と
社
会
事
業
に
関
す
る
研
究
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
事
業
の
教
理

的
理
解
と
、
そ
れ
が
宗
教
上
の
行
為
と
い
か
な
る
関
係
性
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
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浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
事
業
の
変
遷

　

ま
ず
近
代
以
降
の
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
事
業
の
変
遷
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
社
会
事
業
は
、

い
わ
ゆ
る
前
近
代
か
ら
の
宗
教
的
あ
る
い
は
社
会
的
弱
者
の
救
済
や
病
者
の
施
療
を
目
的
と
し
た
「
慈
善

事
業
」
の
精
神
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
時
代
の
中
で
経
済
の
不
均
衡
に
よ
り
生
じ
た
弱
者
を
社
会
全
体
と

し
て
対
応
す
る
必
要
性
か
ら
、
行
政
と
の
連
携
を
深
め
、
社
会
的
な
視
点
か
ら
専
門
性
を
持
つ
事
業
を
展

開
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
そ
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
。

　

明
治
７
年
（
１
８
７
４
）
の
「
恤
救
法
」、
昭
和
４
年
（
１
９
１
９
）
の
「
救
護
法
」
の
法
律
に
基
づ

く
、
明
治
期
か
ら
戦
前
に
か
け
て
の
困
窮
者
へ
の
公
的
支
援
は
、
日
清
戦
争
終
結
後
の
経
済
不
安
か
ら
く

る
工
場
ス
ト
ラ
イ
キ
や
米
騒
動
な
ど
の
社
会
運
動
が
そ
の
成
立
の
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

宗
内
に
お
い
て
は
、
渡
辺
海
旭
（「
浄
土
宗
労
働
共
済
会
」）、
椎
尾
弁
匡
（「
共
生
会
」）、
矢
吹
慶
輝

（
宗
教
大
学
社
会
事
業
研
究
室
、
現
大
正
大
学
社
会
共
生
学
部
社
会
福
祉
学
科
）、
長
谷
川
良
信
（「
マ
ハ

ヤ
ナ
学
園
」）
の
「
浄
土
宗
社
会
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
思
想
と
活
躍
を
画
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
浄
土
宗
と
し
て
は
、
大
正
３
年
（
１
９
１
４
）
に
慈
善
公
共
事
業
を
目
的
と
し
て
（
財
）
浄
土
宗

報
恩
明
照
会
が
設
立
さ
れ
た
。
浄
土
宗
報
恩
明
照
会
課
金
が
全
国
宗
内
寺
院
か
ら
納
め
ら
れ
、
大
正
期
の

社
会
運
動
の
気
運
と
共
に
、
昭
和
初
期
に
社
会
事
業
宗
と
呼
ば
れ
る
評
価
が
浄
土
宗
に
定
着
す
る
力
に
も
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な
っ
て
い
る
。
本
会
は
戦
後
４
０
年
間
休
眠
す
る
も
、
昭
和
６
０
年
（
１
９
８
５
）
に
再
興
し
、
平
成
２

５
年
（
２
０
１
３
）
に
は
浄
土
宗
と
も
い
き
財
団
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
大
戦
を
経
た
昭
和
２
６
年
（
１
９
５
１
）
に
は
、「
社
会
福
祉
事
業
法
」（
現
社
会
福
祉
法
）

が
成
立
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
寺
院
が
社
会
福
祉
法
人
を
運
営
す
る
こ
と
と
な
り
、
公
共
の
福
祉
に
貢
献
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
宗
門
お
よ
び
関
係
大
学
に
お
け
る
社
会
福
祉
学
科
の
開
設
は
、
す
で
に
先
行
し
て
い

た
大
正
大
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
昭
和
３
３
年
（
１
９
５
８
）
に
は
華
頂
短
期
大
学
社
会
福
祉
科
、
昭
和

３
７
年
（
１
９
６
２
）
に
は
佛
教
大
学
、
昭
和
４
０
年
（
１
９
６
５
）
に
は
淑
徳
大
学
に
そ
れ
ぞ
れ
学
科

や
学
部
が
開
設
さ
れ
、
社
会
福
祉
人
材
の
養
成
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
高
度
成
長
期
が
終
わ
り
、
開
宗
８
０
０
年
を
迎
え
た
昭
和
４
９
年
（
１
９
７
４
）
に
は
、
浄

土
宗
社
会
福
祉
事
業
協
会
が
結
成
さ
れ
、
各
施
設
経
営
の
課
題
の
共
有
、
施
設
職
員
の
資
質
の
向
上
と
功

労
者
の
表
彰
等
が
行
わ
れ
、
宗
内
の
社
会
福
祉
事
業
の
交
流
と
発
展
に
努
め
る
等
、
寺
院
が
社
会
福
祉
法

人
を
運
営
す
る
こ
と
で
公
共
の
福
祉
に
寄
与
し
て
き
た
。
ま
た
昭
和
５
１
年
（
１
９
７
６
）
に
は
、
浄
土

宗
が
母
体
と
な
っ
た
、
沖
縄
袋
中
園
が
創
立
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
低
成
長
期
に
は
、
昭
和
５
４
年
（
１
９
７
９
）
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
流
出
へ
の
対
応
と
し
て

仏
教
系
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
発
足
、
昭
和
５
６
年
（
１
９
８
１
）「
同
和
問
題
に
取
り
組
む
宗
教
団
体
連
帯
会
議
」
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の
設
立
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
危
機
意
識
や
反
省
か
ら
の
社
会
活
動
が
創
始
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
バ
ブ
ル
経
済
期
に
は
、
長
寿
社
会
を
迎
え
る
中
で
１
９
８
０
年
代
後
半
の
ビ
ハ
ー
ラ
運
動
が
起

こ
り
、
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
の
現
場
で
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
の
質
）
を
保
つ
た
め
の
活
動
と
し

て
普
及
し
、
平
成
５
年
（
１
９
９
３
）
に
は
佛
教
大
学
専
攻
科
に
仏
教
看
護
コ
ー
ス
が
開
設
さ
れ
る
な
ど

関
心
が
高
ま
っ
た
。

　

そ
し
て
、
平
成
７
年
（
１
９
９
５
）
に
発
生
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
は
、「
日
本
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
元
年
」
と
も
呼
ば
れ
、
僧
侶
や
宗
教
教
団
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
低
成
長
か
ら
バ
ブ
ル
経
済
期
を
経
る
と
、
少
子
高
齢
化
と
国
家
財
政
の
斜
陽
に
よ
り
、
国
家

責
任
と
さ
れ
て
い
た
社
会
福
祉
が
、
平
成
９
年
（
１
９
９
７
）
に
成
立
し
た
「
介
護
保
険
法
」
に
基
づ
き
、

各
自
治
体
に
予
算
と
権
限
が
委
譲
さ
れ
た
。
国
か
ら
地
方
へ
と
い
う
、
そ
の
個
人
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
の

質
が
求
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
の
あ
り
方
へ
と
変
化
し
た
時
期
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

平
成
１
２
年
（
２
０
０
０
）
か
ら
は
、
政
府
の
公
益
法
人
制
度
改
革
が
行
わ
れ
、
各
仏
教
教
団
に
お
い

て
も
そ
の
公
益
性
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

特
に
浄
土
宗
で
は
、
平
成
１
３
年
（
２
０
０
１
）
に
浄
土
宗
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
が
発
表
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、「
愚
者
の
自
覚
を　

家
庭
に
み
仏
の
光
を　

社
会
に
慈
し
み
を　

世
界
に
共
生
と
も
い
き
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を
」
で
あ
り
、
当
時
の
水
谷
幸
正
宗
務
総
長
が
主
導
し
、
浄
土
宗
に
お
け
る
２
１
世
紀
の
教
化
の
精
神
的

支
柱
と
し
て
、
宗
規
の
中
に
制
定
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
平
成
２
３
年
（
２
０
１
１
）
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
は
、
東
北
各
地
で
の
津
波
や
原

発
事
故
に
よ
る
被
災
地
域
や
住
民
の
支
援
を
僧
侶
や
宗
教
関
係
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
行
わ
れ
社
会
的
な
評
価

を
受
け
た
。

　

こ
れ
に
前
後
し
て
僧
侶
た
ち
の
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
、
自
死
遺
族
へ
の
悲
嘆
へ
の
取
り
組
み

で
あ
る
自
死
�
自
殺
に
向
き
合
う
僧
侶
の
会
に
参
加
す
る
僧
侶
、
生
活
困
窮
者
へ
の
食
事
や
物
資
提
供
と

支
え
合
い
の
活
動
を
行
う
ひ
と
さ
じ
の
会
、
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
等
へ
の
参
加
や
物
資
�
資
金
提
供
を

行
う
な
ど
の
活
動
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
悲
嘆
へ
の
寄
り
添
い
に
関
わ
る
僧
侶
育
成
も
行
わ
れ
て
お
り
、
東
北
大
学
を
発
祥
と
し
た
臨
床

宗
教
師
や
全
国
青
少
年
教
化
協
議
会
の
臨
床
仏
教
師
は
、
そ
の
代
表
的
な
存
在
と
言
え
る
。

　

浄
土
宗
で
は
令
和
元
年
（
２
０
２
０
）
よ
り
、「
お
寺
で
の
介
護
者
カ
フ
ェ
」
が
宗
令
と
し
て
制
定
さ

れ
、
超
高
齢
社
会
に
お
け
る
介
護
者
の
支
え
合
い
の
活
動
と
し
て
、
全
国
の
寺
院
で
開
催
が
始
ま
っ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
特
に
東
日
本
大
震
災
を
前
後
と
し
て
、
災
害
や
景
気
悪
化
に
よ
り
格
差
が
広
が
る
社
会
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に
対
す
る
専
門
性
を
持
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
僧
侶
の
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
２
０
３
０
年
ま
で
国
連
が
推
進
す
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
に
関
す
る
活
動

も
各
宗
派
、
各
教
師
に
お
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
近
代
に
始
ま
っ
た
浄
土
宗
の
社
会
事
業
は
、
戦
後
の
社

会
福
祉
の
時
代
を
経
て
、
現
在
は
利
他
の
精
神
に
基
づ
く
社
会
貢
献
と
い
う
切
り
口
で
行
わ
れ
て
い
る
。

社
会
事
業
の
教
理
的
理
解
に
つ
い
て

　

す
で
に
教
理
と
社
会
実
践
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
弊
所
の
「
仏
教
福
祉
研
究
班
」
に
よ
り
、
検
討
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
称
名
念
仏
に
励
み
決
定
往
生
の
信
が
確
立
し
て

以
降
は
諸
行
�
諸
善
根
は
正
定
業
で
あ
る
称
名
念
仏
の
一
行
を
助
成
す
る
助
業
と
な
る
と
い
う
法
然
上
人

の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
仏
教
徒
の
掟
と
し
て
の
廃
悪
修
善
や
慈
悲
行
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
は
凡
夫
で
あ
り
、
人
々
を
導
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
凡
夫
が
凡

夫
に
よ
り
そ
う
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に

つ
い
て
、
深
く
首
肯
す
る
所
で
あ
り
、
念
仏
行
に
真
摯
に
励
み
、
そ
の
上
で
謙
虚
に
社
会
活
動
に
取
り
組

む
こ
と
が
浄
土
宗
僧
侶
の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

現
在
の
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
事
業
は
、
専
門
性
を
持
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
傾



114115　―【補論】浄土宗における社会貢献事業の歴史と教理的理解

114

向
が
あ
る
。
そ
れ
を
進
め
る
う
え
で
障
壁
と
な
る
と
思
わ
れ
て
い
た
戦
後
の
政
教
分
離
の
社
会
認
識
は
、

少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
災
害
や
ケ
ア
の
現
場
で
活
動
す
る
僧
侶
の
姿
が
、
他
か
ら
見
れ
ば
布

教
教
化
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
寄
り
添
い
」「
共
に
歩
む
」
存
在
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

災
害
、
医
療
、
介
護
の
現
場
で
求
め
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
に
、
公
平
性
や
平
等
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
支

援
が
一
人
で
も
多
く
の
方
に
届
く
こ
と
が
大
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
僧
侶
は
、
現
場
に
お
い
て

請
わ
れ
な
い
限
り
は
、
特
定
の
宗
教
性
を
打
ち
出
す
こ
と
な
く
、
優
し
さ
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
行
動
に

取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
活
動
の
中
で
自
身
と
向
き
合
う
時
に
、
そ
の
宗
教
性
を

意
識
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
各
人
の
活
動
の
動
機
づ
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

公
益
財
団
法
人
日
本
宗
教
連
盟
都
道
府
県
宗
教
法
人
事
務
担
当
課
に
宛
て
ら
れ
た
、
文
化
庁
宗
務
課
の

事
務
連
絡
「
宗
教
法
人
が
行
う
社
会
貢
献
活
動
に
つ
い
て
（
情
報
提
供
）」
に
は
、
宗
教
法
人
が
災
害
対

策
や
地
域
支
援
の
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
て
い
る
事
例
を
踏
ま
え
、
公
益
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
社

会
貢
献
活
動
も
各
宗
教
法
人
の
判
断
に
基
づ
き
宗
教
活
動
と
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
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て
い
る
。
ま
た
留
意
事
項
と
し
て
、
そ
の
活
動
の
根
拠
と
し
て
教
義
や
教
憲
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
、
地

域
社
会
の
宗
教
活
動
の
ニ
ー
ズ
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
通
念
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
と
い
う
点
を
挙
げ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
今
後
宗
教
教
団
や
教
師
の
行
う
社
会
貢
献
活
動
は
勧
奨
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
浄
土
宗
の
教
理
お
よ
び
浄
土
宗
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
と
社

会
貢
献
活
動
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
れ
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
専
門
性
を
持
っ
た
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
、

現
在
の
浄
土
宗
の
社
会
事
業
が
宗
教
活
動
と
し
て
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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