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【
お
布
施
と
葬
儀
に
関
す
る
背
景
】

　

葬
儀
に
お
け
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン

ト
は
、
平
成
十
七
年
の
公
正
取
引
委
員

会
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
あ
る
。

葬
儀
業
者
と
消
費
者
の
情
報
の
非
対
称

性
が
著
し
く
、
又
、
突
然
起
こ
る
身
内

の
死
に
直
面
し
た
際
に
、
冷
静
に
短
時

間
で
判
断
し
て
、
処
理
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
高
額
な
葬

儀
費
用
を
支
出
し
た
後
の
苦
情
が
耐
え

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
公
正
取
引
委
員

会
は
葬
儀
業
者
に
対
し
て
見
積
も
り
書

等
の
作
成
な
ど
、
価
格
の
透
明
性
や
適

正
な
競
争
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
葬
儀
価
格
は
平
成
十
八
年
を
ピ
ー

ク
に
下
降
ト
レ
ン
ド
と
な
っ
た
。

　

公
正
取
引
委
員
会
の
指
導
に
お
い
て
、

お
布
施
に
対
す
る
不
透
明
さ
は
、
葬
儀

費
用
ほ
ど
騒
が
れ
な
か
っ
た
が
、
イ
オ

ン
の
お
葬
式
の
提
案
で
表
面
化
し
た
。

　

イ
オ
ン
の
お
葬
式
サ
ー
ビ
ス
は
「
独

自
の
品
質
基
準
」「
明
瞭
で
納
得
の
い

く
価
格
提
示
」「
カ
ー
ド
決
済
」
と
今

ま
で
の
葬
儀
の
悩
み
を
解
決
す
る
ソ
リ

ュ
ー
シ
ョ
ン
を
全
国
対
応
で
提
示
し
た
。

　

葬
儀
知
識
の
な
い
消
費
者
は
全
国
的

な
知
名
度
と
ブ
ラ
ン
ド
を
頼
り
に
、
価

格
や
品
質
に
信
頼
を
寄
せ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
故
人
の
資
産
は
凍
結
さ
れ
る
た

め
、
葬
儀
費
用
を
カ
ー
ド
決
済
で
き
れ

ば
非
常
に
便
利
で
あ
る
。

　

新
聞
記
事
で
は
こ
こ
一
年
間
で
は
一

万
件
の
相
談
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
受

注
が
多
か
っ
た
葬
儀
の
基
本
プ
ラ
ン
は

五
十
九
万
八
千
円
（
六
種
類
の
プ
ラ
ン

の
下
か
ら
三
番
目
）
で
あ
っ
た
。

　

問
題
は
お
布
施
と
い
う
宗
教
行
為
を

葬
儀
に
お
け
る
読
経
、
戒
名
の
サ
ー
ビ

ス
対
価
と
し
て
取
り
扱
っ
た
こ
と
で
あ

る
。

　

寺
檀
関
係
を
持
た
な
い
人
々
は
お
布

施
に
関
す
る
知
識
を
持
た
な
い
ケ
ー
ス

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
葬
儀

の
際
に
お
布
施
の
説
明
を
受
け
て
も
、

初
対
面
の
寺
院
関
係
者
に
お
布
施
を
し

た
い
と
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

地
方
で
は
寺
院
と
檀
家
の
繋
が
り
が

残
っ
て
お
り
、
寺
を
支
え
る
意
識
も
あ

る
よ
う
だ
。
一
方
、
都
心
に
お
い
て
は
、

地
方
か
ら
都
心
へ
移
動
し
た
世
帯
の
大

半
は
寺
院
と
無
縁
で
あ
り
、
葬
儀
を
行

っ
て
も
繋
が
り
は
希
薄
化
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
イ
オ
ン
の
よ
う
に
無
宗

教
世
帯
に
対
し
て
、
金
額
を
明
示
す
る

こ
と
は
止
む
を
得
な
い
と
す
る
意
見
も

あ
る
が
、
問
題
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。

都
心
で
料
金
明
示
し
た
お
布
施
は
全
国

に
広
ま
り
、
価
格
帯
を
全
国
的
に
共
有

す
る
こ
と
と
な
り
、
本
来
の
お
布
施
の

意
味
を
成
さ
な
く
な
る
。

　

お
布
施
は
施
す
立
場
の
都
合
に
よ
り
、

手
法
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
価
格

帯
を
明
示
す
る
こ
と
は
サ
ー
ビ
ス
業
と

同
じ
こ
と
に
な
り
お
布
施
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
問
題
の
根
本
に
は
無
宗
教
世
帯

が
増
加
し
て
、
寺
院
の
活
動
を
知
ら
な

い
世
帯
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
問
題

が
あ
る
。
葬
式
仏
教
と
言
わ
れ
な
が
ら
、

世
間
は
葬
儀
の
意
義
や
お
布
施
の
意
味

を
正
確
に
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
述
べ
た
が
、
家

計
調
査
に
お
け
る
「
信
仰
・
祭
祀
費
（
＊
１
）」

の
支
出
す
る
世
帯
の
割
合
は
減
少
傾
向

が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
関
係

者
は
寺
院
の
活
動
を
世
間
に
知
ら
せ
る

こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

＊
１
＝
寺
の
維
持
費
、
神
社
の
氏
子
費
並
び
に
寺
・

神
社
へ
の
寄
付
及
び
信
仰
に
関
す
る
も
の
（
教
会

費
、
教
会
献
金
、
宗
教
団
体
の
会
費
／
納
骨
堂
、

墓
地
の
管
理
料
・
使
用
料
／
さ
い
銭
／
お
札
／
お

守
り
／
護
摩
／
護
摩
木
／
寺
の
墓
掃
除
代
）

【
宗
教
法
人
の
公
益
性
】

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
公
益
性
」
に

関
し
て
も
発
言
が
見
ら
れ
た
が
、財
団
・

社
団
法
人
に
対
す
る
公
益
法
人
制
度
改

革
が
実
施
さ
れ
て
、
税
の
優
遇
措
置
な

ど
が
公
益
性
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
か
ら

関
心
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
制
度

改
革
は
旧
制
度
が
疲
弊
し
、
多
様
な
法

人
活
動
が
現
状
に
合
わ
な
く
な
り
、
法

人
を
私
物
化
し
た
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
法
人
の
目
的
を
明
確
に
し

て
、
目
的
通
り
に
活
動
し
て
い
る
か
ど

う
か
、
一
般
の
目
で
監
視
す
る
制
度
で

あ
る
。

　

で
は
、
宗
教
法
人
の
目
的
は
何
か
？

宗
教
法
人
の
目
的
は
「
宗
教
」
で
あ
る

か
ら
、「
宗
教
活
動
を
行
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

公
益
法
人
制
度
改
革
は
、
法
人
の
目

的
通
り
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
客
観
的

に
誰
で
も
わ
か
る
よ
う
に
示
さ
な
け
れ

「
お
布
施
を
め
ぐ
る
問
題
」に
対
し
て
、寺
院
は
何
を
す
べ
き
か

 

大
和
総
研
主
任
研
究
員

　石
田　

佳
宏

　本
会
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
葬
儀
は
誰
の
為
に
行
う
の
か
？
〜
お
布
施
を
め
ぐ
る
問
題
を

考
え
る
〜
」
が
九
月
十
三
日
、
東
京
・
秋
葉
原
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
。（
前
号
に
掲
載
）

　今
号
は
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
パ
ネ
リ
ス
ト
及
び
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
よ
り
頂
い
た
、

特
別
寄
稿
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

パ
ネ
リ
ス
ト
特
別
寄
稿
①
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ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

を
明
示
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
財
務
デ

ー
タ
で
本
来
活
動
を
適
正
に
行
な
っ
て

い
る
こ
と
を
数
値
で
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、

適
正
な
基
準
に
収
め
る
た
め
の
法
人
組

織
や
財
務
体
質
に
変
更
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
、
大
変
な
労
力
が
必
要
に
な
る
。

　

現
在
、
宗
教
法
人
は
公
益
法
人
制
度

改
革
と
関
係
な
い
が
、
宗
教
に
対
す
る

理
解
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
お
布
施

を
頂
き
、儀
式
を
行
っ
て
い
け
ば
、将
来

に
お
い
て
軋
轢
を
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

だ
が
、
宗
教
法
人
は
、
小
規
模
な
組

織
が
多
く
、
膨
大
な
事
務
処
理
や
複
雑

な
組
織
形
態
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
現
在
の
公
益
法
人
制
度
改
革
を
当
て

は
め
る
の
に
は
相
応
し
く
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
周
り
の
世
間
か
ら
「
あ

そ
こ
の
寺
院
は
よ
く
活
動
し
て
い
る
」

と
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が

不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
俗
世
間
と
接

触
を
絶
っ
て
山
間
で
ひ
っ
そ
り
と
活
動

す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

仏
教
関
係
者
は
原
点
に
戻
り
、
寺
院

の
宗
教
活
動
を
世
間
に
知
っ
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
。

【
葬
儀
か
ら
で
は
遅
い
】

　

お
布
施
や
教
義
な
ど
寺
院
の
活
動
や

目
的
を
知
っ
て
も
ら
う
に
は
、
葬
儀
か

ら
で
は
遅
い
。
も
っ
と
早
い
段
階
か
ら

寺
院
と
の
接
触
が
必
要
で
あ
る
。

　

実
は
、
平
成
十
八
年
に
教
育
基
本
法

が
戦
後
約
六
十
年
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
、

「
宗
教
に
関
す
る
一
般
教
養
」
が
追
加

さ
れ
た
。
宗
教
に
関
す
る
一
般
教
養
が

本
格
的
に
始
ま
る
の
は
中
学
生
か
ら
で

あ
る
が
、
小
学
生
の
三
年
生
か
ら
始
ま

る
社
会
の
授
業
で
も
寺
院
と
接
す
る
機

会
が
あ
る
。
学
校
の
ま
わ
り
の
古
い
建

物
を
調
べ
る
学
習
に
寺
院
も
含
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
地
元
の
子
供
が
近
く
の

神
社
・
仏
閣
の
歴
史
や
由
来
な
ど
、細
か

く
調
べ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。ま
た
、中

学
生
に
お
い
て
は
、
地
域
の
文
化
財
や

文
化
を
調
べ
る
た
め
に
寺
院
を
訪
れ
た

り
、職
業
体
験
で
寺
院
を
訪
れ
た
り
す
る
。

　

教
育
基
本
法
の
理
念
は
「
公
共
の
精

神
を
尊
び
、
国
家
・
社
会
の
形
成
に
主

体
的
に
参
画
す
る
国
民
」
と
し
て
お
り
、

実
際
に
体
験
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

　

そ
し
て
、
別
の
理
念
の
「
我
が
国
の

伝
統
と
文
化
を
基
盤
と
し
て
国
際
社
会

を
生
き
る
日
本
人
」
に
も
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代

で
は
、
国
際
社
会
に
出
て
行
く
人
材
は

自
国
の
宗
教
や
文
化
は
も
ち
ろ
ん
、
他

国
の
宗
教
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。

　

サ
ッ
カ
ー
の
ド
イ
ツ
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
で
引
退
し
た
中
田
英
寿
氏
が
「
世
界

中
を
旅
し
て
い
た
と
き
、
そ
の
国
の
文

化
、
人
の
考
え
方
を
理
解
し
た
い
と
思

っ
た
ら
、
ま
ず
は
戦
争
の
歴
史
、
そ
し

て
、
宗
教
の
歴
史
を
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
知
っ
た
。
特
に
宗
教
は
そ
の

国
の
食
べ
物
か
ら
建
物
、
生
活
習
慣
に

ま
で
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

世
界
を
旅
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
宗
教
の

存
在
、
考
え
方
に
興
味
が
沸
い
て
き

た
。」（
週
刊
ア
エ
ラ
２
０
１
０
．５
．３

─10
よ
り
）
と
述
べ
て
い
た
。
地
元
の

宗
教
や
自
国
の
宗
教
、
そ
し
て
、
他
国

の
宗
教
知
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、

地
元
の
寺
院
の
文
化
や
宗
教
、
そ
し
て
、

自
国
の
宗
教
や
文
化
を
継
承
し
て
い
る

寺
院
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

　

そ
し
て
、教
育
基
本
法
の
理
念
の「
主

体
的
に
参
画
す
る
国
民
」
に
は
「
近
隣

住
民
間
連
帯
感
希
薄
化
」
や
「
社
会
性

の
低
下
」
に
対
す
る
対
策
も
含
ま
れ
て

お
り
、
地
域
教
育
や
近
隣
住
民
の
連
帯

強
化
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

昔
の
寺
院
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
中
核
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
地
域
教

育
と
し
て
の
幼
稚
園
や
保
育
園
や
学
校

な
ど
の
公
益
事
業
を
行
っ
て
い
る
寺
院

も
多
く
、
地
元
住
民
の
連
携
の
中
核
に

な
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　

地
域
教
育
や
公
教
育
に
お
い
て
、
寺

院
が
担
え
る
こ
と
が
増
加
し
て
い
る
。

政
教
分
離
の
た
め
、
行
政
側
か
ら
秋
波

を
送
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
か
ら
、
寺

院
関
係
者
自
ら
積
極
的
な
提
案
や
活
動

が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

石
田　

佳
宏
（
い
し
だ　

よ
し
ひ
ろ
）

　

一
九
六
二
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
和
歌

山
大
学
経
済
学
部
卒
業
。

　

現
在
、
株
式
会
社
大
和
総
研
金
融
・

公
共
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
部
の
主
任
研

究
員
。
宗
教
法
人
を
担
当
し
て
お
り
、

宗
教
法
人
の
税
務
調
査
動
向
、
葬
儀
価

格
動
向
な
ど
の
レ
ポ
ー
ト
を
配
信
。

石田氏による講演の様子
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流
通
大
手
の
イ
オ
ン
が
葬
儀
業
へ
本

格
的
に
乗
り
出
し
た
こ
と
は
仏
教
界
に

大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
明
朗
会
計
そ

れ
自
体
は
葬
儀
社
の
や
っ
て
い
る
こ
と

と
同
じ
だ
が
、
問
題
は
戒
名
料
を
含
む

布
施
の
金
額
が
料
金
化
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
仏
教
界
の
厳
し
い
反
発
に
あ

い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
情
報
は
す
ぐ

に
引
っ
込
め
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
反

響
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
全
国
に
チ
ェ

ー
ン
展
開
す
る
イ
オ
ン
の
影
響
力
を
考

え
る
な
ら
、「
こ
っ
そ
り
や
る
な
ら
い

い
が
、
全
国
津
々
浦
々
に
広
げ
な
い
で

く
れ
」
と
い
う
お
坊
さ
ん
た
ち
の
悲
鳴

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。

　

僧
侶
に
と
っ
て
布
施
は
宗
教
活
動
の

根
幹
で
あ
る
。
布
施
は
喜
捨
と
も
言
わ

れ
、
差
し
出
す
側
に
主
体
性
が
あ
る
。

僧
侶
は
そ
れ
を
黙
っ
て
受
け
取
る
だ
け

で
あ
り
、
読
経
や
戒
名
の
対
価
と
い
う

扱
い
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
布
施
は
収

益
で
は
な
く
免
税
と
な
っ
て
い
る
の
で

お
寺
再
生
の
道
は
あ
る
か

～
今
こ
そ
国
民
の
ニ
ー
ズ
を
考
え
よ
～

 

慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授

　中
島　

隆
信

あ
る
。
も
し
布
施
が
料
金
化
さ
れ
、
寺

か
ら
檀
家
向
け
に
な
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

の
見
返
り
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
僧
侶
の
仕
事
は
も
は
や
宗
教
活
動

で
は
な
く
、
収
益
事
業
と
な
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
寺
に
と
っ
て
大
問

題
で
あ
る
。

　

五
年
前
に
出
版
し
た
拙
著
『
お
寺
の

経
済
学
』
で
こ
う
し
た
動
き
が
近
い
う

ち
に
来
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
私
に

と
っ
て
、
今
回
の
イ
オ
ン
騒
動
は
ご
く

当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

消
費
者
の
ニ
ー
ズ
の
な
い
と
こ
ろ
に
新

し
い
サ
ー
ビ
ス
は
起
こ
り
得
な
い
。
こ

の
騒
動
の
背
後
に
、
寺
に
対
す
る
檀
信

徒
の
長
年
に
わ
た
る
不
信
感
と
徐
々
に

進
行
し
つ
つ
あ
る
国
民
の
寺
離
れ
が
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
葬
儀

の
宗
教
性
が
薄
れ
て
サ
ー
ビ
ス
化
し
、

僧
侶
は
読
経
と
戒
名
授
与
と
い
う
仕
事

を
請
け
負
う
単
な
る
事
業
者
に
な
っ
た

の
だ
。「『
お
気
持
で
』
と
言
わ
れ
て
差

し
出
し
た
布
施
が
足
り
な
い
と
突
き
返

さ
れ
た
」
と
か
「
型
ど
お
り
経
を
あ
げ

て
く
れ
れ
ば
お
坊
さ
ん
は
誰
で
も
い

い
」
と
い
う
遺
族
の
声
に
イ
オ
ン
は
応

え
た
だ
け
で
あ
る
。

　

現
在
お
寺
が
直
面
し
て
い
る
危
機
の

根
本
的
な
原
因
を
探
る
な
ら
ば
、
江
戸

時
代
以
来
の
檀
家
制
度
に
行
き
着
か
ざ

る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
仏
教
の
教
義
を

広
め
、
信
者
を
獲
得
し
教
化
す
る
と
い

う
宗
教
者
と
し
て
の
本
来
の
役
割
を
軽

視
し
、
葬
祭
サ
ー
ビ
ス
と
墓
地
経
営
の

上
に
安
住
し
て
き
た
こ
と
が
今
の
状
況

を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
考
え
て
み

れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
顧
客
が
墓
質
の
効

果
よ
ろ
し
く
簡
単
に
は
他
へ
移
ら
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
安
定
し
た
仕

事
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
過
去

に
弘
法
大
師
や
法
然
上
人
な
ど
傑
出
し

た
宗
教
者
を
輩
出
し
た
仏
教
界
が
何
と

も
影
の
薄
い
存
在
に
な
っ
た
と
感
じ
て

い
る
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。
全
国
に

七
万
六
〇
〇
〇
も
の
寺
が
あ
り
な
が
ら
、

ほ
と
ん
ど
存
在
感
が
な
い
。
地
域
に
開

か
れ
た
寺
と
は
、
単
に
門
を
開
い
て
檀

家
が
入
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
だ

け
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

昨
年
の
夏
、
中
学
生
に
な
る
私
の
次

男
が
地
元
商
店
街
の
歴
史
研
究
の
た
め
、

近
く
の
寺
の
住
職
に
面
会
を
求
め
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
驚
い
た
こ
と
に
子
ど
も

の
電
話
に
出
た
住
職
の
妻
は
、
住
職
に

取
り
次
ぐ
ど
こ
ろ
か
、「
そ
ん
な
こ
と

は
商
店
会
長
に
聞
き
な
さ
い
」
と
け
ん

も
ほ
ろ
ろ
に
取
材
の
申
し
出
を
一
蹴
し

た
と
い
う
。
境
内
墓
地
も
あ
る
立
派
な

寺
だ
。
旧
東
海
道
沿
い
で
交
通
の
便
も

良
い
。
近
隣
に
住
む
子
ど
も
の
要
望
な

ど
一
々
聞
い
て
い
ら
れ
な
い
の
か
檀
家

対
応
で
忙
し
い
の
か
不
明
だ
が
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
核
た
る
べ
き
寺
な

ど
と
標
榜
し
な
が
ら
、
自
ら
の
利
益
に

な
ら
な
い
異
物
は
平
然
と
遮
断
す
る
こ

う
し
た
寺
の
態
度
に
は
呆
れ
る
し
か
な

い
。

　

布
施
が
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
次
の
問
題
は
寺
へ
の
課

税
だ
ろ
う
。
二
年
前
に
公
益
法
人
制
度

の
見
直
し
が
な
さ
れ
、
公
益
認
定
基
準

が
よ
り
厳
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
宗
教

法
人
は
現
在
進
行
中
の
移
行
プ
ロ
セ
ス

か
ら
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
が
、
イ
オ

ン
の
動
き
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
多
く

の
国
民
が
寺
と
の
付
き
合
い
を
サ
ー
ビ

パ
ネ
リ
ス
ト
特
別
寄
稿
②
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ス
の
や
り
と
り
と
み
な
す
よ
う
に
な
れ

ば
、
法
人
が
行
う
宗
教
活
動
に
よ
り
厳

し
い
基
準
が
適
用
さ
れ
て
も
不
思
議
は

な
い
。
私
は
、
こ
の
長
年
く
す
ぶ
り
続

け
て
い
る
課
税
を
巡
る
議
論
に
点
火
す

る
の
は
休
眠
宗
教
法
人
の
問
題
で
は
な

い
か
と
予
想
し
て
い
る
。
宗
教
法
人
格

が
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
て
高
値
で
売
買

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
昨
年
、
長
野
県
な
ど
中
部

地
方
を
中
心
に
ラ
ブ
ホ
テ
ル
を
経
営
す

る
宗
教
法
人
が
国
税
局
か
ら
約
十
四
億

円
の
所
得
隠
し
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
と

い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
今
後
、
こ
う
し

た
休
眠
法
人
を
隠
れ
蓑
と
し
て
営
利
事

業
を
営
む
不
法
行
為
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
け
ば
、
寺
な
ど
宗
教
法
人
の
行
う

宗
教
活
動
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う

議
論
に
火
が
つ
く
可
能
性
は
高
い
。

　

信
教
の
自
由
は
国
民
の
側
に
あ
る
。

離
れ
行
く
国
民
を
強
制
的
に
寺
に
つ
な

ぎ
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て

や
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
イ
オ

ン
を
非
難
す
る
の
は
筋
違
い
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
中
で
唯
一
の
救
い
は
、
国
民
の

寺
離
れ
は
進
ん
で
い
て
も
、
仏
教
離
れ

に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
だ
。

「
国
宝
阿
修
羅
展
」
が
盛
況
を
極
め
、

瀬
戸
内
寂
聴
氏
の
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

と
な
り
、「
四
国
八
十
八
か
所
巡
り
」

が
根
強
い
人
気
を
保
っ
て
い
る
こ
と
は

仏
教
が
今
で
も
国
民
に
深
く
根
付
い
て

い
る
証
拠
で
あ
る
。「
こ
だ
わ
り
を
捨

て
よ
」
と
か
「
欲
少
な
く
し
て
足
る
を

知
る
」
な
ど
仏
教
の
基
本
思
想
は
、
競

争
心
を
煽
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
傷

つ
い
た
心
を
癒
し
、
絶
望
の
淵
か
ら
人

間
を
救
う
力
を
持
っ
て
い
る
。
残
念
な

が
ら
こ
う
し
た
仏
教
の
す
ば
ら
し
い
教

え
を
理
解
し
て
い
る
国
民
は
少
数
派
だ
。

寺
の
檀
信
徒
で
す
ら
聞
い
た
こ
と
の
な

い
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
で
は
信
教
の
自
由
ゆ
え
に
子
ど
も

た
ち
が
公
教
育
で
宗
教
を
学
ぶ
機
会
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
特
定
の
宗

教
を
信
じ
込
ま
せ
る
こ
と
と
宗
教
を
学

ぶ
こ
と
は
同
等
で
は
な
い
。
カ
ル
ト
集

団
な
ど
ま
が
い
物
の
宗
教
に
引
き
込
ま

れ
る
大
学
生
が
後
を
絶
た
な
い
中
、
寺

の
僧
侶
が
心
の
救
済
を
目
指
す
宗
教
の

あ
り
方
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
い
く

こ
と
も
今
後
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。

　

私
事
に
わ
た
る
が
、
私
に
は
身
体
に

障
害
を
抱
え
る
長
男
が
い
る
。「
な
ぜ

自
分
の
子
ど
も
が
障
害
児
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
」「
な
ん
と
か
障
害
を

克
服
し
、
自
力
で
歩
け
る
よ
う
に
な
っ

て
ほ
し
い
」
と
思
い
悩
ん
だ
時
期
、
仏

教
と
出
会
っ
た
。
自
分
の
苦
し
み
の
原

因
は
、
息
子
の
障
害
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
障
害
を
な
く
す
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、

健
常
児
と
同
等
の
身
体
能
力
を
欲
す
る

自
ら
の
心
の
持
ち
よ
う
に
あ
る
こ
と
を

教
え
ら
れ
た
。
私
が
現
在
あ
る
の
は
仏

教
の
お
か
げ
で
あ
る
。
感
謝
の
気
持
ち

を
込
め
て
、
過
日
、
私
は
家
内
と
の
銀

婚
式
を
自
分
の
菩
提
寺
で
あ
げ
た
。

　

寺
に
と
っ
て
葬
儀
だ
け
が
布
教
活
動

の
場
で
は
な
い
。
国
民
が
寺
に
何
を
求

め
て
い
る
か
僧
侶
た
ち
は
今
一
度
考
え

直
す
べ
き
と
き
に
き
て
い
る
。

中
島　

隆
信
（
な
か
じ
ま　

た
か
の
ぶ
）

　

一
九
六
〇
年
生
ま
れ
。
慶
応
義
塾
大

学
経
済
学
部
卒
業
。

　

そ
の
後
、
内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研

究
所
上
席
主
任
研
究
官
に
就
任
。
現
在

は
慶
応
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
。
商
学

博
士
。
主
な
著
書
に『
お
寺
の
経
済
学
』

『
障
害
者
の
経
済
学
』
が
あ
る
。

中島氏による講演の様子

菩提寺による銀婚式の様子
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寺
院
と
檀
信
徒
の
現
状
と
こ
れ
か
ら

～
葬
式
の
「
お
布
施
」
が
持
つ
問
題
点
～

 

葬
送
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

　碑
文
谷　

創

１
．寺
院
の
現
状

■
無
縁
化
が
進
む
社
会

　

七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
一
万
人

以
上
行
方
不
明
と
報
道
さ
れ
た
。

　

そ
の
ほ
か
身
元
不
明
の
行
旅
死
亡
人

が
一
千
人
（
年
間
、
以
下
同
）、
縁
者

が
い
て
も
引
き
取
り
拒
否
さ
れ
た
死
者

が
約
三
万
人
と
い
う
デ
ー
タ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
「
無
縁
社
会
」
で
報
道
さ
れ
た
。
推

定
す
る
に
、
縁
者
に
遺
体
が
引
き
取
ら

れ
た
と
は
い
え
ま
と
も
に
弔
わ
れ
ず
、

死
体
処
理
さ
れ
た
人
が
十
万
人
は
い
る
。

今
、
死
亡
者
数
の
約
一
割
が
こ
う
し
た

人
々
で
あ
る
。

■
維
持
で
き
な
く
な
る
地
方
寺
院

　

宗
教
的
浮
動
層
を
抱
え
、
檀
信
徒
で

な
い
人
の
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
「
布

施
」
と
い
う
名
の
サ
ー
ビ
ス
対
価
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
の
は
東
京
を
は
じ

め
と
す
る
大
都
市
圏
の
問
題
で
あ
る
。

　

今
、
地
方
寺
院
は
都
市
化
に
よ
る
地

方
の
過
疎
化
が
一
段
と
進
ん
だ
た
め
に
、

寺
院
の
財
政
的
自
立
の
危
機
に
立
た
さ

れ
て
い
る
。
自
立
で
き
て
い
る
寺
院
は

三
割
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

檀
家
に
「
寺
を
支
え
る
」
と
い
う
意

識
は
あ
る
も
の
の
、
経
済
不
況
、
お
ま

け
に
中
心
層
が
高
齢
者
と
な
り
寺
院
維

持
の
た
め
の
寄
進
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

　

無
住
の
寺
を
い
く
つ
も
兼
務
し
て
い

る
僧
侶
も
少
な
く
な
い
。
檀
信
徒
に
と

っ
て
は
「
オ
ラ
ガ
寺
」
で
あ
る
か
ら
、

寺
の
合
併
は
ま
ま
な
ら
な
い
。

　

地
方
の
墓
か
ら
都
市
の
墓
へ
、
と
い

う
墓
の
「
改
葬
」（
引
越
し
）
は
確
実

に
増
え
て
い
る
。
だ
が
、
最
も
多
い
の

は
地
方
の
墓
の
放
置
で
あ
る
。

「
改
葬
」
は
都
市
寺
院
に
も
あ
る
。「
寺

が
嫌
い
」「
住
職
が
嫌
い
」
と
い
う
理

由
が
少
な
く
な
い
。「
墓
質
」
が
成
り

立
た
な
く
な
り
、
寺
が
「
選
ば
れ
る
時

代
」
に
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

　

六
十
年
代
か
ら
の
高
度
経
済
成
長
に

伴
う
都
市
化
、
つ
ま
り
住
民
の
地
方
か

ら
都
市
へ
の
移
動
に
際
し
、
地
方
寺
院

の
と
っ
た
態
度
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　

最
初
は
、
長
男
は
残
り
、
出
て
行
く

の
は
主
と
し
て
次
・
三
男
で
あ
っ
た
か

ら
、「
長
男
が
残
る
こ
と
で
檀
家
は
維
持

で
き
る
」
と
考
え
た
。
あ
る
曹
洞
宗
の

住
職
の
方
が
「
長
男
仏
教
」
と
言
っ
た
。

次
・
三
男
に
都
市
の
寺
を
紹
介
す
る
の

で
は
な
く
放
置
し
た
。
今
で
は
長
男
す

ら
地
元
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

２
．な
ぜ「
布
施
」が
問
題
に
な
っ
た
の
か
？

■�

地
方
出
身
者
が
宗
教
的
浮
動
層
を
形

成
し
た

　

東
京
で
檀
家
と
な
る
寺
を
も
つ
人
が

約
五
割
。
厳
し
く
見
れ
ば
三
～
四
割
。

宗
教
的
浮
動
層
の
ほ
と
ん
ど
は
地
方
出

身
者
で
あ
る
。
地
方
出
身
者
は
糸
が
切

れ
た
凧
状
態
に
あ
る
。

　

そ
の
人
た
ち
が
葬
式
を
す
る
と
、
出

身
地
の
檀
那
寺
に
は
頼
ま
ず
、
葬
儀
社

経
由
で
僧
侶
を
依
頼
す
る
。
彼
ら
は
都

会
の
僧
侶
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
「
一

見
さ
ん
」
で
あ
る
。
遺
族
の
状
況
を
聴

こ
う
と
し
な
い
し
、
死
者
の
こ
と
を
何

も
知
ろ
う
と
せ
ず
葬
式
を
行
っ
て
帰
る

僧
侶
が
少
な
く
な
い
。
檀
信
徒
以
外
の

葬
式
は
「
臨
時
収
入
」
で
あ
る
。

　

最
近
で
は
僧
侶
派
遣
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
が
あ
る
。
地
方
寺
院
住
職
で
、
自
坊

の
収
入
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
僧

侶
が
登
録
し
て
出
稼
ぎ
す
る
ケ
ー
ス
が

目
立
つ
。
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
「
明
朗

価
格
」
を
訴
え
る
。
信
士
・
信
女
二
十

万
円
、
院
号
居
士
・
大
姉
四
十
万
円
、

お
ま
け
に
「
後
か
ら
の
お
寺
の
付
き
合

い
は
不
要
で
す
」
と
断
る
始
末
で
あ
る
。

■
布
施

　

日
本
仏
教
が
中
世
末
期
・
近
世
初
頭

の
戦
国
時
代
に
民
衆
の
中
に
入
り
、
民

衆
の
支
持
を
受
け
た
の
は
、
近
親
者
の

死
と
い
う
危
機
に
あ
っ
て
、
そ
の
死
者

の
存
在
を
尊
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、

共
に
送
り
、
葬
る
作
業
を
僧
侶
が
行
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
的
な
表
現
を
す

れ
ば
、
ど
ん
な
い
の
ち
に
も
意
味
が
あ

り
、
価
値
が
あ
り
、
尊
ば
れ
る
べ
き
、

人
格
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、

そ
の
い
の
ち
の
喪
失
の
厳
し
さ
、
辛
さ
、

悲
し
さ
に
共
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
が
そ
の
ま
ま
葬
式
の
本
質
で
あ
る
。

　
「
葬
式
仏
教
」
と
言
わ
れ
る
の
は
恥

ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
人
の
生
死
に

係
わ
る
と
い
う
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で

は
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
の
現
場

に
固
着
す
る
な
ら
ば
、
死
後
だ
け
で
は

な
く
、
生
き
て
い
る
と
き
か
ら
の
関
係

が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く
る

は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
江
戸
時
代
中
期
に
宗
門
改

め
に
よ
り
檀
家
制
度
は
法
制
化
さ
れ
た
。

　

明
治
維
新
に
よ
っ
て
一
時
神
仏
分
離

政
策
で
関
係
が
壊
れ
た
が
、
一
八
九
八

（
明
治
三
十
一
）
年
の
明
治
民
法
で
家

制
度
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
追
い
風
で

定
着
し
た
。
戦
後
、
新
民
法
で
家
制
度

が
廃
さ
れ
、
都
市
化
で
基
盤
が
揺
ら
い

だ
。
今
檀
家
制
度
は
瀕
死
状
況
に
あ
る
。

　

寺
と
檀
家
と
い
う
関
係
は
、
基
本
的

に
は
住
職
で
あ
る
僧
侶
が
仏
教
の
教
え

を
説
く
と
い
う
法
施
を
行
い
、
そ
れ
を

檀
家
は
財
施
で
応
え
、
と
も
ど
も
宗
教

共
同
体
で
あ
る
寺
を
維
持
し
て
い
く
、

と
い
う
関
係
に
あ
る
。

　

死
者
は
日
常
よ
く
知
っ
た
檀
信
徒
で

あ
っ
た
か
ら
、
死
者
に
ふ
さ
わ
し
い
戒

名
（
法
名
）
を
考
え
て
授
与
し
た
。
死

パ
ネ
リ
ス
ト
特
別
寄
稿
③



2010年11月1日7 ZENBUTSU

者
を
送
る
と
い
う
こ
と
は
宗
教
者
、
遺

族
で
あ
る
檀
家
、
地
域
共
同
体
に
と
っ

て
も
一
大
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

■
「
布
施
」
を
巡
る
不
幸

　

と
こ
ろ
が
二
つ
の
不
幸
が
あ
っ
た
。

　

一
つ
は
戦
後
、
農
地
解
放
で
寺
は
地

主
と
し
て
保
有
し
て
い
た
土
地
を
剥
奪

さ
れ
、
主
要
な
財
源
を
失
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
主
要
な
土
地
持
ち
の
檀
家
総
代

も 

没
落
し
た
。
寺
は
財
政
に
窮
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
高
度
経
済
成
長
。
こ
れ

は
経
済
の
民
主
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ

れ
ま
で
は
院
号
を
望
め
な
か
っ
た
人
た

ち
も
平
等
に
院
号
を
要
求
し
始
め
た
。

　

寺
院
は
そ
れ
ま
で
社
会
階
級
に
応
じ

て
寺
院
へ
の
貢
献
度
を
は
か
っ
て
い
た

も
の
が
、
お
金
に
窮
し
、「
そ
れ
相
応

の
金
銭
的
貢
献
が
あ
れ
ば
」
と
取
引
に

応
じ
、
正
式
で
は
な
い
が
「
院
号
料
」

な
る
も
の
が
誕
生
し
た
。

　

事
実
、
東
京
の
あ
る
寺
院
の
墓
地
で

は
一
九
六
五
年
頃
を
境
に
、主
流
が「
信

士
・
信
女
」
か
ら
「
院
号
居
士
・
大
姉
」

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
が「
お
経
料
」「
戒
名（
法
名
）料
」

発
生
の
経
緯
で
あ
り
、「
布
施
」
で
あ
る

べ
き
も
の
の
「
料
金
」
化
の
経
緯
で
あ
る
。

「
料
金
」
で
あ
れ
ば
「
安
い
」
を
望
む
の

が
消
費
者
心
理
。
今
度
は
「
寺
の
費
用

が
高
い
」
と
い
う
非
難
に
な
っ
た
。

■
寺
の
問
題
点

　

寺
が
戦
後
の
財
政
的
な
困
窮
を
背
景

に
し
た
と
は
い
え
、
仏
事
と
し
て
葬
式

を
行
う
こ
と
、
檀
信
徒
の
寺
へ
の
貢
献

を
判
断
し
院
号
等
を
信
仰
的
尺
度
で
授

与
す
べ
き
も
の
を
、
お
金
の
高
で
判
断

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
全
て
の
寺
院
に
当
て
は
ま
る
こ
と

で
は
な
い
。
地
方
で
は
「
戒
名
料
」
が

な
い
寺
院
も
少
な
く
な
い
し
、
寄
進
の

額
に
よ
ら
ず
、
檀
信
徒
で
あ
れ
ば
等
し

く
院
号
を
す
べ
て
に
授
与
し
て
い
る
寺

院
も
あ
る
。

　

問
題
は
寺
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

「
立
派
」
と
言
わ
れ
る
戒
名
（
法
名
）

を
信
仰
抜
き
に
金
で
求
め
た
民
衆
の
浅

は
か
さ
も
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ド
品
を
買
い
漁
る
心
理
と
共
通

し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

第
二
に
寺
院
が
反
省
す
べ
き
こ
と
は
、

戒
名
（
法
名
）
が
歴
史
的
に
も
っ
て
い

た
差
別
性
で
あ
る
。
こ
の
負
の
歴
史
に

目
を
瞑
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

３
．寺
院
の
こ
れ
か
ら

■
寺
の
課
題

① 

布
施
は
寺
の
活
動
を
支
え
る
た
め
の

お
金
で
あ
る
な
ら
ば
、
寺
院
の
活
動

を
檀
信
徒
や
地
域
に
も
っ
と
見
え
る
、

感
じ
る
よ
う
な
も
の
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。

② 

寺
を
住
職
だ
け
の
も
の
か
ら
檀
信
徒

の
も
の
、
宗
教
共
同
体
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
住
職
個
人
に
依
存
す
れ
ば
、

そ
の
住
職
の
限
界
に
寺
は
規
定
さ
れ
る
。

③ 

寺
の
会
計
の
公
開
で
あ
る
。
寺
は
言

う
ま
で
も
な
く
住
職
の
個
人
財
産
で

は
な
く
、
宗
教
法
人
で
あ
る
。

④ 

僧
侶
が
葬
式
に
携
わ
る
な
ら
ば
、
死

と
は
何
か
、
そ
れ
は
家
族
に
何
を
も

た
ら
す
か
、
僧
侶
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
入
れ
て
学
習
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

⑤ 

葬
儀
会
館
で
遺
族
が
挨
拶
に
来
な
い

と
怒
っ
た
僧
侶
が
い
る
。
な
ぜ
自
ら

足
を
運
ば
な
い
の
か
。
自
死
者
の
葬

式
で
「
自
死
は
い
け
な
い
」
と
い
う

法
話
を
し
た
僧
侶
、葬
儀
会
館
で「
ご

本
尊
が
な
い
」
と
葬
儀
社
に
不
手
際

の
よ
う
に
怒
っ
た
僧
侶
。
そ
れ
ほ
ど

大
事
な
本
尊
を
自
ら
も
っ
て
い
か
な

い
の
か
。
仏
事
に
寺
が
責
任
を
も
た

な
い
で
ど
う
す
る
。

⑥
寺
院
の
開
放
性
を
高
め
る
こ
と
。

⑦ 

寺
と
寺
の
協
働
で
あ
る
。
地
方
と
都

市
の
寺
の
協
働
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
地
域
の
寺
同
士
の
協
働
で
あ
る
。

地
方
寺
院
と
都
市
寺
院
が
協
働
し
な

い
と
都
市
の
宗
教
的
浮
動
層
は
増
え

る
一
方
、
地
方
寺
院
は
疲
弊
す
る
一

方
で
あ
る
。

⑧ 

世
襲
制
が
寺
院
維
持
に
貢
献
し
た
面

は
確
か
に
あ
る
が
、
弊
害
を
も
た
ら

し
、
自
覚
の
な
い
大
規
模
寺
院
の
一

部
後
継
僧
侶
が
贅
沢
三
昧
し
て
い
る

こ
と
が
批
判
を
呼
ん
で
い
る
。

■
九
割
を
切
っ
た
仏
式
葬
儀

　

仏
式
葬
儀
は
長
く
九
十
五
％
前
後
を

推
移
し
て
き
た
。
し
か
し
二
〇
〇
七
年

の
日
本
消
費
者
協
会
調
査
で
は
じ
め
て

八
十
九
・
五
％
と
九
割
を
切
っ
た
。
仏

式
葬
儀
が
当
た
り
前
で
な
い
時
代
が
す

ぐ
そ
こ
に
き
た
。

　

地
方
で
は
、
四
十
～
五
十
代
の
僧
侶

の
危
機
意
識
が
強
い
。
生
き
残
れ
る
か
、

と
真
剣
に
心
配
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち

社
会
か
ら
放
置
さ
れ
、
次
第
に
姿
を
消

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念

し
て
い
る
。
こ
の
危
機
感
が
仏
教
界
全

体
で
共
有
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

碑
文
谷　

創
（
ひ
も
ん
や　

は
じ
め
）

　

一
九
四
六
年
岩
手
県
生
ま
れ
。

　

東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
士
課
程
中

退
。

　

一
九
九
〇
年
に
表
現
文
化
社
設
立
。

　

現
在
、
雑
誌
『
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ⅰ
』
編
集
長
。

主
な
著
書
に
『「
お
葬
式
」
は
な
ぜ
す

る
の
？
』『
死
に
方
を
忘
れ
た
日
本
人
』

『
葬
儀
概
論
』
な
ど
が
あ
る
。

碑文谷氏による講演の様子



2010年11月1日 8

あ
ら
た
め
て
「
お
布
施
」
に
つ
い
て

 

芥
川
賞
作
家

　臨
済
宗
妙
心
寺
派
僧
侶

　玄
侑

　宗
久

　

今
回
、
イ
オ
ン
が
葬
儀
の
お
布
施
の

基
準
額
を
示
し
た
こ
と
で
、
各
界
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
反
応
が
あ
り
、
と
う
と
う

全
日
本
仏
教
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ま
で
開
か
れ
た
。
そ
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
直
前
に
、
イ
オ
ン
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
か
ら
基
準
額
を
削
除
し
た
わ
け
だ

が
、
一
連
の
流
れ
の
中
で
少
な
か
ら
ず

発
言
を
求
め
ら
れ
た
者
と
し
て
、
あ
ら

た
め
て
「
お
布
施
」
に
つ
い
て
、
思
う

こ
と
を
書
い
て
み
た
い
。

　

ま
ず
今
回
の
こ
と
は
、
二
○
四
○
年

ま
で
増
え
続
け
る
と
云
わ
れ
る
葬
儀
が
、

大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
現
状
を
は
っ
き
り
見
せ
つ

け
る
出
来
事
だ
っ
た
。
イ
オ
ン
に
か
ぎ

ら
ず
、
こ
こ
数
年
、
葬
祭
業
に
進
出
す

る
企
業
は
多
い
。
も
ち
ろ
ん
葬
祭
に
つ

い
て
の
技
術
的
蓄
積
な
ど
は
な
く
、
い

わ
ば
こ
れ
ま
で
地
域
に
根
ざ
し
た
や
り

方
で
地
道
に
仕
事
を
し
て
き
た
葬
儀
屋

な
ど
を
、
組
織
化
し
て
傘
下
に
置
こ
う

と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

会
社
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
そ
の
種
の

会
社
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か

だ
と
思
う
。

　

そ
ん
な
状
況
の
な
か
、
基
本
的
に
は

都
市
部
に
多
い
、
菩
提
寺
な
ど
を
も
た

な
い
「
宗
教
的
浮
動
層
」
と
呼
ば
れ
る

人
々
に
向
け
た
や
り
方
を
、
一
律
に
全

国
展
開
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
今
回
の

問
題
だ
っ
た
と
云
え
る
。
菩
提
寺
を
も

た
な
い
人
々
に
僧
侶
を
斡
旋
す
る
機
会

の
多
い
葬
儀
屋
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ

で
自
分
た
ち
が
仲
介
し
、
僧
侶
た
ち
に

支
払
う
の
は
ギ
ャ
ラ
に
近
い
。
な
ら
ば

定
額
化
し
て
も
問
題
な
か
ろ
う
と
思
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
困

る
の
で
あ
る
。

　

全
国
の
多
く
の
地
域
に
、
ま
だ
密
接

な
寺
檀
関
係
は
残
っ
て
い
る
。
寺
と
檀

家
さ
ん
は
歴
史
的
か
つ
個
別
的
な
関
係

を
長
年
続
け
て
お
り
、
日
常
の
個
別
な

関
係
の
延
長
上
に
葬
儀
は
起
こ
る
わ
け

だ
か
ら
、
経
済
状
況
や
寺
と
の
関
わ
り

方
次
第
で
、
そ
こ
に
一
律
な
基
準
な
ど

設
け
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
都
市
部
と
地
方
の
乖
離
、

あ
る
い
は
市
場
経
済
と
宗
教
的
心
情
の

齟
齬
が
、
こ
の
問
題
の
背
後
に
は
潜
在

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
寺
と
の
関
係
も

薄
れ
、
市
場
経
済
に
馴
れ
す
ぎ
た
都
市

部
の
人
々
に
は
、
お
そ
ら
く「
お
布
施
」

と
い
う
在
り
方
が
理
解
で
き
な
く
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
定
額

化
を
否
定
す
る
私
に
浴
び
せ
ら
れ
た
の

は
、「
そ
ん
な
に
儲
け
た
い
の
か
」
と

い
う
全
く
的
外
れ
な
批
判
だ
っ
た
。

　

ど
う
し
て
逆
の
ケ
ー
ス
が
想
像
で
き

な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
我
々
僧
侶
は
、

破
産
し
た
直
後
の
家
の
葬
儀
だ
っ
て
、

フ
リ
ー
タ
ー
の
親
に
生
ま
れ
た
死
産
の

子
の
葬
儀
だ
っ
て
す
る
。
だ
か
ら
全
て

が
お
布
施
だ
と
い
う
の
は
、
最
終
的
に

は
「
何
を
か
少
な
し
と
し
、
何
を
か
多

し
と
せ
ん
。是
れ
を
謝
施
と
謂
う
」（『
荘

子
』
秋
水
篇
）
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、

額
面
に
拘
わ
ら
ず
天
か
ら
の
施
し
と
感

謝
す
る
修
行
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
、
そ
れ
な
ら

月
収
の
何
％
、
年
収
の
何
％
と
い
う
基

準
を
設
け
て
は
ど
う
か
、
な
ど
と
言
う

人
が
必
ず
い
る
の
だ
が
、
ど
う
し
て
そ

う
ま
で
し
て
、
一
定
の
基
準
を
設
け
た

い
の
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
何
で
も
シ
ス

テ
ム
化
し
た
い
の
だ
ろ
う
。
い
ろ
ん
な

人
が
い
て
い
い
で
は
な
い
か
。

　

理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
要
す
る
に
経

済
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
個
別
に

向
き
合
っ
て
い
る
時
間
な
ど
も
っ
た
い

な
い
。
考
え
ず
に
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
定
の
比
率
や
額
面
ま
で
出
そ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
ナ
マ
の
個
人
に
向
き
合

わ
な
い
こ
う
し
た
や
り
方
の
延
長
上
に
、

こ
の
夏
発
覚
し
た
百
歳
以
上
の
夥
し
い

行
方
不
明
問
題
も
起
こ
っ
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

普
通
の
寺
檀
関
係
で
あ
れ
ば
、
住
職

と
し
て
個
々
に
向
き
合
う
そ
の
時
間
が

最
も
重
大
で
あ
る
。
面
談
し
、
事
情
も

聞
き
な
が
ら
「
応
相
談
」
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
。
た
し
か
に
お
寺
に
よ
っ
て

あ
る
程
度
の
基
準
を
持
っ
て
い
る
こ
と

は
多
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、

そ
の
都
度
相
談
に
応
じ
、
最
終
的
に
は

ご
自
身
で
決
め
て
い
た
だ
く
こ
と
の
意

味
は
大
き
い
。
な
か
に
は
な
ん
と
し
て

も
沢
山
出
し
た
い
方
も
い
る
の
だ
し
、

パ
ネ
リ
ス
ト
特
別
寄
稿
④
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な
ん
と
か
額
面
を
言
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
方
も
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
沢
山

受
け
取
る
こ
と
も
あ
る
し
、
額
面
を
言

う
こ
と
も
言
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
要

す
る
に
そ
れ
は
一
律
に
は
で
き
な
い
こ

と
で
、
ど
ん
な
基
準
で
も
公
示
す
れ
ば
、

そ
れ
は
極
端
な
個
を
切
り
捨
て
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
最
近
、
私
は
生
後
九
ヶ
月
の
子

供
の
葬
儀
を
し
た
の
だ
が
、
い
っ
た
い

そ
ん
な
ケ
ー
ス
の
妥
当
な
お
布
施
な
ど
、

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
包
み
す
ぎ
て

い
た
ら
返
そ
う
と
思
い
つ
つ
も
「
お
任

せ
し
ま
す
」
と
申
し
上
げ
る
し
か
な
い
。

　

一
定
基
準
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
喜

ぶ
市
民
が
多
い
よ
う
だ
が
、
ど
う
か
宗

教
者
と
も
っ
と
親
し
く
交
わ
る
機
会
を

も
ち
、
大
企
業
か
ら
定
型
の
「
儀
式
」

を
買
い
、「
葬
儀
」
を
消
費
す
る
こ
と

の
悲
し
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ど
ん
な
地
域
も
ど
ん
な
寺
も
包
括
す
る

基
準
な
ど
あ
り
え
な
い
。「
悪
平
等
」

は
個
別
に
寄
り
添
う
気
の
な
い
大
企
業

の
、
あ
る
種
の
暴
力
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
今
回
の
問
題
の
背
後
に
は
、
一

部
高
額
の
布
施
を
請
求
す
る
ら
し
い
破

廉
恥
な
宗
教
法
人
へ
の
市
民
の
不
満
も

見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
関
係
者
に
話
を

伺
う
と
、
実
際
そ
う
い
う
お
寺
な
ど
が

複
数
あ
る
ら
し
い
か
ら
驚
い
て
し
ま
う

の
だ
が
、だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
こ
で「
布

施
」
の
価
格
化
を
認
め
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
一
部
の
そ
う
し
た
寺
が
あ
る

こ
と
は
本
当
に
慚
愧
に
耐
え
な
い
が
、

そ
れ
と
こ
れ
と
は
別
問
題
だ
と
申
し
上

げ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
申
し
上
げ
る
が
、
布
施

は
六
波
羅
蜜
の
第
一
、
仏
教
の
生
命
線

で
あ
る
。
財
施
、
法
施
の
ほ
か
に
、
和

顔
施
、
床
座
施
、
身
施
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に

し
て
も
人
と
人
と
が
直
接
出
逢
い
、
円

滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ

と
そ
の
も
の
の
名
称
で
は
な
い
か
。

　

思
え
ば
僧
侶
の
仕
事
の
第
一
は
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
人
や
時
に

は
仏
と
も
交
流
す
る
。
現
場
で
も
個
別

に
と
こ
と
ん
対
応
す
る
の
が
僧
侶
で
は

な
い
か
。
同
じ
こ
と
を
利
益
追
求
の
企

業
に
し
て
ほ
し
い
と
は
言
わ
な
い
が
、

せ
め
て
邪
魔
を
せ
ず
、
お
と
な
し
く
必

要
と
さ
れ
る
場
所
だ
け
で
や
っ
て
い
て

ほ
し
い
。

　

最
後
に
こ
う
し
た
や
り
方
に
応
じ
る

僧
侶
た
ち
の
こ
と
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。

　

地
方
の
過
疎
化
に
よ
り
、
暮
ら
せ
な

く
な
っ
た
本
物
の
僧
侶
た
ち
も
大
勢
都

市
部
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
聞
く
。
宗

教
的
浮
動
層
の
葬
儀
で
は
実
際
そ
う
し

た
僧
侶
た
ち
が
必
要
と
さ
れ
、
市
場
経

済
の
シ
ス
テ
ム
内
部
で
は
あ
る
が
、
懸

命
に
仏
縁
を
結
ぶ
努
力
を
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
望
ま
し
く
は
な
い
が
、
や

む
を
得
な
い
現
実
で
あ
る
。「
無
縁
社

会
」
と
も
呼
ば
れ
る
状
況
の
な
か
で
、

間
違
い
な
く
彼
ら
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
の
は
私
に
も
わ
か
る
。
し
か
し
…
…
。

　

し
か
し
本
当
に
そ
う
生
き
る
し
か
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

　

地
方
の
小
寺
院
で
は
生
活
で
き
ず
、

し
か
も
昔
の
よ
う
に
教
師
や
市
役
所
勤

め
な
ど
の
兼
職
も
今
は
で
き
な
い
。
そ

の
辛
い
現
状
を
知
り
つ
つ
も
、
し
か
し

私
は
無
住
に
な
っ
て
廃
れ
か
け
た
地
方

の
寺
を
見
る
た
び
、
マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま

い
の
「
浮
動
葬
式
屋
さ
ん
」
た
ち
を
想

う
の
で
あ
る
。
僧
侶
も
い
ろ
い
ろ
い
て

い
い
。
い
や
、
い
ろ
い
ろ
い
る
べ
き
だ

と
は
思
う
の
だ
が
…
…
。
難
し
い
問
題

で
あ
る
。

玄
侑　

宗
久（
げ
ん
ゆ
う　

そ
う
き
ゅ
う
）

　

一
九
五
六
年
福
島
県
生
ま
れ
。
慶
応

義
塾
大
学
文
学
部
中
国
文
学
科
卒
業
。

　

現
在
、
臨
済
宗
福
聚
寺
住
職
で
妙
心

寺
派
東
京
禅
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
。
花

園
大
学
客
員
教
授
。
二
〇
〇
一
年
に
著

書
『
中
陰
の
花
』
で
第
一
二
五
回
芥
川

賞
を
受
賞
。

玄
侑
宗
久
公
式
サ
イ
ト

http://w
w
w
.genyu-sokyu.com

/

玄侑氏による講演の様子
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布
施
の
意
味
と
現
状

　

布
施
（
ふ
せ
）
と
は
仏
教
が
成
立
し

た
二
千
五
百
年
ほ
ど
前
の
イ
ン
ド
の
言

語
で
す
。
梵
語（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）

で
は
「
檀
那
（
ダ
ー
ナ
）」
と
い
い
、

慈
し
み
の
心
を
も
っ
て
他
人
に
財
物
な

ど
を
施
す
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

布
施
に
は
「
財
施
」（
金
銭
・
衣
服
・

食
料
な
ど
の
財
を
施
す
こ
と
）「
法
施
」

（
仏
の
教
え
を
説
く
こ
と
）「
無
畏
施
」

（
災
難
な
ど
に
あ
っ
て
い
る
人
に
寄
り

添
い
、
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
）
の
三

種
が
あ
り
、
布
施
行
と
い
う
悟
り
を
開

く
た
め
の
修
行
の
一
つ
で「
六
波
羅
蜜
」

に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
仏
教
の

根
幹
的
な
実
践
行
で
も
あ
り
ま
す
。

　

葬
儀
に
お
け
る
お
布
施
に
つ
い
て
は
、

地
域
共
同
体
を
中
心
と
し
た
寺
と
檀
家

と
の
関
係
、
信
仰
の
中
で
自
ず
と
共
有

で
き
る
仕
組
み
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
金
額
に
つ
い
て
も
布
施
を
さ

れ
る
方
の
慈
し
み
の
心
に
も
と
づ
く
も

の
で
、
商
品
と
同
じ
よ
う
に
定
価
と
す

べ
き
も
の
で
な
く
、
そ
の
方
の
信
仰
に

も
と
づ
く
宗
教
的
な
行
為
で
す
。
布
施

を
さ
れ
る
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
で
き
る
範

囲
で
施
す
も
の
で
、
そ
の
金
額
に
高
い
、

安
い
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
の
方
の

地
域
や
寺
院
と
の
関
係
、
経
済
的
状
況

を
反
映
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
在
で
は
社
会
構
造
の
変

化
に
伴
う
人
口
の
流
動
化
に
よ
り
寺
と

檀
信
徒
と
の
関
係
性
が
希
薄
化
し
、
菩

提
寺
を
持
た
な
い
、
日
頃
寺
院
と
お
つ

き
あ
い
の
無
い
方
々
が
増
え
ま
し
た
。

葬
儀
の
場
に
お
い
て
も
伝
統
の
継
承
や

経
験
の
共
有
が
難
し
く
な
り
、
今
日
の

問
題
を
招
く
原
因
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
寺
院
か

ら
の
働
き
か
け
が
必
ず
し
も
充
分
と
は

言
え
ず
、
葬
儀
に
関
わ
る
会
社
等
が
僧

侶
を
紹
介
す
る
事
例
も
多
く
、
お
布
施

は
葬
儀
や
法
事
に
対
す
る
宗
教
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い

く
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
仏
教

で
は
人
生
を
「
生
老
病
死
」（
し
ょ
う

ろ
う
び
ょ
う
し
）
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

考
え
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
に
死
を
迎
え
る
か
、
を
考

え
る
事
は
、
転
じ
て
ど
の
よ
う
に
生
き

る
か
を
考
え
る
事
で
も
あ
り
ま
す
。
日

ご
ろ
の
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
に
死
を

迎
え
る
か
を
ご
家
族
や
パ
ー
ト
ナ
ー
、

寺
院
と
相
談
さ
れ
、
相
互
理
解
の
下
に

「
老
い
」「
死
」「
終
末
期
ケ
ア
」「
葬
儀
」

な
ど
の
こ
と
を
話
し
合
い
、
意
志
決
定

を
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま

す
。
お
布
施
も
そ
の
中
の
ひ
と
つ
の
プ

ロ
セ
ス
で
あ
り
、
切
り
離
し
て
考
え
る

の
は
難
し
い
の
で
は
、
と
考
え
ま
す
。

お
布
施
は
な
ぜ
問
題
に
な
る
の
か

　

全
国
に
あ
る
多
く
の
寺
院
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
な
布
施
の
精
神
に
基
づ
い

て
、
檀
信
徒
と
の
信
頼
関
係
を
築
い
て

い
る
こ
と
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
等
で
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
、
寺

院
の
方
か
ら
布
施
の
精
神
を
踏
み
に
じ

る
よ
う
な
行
為
が
実
際
に
あ
る
こ
と
は

非
常
に
重
く
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、

来
場
の
皆
様
か
ら
多
数
の
ご
批
判
、
ご

質
問
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

お
布
施
に
ま
つ
わ
る
こ
の
よ
う
な
問

題
が
発
生
す
る
背
景
に
は
、
寺
院
の
行

っ
て
い
る
諸
活
動
を
伝
え
き
れ
て
い
な

い
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
さ
ら
に
人
々

の
ご
事
情
に
対
す
る
配
慮
に
欠
け
た
対

応
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

皆
様
か
ら
の
ご
意
見
、
ご
批
判
に
耳
を

傾
け
、
そ
の
よ
う
な
事
が
な
い
よ
う
原

因
の
探
求
を
行
い
、
改
善
の
た
め
の
取

り
組
み
を
各
加
盟
団
体
と
協
力
の
も
と

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

寺
院
と
僧
侶
の
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て

　

日
本
に
お
け
る
寺
院
は
古
来
よ
り
医

療
や
教
育
な
ど
、
社
会
的
機
能
の
役
割

を
担
っ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
は
社
会

構
造
の
変
化
が
進
み
、
例
え
ば
教
育
に

つ
い
て
は
学
校
・
幼
稚
園
・
保
育
園
等

の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
移
管
し
、
宗

教
的
儀
礼
が
僧
侶
の
主
な
役
割
と
な
り

ま
し
た
。

　

世
俗
化
、
個
人
主
義
化
が
進
む
現
代

社
会
の
中
に
お
い
て
は
、
僧
侶
は
宗
教

的
儀
礼
の
み
な
ら
ず
、
自
死
や
貧
困
な

ど
の
い
の
ち
の
問
題
と
い
っ
た
社
会
的

苦
難
に
対
し
、
今
以
上
に
人
々
の
苦
し

み
・
悲
し
み
に
寄
り
添
う
事
が
期
待
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

今
回
の
お
布
施
の
問
題
を
と
お
し
て
、

寺
院
及
び
僧
侶
が
本
来
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
自
ら
を
律
す
る
意
味
か
ら
今
一
度

原
点
に
立
ち
返
り
足
元
を
見
つ
め
な
お

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
法
を
伝

え
る
者
と
し
て
、
檀
信
徒
や
社
会
の

人
々
と
の
関
係
の
中
に
お
い
て
、
布
施

の
精
神
を
具
現
化
す
る
社
会
的
責
任
が

寺
院
と
僧
侶
に
は
あ
り
ま
す
。

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
て

お
布
施
を
と
お
し
て
考
え
る
、
寺
院
と
僧
侶
の
あ
り
方

 

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
長

　戸
松　

義
晴
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事
務
総
局
録
事

　

九
月
（
十
一
日
〜
三
十
日
）

十
一
日
▼ 

ス
リ
ラ
ン
カ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
２
０
１
０
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

セ
レ
モ
ニ
ー
出
席

十
三
日
▼ 

本
会
主
催
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
葬
儀
は
誰
の
為
に
行
う

の
か
？
～
お
布
施
を
め
ぐ
る

問
題
を
考
え
る
～
」
開
催

　
　
　
　
（
於　

秋
葉
原
ダ
イ
ビ
ル
）

十
四
日
▼ 

朝
日
新
聞
岡
見
氏
・
森
本
氏

来
局

　
　
　

▼ 

民
主
党
臨
時
党
大
会
出
席

（
於　

ザ
・
プ
リ
ン
ス
パ
ー

ク
タ
ワ
ー
東
京
）

十
六
日
▼ 

第
三
回
理
事
会
、
第
二
回
評

議
員
会
・
参
与
会
（
於　

東

京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
）

　
　
　

▼ 

愛
媛
県
仏
教
会
事
務
局
長
と

面
談

十
七
日
▼ 

強
制
動
員
真
相
究
明
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
小
林
氏
来
局

十
八
日
▼ 

千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法

要
参
列
（
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
主
催
）

二
十
一
日
▼
大
和
証
券
佐
藤
氏
来
局

二
十
二
日
▼
無
料
法
律
相
談
室

二
十
三
日
▼ 

Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
公
開
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
ま
ほ
ろ
ば
の
精
神

と
イ
ス
ラ
ム
の
平
和
観
」

戸
松
事
務
総
長
パ
ネ
リ
ス

ト
と
し
て
参
加
（
於　

国

立
京
都
国
際
会
館
）

二
十
四
日
▼ 

自
由
民
主
党
法
曹
団
法
律

相
談
説
明
会
出
席
（
於　

自
由
民
主
党
本
部
リ
バ
テ

ィ
三
号
）

二
十
六
日
▼ 

Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
ま
ほ
ろ
ば
大
会

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
参
加
（
大

矢
實
圓
副
会
長
出
席　

於　

奈
良
県
新
公
会
堂
）

二
十
七
日
▼
東
映（
株
）来
局

二
十
八
日
▼ 

新
日
本
法
規
出
版（
株
）来

局

　
　
　
　

▼ 

厚
生
労
働
省
人
道
調
査
室

松
本
室
長
来
局

二
十
九
日
▼ 

朝
日
ビ
ジ
ネ
ス
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
木
村
氏
来
局

　
　
　
　

▼
野
村
證
券（
株
）来
局

三
十
日
▼ 

花
ま
つ
り
事
業
推
進
委
員
会

事
前
準
備
会

　

十
月
（
一
日
〜
十
日
）

四
日
▼
局
内
会
議

　
　

▼ 

事
務
総
局
連
絡
会
議
・
懇
親
会

（
於　

仏
教
伝
道
セ
ン
タ
ー
ビ

ル
）

五
日
▼
法
華
宗
本
門
流
取
材

　
　

▼
公
益
認
定
等
委
員
会
に
相
談

　
　

▼
日
本
Ｓ
Ｃ
来
局

六
日
▼
日
蓮
宗
宗
務
院
訪
問

　
　

▼
埼
玉
県
佛
教
会
萩
野
会
長
訪
問

七
日
▼ 

中
華
民
国
九
十
九
年
国
慶
節
祝

賀
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
参
加
（
於　

ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
）

　
　

▼ 

新
日
本
法
規
出
版（
株
）渡
部
課

長
来
局

八
日
▼
第
三
回
社
会
人
権
審
議
会

　
　

▼ 

浄
土
門
主
・
総
本
山
知
恩
院
門

跡
坪
井
俊
映
猊
下
表
葬
儀
有
田

惠
宗
理
事
長
参
列
（
於　

京
都　

知
恩
院
）

　
　

▼ 

ネ
パ
ー
ル
大
使
館
レ
セ
プ
シ
ョ

ン
戸
松
事
務
総
長
出
席
（
於　

シ
ェ
ラ
ト
ン
都
ホ
テ
ル
東
京
）

　
　

▼
馬
島
浄
圭
師
・
ビ
ル
マ
僧
来
局

　
　

▼
東
映（
株
）来
局

　
　

▼
曹
洞
宗
宗
務
庁
訪
問

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

表
紙
写
真
紹
介

「
円
空
さ
ん
の
お
墓
の
お
供
え
も
の
」

　

生
涯
で
、
十
二
万
体
の
仏
像
を
彫
る
。

江
戸
時
代
に
生
き
た
、
円
空
さ
ん
と
い

う
お
坊
さ
ま
が
た
て
ら
れ
た
誓
い
で
す
。

円
空
さ
ん
が
彫
ら
れ
た
仏
像
は
、
木
の

表
情
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
と
っ
て
も
素

朴
な
仏
像
で
「
円
空
仏
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
あ
た
た
か
い
表
情
や
気
取
ら
な

い
仏
像
は
、
人
々
に
と
て
も
親
し
ま
れ
、

子
ど
も
た
ち
の
遊
び
道
具
に
な
っ
て
い

た
円
空
仏
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

全
国
を
行
脚
し
な
が
ら
仏
像
を
彫
っ

た
円
空
さ
ん
で
す
が
、
最
期
の
地
と
し

て
選
ん
だ
の
は
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た

岐
阜
県
で
し
た
。
関
市
に
は
、
円
空
さ

ん
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
秋
か
ら
冬
に

か
わ
る
頃
、
私
は
円
空
さ
ん
の
お
墓
ま

い
り
に
で
か
け
ま
し
た
。

　

円
空
さ
ん
の
お
墓
は
、
か
た
ち
を
整

え
る
こ
と
な
く
自
然
の
ま
ま
の
石
で
、

と
て
も
控
え
め
。
ま
る
で
円
空
さ
ん
そ

の
も
の
を
表
す
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ

し
て
、
お
供
え
も
の
は
ど
ん
ぐ
り
！　

大
自
然
の
中
で
修
行
を
さ
れ
て
い
た
円

空
さ
ん
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。「
あ
あ
、

円
空
さ
ん
は
本
当
に
生
き
て
い
た
ん
だ

な
ぁ
」
と
、
今
も
残
る
円
空
さ
ん
の
面

影
に
触
れ
ら
れ
る
お
墓
ま
い
り
で
し
た
。

仏
像
ガ
ー
ルR
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「葬儀は誰の為に行うのか」シンポジウム写真集パキスタン大洪水・ハイチ大地震に対して「救援基金」を寄託
　７月下旬より続くパキスタンの洪水は建国以来最悪の被害をもたらしたともいわれ、国連の推計で
は死傷者が3800人以上に達したと報告されています。また、本年１月13日にハイチ共和国（首都 ポ
ルトープランス）で発生した地震では20万人以上の方が亡くなりました。現在も、多数の被災者が
不安な生活を過ごしています。
　本会は「救援基金」よりパキスタン支援に100万円。
　ハイチ支援には既に444万3301円を支援、今回さらに加盟
団体からの指定寄付金41万8778円をBNN（仏教NGOネット
ワーク）を通じて10月８日、振り込みにて寄託いたしました。
　本会では、国内外における災害救援や人道的支援等に対し、
緊急且つ迅速な対応をすべく「救援基金」を常時開設して
おります。
　みなさまの温かい浄財、救援金を下記口座までお寄せ頂
ければ幸いです。

記
郵便振替口座
口座番号：00110−9−704834
口座名義：全日本仏教会救援基金

救援基金寄付者名（７月１日〜10月８日）
斎藤清美、斎藤家親類一同・顕本法華宗・北条仏教会（合計453,778円　順不同・敬称略）

世界宗教者まほろば大会、奈良・京都にて開催
　世界宗教者平和会議（WCRP）日本委員会（庭野日鑛理事長）
は、WCRP発足四十周年の記念事業として、９月20日から23
日まで「京都プログラム」として「イスラーム指導者会議」
を京都市内のホテルにて開催。23日には国立京都国際会館に
て公開シンポジウムを開催し、本会より戸松義晴事務総長が
パネリストとして参加した。
　また、25日から27日まで「奈良プログラム」が国内外か
ら約1300人が参加し、開催された。26日、27日には「世界
宗教者まほろば大会」が奈良県新公会堂にて開催された。本
会より大矢實圓副会長（真言律宗管長）が出席、26日夕刻の
レセプションにて祝辞を述べた。
　大会では、世界各国の宗教指導者による講演やシンポジウ
ムを踏まえて諸宗教が「まほろばの心」を理解・尊重し「そ
れぞれの宗教的伝統に基づいて祈りを捧げ、平和実現へ行動
を呼びかける」との「まほろば宣言」が採択され、諸宗教対
話による相互理解の促進が図られた。

「受け取ったその場でお弁当を広げる村人
と子どもたち （パキスタン・ノウシャラ郡）」
写真提供：シャンティ国際ボランティア会

パネルディスカッションに参加する戸松
義晴事務総長

レセプションにて祝辞を述べる大矢實圓
副会長




