
@
「
雛
郷
門
信
徒
の
つ
ど
い
」
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
ぃ
て

宗
門
で
は
、
寺
院
活
動
支
援
部
の
支
援
の
も

と
、
「
離
郷
門
信
徒
の
つ
ど
い
」
(
以
下
、
「
つ

ど
い
」
)
を
各
地
で
開
催
し
て
い
る
。
従
来
、

「
お
寺
」
の
近
く
に
定
着
し
て
い
た
門
信
徒
が

他
の
地
域
へ
と
移
動
す
る
流
れ
が
進
行
し
て
お

り
、
そ
う
し
た
方
々
と
「
お
寺
」
の
関
係
は
希

薄
化
し
、
ま
た
家
族
形
態
の
変
化
に
伴
い
「
家

け
く
<

の
な
か
で
育
ま
れ
た
伝
承
」
は
崩
れ
つ
っ
あ

る
。
こ
う
し
た
中
、
地
方
か
ら
籬
れ
て
い
っ
た

そ

方
々
を
対
象
に
、
寺
院
や
組
な
ど
を
単
位
と
し

て
、
都
市
部
に
お
け
る
「
つ
ど
い
」
を
開
催

し
、
浄
土
真
宗
と
の
繋
が
り
を
強
め
よ
う
と
試

み
ら
れ
て
い
る
。

従
来
、
こ
の
活
動
の
成
果
に
つ
い
て
、
十
分

な
検
証
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
う
た
。
そ
こ
で
、

2
0
1
5
年
4
月
か
ら
2
0
1
6
年
3
月
ま
で

の
1
年
間
に
開
催
さ
れ
た
「
つ
ど
い
」
に
お
い

て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
0
 
ア
ン
ケ
ー

ト
は
参
加
者
と
主
催
者
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て

行
っ
た
が
、
今
回
は
、
参
加
者
に
対
し
て
行
っ

た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
つ
い
て
、
横
井
桃
子

(
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
研
究
助
手
)

の
分
析
に
基
づ
き
、
分
析
結
果
の
一
部
に
つ
ぃ

て
報
告
を
行
う
。

(
報
告
の
全
体
は
寺
院
活
動
支
援
部
へ
提
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
用
い
て
中
央
寺
院
振
興
対

策
委
員
ム
=
に
お
い
て
、
 
2
0
1
6
年
2
月
.
 
9
月

の
2
度
に
わ
た
り
報
告
を
行
っ
た
)

伺
窓
会
が
で
き
る

@
調
査
の
概
要

調
査
期
問
一
2
0
1
5
年
4
月
S
2
0
1
6

年
3
月
末

調
査
主
体
一
寺
院
活
動
支
援
部

調
査
対
象
者
上
記
期
間
内
に
実
施
さ
れ
た妬

「
離
郷
門
信
徒
の
つ
ど
い
」

団
体
の
参
加
者
1
1
2
9
名

調
査
方
法
一
ア
ン
ケ
ー
ト
票
の
一
斉
配
布
に

よ
る
質
問
紙
調
査

調
査
内
容
社
会
的
属
性
(
年
齢
性
別
)
、

同
行
者
会
場
ま
で
の
所
要
時

問
、
参
加
回
数
つ
ど
い
で
楽

し
み
に
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ど

い
に
期
待
す
る
こ
と
、
所
属
寺

に
関
す
る
こ
と
、
仏
壇
に
関
す

る
こ
と
、
墓
に
関
す
る
こ
と
、

@
参
加
回
数
に
つ
い
て
1
5
回
以
上
の
参
加
の
方
も
多
い
ー

こ
れ
ま
で
に
参
加
し
た
回
数
を
た
ず
ね
る

と
、
図
1
の
よ
う
に
な
っ
た
。
「
つ
ど
い
」
の

開
催
が
近
年
広
が
り
つ
つ
ぁ
り
、
新
し
く
開
催

し
始
め
た
主
催
団
体
も
多
い
(
2
0
1
5
年
度

開
催
郭
件
中
、
新
規
開
催
団
体
が
巧
件
)
た
め
だ

ろ
、
つ
、
参
加
回
数
が
1
度
と
い
う
回
答
が
半
数

近
く
を
占
め
た
。
一
方
で
、
 
5
回
以
上
参
加
し

て
い
る
と
い
う
回
答
も
釦
・
8
%
に
の
ぼ
っ
て

お
り
、
継
続
的
に
参
加
し
て
い
る
方
の
多
さ
も

確
認
で
き
る
。

葬
儀
に
関
す
る
こ
と

@
住
職
に
会
い
、
法
要
に
参
加
す
る
楽
し
み

「
つ
ど
い
」
開
催
あ
た
っ
て
、
主
催
団
体
側

に
は
や
は
り
「
多
く
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ

き
た
い
^
^
来
て
い
た
だ
い
た
方
に
満
^
し
て

い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
参
加
者
の
二
ー
ズ
を
確
か
め
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
つ
ど
い
」
で

楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
と
を
た
ず
ね
る
質
問
が

設
け
ら
れ
た
。

分
析
し
た
と
こ
ろ
、
図
2
の
結
果
が
得
ら
れ

た
。
同
郷
の
人
と
ム
=
え
る
こ
と
や
出
身
地
の
こ

と
を
話
せ
る
と
い
っ
た
「
故
郷
」
に
関
す
る
回

答
も
多
い
が
、
最
も
数
値
が
高
か
っ
た
の
は

「
住
職
と
会
う
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
そ
の

他
」
に
付
し
た
自
由
記
述
欄
に
は
、
「
法
話
を

聞
く
の
が
楽
し
み
」
「
法
事
が
で
き
る
喜
び
」

な
ど
と
多
数
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
「
つ
ど
い
」

で
住
職
に
会
い
、
法
要
に
参
加
し
法
話
を
聞
く

と
い
う
こ
と
が
、
「
つ
ど
い
」
の
重
要
な
要
素

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
0

無
回
答

モ
の
他

同
郷
の
人
と
会
話

出
身
地
の
話
題

家
族
巍
戚
と
会
う

住
職
と
会
う

方
で
の
会
話

@
所
属
寺
に
行
っ
た
一
」
と
が
な
い
ヲ
ど
い
」
へ
の
参
加
者

図
3
は
、
「
所
属
寺
へ
の
参
拝
頻
度
」
の
結

果
で
あ
る
0
「
1
年
に
1
回
」
と
い
う
回
答
が

も
っ
と
も
多
い
。
一
方
で
、
フ
・
飴
%
の
方
が

「
年
に
W
回
以
上
」
と
毎
月
の
よ
う
に
参
拝
し

て
お
り
、
参
拝
頻
度
は
「
1
年
に
1
回
」
を
中

心
に
ほ
ぼ
左
右
対
称
の
山
型
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
興
味
深
い
の
は
約
9
%
の
方
が
「
行
っ

た
こ
と
が
な
い
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
だ
。

情報コーナー
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:
多
左
年
に
"
S
●
回

三

舞
拶
少
秀
多
オ
勇
斯
一
年
に
一
回

多
■
 
N
●
に
一
回

年
に
3
回
以
上

年
傷
S
中
回

多
ψ
勿
不
定
期

「
つ
ど
い
」
に
つ
い
て
は
、
「
転
出
し
た
第
2

世
代
に
な
る
と
お
寺
と
の
繋
が
り
は
期
待
で
き

な
い
」
「
故
郷
に
い
る
時
に
お
寺
に
繋
が
っ
て

い
な
か
っ
た
方
は
来
な
い
」
と
い
う
課
題
が
、

し
ぱ
し
ぱ
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は

1
割
近
く
の
方
が
、
お
寺
に
来
た
こ
と
が
な
い

の
に
「
つ
ど
い
」
に
参
加
し
て
い
る
。
「
つ
ど

い
」
が
、
新
た
な
繋
が
り
を
作
り
出
す
き
っ
か

け
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
と
一
言
え
よ
う
。

誘
行
っ
た
こ
と
が
な
い

0
 
0

0
0

5
 
0

に
開
催
を
継
続
し
て
い
く
に
は
、
主
催
者
側
に

大
き
な
負
担
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
の
た
め
、
継

続
し
て
開
催
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で

な
い
。
そ
う
し
た
問
題
を
、
ど
の
よ
、
つ
に
ク
リ

ア
し
て
い
く
の
か
。

こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
ミ

次
回
の
主
催
者
側
ア
ン
ケ
ー
ト
の
報
告
に
お
い

て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

※
本
稿
で
掲
載
し
た
図
表
に
つ
い
て
、
 
N
は
回
答

者
数
を
表
す
。

※
「
つ
ど
い
」
で
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ

い
た
方
々
に
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※
本
稿
で
紹
介
し
た
内
容
は
、
横
井
に
ょ
る
分
析

結
果
(
「
報
告
書
」
)
の
ご
く
一
部
で
す
。
報
告

誓
で
は
、
す
べ
て
の
設
問
の
結
果
に
つ
い
て
詳

細
な
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
回
答
者
を
若

年
・
高
年
に
分
け
て
分
析
を
深
め
て
い
ま
す
。

「
報
告
書
」
全
体
に
つ
い
て
は
、
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
総
合
研
究
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

1
0

し

内
、
紛
人
が
参
拝
し
た
こ
と
が
な
い
と
答
え
た

こ
と
に
な
る
0
 
こ
の
数
字
か
ら
、
お
寺
と
の
関

係
が
薄
い
方
へ
の
ご
縁
づ
く
り
と
い
う
面
で
、

一
{
疋
の
成
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ

^
^
当
に
ご
^
に
な
り
う
る
の
力
と
い
、
つ
点
に

つ
い
て
は
、
「
継
続
的
に
お
寺
に
関
与
し
て
ぃ

く
か
」
「
ど
の
よ
う
な
ご
縁
と
な
り
う
る
か
」

に
つ
い
て
、
ま
た
^
^
し
た
こ
と
^
な
い
^
々

ど
の
よ
、
つ
な
き
っ
か
け
、
目
的
で
参
加
し

ξ
、

力た
の
か
に
つ
い
て
な
ど
、
今
儀
の
調
査
で
確
認

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
、
?
。

層
の
お
よ
そ
半
分
が
、
「
仏
壇
な
し
」
と
答
え

て
い
る
。
「
つ
ど
い
」
に
参
加
す
る
よ
う
な
、

工
疋
程
度
お
寺
と
の
繋
が
り
が
想
定
さ
れ
る

家
庭
に
お
い
て
も
、
日
常
の
中
か
ら
仏
事
が
消

滅
し
よ
、
つ
と
し
て
い
る
。
こ
、
つ
し
た
状
況
へ
の

対
策
は
急
務
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
若
年
層
翁
歳
以
下
)
に
限
定
す

る
と
、
約
巧
%
が
所
属
寺
へ
の
参
拝
経
験
を
持

た
な
い
0
 
実
数
で
言
え
ぱ
、
回
答
者
m
人
の

圃
「
仏
あ
り
」
が
駒
%

「
つ
ど
い
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
、
都
市

部
へ
出
た
方
々
の
宗
教
事
情
も
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
っ
が
、
「
仏
壇
の
有

無
」
に
つ
い
て
の
設
問
で
あ
る
。

各
種
調
査
に
お
い
て
都
市
部
で
仏
壇
を
有
す

る
家
庭
が
約
卯
S
駒
%
と
言
わ
れ
る
中
で
、

「
つ
ど
い
」
の
参
加
者
に
お
い
て
は
知
.
 
3
%

が
保
有
し
て
い
る
と
い
う
高
い
数
値
と
な
っ

た
0
 
し
か
し
、
こ
れ
を
若
年
層
(
諦
歳
以
下
)

と
高
年
層
(
釦
歳
以
上
)
に
分
け
る
と
、
若
年

圃
「
つ
ど
い
」
を
継
続
し
て
欲
し
い

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
「
つ
ど
い
」
に

期
待
す
る
こ
と
を
た
ず
ね
た
。
選
択
肢
は
、

「
継
続
」
「
多
く
の
人
の
参
加
」
「
子
や
孫
の
参

加
」
「
若
い
人
の
参
加
」
「
そ
の
他
」
の
5
つ
。

こ
の
中
で
、
約
内
%
と
い
う
高
い
数
値
を
示
し

た
の
は
、
「
継
続
」
で
あ
っ
た
。
継
続
し
て
開

催
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
を
一
尓
す
高
い
数
値

か
ら
、
「
つ
ど
い
」
が
お
お
む
ね
好
評
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

一
方
で
、
「
つ
ど
い
」
は
「
子
ど
も
た
ち
へ
、

お
念
仏
の
声
を
と
ど
け
る
た
め
に
」
と
、
理
念

か
か

を
掲
げ
、
お
寺
と
の
繋
が
り
を
「
細
い
糸
を
た

ぐ
り
、
よ
り
合
わ
せ
て
も
っ
と
太
い
糸
や
綱
に

し
て
」
い
く
こ
と
を
月
的
と
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
右
記
の
結
果
だ
け
で
「
つ
ど
い
」
の
成
果

う
た

を
語
、
つ
こ
と
は
で
き
な
い
0

こ
の
目
的
に
合
致
し
た
活
動
と
し
て
い
く
た

め
に
は
、
「
つ
ど
い
」
が
次
世
代
へ
の
繋
が
り

を
生
む
場
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

「
つ
ど
い
」
を
ど
の
よ
う
な
場
と
す
べ
き

、

はな
の
か
?
・
ま
た
「
つ
ど
い
」
と
い
う
形
態

が
、
本
当
に
効
果
的
な
方
法
な
の
か
?
さ
ら

情報コーナー
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70%
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80%
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60%
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5.65
年に5~9回
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、
、

、
心

77

「
宗
報
一
(
八
月
号
)
で
は
、
「
ア
メ
リ
カ
浄
土
真
宗
に
学
ぶ
②
1
同
性
婚
を
め
ぐ
っ
て
」

を
テ
ー
マ
に
ミ
ャ
ジ
・
タ
カ
シ
さ
ん
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は

「
宗
教
と
平
和
」
(
前
半
)
で
す
。
戦
後
七
一
卸
目
を
迎
え
ま
し
た
が
、
今
な
お
世
界
で
は

紛
争
が
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
平
和
な
世
界
の
実
現
に
浄
土
真
宗
は
ど
の
よ
う
な

役
割
を
担
え
る
の
か
。
宗
教
が
持
っ
価
値
を
発
信
す
る
こ
と
の
大
釖
さ
を
訴
え
る
ミ
ャ
ジ

さ
ん
が
、
平
和
を
め
ぐ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
親
聖
人
の
人
周
観
を
伝
え
る
こ
と
の
重
要

性
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
す
。

大
統
領
の
広
島
訪
問

今
年
の
五
月
に
オ
バ
マ
大
統
領
が
広
島
を
訪

問
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
し
ょ
、
つ
。
そ

の
際
に
大
統
領
は
、

広
島
と
長
崎
は
核
戦
争
の
夜
明
け
と
し
て
で

は
な
く
、
道
義
的
な
目
め
の
始
ま
り
と
し

て
知
ら
れ
る
だ
ろ
う

と
い
、
つ
メ
ツ
セ
ー
ジ
を
発
し
ま
し
た
0
 
こ
の

「
道
義
的
な
目
覚
め
」
(
ヨ
9
.
包
山
乏
印
片
曾
ヨ
叫
)
を

め
ぐ
つ
て
は
、
そ
れ
が
一
体
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
人
は
小
ノ

キ
ミ
(
日
本
語
訳
「
禅
と
戦
争
1
禅
仏
教
は
戦

争
に
協
力
し
た
か
』
二
0
0
 
一
年
)
と
い
う
本
を

出
版
し
て
大
変
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃

ア
メ
リ
カ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
は
な
い

身
体
性
を
と
も
な
う
座
禅
が
人
気
を
集
め
、
仏

教
・
N
含
(
禅
)
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
 
N
曾

わ

プ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ

う
な
中
、
 
N
含
が
実
は
先
の
戦
争
に
協
力
し
て

い
た
こ
と
が
本
霄
に
ょ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
自
分

へ
だ

い
だ

た
ち
が
抱
い
て
い
た
 
N
含
認
識
と
の
隔
た
り

に
、
人
び
と
は
動
揺
し
た
の
で
す
。

N
曾
に
限
ら
ず
、
浄
土
真
宗
も
戦
争
を
サ
ポ

ー
ト
し
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ア
メ

り
力
の
信
徒
の
方
も
小
ノ
な
く
あ
り
ま
せ
ん
0

「
ま
さ
か
浄
土
真
{
示
が
,
・
:
,
・
」
と
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
る
方
は
案
外
多
い
で
す
。
人
び
と
の
心
や

た
t
さ

価
値
観
に
携
わ
る
宗
教
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
に

限
ら
ず
、
戦
時
に
「
心
を
動
員
す
る
」
役
割
を

果
た
し
て
し
ま
、
?
こ
と
が
小
ノ
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
や
は
り
、
こ
う
し
た
{
示
教
が
持
つ
危
険
性

に
普
段
か
ら
注
意
を
向
け
て
お
く
こ
と
が
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。

な
く
な
い
よ
う
で
す
。
個
人
的
な
意
見
で
す

が
、
こ
の
「
道
義
的
な
目
覚
め
」
が
指
す
意
味

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

「
宗
教
と
平
和
」
の
問
題
に
つ
い
て
知
っ
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
「
道
義
的
」
と
訳
さ
れ
る
ヨ
又
巴
は
、

往
々
に
し
て
宗
教
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
ぃ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

国
家
に
ょ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
操
作

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ

宗
教
の
戦
争
協
力

と
こ
ろ
で
前
回
(
「
宗
鞍
」
八
月
号
)
も
触
れ

ま
し
た
が
、
日
系
人
は
昔
も
今
も
、
「
自
分
は

一
体
何
者
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

か
か

揺
ら
ぎ
を
抱
え
な
が
ら
過
ご
し
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
は
先
の
大
戦
の
際
も
非
常
に
顕
著
で
し

た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
外
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
、

日
本
か
ら
は
敵
国
の
ア
メ
リ
カ
人
と
見
な
さ
れ

る
。
ど
こ
に
い
て
も
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
ま

し
た
。
他
国
に
派
逓
さ
れ
た
多
く
の
ア
メ
リ
カ

以
前
、
ビ
ク
ト
リ
ア
・
プ
ラ
イ
ア
ン
(
ぐ
一
0
・

日
一
・
冨
則
二
曾
)
と
い
う
仏
教
学
者
が
、
 
N
史
一
、
、

重
要
な
点
は
、
「
人
種
の
サ
ラ
ダ
ポ
ー
ル
」

な
ど
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
民
族
が
共
存

す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
今
も
日
系
人
だ
け
で
な

<
、
多
く
の
人
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら

一
美
易
ミ
冨
マ
昌
(
宮
地
崇
)

一
九
八
四
年
ア
メ
リ
カ
・
ユ
タ
州
生
ま
れ
。
二
0
0
六
年
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
哲
学
科
卒
業
。
こ

の
間
、
慶
應
毅
塾
大
学
へ
一
年
間
留
学
。
二
0
 
二
年
、

1
B
S
 
(
米
国
仏
教
大
学
院
)
修
士
課
程
修
了
。
二
0
 
-

三
年
か
ら
二
0
一
六
年
ま
で
、
龍
谷
大
学
大
学
院
修
士
課

程
及
び
博
士
課
程
に
在
籍
。
現
在
、
本
願
寺
派
総
合
研
究

所
醐
時
職
員
、
龍
谷
大
学
研
究
生
の
傍
ら
、
浄
土
真
宗
聖

典
英
語
翻
訳
委
員
会
で
仏
典
翻
訳
な
ど
に
も
携
わ
る
。

人
兵
士
た
ち
の
な
か
で
、
日
系
人
が
ま
ず
危
険

な
戦
場
に
送
ら
れ
た
歴
史
が
そ
の
こ
と
を
物
語

つ
て
い
ま
す
0
 
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
を
常
に
持
ち
^
け

て
き
た
の
で
す
。
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ぎ
と
葛
藤
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
「
ア
メ
リ
カ
の
思
春
期
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
ア
イ
デ
ン
テ

イ
テ
ィ
が
不
確
定
な
状
況
に
悩
む
人
び
と
の
状

態
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と

つ
て
も
、
そ
の
実
態
は
本
当
に
多
様
で
す
。

い

だ
か
ら
国
家
が
、
国
民
に
同
じ
方
向
を
向
か

せ
て
国
を
動
か
そ
う
と
す
る
時
、
「
私
た
ち
は

ニ
'

一
つ
な
ん
だ
」
と
意
識
さ
せ
、
鼓
舞
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
し
ば
し
ぱ
行
わ
れ

る
の
が
、
「
共
通
の
敵
・
仮
想
敵
」
を
探
す
と

い
う
こ
と
で
す
。
共
通
の
敵
が
見
つ
か
れ
ぱ
、

自
分
た
ち
は
一
っ
に
な
れ
る
と
考
え
る
の
で

す
。
よ
く
、
宇
宙
人
が
攻
め
て
き
た
ら
地
球
人

は
争
い
を
や
め
、
互
い
に
協
力
し
合
っ
こ
と
が

で
き
る
、
な
ど
と
い
う
話
が
聞
か
れ
ま
す
が
、

そ
れ
に
近
い
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
が
「
共
通
の
敵
」
を
見
つ
け
た
最

近
の
事
例
と
し
て
、
イ
ラ
ク
戦
争
が
挙
げ
ら
れ

る
で
し
ょ
、
つ
0

イ
ラ
ク
で
は
、
大
量
破
壊
兵
器
を
理
由
に
彼

ら
を
「
共
通
の
敵
」
と
見
な
し
侵
攻
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
つ
い
に
大
母
破
壊
兵
器
は
発
見

か
0
と
う

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
犠
牲
だ
け
が
残
っ
た
事

態
に
、
ア
メ
リ
カ
国
民
も
次
第
に
国
家
に
対
し

て
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分

た
ち
の
正
幾
が
本
当
に
正
し
か
っ
た
の
か
、
問

い
始
め
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
家

を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

操
作
さ
れ
、
戦
争
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

多
様
性
の
確
保
と
宗
教
の
役
割

私
は
、
意
図
的
に
仮
想
敵
を
作
っ
て
自
己
を

確
立
し
よ
う
と
し
た
り
、
統
一
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
設
定
し
よ
う
と
い
う
態
度
に
、
そ

も
そ
も
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
無
理
な

「
ア
メ
リ
カ
人
」
像
の
押
L
つ
け
は
、
結
局
、

よ
く
あ
つ

そ
こ
に
収
ま
り
き
れ
な
い
人
び
と
を
抑
圧
し
、

排
除
さ
れ
た
人
び
と
と
の
争
い
を
生
じ
さ
せ
る

の
で
す
。

国
が
「
一
つ
に
な
ろ
う
」
と
動
く
と
き
、
{
示

教
は
そ
の
り
ク
エ
ス
ト
に
安
易
に
従
う
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
異
な
る
価
値
を
積
極
的
に
訴
え

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、

守
派
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
背
景
と
し
て
い
ま

す
。
一
神
教
的
な
価
値
観
に
ょ
っ
て
政
治
を
動

か
そ
、
つ
と
し
ま
す
。
そ
こ
に
ど
の
程
度
多
様

な
価
値
観
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ

こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
が
重
要
な
役

割
を
担
う
の
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
浄
土
真

宗
を
含
む
多
様
な
宗
教
が
、
ど
の
程
度
異
な
る

意
見
や
視
点
を
提
示
し
、
多
様
性
を
支
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り

ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
に
触
れ
る
こ
と
も

し
て
い
な
い
の
に
、
「
愚
か
だ
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
を
ア
メ
リ
カ
人
は
極
端
に
嫌
う
か
ら
で

す
。
私
も
以
前
、
あ
る
開
教
使
さ
ん
に
「
ア
メ

り
力
で
は
煩
悩
や
衛
槐
の
話
は
し
な
い
ほ
う
が

い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。
り
ク
エ
ス
ト
さ
れ
な
い
か
ら
真
宗
教
義

の
最
も
基
本
的
な
考
え
方
に
触
れ
な
い
と
い
う

姿
勢
に
は
疑
問
を
覚
え
ま
す
。
り
ク
エ
ス
ト
さ

れ
な
い
居
心
地
の
悪
い
よ
う
な
内
容
を
、

に
皆
さ
ん
に
聞
い
て
も
ら
え
る
か
、
そ
こ
が
僧

侶
の
腕
の
見
せ
所
だ
と
思
、
つ
の
で
す
。

真
宗
の
み
教
え
を
通
し
て
、
一
人
ひ
と
り
の

エ
ゴ
を
見
つ
め
、
内
省
的
に
考
え
て
行
動
す

る
、
と
い
う
態
度
が
ア
メ
リ
カ
に
は
非
常
に
欠

み
t

け
て
い
ま
す
。
肉
己
の
限
界
・
欲
望
を
見
据
え

た
と
こ
ろ
か
ら
他
者
を
認
め
合
つ
た
め
に
は
、

や
は
り
親
聖
人
の
人
間
観
は
重
要
で
す
。
大

統
領
が
述
べ
た
「
道
義
的
な
目
覚
め
」
に
つ
い

て
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
は
{
示
教
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
「
絶
対
的
に
自

「
無
明
煩
悩
」
と
い
う
人
間
観

次
号
で
も
引
き
続
き
、
「
宗
教
と
平
和
」
(
後

半
)
を
テ
ー
マ
に
、
ア
メ
リ
カ
浄
士
真
宗
の
具

体
的
な
活
動
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ

く
予
定
で
す
。

(
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
教
団
総
合
研
究
室
)

多
様
性
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
ア
メ
リ
カ

υ
み
と
う
ぽ
ん
の
う

で
親
,
聖
人
の
「
無
明
煩
悩
」
と
い
う
人
問

観
を
も
っ
と
訴
え
た
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま

お
ろ

す
。
人
間
が
根
本
的
に
「
愚
か
さ
」
や
「
自
己

中
心
性
」
を
備
え
た
存
在
だ
と
い
う
認
識
や
、

ぎ
ん
豐

そ
れ
を
「
衛
惚
」
す
る
と
い
う
態
度
は
、
国
や

宗
教
を
超
え
て
通
用
す
る
考
え
方
だ
と
信
じ
て

ま
す
。

い

残
念
な
こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
法
話
な
ど

で
「
愚
か
さ
」
や
「
自
己
中
心
性
」
、
「
衛
槐
」

97

分
が
正
し
い
」
と
い
う
正
裟
を
振
り
か
ざ
す
ア

メ
リ
カ
の
風
潮
に
異
を
唱
え
、
浄
土
真
宗
の
み

教
え
を
伝
え
つ
つ
行
動
す
る
こ
と
で
、
平
和
な

世
界
、
す
な
わ
ち
自
他
共
に
心
豊
か
な
世
界
が

実
現
さ
れ
る
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
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