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イ
ン
の
植
民
地
と
な
っ
た
際
に
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
強
制
的
に
改
宗
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
時
、
彼
ら
の
神
殿

は
破
壊
さ
れ
、
そ
の
上
に
こ
の
教
会
が

た
て
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
そ
れ
以

降
、
何
百
年
も
の
間
、
こ
の
地
域
の
人

た
ち
は
正
面
に
安
置
さ
れ
て
い
る
聖
母

マ
リ
ア
像
に
で
は
な
く
、
地
面
に
向

か
っ
て
祈
り
を
さ
さ
げ
続
け
て
い
ま
す
。

こ
の
様
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
形
の
中

か
ら
、
彼
ら
も
、
そ
し
て
私
た
ち
も
こ

の
地
に
刻
み
付
け
ら
れ
て
い
る
歴
史
を

知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、日
ご
ろ
私
た
ち
が
何

気
な
く
か
わ
し
て
い
る
挨
拶
や
季
節

ご
と
の
行
事
も
、調
べ
て
み
る
と
そ
こ

に
先
人
た
ち
の
様
々
な
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま

す
。年
ご
と
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
る
年
賀
状
も
、以
前
は
年

始
回
り
と
い
う
習
慣
で
し
た
。こ
れ
が

今
で
は
メ
ー
ル
で
の
挨
拶
に
変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
が
、年
の
初
め
に
普
段

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
方
々
だ
け
で

は
な
く
、つ
い
疎
遠
に
な
っ
て
る
方
々

と
も
心
を
つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
る
と

い
う
、大
切
な
習
慣
と
し
て
残
っ
て
く

れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

念
仏
を
称
え
る
こ
と
や
寺
や
仏
壇
に

参
る
こ
と
も
、
一
見
意
味
が
無
い
よ
う

に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
先
人
た
ち
の
思
い

を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
今
の
形

が
受
け
継
が
れ
て
き
た
理
由
を
頷
く
こ

と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
『
僧

伽
』が
そ
の
こ
と
に
少
し
で
も
お
役
に
立

て
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

受
け
継
が
れ
る
形

德　

法　

寺　

杉　

谷　
　
　

淨　

道
俗
時
衆
、共
に
同
心
に
た
だ

こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
。

　
『
正
信
偈
』

『
正
信
偈
』

親
鸞
聖
人
の
主
著
で
あ
る
『
教

行
信
証
』
の
中
に
納
め
ら
れ
て

い
る
偈
文
。

左
の
写
真
は
中
米
に
あ
る
グ
ア
テ
マ
ラ
と

い
う
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
様
子
で
す
。イ

ン
デ
ィ
オ
と
呼
ば
れ
る
マ
ヤ
系
の
先
住
民
の

人
た
ち
が
、教
会
の
地
面
に
蝋
燭
を
灯
し
、花

を
手
向
け
て
い
ま
す
。

か
つ
て
は
こ
の
地
域
の
人
た
ち
は
独
自
の

宗
教
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ス
ペ
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二
〇
一
七
年
九
月
三
日
か

ら
十
月
二
十
二
日
ま
で
珠
洲

市
で
行
わ
れ
て
い
た
奥
能
登
国

際
芸
術
祭
２
０
１
７
に
行
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
芸
術
祭
で
は
、

作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
広
く
分
散
し

て
お
り
、
す
べ
て
の
作
品
を
め

ぐ
る
と
珠
洲
市
を
一
周
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
う
え
、

作
品
が
あ
る
場
所
は
美
術
館
な

ど
の
施
設
で
は
な
く
、
多
く
が

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
学
校
や
店
、

駅
な
ど
の
建
物
で
あ
り
、
ま
た

外
浦
で
は
し
ば
し
ば
海
岸
に
置

か
れ
て
い
る
た
め
、
地
図
に

載
っ
て
い
な
い
場
所
を
求
め
て

さ
迷
う
羽
目
に
な
り
ま
す
。

私
が
珠
洲
市
に
足
を
運
ぶ
の

は
こ
れ
で
二
回
目
で
す
。
以
前

の
訪
問
は
幼
い
こ
ろ
で
あ
っ
た

の
で
ほ
と
ん
ど
何
も
覚
え
て
い

ま
せ
ん
。
交
通
の
便
が
悪
く
、

金
沢
市
と
は
違
う
文
化
を
持
つ

珠
洲
市
は
同
じ
県
で
あ
り
な
が

ら
物
理
的
に
も
心
理
的
に
も
遠

い
場
所
で
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
芸
術
祭
を
通
し
て
私
に
と
っ

て
珠
洲
市
は
忘
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
大
切
な
場
所
と
な
り
ま

し
た
。

そ
れ
は
こ
の
芸
術
祭
が
地
域

と
非
常
に
密
着
し
た
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
古
い
建
物

と
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
、
ま
た
、

昔
の
鉄
道
や
船
・
漁
具
な
ど
を

活
用
し
た
作
品
で
は
、
そ
の
場

所
に
ま
つ
わ
る
地
域
の
歴
史
や

人
々
の
記
憶
を
色
濃
く
反
映
し

て
い
ま
し
た
。
海
岸
の
作
品
は
、

珠
洲
市
の
瑠
璃
色
の
海
に
砂
浜

や
岩
場
、
そ
し
て
漂
流
物
と
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど

を
も
ひ
っ
く
る
め
て
作
品
と

な
っ
て
い
ま
す
。
設
置
さ
れ
て

い
る
現
代
ア
ー
ト
の
作
品
に
は

一
見
斬
新
で
奇
抜
に
思
わ
れ
る

も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
珠
洲
市
で
調
査
を
重
ね
、

時
に
は
地
元
の
人
々
と
共
に
作

ら
れ
た
作
品
は
、
見
て
い
る
う

ち
に
珠
洲
市
の
人
々
の
心
の
奥

底
に
触
れ
る
よ
う
な
深
い
印
象

を
残
し
ま
し
た
。

ま
た
作
品
以
外
で
も
、
開
催

期
間
を
キ
リ
コ
祭
り
な
ど
の
地

元
の
祭
り
が
随
所
で
盛
ん
な
時

期
に
重
ね
た
こ
と
や
、
飲
食
店

で
ま
つ
り
御
前
を
提
供
す
る
な

ど
地
域
の
特
色
を
楽
し
め
る
よ

う
な
企
画
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
で
も
こ
の
芸
術
祭
で

作
品
を
探
し
回
る
う
ち
に
こ
の

地
の
自
然
や
食
、
祭
り
な
ど
の

文
化
に
触
れ
、
地
元
の
人
々
と

出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
が
こ
の
芸
術
祭
で
感
じ
た

の
は
珠
洲
市
の
自
然

や
文
化
の
す
ば
ら
し

さ
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
珠
洲
市
の
風

景
と
展
示
さ
れ
て
い

る
作
品
を
と
も
に
見

て
ゆ
く
と
昔
の
賑
わ

い
が
失
わ
れ
寂
れ
る

街
、
廃
線
に
な
っ
た

鉄
道
、
か
つ
て
持
ち

上
が
っ
た
原
子
力
発

電
所
設
置
の
計
画
な

ど
、
様
々
な
問
題
が

顔
を
の
ぞ
か
せ
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
が
作

品
に
反
映
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
非
常
に
重

要
な
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
こ
う
し
た
芸
術
祭
に
必
要
な

こ
と
は
、
物
珍
し
さ
の
ア
ピ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
る
地
域
の
人
気

取
り
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
に
誰
も
が
無
関
係
と

は
い
え
な
い
事
柄
に
つ
い
て

人
々
に
考
え
さ
せ
る
装
置
と
な

る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
生
き

方
を
問
い
直
す
こ
と
に
繋
が
っ

て
ゆ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

今
回
の
芸
術
祭
が
う
ま
く
い

け
ば
三
年
後
に
二
回
目
の
芸
術

祭
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
是
非
三
年
後
も
訪
れ
て
、

珠
洲
市
や
作
品
が
ど
う
変
わ
っ

た
の
か
見
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

杉
谷　

紬

奥
能
登
国
際
芸
術
祭
２
０
１
７

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
略
歴
）

杉
谷　

紬

德
法
寺
住
職　

杉
谷
淨
の
三
女
。

現
在
北
海
道
大
学
在
学
中
。
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「
い
ま
さ
ら
党
を
捨
て
て
出
て

い
っ
た
人
た
ち
の
股
の
下
は
潜
れ

ま
せ
ん
よ
。」
と
い
う
発
言
を
覚

え
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
先
の

衆
議
院
選
挙
の
際
、
民
進
党
の

某
首
相
経
験
者
の
言
葉
で
あ
る
。

希
望
の
党
を
め
ぐ
る
ゴ
タ
ゴ
タ

の
中
で
、
数
少
な
い
潔
い
発
言

だ
っ
た
。　

こ
の「
股
の
下
を
潜
る
」は
、中

国
の
故
事
「 
韓  
信 
の 
股  
潜 
り
」
の

か
ん 
し
ん 

ま
た 
く
ぐ

引
用
で
あ
る
。

そ
の
故
事
と
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

古
代
中
国
に
韓
信
と
い
う
若

者
が
い
た
。
長
剣
を
帯
び
て
い
た

ら
乱
暴
者
に
因
縁
を
つ
け
ら
れ
、

「
お
れ
の
股
を
潜
れ
」
と
言
わ
れ

た
。
韓
信
は
喧
嘩
を
避
け
る
た

め
、
屈
辱
に
耐
え
て
そ
の
男
の
股

を
潜
っ
た
。

こ
の
辛
抱
強
い
若
者
は
、
そ
の

後
軍
事
的
天
才
と
称
さ
れ
る
大

将
軍
、斉
王
に
出
世
し
た
と
い
う
。

こ
の
故
事
は
、「
大
望
あ
る
者

は
目
先
の
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
争

わ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
し
ば

し
ば
絵
に
描
か
れ
て
き
た
。図
は

そ
の
一
枚
で
あ
る
。

先
の
政
治
家
は
、
元
の
意
味

を
分
か
っ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
ひ

ね
っ
て
使
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
な

か
な
か
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、歴
史
研
究
家
、磯
田
道

史
は
、
こ
れ
と
は
別
の
「
韓
信
股

潜
図
」を
京
都
の
古
本
屋
で
見
つ

け
た
と
い
う
。（
そ
れ
は
丸
山
応

挙
の
弟
子
、渡
辺
南
岳
の
手
に
よ

る
も
の
だ
っ
た
。）

そ
の
絵
の
上
に
は
、
別
の
手
で

一
文
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
。

古
文
書
解
読
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

で
あ
る
磯
田
は
、
さ
っ
そ
く
そ
れ

を
解
読
し
て
み
た
。

「
唐
は
唐
。
日
本
は
日
本
。
唐

の
紙
屑
ば
か
り
拾
ひ
て
日
本
の

刀
を
忘
る
る
こ
と
な
か
れ
」「
道

な
か
に
立
つ
市
人
き
り
す
て
て

股
は
く
ぐ
ら
ぬ
大
和
魂　

杏
花

園
」と
読
め
た
。

こ
の
瞬
間
、
磯
田
の
全
身
に
鳥

肌
が
立
っ
た
と
い
う
。 
杏  
花  
園 
と

き
ょ
う 

か 

え
ん

は
、 
大  
田  
南  
畝 
＝ 
蜀  
山  
人 
の
別

お
お 

た 

な
ん 

ぽ 

し
ょ
く 
さ
ん 
じ
ん

名
だ
っ
た
の
だ
。

何
と
こ
の
掛
け
軸
は
、
江
戸

時
代
の
対
中
国
感
情
を
表
す
重

要
な
歴
史
的
資
料
だ
っ
た
と
い

う
の
だ
。つ
ま
り
南
畝
は
、
中
国

の
書
物
を
紙
屑
と
呼
び
、
日
本

の
刀
を
忘
れ
る
な
と
書
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
礼
者

は
切
り
捨
て
、股
を
潜
ら
な
い
の

が
「
大
和
魂
」
で
あ
る
と
い
う
の

だ
。江

戸
期
に
日
本
の
イ
ン
テ
リ

は
脱
中
国
を
始
め
た
。
そ
の
代

表
が 
本  
居  
宣  
長 
で
あ
る
が
、彼
の

も
と 
お
り 
の
り 
な
が

国
学
の
思
想
が
後
に
日
本
の

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
の
磯
田
の
考
察
が

素
晴
ら
し
い
。

か
つ
て
日
本
は
刀
で
斬
り
捨

て
る
武
士
の
論
理
で
一
時
は
成

功
し
た
。
し
か
し
結
局
欧
米
に

打
ち
負
か
さ
れ
た
。
大
和
魂
を

叫
び
中
国
を
馬
鹿
に
し
て
韓
信

の
自
制
を
失
っ
た
日
本
は
は
っ
き

り
失
敗
し
た
。

磯
田
は
言
う
。
混
迷
す
る
国

際
社
会
の
中
で
、
今
各
国
に
求

め
ら
れ
る
の
は
、韓
信
の
股
潜
り

の
自
制
で
あ
る
と
。

そ
ん
な
歴
史
の
こ
ぼ
れ
話
を

集
め
た
味
わ
い
深
い
一
冊
で
あ

る
。

（
彰
）

本
の
紹
介（
一
）

『
日
本
史
の
内
幕
』

磯
田
道
史 

著

中
公
新
書

　

平
成
三
十
年

　
　
　
　

年
忌
法
要
の
ご
案
内

　
一
周
忌　
　
　
　

平
成
二
十
九
年
死
亡

三
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
八
年
死
亡

七
回
忌　
　
　
　

平
成
二
十
四
年
死
亡

十
三
回
忌　
　
　

平
成
十
八
年
死
亡

十
七
回
忌　
　
　

平
成
十
四
年
死
亡

二
十
五
回
忌　
　

平
成
六
年
死
亡

三
十
三
回
忌　
　

昭
和
六
十
一
年
死
亡

五
十
回
忌　
　
　

昭
和
四
十
四
年
死
亡
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時
機
相
応
の
法

像
法
の
と
き
の
智
人
も

自
力
の
諸
教
を
さ
し
お
き
て

時
機
相
応
の
法
な
れ
ば

念
仏
門
に
ぞ
い
り
た
ま
う

こ
の
和
讃
は
、
寺
で
の
報
恩

講
で
よ
く
詠
ま
れ
て
い
ま
す
の

で
お
聞
き
に
な
っ
た
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

「
像
法
」に
つ
い
て
は
左
ペ
ー

ジ
の
「
真
宗
豆
知
識
」
に
あ
る

と
お
り
で
す
。

「
智
人
」と
は「
智
慧
あ
る
人
」

と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
は
大

乗
仏
教
の
祖
と
さ
れ
る
竜
樹
菩

薩
と
『
浄
土
論
』
を
著
し
た
天

親
菩
薩
を
指
し
ま
す
。
大
乗
仏

教
を
代
表
す
る
よ
う
な
こ
の
お

二
人
で
さ
え
も
、
自
ら
の
力
で

悟
り
を
得
る
と
い
う
教
え
で
は

な
く
、
他
力
に
よ
っ
て
悟
り
を

得
よ
う
と
い
う
念
仏
の
教
え
に

帰
依
さ
れ
た
と
い
う
和
讃
で
す
。

こ
の
和
讃
の
中
で
、
親
鸞
聖

人
は
念
仏
の
教
え
は
「
時
機
相

応
の
法
」で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
の
時
代

と
こ
の
私
に
合
っ
て
い
る
教
え

で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

「
時
」は
末
法
と
い
う
時
代
で

す
。
親
鸞
聖
人
が
い
ら
し
た
鎌

倉
時
代
に
書
か
れ
た『
沙
石
集
』

に
は
当
時
の
僧
侶
の
姿
を
嘆
い

た「
末
代
は
、身
は
出
家
に
似
て
、

剃
髪
し
墨
染
め
の
衣
を
着
、
煩

悩
を
離
れ
た
清
浄
な
教
え
を
学

び
な
が
ら
、
か
え
っ
て
こ
れ
を

名
利
栄
花
を
得
る
手
段
と
し
、

出
世
を
第
一
と
し
、
冨
貴
を
得

る
こ
と
を
志
し
、
進
ん
で
国
師

と
な
り
、
望
ん
で
高
官
を
貪
る
。

実
に
末
代
の
道
義
の
衰
え
は
悲

し
い
こ
と
で
あ
る
。」と
い
う
一

節
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
僧
侶

が
だ
ら
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
末
法
で
あ
る
と
い
う

証
拠
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
末

法
で
あ
る
こ
と
は
今
も
続
い
て

い
ま
す
。
時
代
と
共
に
考
え
方

も
環
境
も
変
わ
り
ま
す
か
ら
、

末
法
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
方
は

変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
正
し
く
あ
ろ
う
と
思
っ
て

も
、
個
人
の
想
い
を
超
え
て
時

代
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
と
い
う

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
様
な
時
代
に
相
応
す
る
教

え
が
念
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

「
機
」
は
人
の
有
り
様
で
す
。

法
然
上
人
は
ご
自
身
を
「
愚
痴

の
法
然
房
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
し
、
親
鸞
聖
人
は
「
愚

禿
釋
親
鸞
」
と
お
っ
し
ゃ
り
ま

す
。「
愚
痴
」
と
は
「
無
知
」
と

も
言
い
、
仏
の
智
慧
か
ら
最
も

遠
い
者
の
こ
と
で
す
。
念
仏
の

教
え
は
、
こ
の
様
な
「
機
」
の

者
に
相
応
し
て
い
る
の
で
す
。

最
も
仏
か
ら
遠
い
者
で
さ
え
救

う
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
者

が
救
わ
れ
る
教
え
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
念

仏
の
教
え
は
、
す
べ
て
の
時
代

の
す
べ
て
の
人
に
対
応
し
て
い

く
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。月

忌
参
り
で
蓮
如
上
人
の

「
末
代
無
知
」と
い
う『
御
文
』が

読
ま
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
こ
の

「
時
機
」
の
こ
と
で
す
。

こ
の
様
な
教
え
が
お
釈
迦
様

の
頃
か
ら
あ
っ
た
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
数
え
切
れ
な
い
人
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。
時
代
は
常
に
変

化
し
ま
す
か
ら
、
教
え
も
常
に

変
化
し
続
け
ま
す
。
そ
し
て
今

も
多
く
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

決
し
て
完
成
す
る
こ
と
の
な
い

教
え
が
求
め
ら
れ
続
け
形
作
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
努
力

が「
時
機
相
応
の
法
」な
の
で
す
。

三
月
か
ら
下
記
の
仏
教
講
座

を
德
法
寺
で
行
い
ま
す
。
お
釈

迦
様
か
ら
今
日
ま
で
、
イ
ン
ド

で
ど
の
よ
う
に
仏
教
が
変
化
し

て
き
た
の
か
を
知
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
五
十
四
回

德
法
寺

杉　

谷　
　
　

淨

德
法
寺

　

仏
教
入
門
講
座
①

　

イ
ン
ド
仏
教
史

　

講
師
は
德
法
寺
住
職 

杉
谷
淨
で
す
。
毎
回
終
了

後
に
質
問
の
時
間
が
あ
り

ま
す
。
資
料
は
、
主
に
中

村
元 
元
東
京
大
学
教
授

の
著
作
を
参
考
に
し
て
い

ま
す
の
で
、
特
定
の
宗
派

に
偏
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
自
分
の
宗
旨
に
関

係
な
く
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

年
九
回
の
講
座
で
、十
五

回
ほ
ど
の
予
定
で
す
。

　

三
月
か
ら
十
一
月
ま
で

の
年
九
回
、
毎
月
二
十
一

日
の
午
後
七
時
半
か
ら
九

時
ご
ろ
ま
で
の
講
座
で
す
。

毎
回
資
料
を
お
配
り
し
ま

す
。
欠
席
さ
れ
た
方
に
も
、

後
日
お
渡
し
で
き
ま
す
。

　

第
一
回
目
は
、序
章「
現

在
の
仏
教
各
宗
派
と
基
本

用
語
の
説
明
」
で
す
。

　

参
加
費
は
お
賽
銭
の
み

で
す
。
お
気
軽
に
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。



(５) 僧伽（サンガ）【第１００号 記念号】

三
木
清
は
、
一
八
九
七
年
、

現
在
の
兵
庫
県
た
つ
の
市
に
生

ま
れ
た
。
浄
土
真
宗
と
の
出
会

い
は
、
第
一
高
等
学
校
の
在
学

中
で
あ
っ
た
。
真
宗
大
谷
派
僧

侶
の
近
角
常
観
の
歎
異
抄
の
講

義
を
聴
き
に
通
っ
て
い
た
と
い

う
。高

校
時
代
の
こ
の
経
験
が
、

三
木
に
哲
学
を
専
攻
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。
京
都
帝
国
大
学
に

進
学
し
た
彼
は
、
西
田
幾
多
郎

に
学
ん
だ
。さ
ら
に
、
一
九
二
二

年
か
ら
一
九
二
五
年
ま
で
ド
イ

ツ
に
留
学
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

師
事
し
た
。

彼
の
研
究
対
象
は
、
実
存
主

義
哲
学
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
、

マ
ル
ク
ス
主
義
・
・
・
と
幅
広

い
。
特
に
帰
国
後
の
パ
ス
カ
ル

研
究
は
有
名
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
る
と
順
風
満
帆

の
学
者
人
生
の
よ
う
で
あ
る
が
、

彼
の
人
生
は
次
第
に
時
代
の
波

に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
。

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）

に
日
本
共
産
党
に
資
金
を
提
供

し
た
嫌
疑
で
検
挙
さ
れ
、
豊
多

摩
刑
務
所
に
拘
留
さ
れ
た
。
こ

の
時
は
執
行
猶
予
付
き
の
判
決

で
、
半
年
後
に
釈
放
さ
れ
る
。

し
か
し
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の

昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
年
）

に
は
、
治
安
維
持
法
違
反
の
被

疑
者
の
友
人
を
助
け
、
再
び
投

獄
さ
れ
た
。

そ
の
年
の
九
月
二
六
日
に
独

房
の
寝
台
か
ら
転
が
り
落
ち
て

死
亡
し
て
い
る
の
を
発
見
さ
れ

た
。
享
年
四
八
歳
だ
っ
た
。
そ

れ
は
終
戦
か
ら
約
一
ヶ
月
後
の

こ
と
だ
っ
た
。

本
書
は
、
子
安
宣
邦
（
日
本

思
想
家
）
が
、
疎
開
先
に
残
さ

れ
た
三
木
の
遺
稿
を
解
読
し
、

復
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
波
乱

万
丈
の
人
生
の
終
わ
り
に
、
彼

が
再
び
向
き
合
っ
た
の
は
、
若

き
日
に
親
し
ん
だ
親
鸞
思
想

だ
っ
た
。

こ
の
遺
稿
を
読
む
と
、
晩
年

彼
が
特
に
惹
か
れ
た
の
は
、
親

鸞
の
末
法
思
想
（「
真
宗
豆
知

識
」
参
照
）
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。

親
鸞
の
言
う
罪
の
自
覚
と
は
、

自
己
を
末
法
を
生
き
る
者
と
し

て
自
覚
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
三

木
は
そ
の
こ
と
を
重
要
視
し
、

人
間
の
自
覚
が
、
歴
史
的
自
覚

と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
繰
り

返
し
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
に
、
彼
の
不
遇
な
生
涯

を
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
の
は

早
計
だ
ろ
う
か
。
三
木
清
と
い

う
早
熟
な
天
才
思
想
家
の
頭
の

中
は
、
凡
人
に
は
推
し
量
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
世
が

世
で
あ
れ
ば
、
彼
は
日
本
を
代

表
す
る
偉
大
な
哲
学
者
と
な
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た

彼
が
も
う
少
し
生
き
な
が
ら
え

る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
戦
後

の
日
本
の
思
想
界
を
牽
引
す
る

存
在
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

彼
も
ま
た
末
法
を
駆
け
抜
け

た
一
人
の
念
仏
者
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
近
角
常
観
を
介
し

て
浩
々
堂
の
グ
ル
ー
プ
と
も
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼

の
親
鸞
理
解
に
は
近
代
教
学
の

影
響
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ

る
。
し
か
し
同
じ
こ
と
を
述
べ

て
い
て
も
、
彼
ら
と
は
一
味
違

う
奧
深
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
の

は
、
私
の
偏
見
だ
ろ
う
か
。（彰

）

本
の
紹
介（
二
）

『
三
木
清
遺
稿

　
　

 
「
親
鸞
」』

子
安
宣
邦 

編

白
澤
社

　

こ　
や
す
の
ぶ
く
に

正
像
末
滅
の
法

　

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら

れ
て
か
ら
の
時
代
を
、正
法
・

像
法
・
末
法
・
滅
法
に
分
け

る
考
え
方
で
す
。

　

こ
れ
に
は
諸
説
あ
り
ま

す
が
、
正
法
と
は
お
釈
迦
様

の
遺
徳
が
伝
わ
っ
て
い
る

時
代
で
、
自
ら
の
努
力
で
悟

り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
様
な
時
代
が
お

釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
て

か
ら
五
百
年
か
ら
千
年
間

続
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

像
法
は
遺
徳
が
衰
え
、
教

え
は
伝
わ
っ
て
い
る
も
の

の
、
誰
も
悟
り
を
得
る
こ
と

が
出
来
な
く
な
っ
た
時
代

で
す
。
し
か
し
、
な
ん
と
か

悟
り
を
得
る
た
め
に
、
読
経

が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
仏
教
を

研
究
す
る
者
が
増
え
た
り

し
ま
す
。
そ
の
た
め
の
塔
や

寺
が
多
く
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
時
代
も
千
年
続
い

た
と
さ
れ
ま
す
。

　

末
法
は
遺
徳
が
ほ
と
ん

ど
伝
わ
ら
な
く
な
っ
た
た

め
、
教
え
は
伝
わ
っ
て
い
る

の
に
、
僧
侶
は
戒
律
を
修
め

る
こ
と
も
で
き
ず
、
互
い
に

争
い
ば
か
り
を
起
こ
し
て

し
ま
う
時
代
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
親
鸞
聖
人
や
私
た
ち

の
時
代
が
こ
れ
で
す
。

　

滅
法
と
は
文
字
通
り
法

が
滅
ぶ
時
代
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
『
正
信
偈
』

の
中
で
道
綽
禅
師
が
「
像
末

法
滅
の
者
を
同
じ
く
慈
悲

を
も
っ
て
導
い
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
」
と
讃
え
て
い

ま
す
。

真
宗
豆
知
識



(６)僧伽（サンガ）【第１００号 記念号】

常
徳
寺　

西 
山　

彰　

僧
伽
は
平
成
五
年
の
春
号
か

ら
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
私
が
三

十
二
歳
で
住
職
に
就
任
し
た
時

期
に
重
な
る
。
僧
伽
の
歴
史
は
、

私
の
住
職
の
歴
史
で
も
あ
る
。

こ
の
二
十
五
年
間
、
実
に
様
々

な
こ
と
が
あ
っ
た
。
阪
神
淡
路
大

震
災
、オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
、同

時
多
発
テ
ロ
、
東
日
本
大
震
災

な
ど
、
書
き
出
せ
ば
き
り
が
な

い
。
私
の
周
り
に
限
っ
て
み
て
も
、

母
親
の
他
界
、
長
男
の
誕
生
、
父

親
の
他
界
、寺
の
修
復
、等
々
、い

ろ
い
ろ
あ
っ
た
。

僧
伽
は
そ
の
間
、
た
だ
の
一

度
も
休
む
こ
と
な
く
、
年
四
回

の
ペ
ー
ス
で
発
行
さ
れ
続
け
た
。

数
々
の
出
来
事
が
、
直
接
的
に
、

ま
た
は
間
接
的
に
記
事
に
反
映

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

平
成
は
今
ま
さ
に
幕
を
閉
じ

よ
う
と
し
て
い
る
。
結
果
的
に

本
紙
は
、
こ
の
時
代
に
住
職
と

し
て
生
き
た
者
の
内
面
を
綴
る

膨
大
な
記
録
と
な
っ
た
。
発
行

当
初
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

記
念
す
べ
き
百
号
は
、
く
し

く
も
正
像
末
史
観
特
集
の
よ
う

な
形
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
時
代
と

人
と
の
不
可
分
な
関
係
を
教
え

る
も
の
で
あ
る
。偶
然
に
し
て
も
、

で
き
す
ぎ
た
偶
然
で
あ
る
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
飽
き
っ

ぽ
い
私
が
こ
の
よ
う
な
活
動
を

続
け
ら
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に

杉
谷
淨
氏
の
温
厚
な
性
格
と
粘

り
強
い
努
力
の
た
ま
も
の
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
深
く
感
謝

し
て
い
る
。◆　

◆　

◆

德
法
寺　

杉 
谷　

淨　

二
十
五
年
間
よ
く
続
い
た
な
、

と
い
う
の
が
正
直
な
気
持
ち
で

す
。
こ
の
間
、
発
行
当
初
か
ら

こ
の
「
僧
伽
」
を
応
援
し
て
く

れ
て
い
た
、
父
や
母
も
見
送
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
父
の
眼

か
ら
見
れ
ば
、
つ
た
な
い
私
の

文
章
が
載
っ
て
い
る
こ
の
「
僧

伽
」
を
カ
バ
ン
に
入
れ
て
、
一

緒
に
配
っ
て
く
れ
て
い
た
日
の

こ
と
を
、
今
さ
ら
な
が
ら
に
思

い
出
し
ま
す
。
父
や
母
だ
け
で

は
な
く
「
僧
伽
」
を
応
援
し
て

下
さ
っ
て
い
た
た
く
さ
ん
の
ご

門
徒
の
方
々
や
先
生
方
か
ら
も
、

既
に
お
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来

な
く
な
り
ま
し
た
。
二
十
五
年

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
時
間
な

の
で
す
ね
。

一
方
で
、
こ
の
「
僧
伽
」
を

御
縁
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の

方
々
と
も
知
り
合
う
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。「
自
分
色
」
の
コ
ー

ナ
ー
に
文
章
を
寄
せ
て
下
さ
っ

た
た
く
さ
ん
の
方
々
に
も
感
謝

し
て
い
ま
す
。

も
う
二
人
の
外
孫
の
爺
で
す

し
、
今
は
大
学
生
の
息
子
も
来

年
に
は
金
沢
に
帰
っ
て
来
る
こ

と
で
し
ょ
う
か
ら
、
後
し
ば
ら

く
と
い
う
思
い
で
も
う
少
し
続

け
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◎
春
彼
岸
法
要

三
月
二
十
一
日
（
水
・
祝
）

午
後
二
時
よ
り

◆
德
法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
︱
四

　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

http://tokuhou-ji.com
/

　

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

　
　

杉
谷
淨

　

ツ
イ
ッ
タ
ー

 
榎
榎 
t
o
k
u
h
o
u
j
i

◎
徳
法
寺
仏
教
入
門
講
座

イ
ン
ド
仏
教
史

三
月
〜
十
一
月
の
二
十
一
日

午
後
七
時
半
か
ら

◎
春
彼
岸

　

春
彼
岸
芝
山
佳
範
沈
金作品

展

三
月
十
七
日（
土
）〜

二
十
五
日（
日
）　

◎
春
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

　

三
月
二
十
一
日（
水
・
祝
）

　

午
後
二
時
よ
り

　

講
師　

藤
原
千
佳
子
師

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
德
法
寺
）

各
寺
の
ご
案
内

僧
伽
百
号
に
寄
せ
て

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

一
月
二
日（
火
）

　

二
月
六
日（
火
）

　

三
月
六
日（
火
）

　

F
M-

N
1（
七
十
六
･

三
M
H ｚ
）で
午
後
一
時
半

か
ら
一
時
間
放
送
し
ま
す
。

番
組
名
は「
生
活
一
番
シ
ャ

ト
ル
便　

住
職
の
よ
も
や

ま
話
」
で
す
。再
放
送
は
放

送
日
の
午
後
十
一
時
と
土

曜
日
の
朝
七
時
か
ら
の
二

回
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
も
聞
け
ま
す
。


