
今
年
の
六
月
の
調
査
で
、
全
国

の
二
十
～
七
十
九
歳
の
男
女
一
万

四
一
〇
〇
人
に
「
長
生
き
に
つ
い

て
」
調
査
を
実
施
。
そ
の
結
果
、

長
生
き
志
向
に
つ
い
て

「
あ
ま
り

、

し
た
く
な
い

（
二
八
・
九
％
）
を

」

含
め

「
長
生
き
し
た
く
な
い
」
と

、

答
え
た
の
は
全
体
の
四
一
・
二
％

で
し
た
。

世
代
別
で
は
六
〇
～
七
〇
代

三
（

八
・
〇
％
）
が
最
も
少
な
く
、
五

〇
代
が
四
七
・
七
％
で
最
多
で
し

た
。二

〇
一
七
年
の
平
均
寿
命
は
男

性
が
八
一
・
九
歳
、
女
性
が
八
七

・
二
六
歳
で
す
が

「
何
歳
ま
で
生

、

き
た
い
か
」
と
の
問
い
に
、
二
〇

代
の
男
性
は
七
八
・
一
歳
、
女
性

は
七
六
・
九
歳
と
答
え
、
世
代
別

で
も
最
も
低
か
っ
た
。
平
均
寿
命

を
上
回
っ
た
の
は
六
〇
～
七
〇
代

の
男
性
だ
け
で
し
た
。

ど
う
や
ら
そ
れ
ほ
ど
長
生
き
を

、

し
た
く
な
い
人
が
多
い
の
で
す
が

実
際
に
は
平
均
寿
命
は
八
〇
才
を

こ
え
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
長
生

き
は
し
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
て

も
、
実
際
に
長
生
き
を
す
る
と
、

そ
れ
を
途
中
で
止
め
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
身
体
的
に

弱
っ
て
苦
痛
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て

も
、
死
ぬ
の
は
避
け
つ
つ
寿
命
が

尽
き
る
ま
で
生
き
る
人
が
ほ
と
ん

ど
だ
と
思
い
ま
す
。

評
論
家
で
著
名
な
西
部
進
氏

元
（

東
大
教
授
）
は
今
年
の
一
月
に
入

水
自
殺
（
七
十
八
才
）
を
し
ま
し

た
が
、
そ
の
意
図
は
「
将
来
身
体

が
も
っ
と
老
化
し
て
、
介
護
で
や

っ
と
生
き
て
い
る
よ
う
な
自
分
に

は
な
り
た
く
な
い
」
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
西
部

氏
だ
け
で
は
な
く
案
外
私
た
ち
の

中
に
も
あ
る
思
い
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
た
だ
そ
う
は
思
っ
て
い

て
も
西
部
氏
の
よ
う
な
思
い
切
っ

た
行
動
に
出
る
に
は
も
の
す
ご
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
る
し
、
ま
た
周

、

り
の
人
た
ち
を
悲
し
ま
せ
る
の
で

ま
あ
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う

仕

〈

〉〈

方
が
な
い
〉
ぐ
ら
い
で
生
き
て
ゆ

き
、
西
部
氏
の
よ
う
な
行
動
を
取

る
人
は
ま
れ
で
し
ょ
う
。

仏
教
で
は
よ
く
「
生
き
れ
る
縁

、

が
あ
れ
ば
で
き
る
だ
け
生
き
き
り

縁
が
な
く
な
れ
ば
死
な
し
て
い
た

だ
く
。
い
わ
ば
縁
に

従
う
人
生
」
と
い
う

こ
と
が
よ
く
い
わ
れ

ま
す
。
長
生
き
が
善

い
と
も
長
生
き
が
悪。

い
と
も
申
し
ま
せ
ん

た
だ
自
死
は
望
ま
し
く
な
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

老
衰
し
て
生
き
る
の
は
確
か
に

楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
老
化
し

て
苦
し
い
中
で
イ
ヤ
イ
ヤ
生
き
る

の
も
辛
い
で
す
ね
。
死
に
た
い
け

ど
自
分
で
は
死
ね
な
い
の
で
仕
方

な
く
生
き
て
い
る
と
い
う
の
も
か

ん
ば
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
日
本
は
自
殺
者
の
多

い
国
で
二
万
人
以
上
の
人
が
毎
年

亡
く
な
っ
て
ま
す
。
な
ぜ
自
死
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
調
査
さ
れ
て

い
て
、
健
康
問
題
が
一
番
多
く
経

済
問
題
そ
し
て
家
庭
問
題
と
続
い

て
い
ま
す
。
病
苦
や
経
済
苦
そ
し

。

て
人
間
関
係
で
の
苦
な
の
で
す
ね

現
在
は
楽
し
い
生
活
を
し
て
い

て
も
病
気
に
罹
る
と
一
返
に
苦
し

か
か

み
に
転
じ
ま
す
し
、
倒
産
と
か
リ

ス
ト
ラ
に
あ
う
と
生
活
は
困
窮
し

て
き
ま
す
か
ら
、
現
在
は
楽
し
い

と
思
っ
て
い
て
も
縁
が
く
れ
ば
い

つ
困
窮
し
た
境
遇
に
転
落
す
る
か

分
か
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い

こ
と
が
続
く
と
苦
し
み
に
耐
え
ら

れ
な
く
な
っ
て
死
を
選
ぶ
の
で
し

ょ
う

「
安
楽
な
生
活

「
楽
し
い

。

」

人
生
」
を
こ
そ
求
め
て
い
る
の
に

苦
し
い
日
々
が
重
な
る
と
、
ど
う

で
し
ょ
う
か

「
こ
ん
な
苦
し
い
目

。

を
し
て
ま
で
ど
う
し
て
生
き
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う

思
い
が
湧
い
て
く
る
の
が
あ
る
意

味
で
は
自
然
で
す
。
そ
れ
で
も
死

ぬ
の
は
も
っ
と
辛
い
の
で
仕
方
が

な
い
か
ら
生
き
て
お
ろ
う
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

た
し
か
に
病
気
と
か
経
済
的
困

窮
と
か
人
間
関
係
の
不
如
意
と
か

が
自
死
の
直
接
の
原
因
で
し
ょ
う

が
、
も
う
一
つ
そ
の
奥
に
、
こ
う

し
た
苦
し
み
や
不
自
由
に
も
か
か

わ
ら
ず

な
お
生
き
て
い
こ
う

耐

「

」「

え
て
い
こ
う
」
と
す
る
意
欲
や
力

が
弱
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
と
思

い
ま
す
。

長
生
き
し
て
身
体
も
弱
り
あ
ち

こ
ち
が
故
障
し
て
苦
し
い
こ
と
が

多
い
け
れ
ど
も
、
な
お
生
き
よ
う

と
す
る
の
が
や
は
り
人
間
と
し
て

あ
る
べ
き
自
然
な
姿
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
の
場
合
苦
し
く
て
も
生
き

き
ろ
う
と
す
る
意
欲
や
力
が
必
要

で
し
ょ
う
。

で
は
な
ぜ
苦
し
み
に
耐
え
て
も

で
も
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
が
衰

退
す
る
か
と
い
う
と

「
苦
し
く
て

、

も
人
生
は
生
き
る
に
価
す
る
」
と

い
う
も
の
が
見
い
だ
せ
な
い
と
い
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う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
い
わ
ば
人
生
そ
の
も
の

が
空
虚
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
毎
日
が
何
か
む
な
し
く
て
気

力
が
湧
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

『

』

健
康
第
一
は
間
違
っ
て
い
る

（
名
郷
直
樹
著
）
と
い
う
本
の
中

に「
健
康
で
も
健
康
で
な
く
て
も

か
ま
わ
な
い

人
間
は
、
健
康
を
失
う
よ
う
に

で
き
て
い
る
か
ら

長
寿
で
も
短
命
で
も

か
ま
わ

な
い人

は

死
ぬ
よ
う
に
で
き
て
い

る
か
ら
」

と
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
諦

観
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
は
結
構
で

す
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
で
は
な
お

生
き
る
意
欲
は
湧
か
な
い
と
思
い

ま
す
。

や
は
り
「
苦
し
い
こ
と
が
多
く

て
も
、
そ
れ
で
も
人
生
は
生
き
る

に
値
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
人
生

観
な
り
意
欲
な
り
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。

で
は
ど
こ
か
ら
そ
れ
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
結

論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
大

慈
大
悲
の
量
り
な
い
い
の
ち
に
で

あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
宗
祖
か

ら
教
え
ら
れ
ま
す
。

あ
た
た
か
い
大
い
な
る
慈
悲
の

お
心
の
伴
っ
て
い
る
い
の
ち
が
、

私
た
ち
と
共
に
す
で
に
ま
し
ま
す

と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
は

非
常
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
大
慈

大
悲
の
お
心
に
包
ま
れ
、
そ
れ
に

於
て
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦

し
く
て
も
そ
れ
に
耐
え
て
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

大
慈
大
悲
の
い
の
ち
は
南
無
阿

弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
私

た
ち
に
そ
の
存
在
を
知
ら
せ
て
下

さ
り
、
私
た
ち
を
あ
り
の
ま
ま
で

受
け
入
れ
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と

。

を
聞
か
さ
れ
知
ら
さ
れ
る
の
で
す

南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
に
よ
っ

て
阿
弥
陀
仏
と
で
あ
わ
さ
せ
て
い

た
だ
く
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
と
共

に
生
き
る
。
阿
弥
陀
仏
に
支
え
ら

れ
励
ま
さ
れ
慰
め
ら
れ
な
が
ら
生

き
る
、
ま
た
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
お

徳
を
人
と
共
に
喜
び
な
が
ら
生
き

る
の
で
す
。

こ
う
し
て
与
え
ら
れ
る
量
り
な

き
い
の
ち
に
よ
る
功
徳
は
人
生
の

さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
に
耐
え
る
力

と
な
っ
て
下
さ
る
の
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

最
後
に
、
た
だ
余
り
に
も
強
い

肉
体
的
苦
痛
が
続
く
場
合
に
は
、

死
を
選
ぶ
可
能
性
が
あ
り
え
ま
し

ょ
う
。

（
了
）

弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は

い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど

塵
点
久
遠
劫
よ
り
も

じ
ん
て
ん

く

お
ん
ご
う

ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
ま
う

（

）

浄
土
和
讃

（
現
代
語
訳
）
大
経
に
は
、
阿
弥

陀
如
来
が
五
劫
思
惟
し
、
兆
載
永

劫
の
ご
修
行
に
よ
っ
て
成
仏
さ
れ

て
よ
り
、
今
ま
で
に
十
劫
と
い
う

時
が
経
っ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
に
で
あ

っ
て
み
る
と
、
阿
弥
陀
仏
は
実
は

そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
、
久
遠
劫

の
昔
よ
り
も
前
か
ら
の
仏
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。

（
語
句
）

ー
ー
ー
宗

塵
点
久
遠
劫

祖
は
「
一
大
三
千
世
界
を
墨
に
し

て
、
こ
の
墨
を
筆
の
先
に
ち
と
つ

け
て
、
国
一
つ
に
ち
と
つ
け
、
国

一
つ
に
ち
と
つ
け
て
、
つ
け
つ
く

し
て
（
そ
れ
ら
国
を
み
な
つ
ぶ
し

て
塵
に
し
て

」
と
注
を
つ
け
ら
れ

）

て
い
ま
す
が
、
広
大
な
世
界
を
塵

に
し
て
墨
に
し
、
筆
の
先
で
国
一

つ
に
点
を
つ
け
て
い
く
、
そ
の
数

を
か
ぞ
え
て
、
そ
の
数
の
劫
ほ
ど

の
長
い
時
間
を
塵
点
久
遠
劫
と
い

う
と
い
わ
れ
る
。

＊

＊

＊

「
こ
の
ご
和
讃
に
似
た
和
讃
が

Ｎあ
り
ま
す
ね
」

「
え
え
、

Ｄ弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は

い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
え
り

法
身
の
光
輪
き
わ
も
な
く

世
の
盲
冥
を
て
ら
す
な
り

で
す
ね
」

「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は

Ｎ

、

」

今
に
十
劫
を
へ
た
ま
え
り

と
は

「
こ
の
こ
と
は
無
量
寿
経
に
釈

Ｄ尊
が
説
い
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
れ
は
〈
昔
、
あ
る
王
様
が

世
自
在
王
仏
の
説
法
を
聞
い
て
、

自
分
も
世
自
在
王
仏
の
よ
う
な
仏

に
な
り
た
い
と
願
い
、
法
蔵
菩
薩

と
な
っ
て
真
理
を
求
め
る
修
行
に

入
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
法
蔵
菩

薩
は
自
分
だ
け
が
仏
に
な
る
の
で

は
な
く
、
一
切
衆
生
を
仏
に
し
た

い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
も
仏
に

な
り
た
い
と
い
う
広
大
な
願
い
を

起
こ
し
、
そ
れ
を
ど
う
し
た
ら
実

現
で
き
る
か
を
考
え
、
そ
し
て
四

十
八
通
り
の
誓
い
を
建
て
て
こ
れ

を
成
就
す
る
た
め
に
長
い
間
修
行

し
、
一
切
衆
生
を
仏
に
す
る
こ
と

の
出
来
る
功
徳
を
成
就
し
て
、
こ

れ
を
衆
生
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
一
切
衆
生
は
成
仏
で
き
る
と
見

定
め
ら
れ
て
、
法
蔵
菩
薩
は
阿
弥

陀
仏
に
な
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
現

在
ま
で
十
劫
と
い
う
時
間
を
経
て

お
ら
れ
る
〉
と
い
う
説
法
で
す
」

「
十
劫
の
昔
に
四
十
八
の
本
願

Ｎを
成
就
し
て
仏
に
な
ら
れ
た
、
そ

の
仏
が
阿
弥
陀
如
来
様
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
」

Ｄ
「

、

Ｎ

と
こ
ろ
が
今
回
の
和
讃
で
は

こ
の
阿
弥
陀
如
来
様
は
無
量
寿
経

で
は
、
あ
る
時
法
蔵
菩
薩
と
し
て

発
願
し
修
行
し
て
仏
と
な
ら
れ
た

と
い
う
よ
う
に
、
始
ま
り
が
あ
る

、

よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も

久
遠
劫
と
い
う
始
め
も
終
わ
り
も

無
い
ほ
ど
の
永
遠
の
仏
様
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
、
と
の
思
し
召
し

な
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
」

Ｄ
「
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
す
か
」

Ｎ
「
こ
れ
は
仏
身
に
は
大
き
く
分

Ｄけ
て
法
性
法
身
と
方
便
法
身
と
が

あ
っ
て
、
法
性
法
身
と
は
色
も
形

も
な
い
真
実
の
働
き
そ
の
も
の
、

い
わ
ば
量
り
無
き
い
の
ち
で
あ
り

量
り
な
き
光
で
あ
る
よ
う
な
無
量

の
功
徳
そ
の
も
の
を
い
い
、
方
便

法
身
と
は
こ
の
法
性
法
身
が
衆
生

七
宝
講
堂
道
場
樹

（
和
讚
問
答
）



を
救
う
た
め
に
形
を
表
し
名
を
示

し
て
衆
生
に
救
い
の
働
き
と
し
て

現
れ
て
下
さ
る
仏
の
こ
と
を
い
い

ま
す
」

「
そ
う
す
る
と
法
蔵
菩
薩
と
な

Ｎっ
て
お
出
ま
し
下
さ
っ
て
私
た
ち

を
救
い
た
も
う
阿
弥
陀
如
来
様
は

方
便
法
身
な
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら

Ｄ阿
弥
陀
如
来
様
は
法
性
法
身
か
ら

現
れ
て
衆
生
を
救
済
せ
ん
が
た
め

に
願
を
起
こ
し
修
行
し
て
救
済
佛

と
な
ら
れ
た
私
た
ち
の
救
い
主
と

し
て
の
方
便
法
身
の
仏
様
で
す
。

阿
弥
陀
佛
に
な
ら
れ
て
今
に
至
る

ま
で
十
劫
と
い
う
時
を
経
て
い
る

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
」

「
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
元
は
法
性

Ｎ法
身
の
仏
な
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
阿
弥
陀
仏

Ｄの
源
で
あ
る
法
性
法
身
か
ら
い
う

と
阿
弥
陀
仏
は
無
始
無
終
の
永
遠

の
法
身
（
仏
）
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
の
で
す
」

「
そ
れ
で
宗
祖
は
、
阿
弥
陀
仏

Ｎは
塵
点
久
遠
劫
よ
り
も
長
い
永
遠

の
仏
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
と
い

わ
れ
た
の
で
す
ね
」

「
そ
う
だ
と
伺
い
ま
す
。
も
し

Ｄ法
性
法
身
と
い
う
背
景
が
無
け
れ

ば
、
阿
弥
陀
仏
は
始
め
が
あ
れ
ば

ま
た
終
が
あ
る
と
い
う
有
限
な
仏

と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
」

「
し
ば
ら
く
し
た
ら
、
居
ら
れ

Ｎな
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
困
り

ま
す
も
の
ね
」

「
え
え
、
で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏

Ｄの
本
性
は
滅
す
る
こ
と
の
な
い
無

限
の
働
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

「
で
は
な
ぜ
、
法
性
法
身
の
仏

Ｎ様
だ
け
で
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ

う
か
」

「
も
し
法
性
法
身
の
色
も
な
く

Ｄ形
も
名
も
無
い
働
き
で
し
た
ら
、

私
た
ち
に
は
知
れ
よ
う
が
な
く
、

私
た
ち
は
仏
様
に
で
あ
わ
な
い
ま

ま
で
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
迷
い

の
世
界
に
彷
徨
し
な
け
れ
ば
な
ら

ほ
う
こ
う

な
い
で
し
ょ
う
」

「
法
性
法
身
の
ま
ま
で
は
、
私

Ｎた
ち
に
は
手
が
か
り
が
無
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
ね
」

「
え
え
、
で
す
か
ら
法
性
法
身

Ｄは
ご
自
身
を
知
ら
せ
、
ご
自
身
の

功
徳
を
私
た
ち
に
与
え
ん
が
た
め

に
方
便
法
身
の
阿
弥
陀
仏
、
も
う

一
つ
言
え
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な

っ
て
私
た
ち
に
ご
自
身
を
現
わ
し

て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
無
量
の
功

徳
は
大
慈
大
悲
の
南
無
阿
弥
陀
仏

と
し
て
私
た
ち
に
喚
び
か
け
、
私

た
ち
の
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
現

れ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
聞
か
せ

て
下
さ
る
の
で
す
」

「
法
性
法
身
の
永
遠
の
仏
様
は

Ｎ

、

そ
れ
ほ
ど
身
近
な
救
い
主
と
な
り

ご
自
身
を
露
わ
に
し
て
下
さ
る
の

で
す
ね
」

「
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
驚
く
べ

Ｄき
慈
悲
が
あ
る
の
で
す
。
阿
弥
陀

仏
は
私
た
ち
と
一
瞬
も
離
れ
ず
、

私
た
ち
一
人
一
人
の
所
に
於
て
、

今
こ
こ
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名

と
な
り
言
葉
と
な
っ
て
私
た
ち
に

喚
び
か
け
づ
め
で
あ
り
ま
す
」

「
そ
う
す
る
と
お
念
仏
と
な
っ

Ｎて
口
に
称
え
ら
れ
耳
に
ナ
ム
ア
ミ

ダ
ブ
ツ
と
聞
か
せ
て
下
さ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
愚
か
で
真
理
な
ど
は

な
に
も
分
か
ら
ず
迷
い
に
沈
ん
で

い
る
私
た
ち
も
阿
弥
陀
仏
に
遇
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
ね
。
方
便
法

Ｄ身
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
法

性
法
身
の
働
き
に
ふ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
ね
」

「
も
し
方
便
報
身
の
南
無
阿
弥

Ｎ陀
仏
様
が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は

真
実
に
で
あ
う
こ
と
は
難
し
い
の

で
す
ね
」

「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉

Ｄを
離
れ
て
〈
阿
弥
陀
仏
は
量
り
無

い
い
の
ち
で
あ
る
〉
と
か
〈
か
ぎ

り
な
い
お
慈
悲
で
あ
る

と
か

広

〉

、〈

大
な
さ
と
り
の
智
慧
で
あ
る
〉
と

か
い
っ
て
も
観
念
的
に
は
多
少
理

解
で
き
て
も
、
実
際
的
な
出
遇
い

は
極
め
て
難
し
い
と
思
い
ま
す
」

（
了
）

生

Ｋ
・
Ｔ

先
生
か
ら
お
話
を
聞
か
せ
て
頂

く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
２
年
半

く
ら
い
の
は
ず
な
の
で
す
が
、
南

無
不
可
思
議
光
如
来
の
こ
と
を
直

接
伺
っ
た
の
は
、
昨
日
が
初
め
て

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

如
来
の
無
碍
性
（
障
碍
不
可
）

を
示
す
と
き
は
無
碍
光
如
来
、
絶

対
性
（
不
可
思
議
）
を
示
す
と
き

は
、

不
可
思
議
光
如
来
と
讃
え
て

お
ら
れ
る
と
伺
い
、
そ
の
よ
う
な

。

違
い
が
あ
る
の
か
と
思
い
ま
し
た

分
別
思
議
が
到
底
及
ば
な
い
。

な
ぜ
南
無
阿
弥
陀
佛
を
信
受
す
る

一
念
に
往
生
が
決
定
す
る
の
か
、

全
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
諸

佛
善
知
識
が
お
勧
め
下
さ
る
如
来

の
仰
せ
に
従
い
、
た
だ
念
佛
を
聞

く
。そ

の
こ
と
が
如
来
に
帰
命
す
る

こ
と
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

全
く

理
解
で
き
な
い
不
可
思
議
な

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
凡
夫
の
悪
業
煩
悩
、
身
口
意

の
三
業
も
全
く
障
り
と
せ
ず
、
そ

、

の
ま
ま
貫
き
至
り
届
い
て
下
さ
り

衆
生
に
信
心
が
発
起
せ
し
め
ら
れ

る
の
は
、
全
く
無
碍
光
の
お
は
た

ら
き
の
賜
物
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

全
く
障
り
に
な
ら
な
い
、
如
来
の

ほ
う
か
ら
い
え
ば
、
問
題
に
な
ら

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
仕
上
げ
ら
れ

た
本
願
の
お
力
だ
と
思
い
ま
す
。

「
わ
が
名
を
称
え
る
ば
か
り
で
助

け
る

「
汝
を
往
生
さ
せ
ず
ば
我

」
、

佛
に
成
ら
じ
」
と
ま
で
仰
っ
て
下

さ
っ
た
大
悲
、
誠
に
有
難
く
存
じ

ま
す
。
念
佛
し
て
助
か
る
の
で
は

な
く

「
一
声
称
え
る
ば
か
り
で
助

、

け
る
」
と
ま
で
仰
っ
て
下
さ
る
、

そ
の
底
知
れ
ぬ

大
悲
に
助
け
ら
れ

て
往
生
さ
せ
て
頂
く
の
で
あ
る
、

と
聞
か
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

名
と
な
り
、
声
と
な
り
、
智
慧

の
念
佛
、
信
心
の
智
慧
が
師
と
な

っ
て
導
い
て
下
さ
る
、
こ
れ
が
念

佛
往
生
の
相
な
の
で
は
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り

信
前
信
後
を
問
わ
ず
、
念
佛
を
聞

く
、
聞
名
の
一
行
を
た
も
つ

「
無

、

量
寿
佛
の
御
名
を
た
も
て
」
と
い

う
仰
せ
は
念
佛
を
申
し
つ
つ
、
聞

け
よ
の
お
勧
め
で
あ
り
、
こ
の
お

勧
め
に
よ
り
か
か
る
ば
か
り
で
あ

。

（

）

り
ま
す

了

お

便

り



東
漸
寺
様
が｢

略
文
類
の
初
め

に
〈
万

行
円
備
の
嘉
号
は
障
り
を

ま
ん
ぎ
ょ
う

か

ご

う

さ
わ

消
し
疑
を
除
く
〉
と
あ
る
。
こ
れ

を
ど
う
頂
き
な
さ
る
か｣
と
。

人
々
は
聞
き
な
が
ら
、
念
仏
も

せ
ず
に
、
疑
い
晴
れ
よ
う
疑
い
晴

れ
よ
う
と
し
て
も
、
疑
い
の
晴
れ

る
薬
を
飲
ま
な
い
か
ら
、
何
時
ま

で
た
っ
て
も｢

疑｣

晴
れ
ぬ
。

（

松
並
松
五
郎
念
仏
語
録
」
よ
り

「
松
並
松
五
郎
さ
ん
の
言
葉
）

＊

＊

聞
法
者
が
一
番
困
る
の
は

「
本

、

願
を
疑
う
心
」
が
取
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
一
つ
に
困
る

の
で
あ
る
。
こ
の
疑
い
心
が
問
題

に
な
ら
な
い
間
は
聞
法
と
言
っ
て

も
未
だ
真
剣
に
求
め
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
真
剣
に
聞
く
と
必
ず

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
本
願
を
信
じ

る
信
心
が
頂
け
な
い
と
か
疑
い
が

。

晴
れ
な
い
と
か
に
悩
む
の
で
あ
る

「
真
宗
は
本
願
を
信
じ
る
一
つ
で

助
か
る
、
有
難
い
教
え
で
あ
る
」

と
聞
く
と
、
必
ず
「
ど
う
し
た
ら

信
じ
ら
れ
る
か
」
と
な
り

「
ど
う

、

し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
い
う

壁
に
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
真
宗
は
一
切
衆
生
を

、

平
等
に
助
け
た
も
う
教
え
で
あ
り

、

、

凡
夫
の
ま
ま

煩
悩
具
足
の
ま
ま

あ
り
べ
の
ま
ま
に
救
わ
れ
る
教
え

で
あ
る
。
た
だ
「
そ
の
ま
ま
な
り

で
助
け
る
」
と
い
う
無
条
件
の
お

助
け
を
聞
い
て
「
あ
あ
有
難
い
、

こ
ん
な
者
を
」
と
「
聞
く

「
聞
き

」

受
け
る

「
信
じ
る
」
か
、
そ
れ
と

」

も
そ
れ
を
拒
絶
す
る
か
、
受
け
入

れ
な
い
か
、
そ
の
こ
と
一
つ
が
問

わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
し

「
受
け
入
れ
る
こ
と
も
信

、

じ
る
こ
と
も
い
ら
な
い
、
万
人
を

そ
の
ま
ま
助
け
て
下
さ
る
の
で
な

け
れ
ば
絶
対
無
条
件
の
お
助
け
に

な
ら
な
い
」
な
ど
と
言
う
人
が
い

る
が
、
そ
れ
な
ら
始
め
か
ら
救
い

な
ど
と
言
う
必
要
は
な
い
。
も
う

皆
す
で
に
佛
に
な
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
人
間
も
い
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
ん
な
話
は
要
す
る
に
観
念

で
あ
る
。

如
来
法
蔵
様
は
、
一
切
衆
生
を

救
い
た
い
と
発
願
し
、
修
行
し
、

願
行
成
就
し
て
一
切
衆
生
を
助
け

る
法
を
仕
上
げ
て
下
さ
っ
た
。
そ

れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
こ

の
南
無
阿
弥
陀
仏
が
仏
に
な
る
因

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
私
た
ち
に
与

え
て
下
さ
る
。
た
だ
私
た
ち
は
与

え
て
下
さ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ハ

イ
と
受
け
取
る
だ
け
で
あ
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
長
い
間
、
生

、

ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
も

こ
の
仏
因
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏

を
拒
み
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
如
来
法
蔵
様
は
衆
生

に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
受
け
入
れ

る
心
（
信
心
）
も
起
こ
ら
な
い
と

ま
で
知
り
抜
い
て
下
さ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
煩
悩
ば
か

、

、

り
で

お
助
け
の
法
を
信
じ
な
い

そ
れ
ほ
ど
の
底
下
の
凡
夫
な
の
で

あ
る
。

そ
の
こ
と
を
知
り
抜
い
て
下
さ

っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
南

無
阿
弥
陀
仏
を
受
け
入
れ
る
心
ま

で
込
め
て
私
た
ち
に
与
え
て
下
さ

る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
私
た
ち
の

「
助
か
ら
ぬ
姿

「
疑
い
ば
か
り
で

」

法
を
受
け
入
れ
な
い
闡
提
」
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
を
南
無
阿
弥
陀
仏

で
知
ら
せ
て
下
さ
る
。

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
聞
く
と

、「

、

い
う
こ
と
は

汝
は
助
か
ら
ぬ
者

疑
い
晴
れ
ぬ
者
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
こ
の
阿
弥
陀
仏
が
ま
る
ま
る

引
き
受
け
る
、
そ
の
ま
ま
称
え
る

ば
か
り
で
助
け
る
」
と
の
仰
せ
、

そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ
で

あ
る

「
助
か
ら
ぬ
者
」
と
知
ら
し

。

て
下
さ
る
の
も
南
無
阿
弥
陀
仏
な

ら
、
そ
ん
な
者
を
「
助
け
る
」
の

仰
せ
も
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
到
り
届
い
た
大
悲
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
私
に
か
け
て
下
さ

る
大
悲
心
は
知
ら
ず
し
て
、
煩
悩

の
塊
で
あ
る
我
が
心
に
浸
透
し
て

遂
に
「
あ
あ
こ
ん
な
者
を
よ
う
こ

そ
よ
う
こ
そ
」
と
、
南
無
阿
弥
陀

仏
を
聞
き
受
け
る
信
心
と
な
っ
て

下
さ
る
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀

仏
に
こ
も
っ
て
い
る
大
慈
大
悲
の

お
心
が
届
い
て
私
に
信
心
と
な
っ

て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
疑
い
を
晴
ら
し
た
も
う

信
心
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
大

悲
の
ま
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
。

こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
聞
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
大
悲
心
は
私
に

届
い
て
信
心
と
な
っ
て
下
さ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に

は
疑
い
を
除
く
お
徳
が
こ
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
南
無
阿
弥
陀
仏
を

称
え
ず
聞
か
ず
に
い
る
か
ら
、
い

つ
ま
で
も
疑
い
が
晴
れ
ぬ
の
で
あ

、

。

る

と
の
松
並
さ
ん
の
仰
せ
で
す

（
了
）

九
月
四
日
、
台
風
二
十
一
号
が
襲
い

か
か
っ
て
き
た
。
た
い
し
た
こ
と
は
無
い

だ
ろ
う
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
が
、
実

際
は
近
年
に
無
い
激
し
い
も
の
で
、
風
の

音
を
き
い
て
い
る
だ
け
で
も
こ
わ
か
っ

た
。
ほ
ぼ
一
時
間
吹
き
ま
く
ら
れ
た
。
そ

の
間
バ
リ
バ
リ
と
い
う
大
き
な
音
が
何
度

も
し
た
の
で
、
こ
れ
は
只
で
は
済
ま
な
い

と
思
っ
て
、
風
が
お
さ
ま
っ
た
後
、
家
の

周
り
を
見
渡
す
と
、
物
干
し
台
の
塩
化
ビ

ニ
ー
ル
の
波
板
は
全
部
剥
が
れ
て
い
て
、

そ
の
殆
ど
は
何
処
に
飛
ん
で
い
っ
た
の

か
、
見
当
た
ら
な
い
。
バ
リ
バ
リ
と
い
う

音
は
こ
の
音
で
あ
っ
た
。
庭
に
は
近
所
か

ら
、
は
が
れ
た
大
き
な
ト
タ
ン
が
落
ち
て

い
た
。
そ
の
後
、
三
日
間
も
停
電
し
不
自

由
極
ま
り
な
し
の
状
態
。
そ
の
間
、
行
水

と
ロ
ー
ソ
ク
の
生
活
で
あ
っ
た
。
勿
論
、

電
話
も
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
ダ
メ
で
、
な

に
も
で
き
な
い
の
で
、
夜
ロ
ー
ソ
ク
の
光

の
前
で
じ
っ
と
座
っ
て
い
る
と
、
お
の
ず

と
自
分
の
姿
に
目
が
ゆ
く
。
ロ
ー
ソ
ク
の

光
は
不
思
議
で
、
己
の
人
生
全
体
が
闇
の

中
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
、
人
生
全
体
が
幻
の

よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
宗
祖
の
時
代

は
こ
う
い
う
光
の
中
で
生
き
ら
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
自
己
省
察
が
深
く
な
ら
れ
た

の
だ
と
思
う
。
電
気
の
明
る
す
ぎ
る
光
の

中
で
は
ど
う
し
て
も
眼
は
外
向
き
に
な
っ

て
し
ま
う
。

（
了
）

〈

〉

遠
方
法
話
予
定

○
十
月
四
日
。
名
古
屋
。
高
畑
聞
法
会

館
。
午
前
十
時
よ
り
法
話
・
座
談

○
十
月
七
日
。
福
井
市
照
手
町
。
安
居

寺
法
話
。
午
前
・
午
後

○
十
一
月
七
日
。
名
古
屋

「
名
鉄
・

。

前
後
駅
下
車
す
ぐ
」
西
雲
寺
。
午
前
十

時
よ
り
法
話
・
座
談

○
十
二
月
十
五
日
（
夜
）
か
ら
十
六
日

（
午
後

。
姫
路
市
。
西
源
寺
。

）

（
詳
し
く
は
念
佛
寺
に
お
尋
ね
下
さ

い
）

信
心
夜
話

住
職
雑
感


