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伝
統
仏
教
教
団
の
未
来

―
そ
の
限
界
と
可
能
性
―　

そ
の
１

鈴

木

晋

怜

　

現
代
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
伝
統
仏
教
教
団
あ
る
い
は
僧
侶
を
取
り
ま
く
状
況
は
社
会
的
に
も
心
理
的
に
も
急
激
に
変
化
し
て
い

る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
「
寺
離
れ
」「
墓
じ
ま
い
」
あ
る
い
は
「
直
葬
」「
自
然
葬
」「
散
骨
」
と
い
っ
た
言
葉
は
も
は
や
耳
新
し
い
も

の
で
は
な
く
な
り
、
現
代
社
会
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
存
在
意
義
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
代
状
況
の
変
化

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
な
や
か
に
時
代
に
即
応
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
時
々
の
時
代

の
変
化
な
ど
に
い
ち
い
ち
反
応
せ
ず
、
伝
統
の
力
を
信
じ
て
泰
然
と
し
て
い
れ
ば
い
い
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
、
わ
れ
わ
れ

が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
の
上
で
、
わ
れ
わ
れ
の
未
来
を
展
望
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ

う
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
の
周
り
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら

概
観
し
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
宗
団
が
ど
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
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１
．社
会
的
状
況
の
変
化

①
過
疎
化
の
進
行

　

現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
大
き
な
社
会
構
造
の
変
化
す
な
わ
ち
急
激
な
過
疎
化
に
伴
う
地
域
活
力
の
低
下
は
、
日
本
全
体
を
覆
う

問
題
で
あ
る
と
共
に
、
本
宗
寺
院
の
存
続
自
体
に
も
危
機
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
國
學
院
大
學
の
石
井
研
士
が
指
摘

す
る
よ
う
に（
１
）、
２
０
４
０
年
ま
で
に
35
・
６
％
の
寺
院
が
消
滅
す
る
可
能
性
や
、
ま
た
消
滅
し
な
い
ま
で
も
、
正
住
寺
院
と
し
て
活

動
し
て
い
た
寺
院
が
経
済
的
・
人
的
に
立
ち
ゆ
か
な
く
な
り
、
兼
務
寺
院
や
不
在
寺
院
と
な
っ
た
り
専
業
教
師
が
非
専
業
（
兼
職
）

教
師
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
兼
務
寺
院
や
非
専
業
教
師
が
住
職
を
務
め
る
寺
院
で
は
、
教
化
活
動
も
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、
檀
信
徒
と
の
繋
が
り
も
希
薄
と
な
っ
て
、
次
第
に
寺
は
衰
退
へ
と
向
か
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
寺
院
は
後
継
者
の
確

保
も
困
難
と
な
り
、
結
果
と
し
て
や
が
て
そ
う
し
た
寺
院
は
消
滅
へ
と
向
か
う
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。

　

２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）
度
実
施
の
本
宗
総
合
調
査
に
よ
れ
ば
、
本
宗
は
一
都
三
県
（
東
京
・
千
葉
・
埼
玉
・
神
奈
川
）
に
所

在
す
る
寺
院
が
5（
％
を
超
え
る
た
め
、
本
宗
寺
院
の
過
疎
化
率
は
平
均
化
す
る
と
1（
・
０
％
と
そ
う
高
く
は
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、

過
疎
化
率
が
5（
％
を
超
え
て
い
る
教
区
が
６
教
区
（
高
知
・
佐
渡
・
山
形
庄
内
・
北
海
道
・
安
房
第
一
・
安
房
第
三
）
も
あ
り
、
ま

た
今
後
ま
す
ま
す
過
疎
化
は
進
行
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
、
過
疎
地
寺
院
の
存
続
は
大
い
に
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
。

②
人
口
減
少
社
会
の
到
来

　

内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
て
い
る
「
高
齢
社
会
白
書
」
に
よ
れ
ば（
２
）、

明
治
以
来
、
一
時
期
を
除
い
て
日
本
の
人
口
は

右
肩
上
が
り
に
増
加
し
続
け
た
が
、
２
０
１
０
年
の
１
億
２
８
０
６
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
、
２
０
５
３
年
に
は
１
億
人
を
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割
り
、
２
０
６
５
年
に
は
８
８
０
８
万
人
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
２
０
１
０
年
か
ら
見
る
と
3（
％
以
上
の
人
口
減
少
と
な
る
。
し
か

し
、
75
歳
以
上
の
人
口
は
増
加
を
続
け
、
２
０
１
８
年
に
は
（5
歳
～
7（
歳
人
口
を
上
回
り
、
２
０
５
４
年
ま
で
増
加
傾
向
が
続
く
と

予
想
さ
れ
て
い
る
。
２
０
１
７
年
の
１
７
４
８
万
人
か
ら
２
０
５
５
年
に
は
２
４
４
８
万
人
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
総

人
口
が
減
少
し
て
行
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
高
齢
者
人
口
が
増
加
し
て
い
く
状
況
は
、
こ
の
先
、
（（
年
ほ
ど
続
く
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
一
方
で
出
生
数
は
減
少
を
続
け
、
２
０
１
６
年
の
98
万
人
が
２
０
６
５
年
に
は
5（
万
人
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

減
少
に
よ
り
年
少
人
口
（
０
歳
～
1（
歳
）
は
、
２
０
５
６
年
に
１
０
０
０
万
人
を
割
り
、
２
０
６
５
年
に
は
８
９
８
万
人
と
、
現
在

の
半
分
程
度
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
人
口
推
計
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
現
代
日
本
社
会
は
既
に
「
少
産
多
死
」
の
時
代
を
迎
え
、
そ
の
状
態
が
し
ば
ら
く
続
く

が
、
近
い
将
来
に
は
「
少
産
少
死
」
の
時
代
が
到
来
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
寺
院
活
動
の
中
心
が
葬
儀
及
び
葬
後
儀
礼
と
し
て
の
法
事
の
執
行
に
あ
る
と
す
れ
ば
、「
多
死
」
が
続
く
間
は
ま
だ

維
持
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
、
確
実
に
「
少
死
」
の
時
代
を
迎
え
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
も
大
き
な
転
換
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

　

ま
た
人
口
減
少
に
よ
っ
て
全
体
的
な
パ
イ
が
縮
小
し
て
い
く
の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
縮
小
し
て
い
く
パ
イ
を

各
宗
団
や
各
寺
院
が
奪
い
合
う
と
い
う
発
想
で
は
な
く
、
そ
れ
を
共
有
す
る
と
い
う
発
想
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て

そ
の
際
、
宗
団
の
あ
る
い
は
各
寺
院
の
独
自
性
・
特
徴
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
宗
団
・
各
寺
院

が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
で
は
、
そ
の
宗
団
・
そ
の
寺
院
が
信
者
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
宗
の
あ
る
い
は

本
宗
寺
院
の
独
自
性
・
特
徴
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
本
宗
・
本
宗
寺
院
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。



（注）老人施設は介護老人保健施設、老人ホームの計
（資料）厚生労働省「人口動態統計」
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③
死
を
取
り
ま
く
状
況
の
変
化

　

現
代
に
お
い
て
人
の
死
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て

い
る
。
特
に
我
が
国
に
お
い
て
は
、
平
均
寿
命
の
伸
長
、
核
家
族
化
の

進
展
に
伴
い
、
2（
代
、
3（
代
と
い
う
若
年
層
が
身
内
の
死
を
身
近
に
経

験
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
5（
代
、
（（
代
に
な
っ
て
初
め
て
親
の
死

を
経
験
す
る
と
い
う
人
が
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
図
表
１
で
示
す
よ
う

に
、
１
９
５
１
年
に
は
自
宅
で
死
を
迎
え
る
人
の
割
合
は
82
・
５
％
だ

っ
た
の
に
対
し
、
２
０
１
２
年
で
は
わ
ず
か
12
・
８
％
と
な
り
、
逆
に

２
０
１
２
年
で
は
病
院
で
死
を
迎
え
る
人
が
78
・
６
％
と
、
ほ
と
ん
ど

そ
の
割
合
が
逆
転
し
て
い
る
。
（
３
）

現
代
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
人
生
の
終

末
は
施
設
に
入
り
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
最
後
は
病
院
で
死
を

迎
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
が
身
内
の
死
に
ゆ

く
様
を
リ
ア
ル
に
感
じ
る
機
会
が
な
く
、
死
は
隠
さ
れ
、
な
じ
み
の
な

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
長
寿
社
会
の
到
来
は
、
長
生
き
す

る
こ
と
は
当
然
と
い
う
風
潮
を
生
み
、
そ
れ
以
外
の
死
、
た
と
え
ば
事

故
や
災
害
に
よ
る
死
や
若
年
齢
で
の
突
然
死
な
ど
は
、
殊
更
に
不
幸
で

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
も
の
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

ま
た
医
療
の
発
展
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
不
治
の
病
と
さ
れ
て
い
た
多



（注）2つまでの複数回答結果。冠婚葬祭互助会“くらしの友”「現代葬儀白書」による。調査年次は
1993、1996、1999、2010年。2010年は7月過去1年間に喪主となった1都3県の40代以上の男
女400人を対象にインターネットで調査

（資料）毎日新聞2010.9.11

図表２　葬儀を手伝った人
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く
の
病
は
克
服
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
師
に
と
っ
て
、

死
は
敗
北
で
あ
り
、
一
日
で
も
長
く
生
か
せ
る
こ
と
が
医
師

の
使
命
と
さ
れ
る
。
死
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
延
命
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
生
命
力
が
つ
き
て
死
ぬ
と

い
う
よ
り
は
、「
死
な
せ
る
か
ど
う
か
」
の
最
終
的
な
判
断

を
家
族
に
迫
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
か
つ
て
ま
だ
地
域
共
同
体
が
機
能
し
て
い
た
頃

は
、
そ
の
構
成
員
の
死
は
地
域
共
同
体
の
も
の
で
も
あ
っ
た

が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
死
は
個
人
化
さ
れ
、
直
近
の
家
族

だ
け
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
共
同
体
と
し
て
の
死
の
イ
メ
ー

ジ
が
喪
失
し
、
死
あ
る
い
は
死
に
ま
つ
わ
る
感
情
を
分
か
ち

合
う
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
が
う
ま
く
進

ま
な
い
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。

④
葬
儀
の
変
化

　

伝
統
的
な
地
域
共
同
体
の
崩
壊
に
伴
い
、
葬
儀
の
あ
り
方

も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
図
表
２
で
示
す
よ
う
に
、
１
９

８
０
年
代
前
半
ま
で
は
、
親
類
・
縁
者
と
同
じ
よ
う
に
近
所



図表３　葬儀の場所
（％）

地区

項目

全体 北海道 東北 関東A 関東B 中部A 中部B 近畿 中国 四国 九州（人数）割合
（人数）（576） 100 （（3）（83）（55） （75）（138）（（（）（1（）（13）（32）（57）

自宅 （3（） 6.3 3.2 9.6 0 1.3 2.9 4.3 0 15.4 18.8 19.3
葬儀専門式場 （471） 81.8 79.4 7（.7 9（.4 73.3 91.3 82.6 （（.3 （9.2 75.0 78.9

寺・教会 （（（） 7.6 15.9 12.0 3.6 17.3 2.9 6.5 7.1 7.7 0 0
町内会・自治会 （9） 1.6 0 3.6 0 0 1.4 2.2 1（.3 0 3.1 0

ホテル （1） 0.2 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 0
その他 （12） 2.1 1.6 0 0 6.7 0.7 2.2 7.1 7.7 3.1 1.8
無回答 （3） 0.5 0 0 0 1.3 0.7 2.2 0 0 0 0
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の
人
が
葬
儀
を
手
伝
っ
て
い
た
が
、
２
０
１
０
年
で
は
、
近
所
の
人
が
手
伝
う
割
合
は
17
・

８
％
に
ま
で
落
ち
込
み
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
葬
儀
社
ま
か
せ
と
い
う
葬
儀
が
急

速
に
増
加
し
て
い
る
。
（
４
）

か
つ
て
は
地
域
の
人
と
寺
の
力
で
行
わ
れ
て
い
た
葬
儀
は
、
そ
の
主

た
る
担
い
手
が
葬
儀
社
と
な
り
、
葬
儀
そ
の
も
の
が
宗
教
的
儀
礼
と
い
う
よ
り
は
商
業
的
サ
ー

ビ
ス
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

一
般
財
団
法
人　

日
本
消
費
者
協
会
が
２
０
１
３
年
に
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、「
葬
儀

を
行
っ
た
場
所
」
に
つ
い
て
、
全
体
の
81
・
８
％
が
「
葬
儀
専
門
式
場
」
と
回
答
し
て
い
る
。

「
寺
・
教
会
（
７
・
６
％
）」「
自
宅
（
６
・
３
％
）」
で
の
葬
儀
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
る
。
（
５
）（

図
表
３
）

　

宗
教
的
儀
礼
と
し
て
の
葬
儀
は
簡
略
化
さ
れ
、
特
に
都
市
部
に
お
い
て
は
家
族
葬
や
宗
教

的
行
事
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
直
葬
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
同
調
査
に
よ
れ
ば
、「
自

分
自
身
の
望
ま
し
い
葬
儀
の
か
た
ち
」
に
関
す
る
回
答
は
、
全
体
で
「
費
用
を
か
け
な
い
で

ほ
し
い
」
が
59
・
１
％
、「
家
族
だ
け
で
送
っ
て
ほ
し
い
」
が
51
・
１
％
と
な
っ
て
お
り
、

質
素
な
家
族
葬
へ
の
要
望
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
（
６
）（

図
表
４
）

　

ま
た
「
直
葬
と
い
う
形
式
」
に
つ
い
て
の
回
答
は
、「
故
人
の
希
望
な
ら
仕
方
な
い

（
38
・
９
％
）」「
で
き
れ
ば
自
分
は
そ
う
し
て
ほ
し
い
（
25
・
３
％
）」「
葬
儀
費
用
が
か
か

ら
な
い
の
で
よ
い
（
22
・
５
％
）」
と
容
認
も
し
く
は
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
人
の
方
が
、「
あ

ま
り
に
も
味
気
な
い
（
38
・
６
％
）」「
親
類
・
縁
者
か
ら
非
難
さ
れ
そ
う
（
2（
・
１
％
）」「
の



図表４　自分自身の望ましい葬儀のかたち（複数回答）
（％）

地区

項目

全体
北海道 東北 関東

A
関東
B

中部
A

中部
B 近畿 中国 四国 九州 無回答

（人数）割合
（人数）（1618） 100 （160）（202）（221）（256）（272）（173）（31）（（3）（52）（170）（38）

人生最後のセレモニー
にふさわしく、立派
な葬儀にしてほしい

（32） 2.0 1.9 3.0 0.9 1.2 1.5 1.7 0 0 7.7 3.5 2.6

子どもや家族、地域
など周囲の人がすべ
てやってくれると思
うので任せる

（313） 19.3 18.8 17.3 19.0 1（.9 22.4 23,1 12.9 32.6 32.7 18.8 23.7

地域のしきたり、家
族のしきたりがある
ので、それに従って
ほしい

（175） 1（.8 7.5 1（.4 7.2 3.5 15.8 17.9 0 1（.3 2（.9 11.2 5.3

費用をかけないでほ
しい （956） 59.1 57.5 58.4 （（.2 （2.5 （2.9 （1.3 7（.2 58.1 （（.4 5（.7 （2.1

家族だけで送ってほ
しい （826） 51.1 57.5 53.0 （1.5 （2.9 （（.1 （5.7 71.0 53.5 32.7 53.5 39.5

宗教行事はしてほし
くない （138） 8.5 11.9 7.9 1（.9 9.4 5.1 1（.4 12.9 4.7 0 8.2 7.9

葬儀の飾りや式の進
行など、すべて自分
で決めておきたい

（119） 7.4 5.0 7.4 1（.4 7.0 3.7 9.2 12.9 4.7 1.9 12.4 5.3

自分の葬儀を見られ
るわけではないので、
どうでもよい

（129） 8.0 8.8 5.9 5.4 11.3 6.6 8.1 12.9 7.0 11.5 6.5 15.8

その他 （179） 11.1 5.0 8.9 12.7 19.1 7.7 9.8 12.9 7.0 7.7 11.8 18.4
無回答 （（（） 2.5 1.3 5.0 0.9 2.0 4.4 0.6 0 0 3.8 1.8 15.8
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ち
の
ち
め
ん
ど
う
な
こ
と
が
あ
り
そ
う
（
７
・
４
％
）」

と
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
人
を
上
回
っ
て
い
る
。
（
７
）（

図

表
５
）

⑤
寺
院
の
公
益
性

　

現
代
社
会
に
お
い
て
、
仏
教
の
い
わ
ゆ
る
伝
統
仏
教

教
団
に
属
す
る
寺
院
あ
る
い
は
僧
侶
に
対
す
る
社
会
の

目
は
非
常
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
宗
教
法
人

は
税
制
上
、
優
遇
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
宗
教
活
動

に
は
公
益
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
理
由
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
今
の
寺
院
活
動
に
公

益
性
が
本
当
に
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
念
が
、
社

会
の
側
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
葬
儀
や
法
事
、
墓

の
維
持
・
管
理
さ
え
や
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
多
く
の

日
本
人
の
宗
教
的
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
公
益
性
を
も
つ
活
動
と
し
て
社

会
か
ら
そ
の
存
在
意
義
を
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、



図表５　「直葬」という形式についての考え（複数回答）
（％）

地区

項目

全体 北海道 東北 関東
A

関東
B

中部
A

中部
B 近畿 中国 四国 九州 無回答（人数）割合

（人数）（1618） 100 （160）（202）（221）（256）（272）（173）（31）（（3）（52）（170）（38）
出来れば自分はそ
うしてほしい （410） 25.3 25.6 22.3 31.7 32.0 21.7 2（.0 29.0 23.3 9.6 2（.6 23.7

あまりにも味気ない （625） 38.6 33.8 （1.1 29.0 32.4 （1.5 （（.5 29.0 55.8 57.7 （5.3 28.9
葬儀費用がかから
ないのでよい （364） 22.5 1（.9 18.3 2（.9 28.9 23.9 2（.3 1（.1 18.6 15.4 2（.6 21.1

親類・縁者から非
難されそう （325） 2（.1 15.6 18.8 2（.8 15.6 23.9 22.5 12.9 18.6 17.3 25.3 21.1

のちのちめんどう
なことがありそう （120） 7.4 6.3 15.3 7.2 5.9 6.1 7.5 6.5 9.3 5.8 6.5 2.6

故人の希望なら仕
方ない （630） 38.9 （5.0 3（.2 （3.4 （（.6 3（.4 39.3 （1.9 3（.9 3（.6 （（.7 21.1

その他 （117） 7.2 3.1 5.9 9.5 8.6 6.6 7.5 9.7 2.3 5.8 9.4 7.9
無回答 （75） 4.6 5.6 5.4 2.3 3.9 7.7 1.2 0 4.7 5.8 3.5 15.8
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近
年
の
葬
儀
の
あ
り
方
や
先
祖
に
対
す
る
感
性
、
さ
ら
に
は
墓
に
対
す
る
考
え
方

が
変
化
し
た
状
況
の
中
で
、
伝
統
仏
教
教
団
も
従
来
の
よ
う
な
特
定
の
檀
家
を
中

心
と
し
た
限
定
的
な
活
動
の
み
に
従
事
す
る
だ
け
で
は
、
も
は
や
公
益
性
を
持
っ

て
い
る
と
は
い
え
ず
、
従
っ
て
、
税
制
上
、
優
遇
さ
れ
る
だ
け
の
価
値
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
も
っ
と
地
域
、
社

会
、
あ
る
い
は
市
民
に
開
か
れ
た
活
動
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
伝
統
仏
教
教
団
に
身
を
置
く
者
も
、
今
ま
で
の
よ
う
な
旧
態
依
然
と

し
た
活
動
だ
け
で
は
、
早
晩
、
社
会
か
ら
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
を
持
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
思
い
は
あ
っ

て
も
、
で
は
具
体
的
に
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
公
益
性

と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
今
ひ
と
つ
、
は
っ
き
り
せ
ず
、
危
機
意
識
や
問
題

意
識
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
具
体
的
な
形
で
展
開
し
て
い
か
な
い
も
ど
か
し
さ
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
今
ま
で
と
違
っ
た
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
謂
わ
ば
強
迫
観
念
と
も
言
う
べ
き
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
の
こ
と
が

逆
に
、
本
来
、
わ
れ
わ
れ
が
担
う
べ
き
役
割
を
も
見
失
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
公
益
性
＝
社
会
に
開
か
れ
た
活
動
と
い
う
図
式
の
中
で
、
宗
教

者
と
し
て
の
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
失
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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２
．現
代
人
の
宗
教
に
関
す
る
心
性
の
変
化

①
先
祖
崇
拝
か
ら
家
族
へ
の
追
慕
へ

　

伝
統
仏
教
教
団
に
お
け
る
各
末
寺
の
寺
檀
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
る
大
き
な
要
因
は
、
必
ず
し
も
、
本
尊
や
教
義
へ
の
信
仰
・
帰

依
で
は
な
く
、
葬
儀
・
法
事
の
執
行
と
、
墓
地
の
管
理
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
寺
檀
関
係
を
成

立
さ
せ
て
い
る
こ
の
二
つ
の
要
因
は
、
日
本
人
の
信
仰
形
態
の
二
つ
の
軸
、
す
な
わ
ち
死
者
供
養
と
先
祖
崇
拝
と
連
動
し
て
い
た
し
、

ま
た
、
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
既
成
教
団
の
独
占
行
為
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
構
造
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

多
少
、
新
興
宗
教
に
檀
家
の
心
を
奪
わ
れ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
泰
然
と
し
て
寺
の
中
に
籠
も
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
構
造
も
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
、
強
固
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
活
動
の
中
心
を
な
す
葬
儀
の
変
化
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
し
、
ま
た
、
墓
に
つ
い
て
の
意
識
も
変
化
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
墓
意
識
は
先
祖
崇
拝
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
家
制
度
の
崩
壊
、
あ
る
い
は
都
市
化
現
象
や
核
家
族
化

の
進
展
に
伴
っ
て
、
人
々
の
先
祖
に
対
す
る
意
識
も
確
実
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
従
来
は
、
墓
と
は
、
自
分
た
ち
の
先
祖
の
よ
り

し
ろ
で
あ
り
、
先
祖
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
実
際
に
は
会
っ
た
こ
と
は
な
く
て
も
、
自
分
た
ち
と
繋
が
っ
て
い
る
ご
先
祖

様
が
宿
っ
て
お
り
、
自
分
た
ち
が
こ
う
し
て
無
事
に
暮
ら
し
て
い
け
る
の
も
、
ご
先
祖
様
が
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う

思
い
が
あ
っ
た
。
先
祖
代
々
引
き
継
が
れ
て
い
る
そ
の
家
の
墓
を
守
り
、
ま
た
そ
れ
を
下
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
墓
を
預
か
り
、
管
理
し
、
供
養
す
る
担
い
手
と
し
て
の
寺
、

あ
る
い
は
僧
侶
は
、
存
在
価
値
が
あ
り
、
安
泰
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
墓
質
論
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
年
、
墓
は
寺
と
檀
家
を
繋
ぐ
決
定
的
な
切
り
札
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
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ら
れ
る
の
が
、
先
祖
に
対
す
る
意
識
の
変
化
で
あ
る
。
確
か
に
、
依
然
と
し
て
墓
が
日
本
人
の
宗
教
行
動
の
な
か
で
、
大
き
な
ウ
ェ

イ
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
多
く
の
人
が
今
で
も
、
お
盆
や
お
彼
岸
な
ど
に
お
墓
参
り
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、

現
代
人
の
、
特
に
若
い
世
代
が
、
墓
参
り
を
す
る
理
由
は
、
そ
こ
に
崇
拝
の
対
象
と
し
て
の
自
分
の
先
祖
が
眠
っ
て
い
る
か
ら
で
は

な
く
、
そ
こ
に
自
分
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
、
あ
る
い
は
面
識
の
あ
っ
た
親
族
が
眠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

先
祖
崇
拝
と
言
う
よ
り
も
、
自
分
と
直
接
的
に
関
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
へ
の
追
慕
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
は
墓
そ
の
も
の
を
必
要
と
し
な
い
傾
向
も
徐
々
に
増
え
て
い
る
。
自
然
葬
・
散
骨
に
つ
い
て
、
１
９
９
１
年
に
法
務
省
が
、

葬
送
の
た
め
の
祭
祀
で
、
節
度
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
問
題
は
な
い
と
の
公
式
見
解
を
発
表
し
て
以
来
、
徐
々
に
定
着
し
て
き
た
。

散
骨
の
場
所
も
、
山
や
川
、
海
、
そ
し
て
宇
宙
と
多
様
化
し
、
ま
た
そ
れ
を
請
け
負
う
業
者
や
シ
ス
テ
ム
も
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い

る
。
墓
に
代
わ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
骨
や
遺
髪
を
組
み
込
ん
だ
位
牌
な
ど
も
開
発
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
、
先
祖
の
よ
り

し
ろ
と
し
て
墓
に
こ
だ
わ
ら
な
い
傾
向
は
、
少
子
化
に
よ
っ
て
墓
の
継
承
者
が
い
な
く
な
る
と
い
う
現
実
的
な
問
題
と
も
相
俟
っ
て
、

今
後
、
益
々
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
墓
を
持
つ
と
し
て
も
、
従
来
の
家
単
位
の
墓
か
ら
、
個
人
墓
・
夫
婦
墓
・
友
人
墓
さ
ら
に
は
合
祀
墓
・
永
代
供
養
墓
と
い
っ

た
多
様
な
墓
の
形
態
へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

②
家
か
ら
個
人
へ

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
家
そ
の
も
の
に
対
す
る
観
念
も
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
村
上
興
匡
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
（
８
）

　

従
来
、
葬
儀
や
墓
は
「
家
」
と
先
祖
祭
祀
の
中
で
考
え
ら
れ
て
き
た
。
高
度
経
済
成
長
期
以
前
の
一
般
的
な
葬
式
は
、
地
域
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や
会
社
関
係
の
中
で
の
「
家
」
々
の
結
び
つ
き
で
中
で
行
わ
れ
て
き
た
が
、
職
住
分
離
や
核
家
族
化
、
少
子
高
齢
化
の
影
響
に

よ
っ
て
「
個
人
化
」
し
た
結
果
、
故
人
の
最
後
の
自
己
表
現
（
一
人
称
の
死
）
や
遺
族
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
（
二
人
称
の
死
）
の

側
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
、
葬
儀
や
墓
は
「
私
」
的
性
格
を
強
く
し
、「
公
」
的
な
性
格
を
弱
め
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
個
人
を
中
心
と
す
る
生
死
観
に
よ
っ
て
、「
終
活
」
や
「
断
捨
離
」
な
ど
「
他
者
に
迷

惑
を
か
け
な
い
」
た
め
の
死
に
支
度
の
ブ
ー
ム
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
死
が
公
的
な
性
格
を
弱
め

た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
葬
儀
慣
習
を
支
え
て
い
た
仏
教
寺
院
も
公
的
な
性
格
を
薄
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
方
か
ら
都

市
へ
の
人
口
流
出
に
よ
っ
て
市
町
村
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
社
会
状
況
の
中
で
、
地
方
で
は
「
家
じ
ま
い
」
に
よ
る
檀
信
徒
の

減
少
に
よ
っ
て
地
域
寺
院
の
存
立
基
盤
が
揺
ら
い
で
い
る
（
寺
じ
ま
い
）。

　

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
存
立
基
盤
で
あ
る
葬
儀
や
墓
の
基
本
的
な
あ
り
方
が
「
家
」
か
ら
「
個
」
へ
、

「
公
」
か
ら
「
私
」
へ
と
大
き
く
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
例
え
ば
墓
の
大
き
さ
や
院
号
な
ど
戒

名
の
格
付
け
、
さ
ら
に
は
寺
院
へ
の
志
納
金
の
額
な
ど
は
、
従
来
の
家
格
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
実
状
に
そ
ぐ

わ
な
い
慣
行
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
戒
名
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
家
に
よ
る
格
付
け
の
問
題
以
外
に
も
、
居
士
／
大
姉
、
信

士
／
信
女
と
い
っ
た
生
物
学
的
な
性
別
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
戒
名
に
当
て
は
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
再
考
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
個
人
の
性
の
多
様
性
と
の
関
連
や
果
た
し
て
戒
名
に
性
別
の
区
別
付
け
が
必
要
か
と
い
う

こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
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③
宗
教
か
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ

　

１
９
５
０
年
代
か
ら
7（
年
代
に
か
け
て
、
多
く
の
宗
教
社
会
学
者
の
間
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
世
俗
化
論
」
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
近
代
化
が
進
み
、
合
理
的
な
価
値
観
が
社
会
の
中
心
を
為
す
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
社
会
あ
る
い
は
人
間
に
と
っ
て

宗
教
の
役
割
が
ど
ん
ど
ん
希
薄
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
近
代
化
・
世
俗
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、

科
学
的
・
合
理
的
な
知
お
よ
び
そ
の
主
体
で
あ
る
人
間
は
、
自
然
へ
の
支
配
力
を
増
大
さ
せ
、
多
く
の
自
由
や
福
祉
を
勝
ち
取
っ
た
。

近
代
化
は
善
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
無
限
の
福
音
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
多
く
の
近
代
人
が
共
有
し
、
宗
教
は
そ

の
流
れ
に
水
を
差
す
も
の
と
し
て
、
社
会
の
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
2（
世
紀
末
期
以
降
に
な
っ
て
く
る
と
し
だ
い
に
そ
の
様
相
は
変
化
し
て
き
た
。
近
代

化
の
様
々
な
歪
み
、
す
な
わ
ち
環
境
破
壊
や
近
代
都
市
に
お
け
る
新
た
な
貧
困
、
孤
独
な
ど
の
問
題
が
露
呈
し
、
近
代
主
義
に
対
す

る
懐
疑
が
生
ま
れ
て
く
る
と
共
に
、
直
線
的
に
進
行
し
て
い
く
と
思
わ
れ
て
い
た
世
俗
化
の
流
れ
に
逆
行
す
る
よ
う
な
現
象
が
現
れ

て
く
る
。
た
と
え
ば
、
世
界
的
に
見
れ
ば
、
１
９
７
９
年
に
お
き
た
イ
ラ
ン
の
イ
ス
ラ
ム
革
命
は
そ
の
端
緒
で
あ
る
し
、
２
０
０
１

年
の
９
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
原
理
主
義
運
動
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
十
字
軍
的
対
抗
措
置
、
ま
た

我
が
国
に
お
い
て
は
、
１
９
９
５
年
に
日
本
中
を
震
撼
さ
せ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
な
ど
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
、

脱
世
俗
化
と
も
い
う
べ
き
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
原
理
主
義
的
宗
教
現
象
の
み
な
ら
ず
、
１
９
７
０
年
代
以
降
、
北
米
を
中
心
に
盛
ん
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る

「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
の
流
れ
、
そ
れ
に
追
随
す
る
形
で
日
本
で
は
「
精
神
世
界
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
が
若
者
の
興
味
を
集
め
、
書
店

で
は
「
宗
教
書
」
の
コ
ー
ナ
ー
の
隣
に
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
若
者
の
関
心
は
、
世
俗
的
な
政
治
や
社
会

問
題
か
ら
宗
教
的

0

0

0

な
も
の
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
流
れ
は
、
敢
え
て
宗
教
的

0

0

0

と
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
、
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既
成
の
伝
統
的
教
団
や
そ
れ
に
参
与
す
る
人
た
ち
と
は
異
な
り
、
若
者
た
ち
が
瞑
想
や
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
や
心
理
療
法
な
ど
に
よ
っ
て

自
己
変
容
を
追
求
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
そ
の
対
象
や
領
域
も
次
第
に
範
囲
を
広
げ
、
１
９
９
０
年
代
以
降
に

な
る
と
、
終
末
期
医
療
の
現
場
、
看
護
、
介
護
、
生
命
倫
理
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
、
セ
ラ
ピ
ー
や
断
酒
会
な
ど
の
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
・
グ
ル
ー

プ
、
食
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
教
育
、
巡
礼
・
遍
路
や
ア
ニ
メ
・
マ
ン
ガ
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
で
様
々
な
人
々

が
参
与
す
る
現
象
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
現
象
の
根
幹
に
あ
る
も
の
は
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
言
わ
れ
、
こ
の

言
葉
は
現
代
を
解
釈
す
る
際
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
何
か
。
本
来
、
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
非
常
に
近
接
し
た
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
し
か
し
、
そ
れ
に
参
与
す
る
人
々
は
そ
の
違
い
を
明
確
に
嗅
ぎ
分
け
て
い
る
。I’m

 not religious, but spiritual. 

と
い
う
言

い
回
し
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
志
向
す
る
現
代
人
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教
を
別
な
も
の
と
区

別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
両
者
は
ど
こ
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
島
薗
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。
（
９
）　

で
は
、
新
し
い
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
当
事
者
た
ち
は
ど
う
い
う
意
味
で
、
自
ら
の
立
場
が
「
宗
教
」
と
は
異
な
る
と
考

え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
個
々
人
の
外
部
に
あ
る
堅
固
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
指
示
さ
れ
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

新
し
い
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
心
を
も
つ
人
々
は
、
堅
固
な
体
系
性
、
組
織
性
を
も
っ
た
伝
統
的
な
宗
教
に
好
ま
し
く
な

い
性
格
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
宗
教
」
の
特
徴
は
、（
１
）
集
団
へ
の
帰
属
を
求
め
、
集
団
の
規
範
や
権
威
体

系
に
服
す
る
よ
う
促
す
こ
と
、（
２
）
キ
リ
ス
ト
や
ブ
ッ
ダ
の
よ
う
な
唯
一
の
至
高
の
人
間
、
あ
る
い
は
神
的
超
人
的
な
存
在

へ
の
帰
依
を
求
め
る
こ
と
、（
３
）
自
己
が
属
す
る
宗
教
の
み
が
正
し
く
他
の
宗
教
や
思
想
的
立
場
は
無
価
値
で
あ
る
か
ご
く
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わ
ず
か
な
価
値
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
独
善
的
・
排
他
的
な
姿
勢
、（
４
）
神
な
ど
の
超
越
的
存
在
に
よ
る
死
後
の
報
い

を
説
き
、
信
じ
な
い
も
の
が
罰
せ
ら
れ
る
と
す
る
二
分
法
、
な
ど
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
宗
教
が
、『
聖
な
る
』
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
関
連
す
る
教
義
・
儀
式
・
神
話
・
体
験
・
倫
理
・
社
会
構
造
な
ど
の

組
織
化
さ
れ
た
形
で
あ
り
、
組
織
と
し
て
の
宗
教
が
ど
う
し
て
も
権
威
主
義
や
排
他
主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
そ
う
し
た
宗
教
か
ら
教
義
や
儀
礼
、
組
織
、
指
導
者
な
ど
を
順
に
取
り
除
い
て
い
き
、
最
後
に
残
っ
た
核
で
あ

り
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
体
験
と
は
、
そ
れ
と
自
己
と
が
直
接
つ
な
が
る
体
験
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と

は
「
個
人
化
さ
れ
た
宗
教
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
参
与
す
る
者
が
捉
え
て
い
る
宗
教
と
は
「
組
織
化
・
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
」
で
あ
る
。

そ
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
「
組
織
化
・
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
」
に
参
与
す
る
者
が
最
も
大
切
だ
と
す
る
要
件
を
捨
象
し
た
と

こ
ろ
に
こ
そ
、
顕
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
参
与
す
る
者
に
と
っ
て
、
伝
統
宗
教
が
説
く
よ
う
な
「
救
済
の
物
語
」
す
な
わ
ち
死
後
、
あ

の
世
や
天
国
あ
る
い
は
浄
土
で
救
わ
れ
る
と
い
う
思
想
、
そ
し
て
そ
の
前
提
と
な
る
、
人
間
は
煩
悩
を
も
っ
た
、
あ
る
い
は
罪
を
背

負
っ
た
悪
な
る
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
、
現
世
は
来
世
で
の
救
済
の
た
め
に
そ
の
煩
悩
を
払
い
、
悪
を
償
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
世
否
定
的
な
思
想
・
価
値
観
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
近
代
の
合
理
主
義
的

な
思
考
法
が
身
に
染
ま
り
、
ま
た
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
宇
宙
の
遙
か
彼
方
ま
で
見
透
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代

人
に
と
っ
て
、
天
国
や
浄
土
は
最
早
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
お
り
、
そ
の
存
在
を
素
朴
に
信
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
興
隆
し
て
い
る
先
進
国
に
お
い
て
、
多
く
の
人
々
は
、
現
実
生
活
を
救
い
が
た
い
苦
と
し
て
捉
え
た
り
、
そ

の
原
因
が
自
ら
の
内
に
あ
る
悪
や
罪
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
先
進
国
に
お
け
る
経
済
の
発
展
は
切
実
な
貧
困
か
ら
人
々
を
救
い
出
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し
、
技
術
の
開
発
は
生
活
の
利
便
性
を
飛
躍
的
に
高
め
、
医
学
の
進
歩
は
多
く
の
疫
病
や
か
つ
て
は
不
治
と
さ
れ
た
病
い
を
克
服
し
、

自
由
や
平
等
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
少
な
く
と
も
建
前
上
は
差
別
や
抑
圧
を
社
会
の
表
舞
台
か
ら
葬
っ
た
。
ま
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、

人
間
そ
の
も
の
の
す
ば
ら
し
さ
を
礼
賛
し
、
神
へ
の
隷
属
か
ら
人
間
を
解
き
放
っ
た
。
近
代
主
義
は
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
露
呈
し

た
と
は
い
え
、
未
だ
容
易
に
崩
れ
な
い
説
得
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
現
代
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ
う
し
た
社
会
背
景
の

も
と
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
志
向
性
は
、
脱
近
代
で
あ
っ
て
近
代
以
前
へ
の
回
帰
で
は
な
い
で
あ
る
。

　

伝
統
仏
教
教
団
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
伝
統
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
超
越
し
て
い
る
と
主

張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
普
遍
主
義
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
が
自
分
た
ち
の
伝
統
こ
そ
普
遍
だ
と
主
張
す
る
限

り
、
そ
れ
は
本
来
の
意
味
で
の
普
遍
と
は
な
ら
ず
、
教
団
の
数
だ
け
普
遍
が
存
在
す
る
と
い
う
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
近
代
の
合
理
主
義
的
世
界
観
や
科
学
技
術
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
方
が
む
し
ろ
普
遍
性
を
も
つ
価
値
観
と
し
て

の
説
得
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
現
代
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
個
人
化
さ
れ
た
宗
教
」
で
あ
っ
て
、
組
織
や
制
度
に
は
な
じ
ま
な

い
も
の
で
あ
る
。
個
人
と
個
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
個
人
が
直
接
的
に
自
己
を
超
え
た
も
の
と
つ
な
が
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
の
で
、
普
遍
と
い
う
こ
と
に
そ
れ
程
、
意
味
を
感
じ
な
い
。
そ
も
そ
も
普
遍
主
義
を
志
向
し
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
伝
統
仏
教
教
団
が
伝
統
の
名
の
も
と
に
保
持
し
、
守
ろ
う
と
し
て
い
る
組
織
や
理
念
は
、
文
化
的
価
値
は
あ
っ
て

も
、
今
ま
さ
に
生
き
て
い
る
現
代
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
は
ほ
と
ん
ど
響
か
な
い
の
だ
。
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④
形
式
主
義
へ
の
抵
抗
感

　

さ
ら
に
伝
統
仏
教
教
団
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
疎
外
す
る
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
空
疎
な
形
式
主
義
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。
確
か
に
僧
形
や
所
作
や
儀
礼
作
法
の
形
式
は
宗
教
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
一
つ
一
つ
の
形
式
は
意
味
の
象
徴
で
あ
り
、
内
実
を
伴
っ
て
は
じ
め
て
真
の
意
味
で
の
形
式
た
り
得
る
。
形
式
主
義
の
危
惧

す
べ
き
点
は
、
形
式
さ
え
整
え
れ
ば
あ
た
か
も
そ
れ
で
宗
教
性
を
保
持
で
き
る
と
錯
覚
さ
せ
、
そ
こ
に
僧
侶
を
落
と
し
込
ん
で
し
ま

う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
志
向
す
る
現
代
人
は
、
そ
う
し
た
空
疎
な
形
式
主
義
の
欺
瞞
性
を
伝
統
仏
教
教
団
の
な

か
に
、
あ
る
い
は
僧
侶
の
な
か
に
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
味
の
象
徴
、
意
味
の
具
現
と
し
て
の
形
式
で
な
く
、
形
式
を
整

え
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。

⑤
宗
教
団
体
へ
の
信
頼
度

　

図
表
６
・
７
に
示
す
よ
う
に
、
２
０
１
０
年
期
世
界
価
値
観
調
査
の
世
界
各
国
に
お
け
る
組
織
・
制
度
へ
の
信
頼
度
調
査
に
よ
れ

ば
、
我
が
国
の
宗
教
団
体
へ
の
信
頼
度
は
、
欧
米
各
国
と
の
比
較
に
お
い
て
も
ア
ジ
ア
各
国
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
顕
著
に
低
位

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。）

1（
（

こ
こ
で
言
う
宗
教
団
体
と
は
、
い
わ
ゆ
る
新
興
宗
教
・
新
宗
教
団
体
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も

伝
統
仏
教
教
団
へ
の
信
頼
度
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
他
の
組
織
・
制
度
よ

り
も
宗
教
団
体
へ
の
信
頼
度
が
高
い
こ
と
が
果
た
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

わ
れ
わ
れ
が
世
間
か
ら
こ
の
よ
う
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
真
摯
に
受
け
止
め
る
必
要
は
あ
ろ
う
。



図表６　世界各国における組織・制度への信頼度（世界価値観調査2010
年期）

【日本と欧米との比較】
信頼度 日本 米国 英国 ドイツ フランス イタリア スウェーデン ロシア
8（％台 軍隊 軍隊 警察

7（％台 裁判所
新聞・雑誌

裁判所 警察
軍隊

警察
軍隊

警察
裁判所

（（％台
警察

軍隊（自衛隊）
テレビ

警察 警察 環境保護団体
軍隊

環境保護団体
行政
国連

宗教団体 環境保護団体
国連

宗教団体
軍隊

5（％台

宗教団体 環境保護団体 行政 裁判所
議会

国連 政府
議会

労働組合
軍隊

大企業
テレビ
行政

裁判所

宗教団体

（（％台

大企業
国連

環境保護団体
行政

裁判所
国連
行政

テレビ
労働組合

国連
新聞・雑誌
政府
議会

大企業 環境保護団体 政党 環境保護団体
政府
行政
テレビ

宗教団体
労働組合

3（％台

環境保護団体
行政

国連
大企業
政府

宗教団体 宗教団体 新聞・雑誌
テレビ
政府

大企業
行政

裁判所
議会

新聞・雑誌 国連
新聞・雑誌

大企業
裁判所
警察
議会

大企業
テレビ

2（％台

労働組合
政府

労働組合
テレビ
新聞・雑誌

議会

労働組合
議会

大企業
政党

労働組合
新聞・雑誌
政府

労働組合
政党

1（％台
議会（国会）

政党
政党 政府

新聞・雑誌
政党

政党 テレビ
政党

1（％未満 宗教団体
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図表７
【日本とアジアとの比較】

信頼度 日本 韓国 台湾 中国 シンガポール マレーシア フィリピン パキスタン
9（％台 宗教団体 宗教団体 宗教団体

8（％台 政府
軍隊

裁判所 裁判所
軍隊

環境保護団体 軍隊

7（％台

裁判所
新聞・雑誌

環境保護団体 議会
政党

裁判所

政府
警察
軍隊
行政
議会

環境保護団体
行政

労働組合
政府

大企業
警察
テレビ

テレビ
軍隊

宗教団体
大企業

（（％台

警察
軍隊（自衛隊）
テレビ

国連
裁判所
軍隊
テレビ

環境保護団体
新聞・雑誌

宗教団体 警察
行政
テレビ
新聞・雑誌

環境団体
政党
国連

議会
新聞・雑誌

政党
国連

新聞・雑誌
警察
国連

裁判所／行政
大企業

大企業
警察

5（％台
警察

大企業
行政

労働組合
軍隊

環境保護団体
大企業

労働組合
テレビ
新聞・雑誌

議会
政府

労働組合

テレビ

宗教団体

（（％台

大企業
国連

政府
行政

裁判所
政府
国連

労働組合 政党 大企業
裁判所

労働組合
新聞・雑誌

3（％台
環境保護団体

行政
労働組合 テレビ 国連 環境保護団体

行政
政府

2（％台

労働組合
政府

政党
議会

新聞・雑誌
議会
政党

政党
議会
国連
警察

1（％台 議会（国会）
政党

宗教団体

1（％未満 宗教団体

（注）  各国の全国18歳以上男女1,000サンプル程度の回収を基本とした意識調査の結果である。信頼度区分は各組織・
制度に関し「非常に信頼する」と「やや信頼する」の回答率の合計による。カッコ内は日本の場合の選択肢。太
明朝体はマスコミ、ゴシック体は政府、網掛けは宗教団体。2010年期は各国2010～2014年の調査。ただし、英国

（北アイルランドを除く）、フランス、イタリアは欧州価値観調査2008～（9年による。この3カ国のテレビについ
ては欧州価値観調査ではデータなしのため、世界価値観調査の2005年期の値を使用。

（資料）世界価値観調査（World Value Survey）及び欧州価値観調査（European Values Study）サイト
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３
．伝
統
仏
教
教
団
の
構
造
的
問
題

①
世
襲
化
の
定
着

　

本
宗
総
合
調
査
に
よ
れ
ば
、
本
宗
教
師
の
８
割
以
上
が
寺
院
出
身
者
で
あ
り
、
寺
院
の
世
襲
化
は
も
は
や
し
っ
か
り
と
定
着
し
、

そ
の
進
行
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
世
襲
化
の
進
行
・
定
着
に
は
、
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
両
面
が
あ
る
。
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
例
え
ば
寺
の
後
継
者
を
継

続
的
に
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
、
寺
院
・
宗
団
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
く
、
あ
る
い
は
幼
少
時
か
ら
檀
家
と
接
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
親
密
度
が
増
し
、
相
互
理
解
が
深
ま
る
、
後
継
者
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
た
子
弟
教
育
が
可
能
に
な
る
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
一
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
寺
院
が
私
物
化
し
、
公
共
性
が
失
わ
れ
、
結
果
と
し
て
寺
院
活
動
が
閉
塞
化
し
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
番
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
教
師
の
質
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

寺
の
場
合
、
後
継
者
の
力
量
が
そ
れ
ほ
ど
寺
の
あ
り
様
に
影
響
を
与
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
も
と
も
と
の
寺
の
大
き
さ
が
決
定
的

な
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
伝
統
仏
教
教
団
寺
院
の
構
造
的
欠
陥
が
あ
る
。

　

僧
侶
を
め
ざ
す
寺
院
子
弟
の
多
く
は
、
少
な
く
と
も
初
発
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
意
欲
に
燃
え
て
僧
侶
に
な
る
の
で
は
な
い
、

あ
る
い
は
、
人
生
の
根
源
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
僧
侶
に
な
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
を
冷
厳
に
認
め
た
う
え
で
、
で
は
、

そ
う
い
う
子
弟
を
宗
団
と
し
て
ど
う
教
育
し
て
い
く
か
、
ど
の
よ
う
な
僧
侶
に
育
て
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
く
る
。
宗

団
は
、
世
襲
を
前
提
と
し
て
、
寺
院
の
後
継
者
と
な
る
べ
き
人
材
を
き
っ
ち
り
教
育
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
世
襲
だ
け
に
頼
ら
な
い
後
継
者
の
発
掘
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
昨
今
の
少
子
化
、
未
婚
化
、

晩
婚
化
の
波
は
本
宗
寺
院
に
も
及
ん
で
い
る
。
兼
務
寺
院
の
増
加
と
も
相
俟
っ
て
、
今
後
、
深
刻
な
後
継
者
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
。



現代密教　第29号

― 102 ―

寺
院
子
弟
を
し
っ
か
り
と
育
成
す
る
と
同
時
に
、
在
家
の
人
材
を
宗
団
に
引
き
入
れ
る
方
策
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
寺
院
間
の
格
差
の
定
着

　

２
０
１
０
年
（
平
成
22
年
）
度
実
施
の
本
宗
総
合
調
査
の
総
括
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
宗
寺
院
は
、
少
数
の
高
収
入

寺
院
と
多
数
の
低
収
入
寺
院
と
い
う
二
極
構
造
か
ら
成
っ
て
い
る）

11
（

。
大
都
市
に
所
在
す
る
寺
院
と
市
町
村
に
所
在
す
る
寺
院
の
格
差
、

あ
る
い
は
同
じ
地
域
に
あ
っ
て
も
経
済
的
に
大
規
模
な
寺
院
と
小
規
模
な
寺
院
の
格
差
、
こ
う
し
た
地
域
性
や
経
済
性
に
よ
る
寺
院

間
格
差
の
問
題
が
、
後
継
者
の
有
無
・
大
学
／
大
学
院
へ
の
進
学
率
・
僧
階
の
昇
補
率
な
ど
人
材
の
育
成
や
教
師
の
属
性
に
関
連
す

る
側
面
さ
ら
に
は
社
会
活
動
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
取
り
組
み
・
パ
ソ
コ
ン
の
導
入
率
な
ど
公
益
的
な
寺
院
活
動
や
寺
院
運
営

の
効
率
化
な
ど
、
寺
院
活
動
の
様
々
な
領
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
調
査
に
よ
れ
ば
、
本
宗
寺
院
の
ほ
ぼ
３
割
が
兼
務
寺
院
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
が
年
間
収
入
３
０
０
万
円
未

満
で
あ
る
。
兼
務
寺
院
の
活
動
状
況
は
、「
正
住
寺
院
に
比
べ
て
活
発
で
は
な
い
」「
ほ
と
ん
ど
で
き
て
い
な
い
」「
廃
寺
同
然
」
を

合
わ
せ
る
と
5（
％
を
越
え
て
い
る
。
さ
ら
に
兼
務
寺
院
の
数
は
調
査
の
度
ご
と
に
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
本
宗
寺
院
の
二
極
間
格
差
お
よ
び
兼
務
寺
院
の
寺
院
活
動
の
停
滞
と
い
う
問
題
は
、
住
職
・
教
師
・
寺
族
の
自
助
努
力

だ
け
で
は
如
何
と
も
し
が
た
く
、
宗
団
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
、
そ
の
是
正
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
か
、
既

得
権
益
や
従
来
の
慣
行
に
と
ら
わ
れ
な
い
立
場
か
ら
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

③
檀
家
制
度
の
有
名
無
実
化

　

寺
院
存
立
の
基
礎
的
な
制
度
で
あ
る
檀
家
制
度
は
、
寺
が
地
縁
・
血
縁
に
基
づ
く
共
同
体
の
中
心
と
し
て
機
能
し
て
い
た
時
代
と
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は
異
な
り
、
現
代
で
は
人
口
の
流
動
化
、
家
族
形
態
や
家
観
念
の
変
化
な
ど
に
伴
っ
て
、
従
来
通
り
の
檀
家
制
度
を
維
持
す
る
必
然

性
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
固
定
化
さ
れ
た
檀
家
制
度
は
常
態
化
し
た
世
襲
制
と
も
相
俟
っ
て
、
寺
院
活
動
の
質

や
僧
侶
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
下
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
旧
態
依
然
と
し
た
寺
檀
関
係
の

維
持
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
強
固
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
檀
信
徒
の
囲
い
込
み
を
図
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
権
威
主
義
や
排
他
主
義

が
蔓
延
り
、
個
人
の
自
由
な
参
入
を
拒
絶
す
る
土
壌
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
長
い
歴
史
を
も
つ
檀
家
制
度
が
す
ぐ
さ
ま
崩
壊

す
る
と
は
思
え
な
い
が
、
檀
家
制
度
そ
の
も
の
を
問
い
直
し
、
活
動
の
基
盤
を
檀
家
単
位
か
ら
個
人
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
よ
う
。

４
．僧
侶
の
活
動
の
あ
り
方

　

曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
の
藤
田
一
照
は
、
日
本
の
僧
侶
が
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
し
長

い
が
、
な
か
な
か
的
を
突
い
た
指
摘
な
の
で
引
用
し
て
み
た
い
。）

12
（

　

普
通
、
日
本
で
仏
教
と
い
う
と
三
つ
く
ら
い
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
い
わ
ゆ
る
お

坊
さ
ん
の
仏
教
。
職
業
と
し
て
葬
式
や
法
事
を
や
っ
て
る
人
が
に
な
っ
て
い
る
仏
教
と
い
う
の
か
な
。
多
く
の
人
に
と
っ
て
仏

教
と
い
わ
れ
た
と
き
に
ま
ず
浮
か
ぶ
の
は
、
た
ぶ
ん
葬
式
や
法
事
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
仏
教
の
専
門
家
と
し
て
の
お
坊
さ
ん

の
姿
だ
と
思
う
。（
中
略
）
社
会
習
俗
化
し
て
い
る
、
慣
習
と
し
て
の
仏
教
、
そ
の
に
な
い
手
と
い
う
の
が
お
坊
さ
ん
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
。

　

で
、
後
に
な
っ
て
仏
教
に
関
心
を
持
っ
て
仏
教
書
を
読
ん
で
み
る
と
、
仏
教
を
対
象
的
に
学
問
と
し
て
研
究
し
て
い
る
人
た
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ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
が
第
二
の
グ
ル
ー
プ
、
つ
ま
り
「
仏
教
学
者
」
と
言
わ
れ
た
人
た
ち
が
に
な
っ
て

い
る
仏
教
。
僕
ら
が
と
う
て
い
読
め
な
い
よ
う
な
チ
ベ
ッ
ト
語
の
経
典
と
か
パ
ー
リ
語
の
経
典
と
か
、
漢
訳
仏
典
と
か
を
語
学

力
を
生
か
し
て
専
門
的
に
勉
強
し
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
で
す
ね
。

　

で
も
た
い
て
い
の
場
合
、
仏
教
を
対
象
的
に
文
献
と
し
て
研
究
し
て
る
人
た
ち
の
研
究
は
、
僕
か
ら
言
わ
せ
る
と
ほ
と
ん
ど

の
も
の
は
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
よ
う
な
、
果
た
し
て
僕
の
生
き
方
と
ど
う
関
係
す
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
も
の
が
多
い
ん
で
す

よ
。
こ
の
経
典
は
こ
の
経
典
と
影
響
関
係
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
っ
て
、
そ
れ
は
学
問
と
し
て
は
確
か
に
貴
重
な
労
作
だ
と
は

思
う
け
ど
、
僕
に
と
っ
て
の
意
味
っ
て
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
葬
式
や
法
事
を
主
流
に
し
て
い

る
慣
習
化
さ
れ
た
仏
教
が
、
僕
に
と
っ
て
ど
う
も
ピ
ン
と
こ
な
い
と
い
う
の
と
同
じ
で
す
。

　

第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
あ
り
が
た
い
法
話
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仏
教
で
す
。
道
徳
の
話
、
人
生
訓
み
た
い
な
お

説
教
仏
教
。
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
開
か
れ
て
い
る
仏
教
の
「
法
話
会
」
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
耳
に
す
る
仏
教
の
「
お
話
し
」、

こ
れ
も
僕
に
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
ん
で
す
ね
。
人
情
と
い
う
か
常
識
に
迎
合
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
ど
う
も
好
き
に
な

れ
な
い
。「
あ
あ
、
い
い
お
話
し
で
し
た
」、
そ
れ
で
お
し
ま
い
。
そ
う
い
う
も
の
っ
て
い
ざ
と
な
っ
た
ら
何
の
役
に
立
ち
そ
う

に
な
い
。
毒
に
も
薬
に
も
な
ら
な
い
話
で
お
茶
を
濁
し
て
る
よ
う
な
…
。

　

こ
う
し
た
藤
田
の
指
摘
に
は
確
か
に
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
職
業
と
し
て
の
僧
侶
も
仏
教
学
者
と
し
て
の
僧
侶
も
布
教
者

と
し
て
の
僧
侶
も
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
何
か
が
欠
け
て
い
て
、
そ
し
て
そ
の
何
か
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
決
定

的
な
何
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
多
く
が
行
っ
て
い
る
こ
と
の
根
底
に
、
僧
侶
と
し
て
の
自
身
の
生
き
方
へ
の
問
い
か
け

や
苦
し
み
や
悲
し
み
に
喘
い
で
い
る
人
た
ち
へ
の
共
感
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
何
の
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た
め
に
儀
礼
を
行
う
の
か
、
何
の
た
め
に
学
問
研
究
を
行
う
の
か
、
そ
し
て
何
の
た
め
に
布
教
・
教
化
を
行
う
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

５
．そ
の
２
に
向
け
て

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
伝
統
仏
教
教
団
を
と
り
ま
く
社
会
的
状
況
、
現
代
人
の
宗
教
に
関
わ
る
心
性
の
変
化
、
伝
統
仏
教
教
団
の
構

造
的
問
題
そ
し
て
僧
侶
の
活
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
批
判
的
に
論
じ
て
き
た
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
様
々
な
外
的
状
況
に
お
い
て

厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
ま
た
内
部
的
に
も
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
真
摯
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

し
か
し
、
で
は
わ
れ
わ
れ
伝
統
仏
教
教
団
の
未
来
は
先
細
っ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
り
、
や
が
て
社
会
か
ら
必
要
と
さ
れ
な
く
な
る

の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
安
易
に
そ
の
時
々
の
社
会
の
風
潮
や
常
識
や
道
徳
や
流

行
に
迎
合
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
対
症
療
法
の
よ
う
な
そ
の
場
し
の
ぎ
の
策
を
弄
す
る
こ
と
な
く
、
仏
教
の
、
真
言
密
教
の
、

そ
し
て
わ
れ
わ
れ
真
言
宗
智
山
派
と
い
う
伝
統
仏
教
教
団
の
独
自
性
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
、
そ
れ
を
堅
持
し
、
実
践
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
未
来
は
開
か
れ
、
伝
統
は
引
き
継
が
れ
て
い
く
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て

は
字
数
制
限
の
関
係
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
２
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
仏
教
教

団
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
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註（
１
）『
寺
院
消
滅　

失
わ
れ
る
「
地
方
」
と
「
宗
教
」』　

鵜
飼
秀
徳
著　

日
経
Ｂ
Ｐ
社　
　

１
６
３
頁

（
２
）
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
高
齢
社
会
白
書
」
参
照　

http://
w

w
w

8.cao.go.jp/kourei/w
hitepaper/w

‑2018/htm
l/gaiyou/

s1_1.htm
l

（
３
）
社
会
実
情
デ
ー
タ
図
録　

http://w
w

w
2.ttcn.ne.jp/honkaw

a/

よ
り
転
載

（
４
）
社
会
実
情
デ
ー
タ
図
録　

http://w
w

w
2.ttcn.ne.jp/honkaw

a/

よ
り
転
載

（
５
）
第
1（
回
「
葬
儀
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
報
告
書　

一
般
財

団
法
人　

日
本
消
費
者
協
会　

２
０
１
４
年
１
月
発
行

（
６
）
第
1（
回
「
葬
儀
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
報
告
書　

一
般
財

団
法
人　

日
本
消
費
者
協
会　

２
０
１
４
年
１
月
発
行

（
７
）
第
1（
回
「
葬
儀
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
報
告
書　

一
般
財

団
法
人　

日
本
消
費
者
協
会　

２
０
１
４
年
１
月
発
行

（
８
）『
い
ま
宗
教
に
向
き
あ
う
１　

現
代
日
本
の
宗
教
事
情　

国
内
編
１
』　

責
任
編
集　

堀
江
宗
正　

岩
波
書
店　

35
頁

（
９
）『
救
済
か
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
』　

島
薗
進　

宗
教
研
究
第
八

四
巻　

第
二
輯　

第
３
６
５
号　

１
３
６
頁

（
1（
）
社
会
実
情
デ
ー
タ
図
録http://honkaw

a2.sakura.ne.jp/5215.
htm

l

よ
り
転
載

（
11
）『
真
言
宗
智
山
派
の
現
状
と
課
題
―
平
成
22
年
度
実
施　

真
言
宗
智

山
派
総
合
調
査
分
析
研
究
報
告
書
―
』　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
発

行

（
12
）『
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
仏
教
』　

藤
田
一
照　

山
下
良
道　

著　

幻
冬

舎
新
書　

22
頁

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

社
会
的
状
況
の
変
化　

現
代
人
の
宗
教
に
関
す
る
心
性

　

伝
統
仏
教
教
団
の
構
造
的
課
題　

僧
侶
の
活
動


