
今
年
度
よ
り
「
子
ど
も･

子
育
て
支
援

法
＝
新
子
ど
も
三
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
近
隣
の
園
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
移
行
し
た
と
こ
ろ
も
多
い
よ
う

で
す
。
当
園
は
、
既
に
連
絡
し
た
よ
う
に

次
年
度
ま
で
は
現
行
の
「
私
立
学
校
の
幼

稚
園
」
と
し
て
運
営
致
し
ま
す(

理
由
等

も
２
学
期
に
説
明
し
た
通
り
で
す
）
。
但

し
高
平
こ
ど
も
乳
児
園
に
関
し
て
は
、
熊

本
市
の
都
合
で
、
「
幼
稚
園
長
時
間
預
か

り
保
育
支
援
事
業
」
と
い
う
名
の
補
助
制

度
が
平
成
２
６
年
度
で
打
ち
切
ら
れ
て
い

ま
し
た
の
で
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
の
為
に
、
年
度
途
中
に
申
請
を
行
い
、

「
地
域
型
保
育
事
業

小
規
模
保
育
Ａ
型
」

の
申
請
を
行
い
、
十
二
月
一
日
付
け
で
、

認
可
が
お
り
ま
し
た
。

平
成
二
九
年
度
以
降
に
幼
稚
園
と
し
て

運
営
す
る
か
、
認
定
こ
ど
も
園
へ
移
行
す

る
か
は
、
制
度
自
体
の
様
子
見
も
あ
り
ま

す
し
、
園
児
の
家
庭
事
情
や
社
会
情
勢
を

考
え
て
、
現
在
は
園
長
と
し
て
呻
吟
し
て

し
ん
ぎ
ん

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
次
年
度
の
１
学
期
内

に
は
、
移
行
に
関
し
て
の
結
論
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
決
定
し
た
ら
、

ま
ず
保
護
者
へ
文
書
で
連
絡
し
ま
す
。

ま
さ
に
呻
吟
し
て
い
ま
す
。

私
が
考
え
る
幼
稚
園
と
し
て
の
役
割
は

「
子
ど
も
が
大
人
に
な
っ
た
時
に
、
き
ち

ん
と
し
た
社
会
人
と
し
て
行
動
出
来
る
大

人
に
な
る
た
め
の
教
育
＝
人
と
し
て
生
き

て
い
る
こ
と
が
嬉
し
い
な
あ
有
り
難
い
な

あ
と
感
じ
な
が
ら
生
活
で
き
る
大
人
に
な

る
た
め
の
基
礎
作
り
」
。
こ
れ
に
尽
き
る

と
思
っ
て
ま
す
。
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
す

が
、
脳
の
発
達
は
６
歳
ぐ
ら
い
ま
で
が
臨

界
期
と
呼
ば
れ
、
そ
の
間
、
人
の
一
生
続

く
脳
の
活
動
の
基
礎
作
り
が
頭
の
中
で
行

わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
身
体
を
通
じ
て
、

喜
び
を
通
し
て
脳
に
刻
ま
れ
た
経
験
は
、

そ
の
人
の
一
生
の
活
動
に
活
か
さ
れ
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
乳
幼
児
期
の
生
活
は
、
大
切

で
あ
り
、
乳
幼
児
施
設
で
の
生
活
は
大
事

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
事
を

重
要
視
し
て
、
積
極

的
に
こ
ど
も
達
に
働

き
か
け
る
事
に
特
化

し
て
い
る
施
設
が
幼

稚
園
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
勿
論
、
こ
の

点
を
し
っ
か
り
把
握

し
て
保
育
を
行
っ
て

い
る
保
育
所
も
あ
り

ま
す
。
逆
に
、
す

ぐ
に
効
果
が
見
え

る
活
動
を
重
視
し

て
い
る
幼
稚
園
も

あ
り
ま
す
。
新
し

い
制
度
で
は
用
語

と
し
て
「
保
育
」

と
「
教
育
」
を
別

な
も
の
と
し
て
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
そ
ん
な
用
語
法
は
別
に
し
て
、
子

ど
も
の
成
長
と
発
達
に
ど
れ
だ
け
貢
献
出

来
る
か
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
在
園
中

に
は
、
目
に
見
え
る
効
果
は
無
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
大
人
に
な
っ
て
も
、
「
こ
れ

は
、
幼
稚
園
生
活
の
お
か
げ
だ
」
と
実
感

す
る
事
も
少
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
良

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
「
人
生
の
大
切
な

事
は
全
て
幼
稚
園
の
砂
場
で
学
ん
だ
」
と

言
う
言
葉
（
本

著R
.
ﾌ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ﾑ
)

も
あ
り

ま
す
。
人
は
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
他
人
と
一
緒
に
「
お
か
げ

さ
ま
で
」
と
言
い
な
が
ら
生
き
て
い
か
ざ

る
を
得
な
い
生
き
物
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

人
と
一
緒
に
毎
日
生
き
生
き
と
生
活
出
来

る
よ
う
な
大
人
に
な
っ
て
欲
し
い
し
、
そ

の
為
に
は
、
先
生
達
と
悩
み
、
努
力
し
な

が
ら
、
こ
ど
も
達
の
成
長
と
発
達
が
少
し

で
も
良
い
結
果
に
繋
が
る
よ
う
園
の
毎
日

を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
こ
れ
で
良
い
」

と
思
っ
た
ら
、
園
と
し
て
は
終
わ
り
だ
と

考
え
、
い
つ
も
次
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う

と
工
夫
し
な
が
ら
園
生
活
を
作
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
今

高
平
幼
稚
園
は
制
度

は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
原
点
に
戻
っ
て
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ご
存
じ
の
方
も
多

い
と
思
う
が
、
私

は
保
育
科
や
教
育

学
部
出
身
で
は
な

い
し
、
幼
児
教
育
の
専
門
家
で
は
な
い
。
大

学
時
代
は
弁
護
士
を
考
え
て
い
た
し
、
熊
大

の
研
究
室
に
通
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
保
育
士

養
成
の
専
門
学
校
で
法
律
学
や
憲
法
を
教
え

て
い
た
経
験
も
あ
る
。
そ
の
私
か
ら
見
て
、

今
の
日
本
の
状
況
は
異
常
だ
。
評
論
家
で
哲

学
者
の
内
田
樹
氏
も
書
い
て
い
る
が
、
政
治

家
も
国
民
も
、
国
の
運
営
を
株
式
会
社
の
経

営
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
デ
フ

レ
対
策
や
経
済
成
長
は
、
国
民
の
生
活
に
直

結
し
て
い
る
部
分
、
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
だ
。

会
社
な
ら

ま
ず
収
益
を
増
や
す
こ
と
が
大

事
の
筈
だ
。
し
か
し
、
会
社
が
潰
れ
れ
ば
困

つ
ぶ

る
の
は
社
員
だ
け
で
あ
る
し
、
そ
の
社
員
は
、

自
分
の
意
志
で
勤
務
先
を
選
ん
で
い
る
訳
だ

か
ら
仕
方
が
な
い
部
分
も
あ
る
。
一
方
、
誰

も
日
本
に
生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
て
生
を
受
け

た
国
民
は
い
な
い
。
ま
た
、
国
が
潰
れ
た
ら

つ
ぶ

国
民
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
？
だ
か
ら
こ
そ
、

政
治
家
は
長
期
的
な
展
望
を
持
っ
て
政
策
を

作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
官
僚
は
、
そ

れ
を
理
解
し
て
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
政
策
が
実
行
さ
れ
る
根
拠
が
法
律
で
あ

り
、
そ
の
法
律
を
作
る
場
所
が
国
会
だ
。
だ

か
ら
、
そ
こ
で
は
様
々
な
意
見
が
出
る
の
が

当
然
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
多
く
の
人
が
納

得
で
き
る
も
の
を
作
り
上
げ
る
為
の
方
法
が

多
数
決
で
あ
る
と
言
う
の
が
日
本
国
憲
法
が

前
提
に
し
て
い
る
民
主
主
義
で
あ
る
。
し
か

し
、
現
実
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
情
に
訴
え
人

気
が
と
れ
る
近
視
眼
的
な
党
略
、
官
僚
が
保

身
で
作
る
縦
割
り
の
法
制
の
原
案
。
最
終
的

に
は
「
オ
レ
の
意
見
に
従
う
奴
は
良
い
目
に

会
え
る
が
、
逆
ら
う
奴
は
粛
正
す
る
ぞ
」
と

し
ゅ
く
せ
い

言
わ
ん
ば
か
り
の
閣
僚
。
戦
略
と
し
て
の
幼

児
化
で

大
声
で
自
己
主
張
を
押
し
通
す
国

の
代
表
者
。
本
当
に
こ
れ
で
い
つ
ま
で
持
つ

の
か
な
。
こ
の
子
達
が
生
き
る
世
界
が
…

破
草
鞋

園
が
考
え
る
幼
稚
園

呻
吟
（
し
ん
ぎ
ん
）

名
・
自
サ
変
〙
苦
し
ん
で
、

う
め
く
こ
と
。

◇
詩
歌
・
文
章
の
作
成
に

苦
し
む
こ
と
に
も
い
う
。

「
句
作
に
━
す
る
」

明
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理
想
と
考
え

て
い
る
乳
幼

児
施
設
の
姿

今
年
度
よ
り
「
子
ど
も･

子
育
て
支
援

法
＝
新
子
ど
も
三
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
近
隣
の
園
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
移
行
し
た
と
こ
ろ
も
多
い
よ
う

で
す
。
当
園
は
、
既
に
連
絡
し
た
よ
う
に

次
年
度
ま
で
は
現
行
の
「
私
立
学
校
の
幼

稚
園
」
と
し
て
運
営
致
し
ま
す(

理
由
等

も
２
学
期
に
説
明
し
た
通
り
で
す
）
。
但

し
高
平
こ
ど
も
乳
児
園
に
関
し
て
は
、
熊

本
市
の
都
合
で
、
「
幼
稚
園
長
時
間
預
か

り
保
育
支
援
事
業
」
と
い
う
名
の
補
助
制

度
が
平
成
２
６
年
度
で
打
ち
切
ら
れ
て
い

ま
し
た
の
で
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
の
為
に
、
年
度
途
中
に
申
請
を
行
い
、

「
地
域
型
保
育
事
業

小
規
模
保
育
Ａ
型
」

の
申
請
を
行
い
、
十
二
月
一
日
付
け
で
、

認
可
が
お
り
ま
し
た
。

平
成
二
九
年
度
以
降
に
幼
稚
園
と
し
て

運
営
す
る
か
、
認
定
こ
ど
も
園
へ
移
行
す

る
か
は
、
制
度
自
体
の
様
子
見
も
あ
り
ま

す
し
、
園
児
の
家
庭
事
情
や
社
会
情
勢
を

考
え
て
、
現
在
は
園
長
と
し
て
呻
吟
し
て

し
ん
ぎ
ん

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
次
年
度
の
１
学
期
内

に
は
、
移
行
に
関
し
て
の
結
論
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
決
定
し
た
ら
、

ま
ず
保
護
者
へ
文
書
で
連
絡
し
ま
す
。

ま
さ
に
呻
吟
し
て
い
ま
す
。

私
が
考
え
る
幼
稚
園
と
し
て
の
役
割
は

「
子
ど
も
が
大
人
に
な
っ
た
時
に
、
き
ち

ん
と
し
た
社
会
人
と
し
て
行
動
出
来
る
大

人
に
な
る
た
め
の
教
育
＝
人
と
し
て
生
き

て
い
る
こ
と
が
嬉
し
い
な
あ
有
り
難
い
な

あ
と
感
じ
な
が
ら
生
活
で
き
る
大
人
に
な

る
た
め
の
基
礎
作
り
」
。
こ
れ
に
尽
き
る

と
思
っ
て
ま
す
。
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
す

が
、
脳
の
発
達
は
６
歳
ぐ
ら
い
ま
で
が
臨

界
期
と
呼
ば
れ
、
そ
の
間
、
人
の
一
生
続

く
脳
の
活
動
の
基
礎
作
り
が
頭
の
中
で
行

わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
身
体
を
通
じ
て
、

喜
び
を
通
し
て
脳
に
刻
ま
れ
た
経
験
は
、

そ
の
人
の
一
生
の
活
動
に
活
か
さ
れ
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
乳
幼
児
期
の
生
活
は
、
大
切

で
あ
り
、
乳
幼
児
施
設
で
の
生
活
は
大
事

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
事
を

重
要
視
し
て
、
積
極

的
に
こ
ど
も
達
に
働

き
か
け
る
事
に
特
化

し
て
い
る
施
設
が
幼

稚
園
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
勿
論
、
こ
の

点
を
し
っ
か
り
把
握

し
て
保
育
を
行
っ
て

い
る
保
育
所
も
あ
り

ま
す
。
逆
に
、
す

ぐ
に
効
果
が
見
え

る
活
動
を
重
視
し

て
い
る
幼
稚
園
も

あ
り
ま
す
。
新
し

い
制
度
で
は
用
語

と
し
て
「
保
育
」

と
「
教
育
」
を
別

な
も
の
と
し
て
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
そ
ん
な
用
語
法
は
別
に
し
て
、
子

ど
も
の
成
長
と
発
達
に
ど
れ
だ
け
貢
献
出

来
る
か
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
在
園
中

に
は
、
目
に
見
え
る
効
果
は
無
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
大
人
に
な
っ
て
も
、
「
こ
れ

は
、
幼
稚
園
生
活
の
お
か
げ
だ
」
と
実
感

す
る
事
も
少
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
良

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
「
人
生
の
大
切
な

事
は
全
て
幼
稚
園
の
砂
場
で
学
ん
だ
」
と

言
う
言
葉
（
本

著R
.
ﾌ
ﾙ
ｶ
ﾞ
ﾑ
)

も
あ
り

ま
す
。
人
は
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
他
人
と
一
緒
に
「
お
か
げ

さ
ま
で
」
と
言
い
な
が
ら
生
き
て
い
か
ざ

る
を
得
な
い
生
き
物
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

人
と
一
緒
に
毎
日
生
き
生
き
と
生
活
出
来

る
よ
う
な
大
人
に
な
っ
て
欲
し
い
し
、
そ

の
為
に
は
、
先
生
達
と
悩
み
、
努
力
し
な

が
ら
、
こ
ど
も
達
の
成
長
と
発
達
が
少
し

で
も
良
い
結
果
に
繋
が
る
よ
う
園
の
毎
日

を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
こ
れ
で
良
い
」

と
思
っ
た
ら
、
園
と
し
て
は
終
わ
り
だ
と

考
え
、
い
つ
も
次
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う

と
工
夫
し
な
が
ら
園
生
活
を
作
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
今

高
平
幼
稚
園
は
制
度

は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
原
点
に
戻
っ
て
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ご
存
じ
の
方
も
多

い
と
思
う
が
、
私

は
保
育
科
や
教
育

学
部
出
身
で
は
な

い
し
、
幼
児
教
育
の
専
門
家
で
は
な
い
。
大

学
時
代
は
弁
護
士
を
考
え
て
い
た
し
、
熊
大

の
研
究
室
に
通
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
保
育
士

養
成
の
専
門
学
校
で
法
律
学
や
憲
法
を
教
え

て
い
た
経
験
も
あ
る
。
そ
の
私
か
ら
見
て
、

今
の
日
本
の
状
況
は
異
常
だ
。
評
論
家
で
哲

学
者
の
内
田
樹
氏
も
書
い
て
い
る
が
、
政
治

家
も
国
民
も
、
国
の
運
営
を
株
式
会
社
の
経

営
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
デ
フ

レ
対
策
や
経
済
成
長
は
、
国
民
の
生
活
に
直

結
し
て
い
る
部
分
、
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
だ
。

会
社
な
ら

ま
ず
収
益
を
増
や
す
こ
と
が
大

事
の
筈
だ
。
し
か
し
、
会
社
が
潰
れ
れ
ば
困

つ
ぶ

る
の
は
社
員
だ
け
で
あ
る
し
、
そ
の
社
員
は
、

自
分
の
意
志
で
勤
務
先
を
選
ん
で
い
る
訳
だ

か
ら
仕
方
が
な
い
部
分
も
あ
る
。
一
方
、
誰

も
日
本
に
生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
て
生
を
受
け

た
国
民
は
い
な
い
。
ま
た
、
国
が
潰
れ
た
ら

つ
ぶ

国
民
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
？
だ
か
ら
こ
そ
、

政
治
家
は
長
期
的
な
展
望
を
持
っ
て
政
策
を

作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
官
僚
は
、
そ

れ
を
理
解
し
て
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
政
策
が
実
行
さ
れ
る
根
拠
が
法
律
で
あ

り
、
そ
の
法
律
を
作
る
場
所
が
国
会
だ
。
だ

か
ら
、
そ
こ
で
は
様
々
な
意
見
が
出
る
の
が

当
然
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
多
く
の
人
が
納

得
で
き
る
も
の
を
作
り
上
げ
る
為
の
方
法
が

多
数
決
で
あ
る
と
言
う
の
が
日
本
国
憲
法
が

前
提
に
し
て
い
る
民
主
主
義
で
あ
る
。
し
か

し
、
現
実
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
情
に
訴
え
人

気
が
と
れ
る
近
視
眼
的
な
党
略
、
官
僚
が
保

身
で
作
る
縦
割
り
の
法
制
の
原
案
。
最
終
的

に
は
「
オ
レ
の
意
見
に
従
う
奴
は
良
い
目
に

会
え
る
が
、
逆
ら
う
奴
は
粛
正
す
る
ぞ
」
と

し
ゅ
く
せ
い

言
わ
ん
ば
か
り
の
閣
僚
。
戦
略
と
し
て
の
幼

児
化
で

大
声
で
自
己
主
張
を
押
し
通
す
国

の
代
表
者
。
本
当
に
こ
れ
で
い
つ
ま
で
持
つ

の
か
な
。
こ
の
子
達
が
生
き
る
世
界
が
…

破
草
鞋

園
が
考
え
る
幼
稚
園

呻
吟
（
し
ん
ぎ
ん
）

名
・
自
サ
変
〙
苦
し
ん
で
、

う
め
く
こ
と
。

◇
詩
歌
・
文
章
の
作
成
に

苦
し
む
こ
と
に
も
い
う
。

「
句
作
に
━
す
る
」

明
鏡
国
語
辞
典
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乳
幼

児
施
設
の
姿



足
許
を
見
つ
め
直

あ
し
も
と

し
、
子
ど
も
の
た

め
の
良
い
施
設
で

あ
ろ
う
と
い
う
点

を
確
認
し
な
が
ら

園
生
活
を
、
も
う

一
度
考
え
る
作
業

に
入
っ
て
い
ま
す
。

国
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
点
は

「
待
機
児
童
解
消
」
で
す
。
そ
し
て
解
決

の
た
め
に
は
、
か
な
り
無
理
な
形
を
取
っ

て
い
ま
す
。
元
よ
り
、
制
度
目
的
が
違
っ

て
い
た
「
幼
稚
園
」
と
「
保
育
所
」
を
一

つ
に
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
内
容
を
練
る
必
要

が
あ
る
し
、
乳
幼
児
期
の
育
ち
と
発
達
段

階
を
考
え
れ
ば
、
即
効
性
を
求
め
る
の
で

は
な
く
長
期
的
な
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
第
一
、
待
機
児
童

問
題
は
大
都
市
部
で
は
焦
眉
の
急
務
で
す

し
ょ
う
び

き
ゅ
う
む

が
、
政
府
の
言
う
「
地
方
創
生
」
の
主
人

公
で
あ
る
地
方
部
で
は
子
ど
も
の
絶
対
数

が
み
る
み
る
減
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
待

機
児
童
問
題
の
解
消
は
子
ど
も
の
育
ち
に

関
わ
る
制
度
を
国
を
挙
げ
て
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
か
否
か
は
、
大
き
な

疑
問
で
す
。
預
け
先
が
無
く
、
困
っ
て
い

る
家
庭
が
多
い
の
は
分
か
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
『
預
け
た
い
』
と
『
預
け
ざ
る
を

得
な
い
』
の
は
違
い
ま
す
。
私
は
、
乳
児

期
の
親
と
子
の
大
切
な
時
間
を
確
保
出
来

る
よ
う
に
す
る
方
が
、
国
が
考
え
る
べ
き

問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
（
別
に
男
女
共

同
参
画
社
会
に
反
対
し
て
い
る
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
保
護
者
の
選
択
権
の
問
題
で

す
）
。
今
度
変
わ
っ
た
制
度
で
は
、
と
に

か
く
待
機
児
童
解
消
へ
の
偏
り
が
強
く
、

か
た
よ

そ
の
上
に
正
当
化
の
理
屈
が
加
わ
り
、
歪

い
び
つ

に
仕
上
が
っ
て
ま
す
。
そ
の
為
、
遠
か
ら

ず
再
び
大
き
な
制
度
変
更
が
起
き
て
も
不

思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

省
庁
間
の
較
差
の
問
題

保
育
所
は
厚
労
省
、
幼
稚
園
は
文
科
省

と
言
う
の
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
制

度
の
成
り
立
ち
が
違
っ
て
い
た
の
で
、
管

轄
が
異
な
っ
た
の
は
当
然
の
事
で
す
。
し

か
し
新
制
度
は
内
閣
府
管
轄
、
し
か
も
、

お
金
は
新
制
度
で
言
う
「
保
育
」
部
分
は

厚
労
省
予
算
「
教
育
」
部
分
は
文
科
省
予

算
、
窓
口
が
内
閣
府
と
い
う
複
雑
な
形
を

と
っ
て
待
機
児
童
解
消
問
題
の
解
決
を
図
っ

て
い
ま
す
。
私
は
、
か
な
り
前
か
ら
、
幼

稚
園
に
対
し
て
も
保
育
所
な
み
の
行
政
支

出
を
出
す
べ
き
だ
と
幼
稚
園
団
体
を
通
じ

て
運
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

予
算
や
権
利
の
配
分
が
、
厚
労
省
と
文
科

省
で
は
全
く
違
い
ま
す
。
待
機
児
童
解
消

問
題
か
ら
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
人

の
、
し
か
も
生
活
者
の
（
悪
く
言
え
ば
有

権
者
の
）
利
便
性
の
為
な
ら
、
緊
急
事
態

と
し
て
扱
え
ば
、
何
ら
か
の
結
果
が
目
に

見
え
る
形
で
出
て
き
ま
す
。
幼
児
教
育
に

金
を
か
け
て
も
即
座
に
目
に
見
え
る
形
で

効
果
が
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
教

育
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
が
）
。
そ
こ

で
幼
保
間
で
政
治
力
の
差
が
出
ま
す
。
そ

れ
で
も
、
大
都
市
部
の
幼
稚
園
は
補
助
金

に
頼
ら
な
く
て
も
運
営
出
来
て
い
ま
す
。

地
方
も
、
人
口
が
増
え
子
ど
も
の
数
が
確

保
出
来
て
い
た
時
代
な
ら
幼
稚
園
と
し
て

の
運
営
は
可
能
で
し
た
。
し
か
し
、
現
在

は
、
子
ど
も
の
絶
対
数
は
地
方
で
は
年
々

減
少
し
て
い
ま
す
。
所
得
水
準
も
下
が
る

一
方
で
、
若
い
世
帯
は
『
預
け
ざ
る
を
得

な
い
』
状
況
で
す
。
そ
う
な
る
と
幼
稚
園

は
一
部
の
セ
レ
ブ
家
庭
の
「
お
稽
古
事
」

け
い
こ
ご
と

の
世
界
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
で
な

い
幼
稚
園
は
潰
れ
る
か
、
新
制
度
へ
の
移

つ
ぶ

行
と
言
う
選
択
肢
し
か
あ
り
ま
せ
ん
（
少

な
く
と
も
新
制
度
で
は
最
低

保
育
所
な

み
の
公
的
助
成
が
出
る
の
で
移
行
す
れ
ば

延
命
は
で
き
ま
す
）
。
高
平
幼
稚
園
で
は
、

・

・

限
ら
れ
た
予
算
（
収
入
）
の
中
で
保
育
内

容
の
質
は
落
と
さ
な
い
、
先
生
の
数
も
、

可
能
な
限
り
確
保
す
る
（
基
準
と
補
助
が

全
く
異
な
る
の
で
、
保
育
所
に
比
べ
る
と

少
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
）
、
こ
れ
を
大
前
提
に
し
て
私
学
と
し

て
の
特
性
を
活
か
し
た
教
育
施
設
と
し
て

踏
ん
張
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
社
会
状

ふ況
の
為
、
園
児
数
は
減
少
す
る
し
、
保
護

者
の
経
済
的
負
担
は
増
や
せ
な
い
中
、
今

存
続
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
幼
稚
園
教
育
を

受
け
さ
せ
た
い
」

と
思
っ
て
い
る
保

護
者
に
は
絶
対
応

え
ね
ば
な
ら
な
い
。

社
会
状
況(

就
労

支
援
等
）
に
も
応

え
ね
ば
な
ら
な
い
。

園
を
存
続
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
要
素
を
全
て
満
足
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
現
実
の
中
で
呻
き
苦
し
ん
で

う
め

い
ま
す
。

今

で
き
る
こ
と

現
在
の
形
態(

私
立
学
校)

の
幼
稚
園
で

あ
り
続
け
る
事
は
、
か
な
り
難
し
い
状
況

に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
ま
で
培
っ

つ
ち
か

て
き
た
保
育
に
関
す
る
実
績
は
大
切
な
財

産
で
す
。
そ
し
て
今
、
更
に
充
実
を
目
指

し
て
い
る
保
育
の
質
の
向
上
は
園
に
と
っ

て
は
必
須
の
課
題
で
す
。
０
～
２
歳
の
乳

児
期
の
保
育
に
関
し
て
は
、
今
回
小
規
模

保
育
Ａ
型
と
し
て
認
可
を
受
け
た
「
こ
ど

も
乳
児
園
」
で
努
力
を
続
け
、
方
向
性
を

模
索
し
て
い
ま
す
。
幼
稚
園
も
、
幼
児
教

育
時
間
（
１
号
認
定
）
の
充
実
に
再
度
検

証
を
加
え
実
行
し
て
い
ま
す
。
更
に
「
な

か
よ
し
ク
ラ
ブ(

預
り
保
育
＝
２
号
認
定

保
育
時
間
相
当
）
」
も
一
貫
性
や
整
合
性

も
含
め
た
形
で
の
内
容
と
体
制
の
変
更
と

向
上
に
も
手
を
つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が

あ
る
程
度
ク
リ
ア
ー
で
き
て
、
一
定
の
形

が
出
来
上
が
っ
た
時
、
更
に
新
た
に
管
轄

す
る
熊
本
市
が
こ
の
事
を
理
解
し
て
く
れ

た
時
、
そ
の
時

初
め
て
、
き
ち
ん
と
し

た
意
味
で
の
幼
保
一
体
型
の
施
設
に
な
れ

る
と
思
い
ま
す
し
、
新
制
度
に
移
行
で
き

る
と
考
え
ま
す
。
子
ど
も
は
、
施
設
と
家

庭
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
通
し
て

総
合
的
に
成
長･

発
達
し
ま
す
。
園
と
家

庭
は
ど
ち
ら
も
大
切
な
「
子
ど
も
の
育
ち

の
場
」
な
の
で
す
。
保
護
者
の
皆
さ
ん
、

ど
う
か
園
長
の
呻
吟
に
も
耳
を
傾
け
て
下

さ
い
。
力
を
合
わ
せ
て
「
子
ど
も
が
き
ち

ん
と
育
つ
環
境
」
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
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新
し
い
制
度
と
は
？ 足

許
を
見
つ
め
直

あ
し
も
と

し
、
子
ど
も
の
た

め
の
良
い
施
設
で

あ
ろ
う
と
い
う
点

を
確
認
し
な
が
ら

園
生
活
を
、
も
う

一
度
考
え
る
作
業

に
入
っ
て
い
ま
す
。

国
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
点
は

「
待
機
児
童
解
消
」
で
す
。
そ
し
て
解
決

の
た
め
に
は
、
か
な
り
無
理
な
形
を
取
っ

て
い
ま
す
。
元
よ
り
、
制
度
目
的
が
違
っ

て
い
た
「
幼
稚
園
」
と
「
保
育
所
」
を
一

つ
に
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
内
容
を
練
る
必
要

が
あ
る
し
、
乳
幼
児
期
の
育
ち
と
発
達
段

階
を
考
え
れ
ば
、
即
効
性
を
求
め
る
の
で

は
な
く
長
期
的
な
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
第
一
、
待
機
児
童

問
題
は
大
都
市
部
で
は
焦
眉
の
急
務
で
す

し
ょ
う
び

き
ゅ
う
む

が
、
政
府
の
言
う
「
地
方
創
生
」
の
主
人

公
で
あ
る
地
方
部
で
は
子
ど
も
の
絶
対
数

が
み
る
み
る
減
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
待

機
児
童
問
題
の
解
消
は
子
ど
も
の
育
ち
に

関
わ
る
制
度
を
国
を
挙
げ
て
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
か
否
か
は
、
大
き
な

疑
問
で
す
。
預
け
先
が
無
く
、
困
っ
て
い

る
家
庭
が
多
い
の
は
分
か
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
『
預
け
た
い
』
と
『
預
け
ざ
る
を

得
な
い
』
の
は
違
い
ま
す
。
私
は
、
乳
児

期
の
親
と
子
の
大
切
な
時
間
を
確
保
出
来

る
よ
う
に
す
る
方
が
、
国
が
考
え
る
べ
き

問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
（
別
に
男
女
共

同
参
画
社
会
に
反
対
し
て
い
る
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
保
護
者
の
選
択
権
の
問
題
で

す
）
。
今
度
変
わ
っ
た
制
度
で
は
、
と
に

か
く
待
機
児
童
解
消
へ
の
偏
り
が
強
く
、

か
た
よ

そ
の
上
に
正
当
化
の
理
屈
が
加
わ
り
、
歪

い
び
つ

に
仕
上
が
っ
て
ま
す
。
そ
の
為
、
遠
か
ら

ず
再
び
大
き
な
制
度
変
更
が
起
き
て
も
不

思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

省
庁
間
の
較
差
の
問
題

保
育
所
は
厚
労
省
、
幼
稚
園
は
文
科
省

と
言
う
の
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
制

度
の
成
り
立
ち
が
違
っ
て
い
た
の
で
、
管

轄
が
異
な
っ
た
の
は
当
然
の
事
で
す
。
し

か
し
新
制
度
は
内
閣
府
管
轄
、
し
か
も
、

お
金
は
新
制
度
で
言
う
「
保
育
」
部
分
は

厚
労
省
予
算
「
教
育
」
部
分
は
文
科
省
予

算
、
窓
口
が
内
閣
府
と
い
う
複
雑
な
形
を

と
っ
て
待
機
児
童
解
消
問
題
の
解
決
を
図
っ

て
い
ま
す
。
私
は
、
か
な
り
前
か
ら
、
幼

稚
園
に
対
し
て
も
保
育
所
な
み
の
行
政
支

出
を
出
す
べ
き
だ
と
幼
稚
園
団
体
を
通
じ

て
運
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

予
算
や
権
利
の
配
分
が
、
厚
労
省
と
文
科

省
で
は
全
く
違
い
ま
す
。
待
機
児
童
解
消

問
題
か
ら
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
人

の
、
し
か
も
生
活
者
の
（
悪
く
言
え
ば
有

権
者
の
）
利
便
性
の
為
な
ら
、
緊
急
事
態

と
し
て
扱
え
ば
、
何
ら
か
の
結
果
が
目
に

見
え
る
形
で
出
て
き
ま
す
。
幼
児
教
育
に

金
を
か
け
て
も
即
座
に
目
に
見
え
る
形
で

効
果
が
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
教

育
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
が
）
。
そ
こ

で
幼
保
間
で
政
治
力
の
差
が
出
ま
す
。
そ

れ
で
も
、
大
都
市
部
の
幼
稚
園
は
補
助
金

に
頼
ら
な
く
て
も
運
営
出
来
て
い
ま
す
。

地
方
も
、
人
口
が
増
え
子
ど
も
の
数
が
確

保
出
来
て
い
た
時
代
な
ら
幼
稚
園
と
し
て

の
運
営
は
可
能
で
し
た
。
し
か
し
、
現
在

は
、
子
ど
も
の
絶
対
数
は
地
方
で
は
年
々

減
少
し
て
い
ま
す
。
所
得
水
準
も
下
が
る

一
方
で
、
若
い
世
帯
は
『
預
け
ざ
る
を
得

な
い
』
状
況
で
す
。
そ
う
な
る
と
幼
稚
園

は
一
部
の
セ
レ
ブ
家
庭
の
「
お
稽
古
事
」

け
い
こ
ご
と

の
世
界
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
で
な

い
幼
稚
園
は
潰
れ
る
か
、
新
制
度
へ
の
移

つ
ぶ

行
と
言
う
選
択
肢
し
か
あ
り
ま
せ
ん
（
少

な
く
と
も
新
制
度
で
は
最
低

保
育
所
な

み
の
公
的
助
成
が
出
る
の
で
移
行
す
れ
ば

延
命
は
で
き
ま
す
）
。
高
平
幼
稚
園
で
は
、

・

・

限
ら
れ
た
予
算
（
収
入
）
の
中
で
保
育
内

容
の
質
は
落
と
さ
な
い
、
先
生
の
数
も
、

可
能
な
限
り
確
保
す
る
（
基
準
と
補
助
が

全
く
異
な
る
の
で
、
保
育
所
に
比
べ
る
と

少
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
）
、
こ
れ
を
大
前
提
に
し
て
私
学
と
し

て
の
特
性
を
活
か
し
た
教
育
施
設
と
し
て

踏
ん
張
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
社
会
状

ふ況
の
為
、
園
児
数
は
減
少
す
る
し
、
保
護

者
の
経
済
的
負
担
は
増
や
せ
な
い
中
、
今

存
続
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
幼
稚
園
教
育
を

受
け
さ
せ
た
い
」

と
思
っ
て
い
る
保

護
者
に
は
絶
対
応

え
ね
ば
な
ら
な
い
。

社
会
状
況(

就
労

支
援
等
）
に
も
応

え
ね
ば
な
ら
な
い
。

園
を
存
続
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
要
素
を
全
て
満
足
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
現
実
の
中
で
呻
き
苦
し
ん
で

う
め

い
ま
す
。

今

で
き
る
こ
と

現
在
の
形
態(

私
立
学
校)

の
幼
稚
園
で

あ
り
続
け
る
事
は
、
か
な
り
難
し
い
状
況

に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
ま
で
培
っ

つ
ち
か

て
き
た
保
育
に
関
す
る
実
績
は
大
切
な
財

産
で
す
。
そ
し
て
今
、
更
に
充
実
を
目
指

し
て
い
る
保
育
の
質
の
向
上
は
園
に
と
っ

て
は
必
須
の
課
題
で
す
。
０
～
２
歳
の
乳

児
期
の
保
育
に
関
し
て
は
、
今
回
小
規
模

保
育
Ａ
型
と
し
て
認
可
を
受
け
た
「
こ
ど

も
乳
児
園
」
で
努
力
を
続
け
、
方
向
性
を

模
索
し
て
い
ま
す
。
幼
稚
園
も
、
幼
児
教

育
時
間
（
１
号
認
定
）
の
充
実
に
再
度
検

証
を
加
え
実
行
し
て
い
ま
す
。
更
に
「
な

か
よ
し
ク
ラ
ブ(

預
り
保
育
＝
２
号
認
定

保
育
時
間
相
当
）
」
も
一
貫
性
や
整
合
性

も
含
め
た
形
で
の
内
容
と
体
制
の
変
更
と

向
上
に
も
手
を
つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が

あ
る
程
度
ク
リ
ア
ー
で
き
て
、
一
定
の
形

が
出
来
上
が
っ
た
時
、
更
に
新
た
に
管
轄

す
る
熊
本
市
が
こ
の
事
を
理
解
し
て
く
れ

た
時
、
そ
の
時

初
め
て
、
き
ち
ん
と
し

た
意
味
で
の
幼
保
一
体
型
の
施
設
に
な
れ

る
と
思
い
ま
す
し
、
新
制
度
に
移
行
で
き

る
と
考
え
ま
す
。
子
ど
も
は
、
施
設
と
家

庭
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
通
し
て

総
合
的
に
成
長･

発
達
し
ま
す
。
園
と
家

庭
は
ど
ち
ら
も
大
切
な
「
子
ど
も
の
育
ち

の
場
」
な
の
で
す
。
保
護
者
の
皆
さ
ん
、

ど
う
か
園
長
の
呻
吟
に
も
耳
を
傾
け
て
下

さ
い
。
力
を
合
わ
せ
て
「
子
ど
も
が
き
ち

ん
と
育
つ
環
境
」
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
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新
し
い
制
度
と
は
？



「
幼
児
教
育
・
保
育
は
国
に
と
っ
て
、

初
期
投
資
と
し
て
有
効
な
方
法
で
あ
る
」

こ
れ
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ(
先
進
国
経
済
協
力
開

発
機
構
）
の
教
育
政
策
の
考
え
方
で
す
。

こ
の
事
に
触
れ
る
と
、
政
治
家
や
行
政

官
は
「
ま
た
、
中
山
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
始

ま
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
約
六
年
前
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
課
長
と
研
究
員
を
熊
本
に

招
聘
し
ま
し
た
。
乳
幼
児
期
の
教
育･

保

し
ょ
う
へ
い

育
に
国
家
が
金
を
掛
け
れ
ば
、
四
十
年

後
、
納
税
率
向
上
や
犯
罪
の
再
発
率
低

下
等
大
き
な
経
済
効
果
が
上
が
る
と
い

う
実
証(

エ
ビ
デ
ン
ス
）
を
ア
メ
リ
カ
の

ペ
リ
ー
と
い
う
研
究
者
が
追
跡
調
査
の

末
に
示
し
ま
し
た
。
又
、
こ
の
調
査
結

果
を
基
に
イ
ギ
リ
ス
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
経
済
学
で
あ
る
Ｊ
．
ヘ
ッ
ク
マ
ン
が

「
幼
児
教
育
の
経
済
学
」
と
し
て
論
証

し
ま
し
た
。
最
近
の
脳
科
学
で
も
幼
児

の
発
達
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
分
野
に
於
け
る

国
家
支
出
は
、
先
進
国
の
最
下
位
ク
ラ

ス
で
す(

文
科
省
の
力
の
な
さ
の
理
由
も

あ
り
ま
す
が
）
。
何
も
幼
稚
園
に
補
助

を
出
し
て
私
の
給
料
を
上
げ
て
く
れ
と

言
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教

育
と
そ
の
効
果
は
長
い
目
で
俯
瞰
し
て

ふ

か

ん

実
践
し
、
目
先
で
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
る
様

な
政
策
で
は
、
こ
ど
も
が
か
わ
い
そ
う

だ
と
言
い
た
い
の
で
す
が
「
三
つ
子
の

魂

百
ま
で
」
の
一
言
で
終
わ
ら
せ
ら

れ
る
の
が
常
で
す
。
こ
の
状
況
を
ど
う

に
か
し
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も

達
は
、
そ
の
成
長
過
程
に
於
い
て
歪
に

い
び
つ

な
り
、
そ
の
結
果
、
日
本
と
い
う
国
自

体
の
存
亡
も
危
う
く
な
る
と
い
う
危
機

感
を
持
っ
て
く
れ
る
人
は
な
か
な
か
居

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
非
常
に
心
配
で
す
。

昨
年
十
二
月
一
日
付
け
で
「
高
平
こ

ど
も
乳
児
園
」
は
地
域
型
保
育
事
業
の

小
規
模
保
育
Ａ
型
に
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
は
、
「
熊
本
市

私
立
幼
稚
園
長
時
間
預
か
り
保
育
支
援

事
業
」
の
対
象
園
と
し
て
市
内
で
四
園

の
中
の
一
つ
と
し
て
選
定
さ
れ
、
保
護

者
の
収
入
金

額
に
関
わ
ら

ず
、
年
齢
に

応
じ
て
月
額

単
位
で
の
補

助
金
が
支
給

さ
れ
て
い
ま

し
た
。
指
定

さ
れ
た
四
園

中
の
三
園
が
二
七
年
四
月
か
ら
幼
保
連

携
型
認
定
子
ど
も
園
に
移
行
し
た
為
か
、

い
つ
の
間
に
か
、
今
年
度
の
支
給
が
打

ち
切
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
（
こ
の
点

も
不
思
議
で
す
が
、
文
書
に
よ
る
連
絡

通
達
が
全
く
な
か
っ
た
の
は
、
も
っ
と

不
思
議
で
す
）
。
補
助
金
も
予
算
に
計

上
し
て
い
た
の
で
、
最
初
か
ら
数
百
万

円
の
赤
字
が
発
生
す
る
事
に
な
り
ま
し

た
。
幸
い
、
年
度
途
中
に
地
域
型
保
育

事
業
申
請
の
２
回
目
の
公
募
が
あ
っ
た

の
で
、
申
請
し
た
と
こ
ろ
認
可
を
受
け

る
事
が
で
き

赤
字
を
抑
え
る
事
が
で

き
そ
う
で
す
。
こ
の
事
業
（
小
規
模
保

育
Ａ
型
）
は
、
保
護
者
か
ら
見
た
運
営

の
形
は
、
保
育
園
に
限
り
な
く
近
い
形

態
に
見
え
ま
す
。
ま
た
、
私
立
学
校
で

あ
る
幼
稚
園
と
違
い
、
行
政
か
ら
の
指

示
も
か
な
り
多
く
な
っ
て
い
ま
す
（
別

に
市
町
村
か
ら
委
託
運
営
さ
れ
て
い
る

訳
で
は
な
い
ん
で
す
が
…
）
。
た
だ
、

幼
稚
園
と
連
携
し
た
施
設
で
あ
る
事
だ

け
は
大
事
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
０
歳
か
ら
小
学
校
就
学
ま
で

の
脳
と
身
体
の
成
長
と
発
達
を
し
っ
か

り
考
え
て
、
こ
ど
も
に
積
極
的
に
関
わ

る
施
設
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
と

は
言
っ
て
も
、
０
歳
の
乳
児
と
５
歳
の

幼
児
と
で
は
違
い
ま
す
。
０
～
２
歳
ま

で
は
、
ま
ず
生
命
の
安
全
確
保
が
第
一

義
で
す
。
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上

で
、
園
児
に
対

し
て
、
ど
う
関

わ
っ
て
い
く
か

保
育
の
内
容
を

ど
う
考
え
る
か
、

乳
児
園
の
先
生

方
も
日
々
必
死

に
悩
み
な
が
ら
、
保
育
に
あ
た
っ
て
い

ま
す
。
保
護
者
に
と
っ
て
は
大
変
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
幼
稚
園
の
行
事
と
同

じ
よ
う
に
、
行
事
を
計
画
し
、
せ
め
て

そ
の
時
だ
け
は
園
で
様
子
を
見
て
い
た

だ
き
、
子
ど
も
の
成
長
や
発
達
を
確
認

出
来
る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
（
但
し

親
に
見
せ
る
た
め
の
行
事
に
な
ら
な
い

よ
う
に
注
意
す
る
と
共
に
、
我
が
子
の

成
長
を
園
の
先
生
達
と
一
緒
に
確
認
で

き
る
場
と
す
る
こ
と
を
、
一
番
の
目
的

と
し
て
い
ま
す
）
。
幼
稚
園
と
同
じ
よ

う
に
「
遊
び
」
を
中
心
と
し
て
、
全
て

の
園
児
達
が
楽
し
く
、
然
も
積
極
的
に

し
か

生
活
出
来
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
大
事

に
し
て
い
ま
す
。
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に

逆
行
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
た
だ
我
々
は
こ
ど
も
達
が
、

そ
の
子
な
り
に
き
ち
ん
と
成
長
発
達
し

て
い
く
事
を
第
一
義
と
し
て
保
育
の
内

容
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
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乳

児

園

だ

よ

り

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
保
育
の
考
え
方

「
幼
児
教
育
・
保
育
は
国
に
と
っ
て
、

初
期
投
資
と
し
て
有
効
な
方
法
で
あ
る
」

こ
れ
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ(
先
進
国
経
済
協
力
開

発
機
構
）
の
教
育
政
策
の
考
え
方
で
す
。

こ
の
事
に
触
れ
る
と
、
政
治
家
や
行
政

官
は
「
ま
た
、
中
山
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
始

ま
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
約
六
年
前
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
課
長
と
研
究
員
を
熊
本
に

招
聘
し
ま
し
た
。
乳
幼
児
期
の
教
育･

保

し
ょ
う
へ
い

育
に
国
家
が
金
を
掛
け
れ
ば
、
四
十
年

後
、
納
税
率
向
上
や
犯
罪
の
再
発
率
低

下
等
大
き
な
経
済
効
果
が
上
が
る
と
い

う
実
証(

エ
ビ
デ
ン
ス
）
を
ア
メ
リ
カ
の

ペ
リ
ー
と
い
う
研
究
者
が
追
跡
調
査
の

末
に
示
し
ま
し
た
。
又
、
こ
の
調
査
結

果
を
基
に
イ
ギ
リ
ス
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
経
済
学
で
あ
る
Ｊ
．
ヘ
ッ
ク
マ
ン
が

「
幼
児
教
育
の
経
済
学
」
と
し
て
論
証

し
ま
し
た
。
最
近
の
脳
科
学
で
も
幼
児

の
発
達
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
分
野
に
於
け
る

国
家
支
出
は
、
先
進
国
の
最
下
位
ク
ラ

ス
で
す(

文
科
省
の
力
の
な
さ
の
理
由
も

あ
り
ま
す
が
）
。
何
も
幼
稚
園
に
補
助

を
出
し
て
私
の
給
料
を
上
げ
て
く
れ
と

言
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教

育
と
そ
の
効
果
は
長
い
目
で
俯
瞰
し
て

ふ

か

ん

実
践
し
、
目
先
で
コ
ロ
コ
ロ
変
わ
る
様

な
政
策
で
は
、
こ
ど
も
が
か
わ
い
そ
う

だ
と
言
い
た
い
の
で
す
が
「
三
つ
子
の

魂

百
ま
で
」
の
一
言
で
終
わ
ら
せ
ら

れ
る
の
が
常
で
す
。
こ
の
状
況
を
ど
う

に
か
し
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も

達
は
、
そ
の
成
長
過
程
に
於
い
て
歪
に

い
び
つ

な
り
、
そ
の
結
果
、
日
本
と
い
う
国
自

体
の
存
亡
も
危
う
く
な
る
と
い
う
危
機

感
を
持
っ
て
く
れ
る
人
は
な
か
な
か
居

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
非
常
に
心
配
で
す
。

昨
年
十
二
月
一
日
付
け
で
「
高
平
こ

ど
も
乳
児
園
」
は
地
域
型
保
育
事
業
の

小
規
模
保
育
Ａ
型
に
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
度
ま
で
は
、
「
熊
本
市

私
立
幼
稚
園
長
時
間
預
か
り
保
育
支
援

事
業
」
の
対
象
園
と
し
て
市
内
で
四
園

の
中
の
一
つ
と
し
て
選
定
さ
れ
、
保
護

者
の
収
入
金

額
に
関
わ
ら

ず
、
年
齢
に

応
じ
て
月
額

単
位
で
の
補

助
金
が
支
給

さ
れ
て
い
ま

し
た
。
指
定

さ
れ
た
四
園

中
の
三
園
が
二
七
年
四
月
か
ら
幼
保
連

携
型
認
定
子
ど
も
園
に
移
行
し
た
為
か
、

い
つ
の
間
に
か
、
今
年
度
の
支
給
が
打

ち
切
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
（
こ
の
点

も
不
思
議
で
す
が
、
文
書
に
よ
る
連
絡

通
達
が
全
く
な
か
っ
た
の
は
、
も
っ
と

不
思
議
で
す
）
。
補
助
金
も
予
算
に
計

上
し
て
い
た
の
で
、
最
初
か
ら
数
百
万

円
の
赤
字
が
発
生
す
る
事
に
な
り
ま
し

た
。
幸
い
、
年
度
途
中
に
地
域
型
保
育

事
業
申
請
の
２
回
目
の
公
募
が
あ
っ
た

の
で
、
申
請
し
た
と
こ
ろ
認
可
を
受
け

る
事
が
で
き

赤
字
を
抑
え
る
事
が
で

き
そ
う
で
す
。
こ
の
事
業
（
小
規
模
保

育
Ａ
型
）
は
、
保
護
者
か
ら
見
た
運
営

の
形
は
、
保
育
園
に
限
り
な
く
近
い
形

態
に
見
え
ま
す
。
ま
た
、
私
立
学
校
で

あ
る
幼
稚
園
と
違
い
、
行
政
か
ら
の
指

示
も
か
な
り
多
く
な
っ
て
い
ま
す
（
別

に
市
町
村
か
ら
委
託
運
営
さ
れ
て
い
る

訳
で
は
な
い
ん
で
す
が
…
）
。
た
だ
、

幼
稚
園
と
連
携
し
た
施
設
で
あ
る
事
だ

け
は
大
事
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
０
歳
か
ら
小
学
校
就
学
ま
で

の
脳
と
身
体
の
成
長
と
発
達
を
し
っ
か

り
考
え
て
、
こ
ど
も
に
積
極
的
に
関
わ

る
施
設
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
と

は
言
っ
て
も
、
０
歳
の
乳
児
と
５
歳
の

幼
児
と
で
は
違
い
ま
す
。
０
～
２
歳
ま

で
は
、
ま
ず
生
命
の
安
全
確
保
が
第
一

義
で
す
。
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上

で
、
園
児
に
対

し
て
、
ど
う
関

わ
っ
て
い
く
か

保
育
の
内
容
を

ど
う
考
え
る
か
、

乳
児
園
の
先
生

方
も
日
々
必
死

に
悩
み
な
が
ら
、
保
育
に
あ
た
っ
て
い

ま
す
。
保
護
者
に
と
っ
て
は
大
変
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
幼
稚
園
の
行
事
と
同

じ
よ
う
に
、
行
事
を
計
画
し
、
せ
め
て

そ
の
時
だ
け
は
園
で
様
子
を
見
て
い
た

だ
き
、
子
ど
も
の
成
長
や
発
達
を
確
認

出
来
る
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
（
但
し

親
に
見
せ
る
た
め
の
行
事
に
な
ら
な
い

よ
う
に
注
意
す
る
と
共
に
、
我
が
子
の

成
長
を
園
の
先
生
達
と
一
緒
に
確
認
で

き
る
場
と
す
る
こ
と
を
、
一
番
の
目
的

と
し
て
い
ま
す
）
。
幼
稚
園
と
同
じ
よ

う
に
「
遊
び
」
を
中
心
と
し
て
、
全
て

の
園
児
達
が
楽
し
く
、
然
も
積
極
的
に

し
か

生
活
出
来
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
大
事

に
し
て
い
ま
す
。
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に

逆
行
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
た
だ
我
々
は
こ
ど
も
達
が
、

そ
の
子
な
り
に
き
ち
ん
と
成
長
発
達
し

て
い
く
事
を
第
一
義
と
し
て
保
育
の
内

容
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
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乳

児

園

だ

よ

り

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
保
育
の
考
え
方



交
通
セ
ン
タ
ー
の
観
音
様

昨
年
十
一
月
よ
り
、
熊
本
市
桜
町
交
通

セ
ン
タ
ー
の
地
階
（
泉
の
広
場
）
に
祀
っ

て
あ
っ
た
観
音
様
が
浄
国
寺
の
本
堂
に
移

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
桜
町
再
開
発
工

事
の
一
貫
で
、
約
三
年
後M

I
C
E
(

総
合
コ

ネ
ベ
ン
シ
ョ
ナ
ル
ホ
ー
ル
）
完
成
時
ま
で

の
間
、
預
か
っ
て
欲
し
い
と
い
う
九
州
産

交
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
か
ら
の
要
請
に
基
づ

く
も
の
で
す
。
新
施
設
完
成
時
に
は
、
商

業
ス
ペ
ー
ス
に
再
度
安
置
さ
れ
る
そ
う
で

す
。
何
故
、
浄
国
寺
に
依
頼
が
あ
っ
た
の

か
？
今
か
ら
、
四
十
数
年
前
、
交
通
セ
ン

タ
ー
を
作
る
時
に
、
当
時
の
産
交
の
社
長

で
あ
る
岡
氏
が
非
常
に
観
音
信
仰
が
強
い

方
で
、
自
分
が
作
る
交
通
セ
ン
タ
ー
に
も

道
行
く
人
と
バ
ス
の
運
行
の
安
全
を
願
い
、

見
守
り
本
尊
と
し
て
観
音
像
を
祀
り
た
い

と
考
え
、
浄
国
寺
の
活
人
形
「
谷
汲
観
音
」

い
き
に
ん
ぎ
ょ
う

の
分
身

と
し
て
、

観
音
像

を
一
体

建
立
さ

れ
ま
し

た
。
そ
れ
以
来
、
浄
国
寺
住
職(

後
年
、

私
が
務
め
始
め
ま
し
た
が
）
は
年
に
一
度
、

縁
日
で
あ
る
十
月
十
八
日
に
現
地
で
観
音

供
養
を
務
め
て
お
り
ま
し
た
。

活
人
形

谷
汲
観
音
象

ご
存
じ

の
方
も
、

多
い
と
思

い
ま
す
が
、

浄
国
寺
の

本
堂
に
は

県
の
有
形
文
化
財
に
指
定
し
て
あ
る

活
人
形
師
の
松
本
喜
三
郎
作
の
谷
汲
観
音

い
き
に
ん
ぎ
ょ
う
し

た
に
く
み

像
が
祀
っ
て
あ
り
ま
す
。
昨
年
秋
に
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
Ｅ
テ
レ
ビ
「
日
曜
美
術
館
」
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
県
外
か
ら
の
参
拝
者
の
数

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
、
見
世

物
興
行
の
作
品
で
、
少
し
下
世
話
な
も
の

と
し
て
評
価
が
低
い
時
代
も
あ
り
ま
し
た

が
、
近
年
そ
の
作
品
の
完
成
度
や
価
値
が

再
評
価
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
等
身
大
で
、

髪
の
毛
も
植
え
ら
れ
、
衣
装
も
金
襴
の
衣

を
ま
と
っ
て
い
る
姿
は
迫
力
あ
る
も
の
で

す
。
興
味
が
あ
る
方
は
園
長
に
一
声
掛
け

て
下
さ
い
。
開
帳
日
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
い
つ
で
も
拝
観
出
来
ま
す
。

観
音
様
って
仏
様
？

か
ん
の
ん

観
音
様
は
、
正
し
く
は
観
世
音
菩
薩
又

か

ん

ぜ

お

ん

ぼ
さ
つ

は
観
自
在
菩
薩(

般
若
心
経
の
冒
頭
の
一

か

ん

じ

ざ

い

ぼ
さ
つ

句
で
ご
存
じ
の
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
）

と
い
い
古
代
イ
ン
ド
語
の
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ

テ
ー
シ
ュ
バ
ラ
・
ブ
ー
デ
ィ
サ
ッ
ト
ヴ
ァ

の
訳
語
で
す
。
仏
と
は
覚
っ
た
人
や
目
覚

め
た
人
を
意
味
す
る
仏
陀
（
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｈ

Ａ
）
の
音
訳
で
す
。
特
に
菩
薩
と
い
う
仏

様
は
、
覚
っ
て
仏
の
世
界
に
移
動
し
て
も

さ
と

良
い
け
ど
、
敢
え
て
娑
婆
（
し
ゃ
ば
＝
俗

世
界
）
に
残
り
、
人
々
を
救
済
し
仏
の
世

界
に
渡
す
事
を
務
め
と
し
て
い
る
仏
様
で

す
（
因
み
に
仏
の
世
界
か
ら
我
々
を
見
守
っ

て
く
れ
る
仏
様
を
如
来
と
言
い
ま
す
）
。

に
ょ
ら
い

特
に
観
音
様
は
、
人
々
の
様
子
を
観
て
、

人
々
の
声
を
聞
き
、
救
っ
て
く
れ
る
仏
様

で
す
。
浄
国
寺
の
観
音
様
も
、
高
平
幼
稚

園
と
高
平
こ
ど
も
乳
児
園
の
園
児
と
先
生

方
を
見
守
り
、
救
っ
て
く
れ
て
い
る
筈
で

す
。
私
も
後
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
谷
汲

観
音
様
は
「
子
授
け
」
の
御
利
益
が
あ
る

ご

り

や

く

そ
う
で
す
。
そ
う
言
え
ば
、
先
生
方
の
懐

妊
率
が
結
構
良
い
の
も
…
…
。

坐
禅
ブ
ー
ム

浄
国
寺
で
は
、
毎
週
木
曜
日
の
夜
８
時

か
ら
一
般
対
象
の
坐
禅
会
を
開
い
て
い
ま

す
。
若
い
人
（
女
性
も
多
い
の
で
す
が
）

の
体
験
坐
禅
希
望
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

同
時
に
月
一
で
浜
線
ゆ
め
タ
ウ
ン
の
カ
ル

チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
坐
禅
の
実
技
と
仏
教

概
論
の
講
座
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち

ら
も
一
杯
で
す
。
何
故
だ
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
。
不
安
な
人
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
？

禅
坊
主
で
あ
る
私
に
す
れ
ば
、
坐
禅
を
す

る
人
が
増
え
る
事
は
有
難
い
事
で
す
。
少

し
で
も
坐
る
事
に
よ
っ
て
「
絶
え
ず
、
物

事
に
追
わ
れ
て
い
る
強
迫
観
念
を
ス
ト
ッ

プ
し
意
識
の
リ
セ
ッ
ト
す
る
事
」
が
可
能

に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
良
い
事

で
し
ょ
う(

坐
禅
は
効
果
を
期
待
し
て
す

る
も
の
で
は
な
い
の
が
前
提
で
す
が
）
。

坐
禅
と
謂
わ
な
い
ま
で
も
、
式
の
始
め
に

行
う
園
長
挨
拶
の
時
に
、
一
旦
背
筋
を
伸

ば
し
て
、
呼
吸
を
調
え
る
時
間
を
数
分
作
っ

て
み
ま
し
た
。
子
ど
も
達
は
、
式
の
終
了

ま
で
、
き
ち
ん
と
先
生
の
話
を
聞
け
る
よ

う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
有
田
秀

穂
と
い
う
医
師
の
研
究
に
よ
る
と
、
早
起

き(

特
に
朝
日
を
浴
び
る
事
）
そ
れ
に
坐

禅
と
そ
の
呼
吸
法
は
、
体
内
時
計
を
リ
セ
ッ

ト
し
脳
内
物
質
で
あ
る
セ
ロ
ト
ニ
ン
の
分

泌
を
促
す
効
果
が
あ
り
、
不
安
神
経
症
や

切
れ
や
す
い
子
ど
も
に
有
効
で
あ
る
そ
う

で
す
。
立
場
上
、
私
は
僧
侶
で
あ
り
園
長

先
生
、
外
か
ら
見
る
と
き
ち
ん
と
し
た
人

間
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
自
分
を

顧
み
れ
ば
、
短
気
で
怒
り
や
す
い
、
情

か
え
り
み

に
流
さ
れ
る
、
そ
れ
に
雑
駁
極
ま
り
な
い

ざ
っ
ぱ
く

人
間
で
す
。
私
の
姿
を
見
て
「
坐
禅
の
効

果
は
無
い
な
」
と
思
わ
れ
る
保
護
者
も
お

ら
れ
る
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
私
と
し
て

は
「
私
を
嫌
い
に
な
っ
て
も
、
坐
禅
を
嫌

い
に
な
ら
な
い
で
下
さ
い
！
」
と
言
い
た

い
所
で
す
。
坐

禅
に
興
味
が
あ

る
方
、
一
度
坐
っ

て
み
た
い
と
い

う
方
は
、
園
長

に
声
を
か
け
て

下
さ
い
。
坐
禅

会
は
会
費
無
料
、

会
則
な
し
で
や
っ

て
い
ま
す
。
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お
寺
の
本
堂
か
ら

交
通
セ
ン
タ
ー
の
観
音
様

昨
年
十
一
月
よ
り
、
熊
本
市
桜
町
交
通

セ
ン
タ
ー
の
地
階
（
泉
の
広
場
）
に
祀
っ

て
あ
っ
た
観
音
様
が
浄
国
寺
の
本
堂
に
移

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
桜
町
再
開
発
工

事
の
一
貫
で
、
約
三
年
後M

I
C
E
(

総
合
コ

ネ
ベ
ン
シ
ョ
ナ
ル
ホ
ー
ル
）
完
成
時
ま
で

の
間
、
預
か
っ
て
欲
し
い
と
い
う
九
州
産

交
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
か
ら
の
要
請
に
基
づ

く
も
の
で
す
。
新
施
設
完
成
時
に
は
、
商

業
ス
ペ
ー
ス
に
再
度
安
置
さ
れ
る
そ
う
で

す
。
何
故
、
浄
国
寺
に
依
頼
が
あ
っ
た
の

か
？
今
か
ら
、
四
十
数
年
前
、
交
通
セ
ン

タ
ー
を
作
る
時
に
、
当
時
の
産
交
の
社
長

で
あ
る
岡
氏
が
非
常
に
観
音
信
仰
が
強
い

方
で
、
自
分
が
作
る
交
通
セ
ン
タ
ー
に
も

道
行
く
人
と
バ
ス
の
運
行
の
安
全
を
願
い
、

見
守
り
本
尊
と
し
て
観
音
像
を
祀
り
た
い

と
考
え
、
浄
国
寺
の
活
人
形
「
谷
汲
観
音
」

い
き
に
ん
ぎ
ょ
う

の
分
身

と
し
て
、

観
音
像

を
一
体

建
立
さ

れ
ま
し

た
。
そ
れ
以
来
、
浄
国
寺
住
職(

後
年
、

私
が
務
め
始
め
ま
し
た
が
）
は
年
に
一
度
、

縁
日
で
あ
る
十
月
十
八
日
に
現
地
で
観
音

供
養
を
務
め
て
お
り
ま
し
た
。

活
人
形

谷
汲
観
音
象

ご
存
じ

の
方
も
、

多
い
と
思

い
ま
す
が
、

浄
国
寺
の

本
堂
に
は

県
の
有
形
文
化
財
に
指
定
し
て
あ
る

活
人
形
師
の
松
本
喜
三
郎
作
の
谷
汲
観
音

い
き
に
ん
ぎ
ょ
う
し

た
に
く
み

像
が
祀
っ
て
あ
り
ま
す
。
昨
年
秋
に
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
Ｅ
テ
レ
ビ
「
日
曜
美
術
館
」
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
県
外
か
ら
の
参
拝
者
の
数

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
、
見
世

物
興
行
の
作
品
で
、
少
し
下
世
話
な
も
の

と
し
て
評
価
が
低
い
時
代
も
あ
り
ま
し
た

が
、
近
年
そ
の
作
品
の
完
成
度
や
価
値
が

再
評
価
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
等
身
大
で
、

髪
の
毛
も
植
え
ら
れ
、
衣
装
も
金
襴
の
衣

を
ま
と
っ
て
い
る
姿
は
迫
力
あ
る
も
の
で

す
。
興
味
が
あ
る
方
は
園
長
に
一
声
掛
け

て
下
さ
い
。
開
帳
日
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
い
つ
で
も
拝
観
出
来
ま
す
。

観
音
様
って
仏
様
？

か
ん
の
ん

観
音
様
は
、
正
し
く
は
観
世
音
菩
薩
又

か

ん

ぜ

お

ん

ぼ
さ
つ

は
観
自
在
菩
薩(

般
若
心
経
の
冒
頭
の
一

か

ん

じ

ざ

い

ぼ
さ
つ

句
で
ご
存
じ
の
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
）

と
い
い
古
代
イ
ン
ド
語
の
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ

テ
ー
シ
ュ
バ
ラ
・
ブ
ー
デ
ィ
サ
ッ
ト
ヴ
ァ

の
訳
語
で
す
。
仏
と
は
覚
っ
た
人
や
目
覚

め
た
人
を
意
味
す
る
仏
陀
（
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｄ
Ｈ

Ａ
）
の
音
訳
で
す
。
特
に
菩
薩
と
い
う
仏

様
は
、
覚
っ
て
仏
の
世
界
に
移
動
し
て
も

さ
と

良
い
け
ど
、
敢
え
て
娑
婆
（
し
ゃ
ば
＝
俗

世
界
）
に
残
り
、
人
々
を
救
済
し
仏
の
世

界
に
渡
す
事
を
務
め
と
し
て
い
る
仏
様
で

す
（
因
み
に
仏
の
世
界
か
ら
我
々
を
見
守
っ

て
く
れ
る
仏
様
を
如
来
と
言
い
ま
す
）
。

に
ょ
ら
い

特
に
観
音
様
は
、
人
々
の
様
子
を
観
て
、

人
々
の
声
を
聞
き
、
救
っ
て
く
れ
る
仏
様

で
す
。
浄
国
寺
の
観
音
様
も
、
高
平
幼
稚

園
と
高
平
こ
ど
も
乳
児
園
の
園
児
と
先
生

方
を
見
守
り
、
救
っ
て
く
れ
て
い
る
筈
で

す
。
私
も
後
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
谷
汲

観
音
様
は
「
子
授
け
」
の
御
利
益
が
あ
る

ご

り

や

く

そ
う
で
す
。
そ
う
言
え
ば
、
先
生
方
の
懐

妊
率
が
結
構
良
い
の
も
…
…
。

坐
禅
ブ
ー
ム

浄
国
寺
で
は
、
毎
週
木
曜
日
の
夜
８
時

か
ら
一
般
対
象
の
坐
禅
会
を
開
い
て
い
ま

す
。
若
い
人
（
女
性
も
多
い
の
で
す
が
）

の
体
験
坐
禅
希
望
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

同
時
に
月
一
で
浜
線
ゆ
め
タ
ウ
ン
の
カ
ル

チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
坐
禅
の
実
技
と
仏
教

概
論
の
講
座
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち

ら
も
一
杯
で
す
。
何
故
だ
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
。
不
安
な
人
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
？

禅
坊
主
で
あ
る
私
に
す
れ
ば
、
坐
禅
を
す

る
人
が
増
え
る
事
は
有
難
い
事
で
す
。
少

し
で
も
坐
る
事
に
よ
っ
て
「
絶
え
ず
、
物

事
に
追
わ
れ
て
い
る
強
迫
観
念
を
ス
ト
ッ

プ
し
意
識
の
リ
セ
ッ
ト
す
る
事
」
が
可
能

に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
良
い
事

で
し
ょ
う(

坐
禅
は
効
果
を
期
待
し
て
す

る
も
の
で
は
な
い
の
が
前
提
で
す
が
）
。

坐
禅
と
謂
わ
な
い
ま
で
も
、
式
の
始
め
に

行
う
園
長
挨
拶
の
時
に
、
一
旦
背
筋
を
伸

ば
し
て
、
呼
吸
を
調
え
る
時
間
を
数
分
作
っ

て
み
ま
し
た
。
子
ど
も
達
は
、
式
の
終
了

ま
で
、
き
ち
ん
と
先
生
の
話
を
聞
け
る
よ

う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
有
田
秀

穂
と
い
う
医
師
の
研
究
に
よ
る
と
、
早
起

き(

特
に
朝
日
を
浴
び
る
事
）
そ
れ
に
坐

禅
と
そ
の
呼
吸
法
は
、
体
内
時
計
を
リ
セ
ッ

ト
し
脳
内
物
質
で
あ
る
セ
ロ
ト
ニ
ン
の
分

泌
を
促
す
効
果
が
あ
り
、
不
安
神
経
症
や

切
れ
や
す
い
子
ど
も
に
有
効
で
あ
る
そ
う

で
す
。
立
場
上
、
私
は
僧
侶
で
あ
り
園
長

先
生
、
外
か
ら
見
る
と
き
ち
ん
と
し
た
人

間
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
自
分
を

顧
み
れ
ば
、
短
気
で
怒
り
や
す
い
、
情

か
え
り
み

に
流
さ
れ
る
、
そ
れ
に
雑
駁
極
ま
り
な
い

ざ
っ
ぱ
く

人
間
で
す
。
私
の
姿
を
見
て
「
坐
禅
の
効

果
は
無
い
な
」
と
思
わ
れ
る
保
護
者
も
お

ら
れ
る
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
私
と
し
て

は
「
私
を
嫌
い
に
な
っ
て
も
、
坐
禅
を
嫌

い
に
な
ら
な
い
で
下
さ
い
！
」
と
言
い
た

い
所
で
す
。
坐

禅
に
興
味
が
あ

る
方
、
一
度
坐
っ

て
み
た
い
と
い

う
方
は
、
園
長

に
声
を
か
け
て

下
さ
い
。
坐
禅

会
は
会
費
無
料
、

会
則
な
し
で
や
っ

て
い
ま
す
。
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