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る
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大
谷
派

頼

尊

’恒

信

は
じ
め
に

親
鷲
に
お
け
る
仏
道
に
対
す
る
視
座
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
、

至
心
信
楽
の
本
願
の
文
、
『
大
経
』
に
言
は
く
、
設
い
我
仏
を
得
た
ら
む
に
、
十
方
の
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
固
に
生

ま
れ
ん
と
欲
ふ
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
若
し
生
ま
れ
ざ
れ
ば
正
覚
を
取
ら
じ
と
。
た
だ
五
逆
と
誹
詩
正
法
と
を
除
く
、
と
。

（
『
教
行
信
証
』
信
巻
・
定
本
教
行
信
証
、
九
七
頁

原
漢
文
）

と
誓
わ
れ
る
至
心
信
楽
の
願
文
、
お
よ
び
、

本
願
成
就
の
丈
、
『
経
』
（
大
経
）
に
言
は
く
、
諸
有
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
む
。
至

心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
。
彼
の
固
に
生
ま
れ
む
と
願
ぜ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
む
。
た
だ
五
逆
と
誹
詩
正
法

と

を

ば

除

く

、

と

。

巳

上

（

『

教

行

信

証

』

信

巻

・

定

本

教

行

信

証

、

九

七

j
九
八
頁
原
漢
文
）

と
い
う
願
成
就
丈
に
対
す
る
親
驚
の
、
玉
体
的
な
読
み
取
り
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
の
一
点
を
尋
ね
ず
し
て
、
親
驚
教
学
の
今
日
的
課
題
を

論
究
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
無
論
、
真
宗
に
お
け
る
障
害
者
福
祉
を
考
え
る
上
で
も
、
そ
の
一
点
を
主
軸
と
し
て
考
え
ね
ば
、
親
驚

五



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
符

五

の
思
想
に
基
づ
い
た
福
祉
思
想
、
つ
ま
り
「
真
宗
に
お
け
る
障
害
者
社
会
福
祉
」
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
私
は
、

こ
の
本
願
お
よ
び
本
願
成
就
丈
に
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
の
源
泉
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
研
究
を
「
真
宗
研
究
」
五
一
輯
に
「
真
宗
に

お
け
る
健
常
者
と
障
害
者
と
の
共
生
｜
｜
本
願
成
就
丈
を
手
が
か
り
と
し
て
｜
｜
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
拙
稿
を
発
表
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
真
宗
障
害
者
福
祉
を
考
え
る
上
で
、
障
害
者
福
祉
の
世
界
的
動
向
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
、
と
も
す
れ
ば
、

時
代
錯
誤
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
世
界
的
動
向
を
見
つ
め
た
上
で
、
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
真
宗
障
害
者
社

会
福
祉
に
し
っ
か
り
と
取
り
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
二

O
O
八
年
五
月
に
発
効
し
た
国
連
の
「
障
害
者
権
利
条
約
」
の
思
想
の
源
流
と
な
っ
た
社
会
モ
デ
ル
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
、
真
宗
学
の
立
場
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

1 

仏
教
福
祉
と
仏
教
社
会
福
祉

ま
ず
、
私
が
本
稿
で
問
題
と
す
る
「
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
」
と
は
、

い
か
な
る
問
題
関
心
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
き
た

ぃ
。
こ
の
作
業
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
稿
で
用
い
る
「
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

旧
来
、
仏
教
社
会
福
祉
と
い
う
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
仏
教
障
害
者
杜
会
福
祉
」
と
い
う
語
葉
を
用
い
ず
、
「
真

宗
障
害
者
杜
会
福
祉
」
と
い
う
語
蒙
を
用
い
た
。
そ
れ
は
「
仏
教
の
法
門
、
広
し
」
と
難
も
、
真
宗
、
こ
と
に
親
鷲
の
教
え
に
根
ざ
し

た
障
害
者
社
会
福
祉
の
確
立
を
射
程
に
入
れ
た
論
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
は
じ
め
に
述
べ
た
い
。

こ
の
「
親
驚
の
教
え
に
根
ざ
し
た
障
害
者
社
会
福
祉
の
確
立
を
射
程
に
入
れ
た
論
」
の
確
立
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
の
究
明
は
、
「
ム
具
宗
」
「
障
害
者
」
「
社
会
福
祉
」
と
い
う
一
二
語
の
聞
の
関
係
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。



は
じ
め
に
真
宗
と
社
会
福
祉
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
分
野
の
議
論
は
、
「
仏
教
福
祉
」
な
の
か
、
「
仏
教
社
会
福
祉
」

な
の
か
と
い
う
議
論
に
、
そ
の
発
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ら
の
諸
議
論
を
整
理
す
る
と
、
①
「
仏
教
と
福
祉
」
と

い
う
二
つ
の
内
容
が
同
時
に
語
ら
れ
る
も
の
、
②
「
仏
教
即
福
祉
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
仏
教
の
教
え
こ
そ
が
真
の
福

祉
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
、
③
仏
教
の
教
え
を
社
会
の
中
で
具
現
化
し
「
教
化
」
し
て
い
こ
う
と
考
え
る
も
の
、
④
仏
教
者
や
教
団
の

社
会
活
動
の
総
称
と
し
て
考
え
る
も
の
、
⑤
社
会
福
祉
学
の
一
領
域
と
し
て
そ
の
内
容
を
語
る
も
の
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
五
つ
の
分

野
に
大
分
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
五
つ
の
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
く
見
る
と
、
①
に
つ
い
て
は
、
仏
教
研
究
と
福
祉
研
究
が
分
か
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
「
仏
教
即
福
祉
論
」
の
根
底
に
は
、
「
福
祉
H
者
巾
己

l
r
2呂
（
幸
福
、
安
寧
）
」
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
は
究
極

の
真
理
で
あ
る
「
正
覚
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
に
帰
依
し
、
正
覚
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が
究
極
の
福
祉
で
あ
る
と
す

る
考
え
方
で
あ
る
。
次
に
、
③
が
、
応
用
仏
教
学
や
仏
教
実
践
学
と
も
言
わ
れ
て
き
た
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
仏
教
が
い
わ

ゆ
る
「
葬
式
仏
教
化
」
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
仏
教
思
想
を
社
会
化
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
教
化
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
④
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
に
四
箇
院
（
悲
田
院
・
敬
田
院
・
施
薬
院
・
療
病
院
）
を
建
立
さ
れ
た
こ

と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
福
祉
施
策
、
あ
る
い
は
社
会
事
業
史
と
仏
教
史
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
施
策
史
に
お
け
る
仏
教
と
の
関
わ
り
方
や
、
仏
教
者
や
教
団
が
行
う
社
会
活
動
の
内
容
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
⑤

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
仏
教
か
ら
見
た
社
会
福
祉
」
と
い
う
考
え
方
で
は
な
く
、
社
会
福
祉
と
い
う
社
会
科
学
の
学
域
か
ら
、

「
仏
教
社
会
福
祉
」
を
見
直
そ
う
と
す
る
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

本
稿
が
立
つ
立
場
は
、
上
記
の
五
つ
の
学
問
の
方
法
論
の
内
、
ど
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
普
遍
性
」

つ
ま
り
、
古
代
社
会
に
お
け
る
福
祉
と
は
、
家
庭
内
や
同
族
、
あ
る
い
は
極
め
て
狭
い
集
落
範
囲
で
の

隣
人
に
よ
る
福
祉
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
近
・
現
代
に
な
っ
て
、
国
家
社
会
の
成
熟
と
共
に
、
福
祉
行
為
の
普
遍
性
が
求
め
ら
れ

と
い
う
視
座
か
ら
考
え
た
い
。

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

五



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一
五
四

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
「
普
遍
性
」
と
は
、
同
じ
条
件
下
で
の
福
祉
行
為
の
再
現
性
で
あ
り
、
行
為
の

受
益
の
平
等
性
で
あ
る
。
ま
た
、
福
祉
の
内
容
も
、
た
だ
「
手
助
け
」
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
々
の
社
会
問
題
と
し
て
の
生
活
問

題
の
解
決
・
改
善
を
目
指
し
て
実
施
さ
れ
る
社
会
活
動
の
総
体
で
あ
り
、
最
も
本
質
的
に
は
政
策
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
福
祉
思
想
の
発
達
に
、
隣
人
的
福
祉
か
ら
国
家
政
策
的
福
祉
へ
の
展
開
が
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
「
展
開
」
は
、
慈
善
的
な
「
た
す
け
あ
い
」
か
ら
、
社
会
科
学
的
な
観
察
・
分
析
・
解
釈
・
了
解
に
基
づ
く
「
社
会
福
祉
」
へ

の
変
遷
を
意
味
す
る
。

翻
っ
て
、
仏
教
福
祉
で
は
、
先
に
述
べ
た
①
か
ら
④
の
思
想
の
よ
う
に
、
仏
教
思
想
か
ら
「
福
祉
」
を
考
え
る
た
め
に
、
長
ら
く

「
慈
善
・
救
済
」
が
そ
の
思
想
の
根
本
に
な
っ
て
、
仏
教
篤
志
家
や
教
団
が
主
導
し
て
、
「
恵
ま
れ
な
い
人
々
へ
の
愛
の
手
」
が
さ
し
の

べ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
や
、
特
定
の
集
団
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
科
学
に
基
づ
い
た
社
会
分
析
の
方
法

を
持
た
ず
歩
ん
で
き
た
と
言
え
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
社
会
科
学
に
基
づ
い
た
社
会
福
祉
は
国
家
が
行
う
福
祉
施
策
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
「
国
民
の
権
利
と
し
て
の
社
会
福
祉
」
が
保
障
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
国
の
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
、
ほ
ほ
均
一
的
、
平

等
的
施
策
で
あ
り
、
再
現
が
可
能
な
政
策
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
篤
志
家
や
教
団
が
主
導
し
た
福
祉
施
策
は
、
国
家
が
行
う

社
会
福
祉
施
策
と
比
べ
る
と
、
再
現
性
や
平
等
性
に
欠
け
た
、
社
会
科
学
に
基
づ
か
な
い
施
行
者
の
主
観
的
判
断
に
基
づ
い
た
福
祉
実

践
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
杜
会
福
祉
の
社
会
科
学
に
基
づ
く
普
遍
性
を
伴
っ
た
社
会
福
祉
施

策
の
展
開
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
、
「
主
観
的
判
断
に
基
づ
い
た
福
祉
実
践
」
は
時
代
錯
誤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
福
祉
の
普
遍
性
か
ら
考
え
る
と
⑤
の
社
会
福
祉
と
い
う
社
会
科
学
の
学
域
か
ら
、

「
仏
教
杜
会
福
祉
」
を
見
直
そ
う
と
す
る
方
向
性
を
も
っ
仏
教
社
会
福
祉
論
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
社
会
科
学
に
基
づ
く
社
会
福
祉
」
だ
け
に
重
き
を
置
く
と
、
近
代
科
学
の
合
理
主
義
的
な
社
会
分
析
の
み
に
な

っ
て
し
ま
い
、
「
仏
教
社
会
福
祉
」
は
、
杜
会
福
祉
学
の
研
究
対
象
と
し
か
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
に
な



る
と
、
仏
教
杜
会
福
祉
の
根
幹
と
な
る
仏
教
精
神
を
も
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
社
会
福
祉
を
標
袴

す
る
以
上
は
、
「
社
会
科
学
に
基
づ
く
杜
会
福
祉
」
に
重
き
を
置
く
と
同
時
に
、
仏
教
精
神
に
思
想
的
根
幹
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

つ
ま
り
、
仏
教
社
会
福
祉
と
は
、
社
会
福
祉
と
い
う
学
域
か
ら
仏
教
杜
会
福
祉
を
見
直
す
と
同
時
に
、

い
こ
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。

仏
教
の
思
想
か
ら
現
在
の
社
会
福
祉
の
あ
り
方
を
見
直
す
と
い
う
、
二
つ
の
視
座
が
統
合
さ
れ
た
立
脚
地
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

次
節
に
お
い
て
、
仏
教
社
会
福
祉
と
真
宗
杜
会
福
祉
の
違
い
を
検
討
す
る
中
で
、
仏
教
精
神
に
思
想
的
根
幹
を
求
め
、
仏
教
の
立
場

か
ら
現
在
の
社
会
福
祉
を
見
直
す
と
は
、

ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
の
か
を
検
討
し
た
い
。

2

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
と
は

仏
教
社
会
福
祉
と
真
宗
社
会
福
祉

現
在
、
「
仏
教
社
会
福
祉
」
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
理
論
研
究
の
成
果
に
よ
り
、
発
芽
期
か
ら
、
成
長
期
に
向
か
い
つ
つ
あ

a 
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
真
宗
社
会
福
祉
」
と
い
う
新
た
な
語
を
作
り
、
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の

か
。
そ
の
答
え
は
、
真
宗
社
会
福
祉
で
は
、
そ
の
思
索
的
根
幹
を
親
驚
の
思
想
に
求
め
て
い
こ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
故
、
真
宗
社
会

福
祉
と
い
う
語
を
作
り
独
立
さ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
仏
教
社
会
福
祉
の
展
開
と
し
て
、
真
宗
社
会
福
祉

お
よ
び
、
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
の
内
実
を
、
親
驚
の
思
想
を
播
く
な
か
で
額
か
に
し
た
い
。

『
唯
信
紗
文
意
』
で
、

親
驚
は
、

ゃ
う
や
う
さ
ま
ざ
ま
の
大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
の
、

み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
、
ろ
を
す
て
、

み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き

こ
、
ろ
を
か
へ
り
み
ず
、
ひ
と
す
ぢ
に
具
縛
の
凡
愚
屠
泊
の
下
類
、
無
碍
光
悌
の
不
可
思
議
の
本
願
、
麿
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽

す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
元
上
大
浬
繋
に
い
た
る
な
り
。
具
縛
は
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
、
煩
は

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一
五
五



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一
五
六

み
を
わ
づ
ら
は
す
、
悩
は
こ
〉
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
ふ
。
屠
は
よ
ろ
づ
の
い
き
た
る
も
の
を
こ
ろ
し
ほ
ふ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
は

れ
う
し
と
い
ふ
も
の
な
り
c

泊
は
よ
ろ
づ
の
も
の
を
う
り
か
う
も
の
な
り
、
こ
れ
は
あ
き
人
な
り
。
こ
れ
ら
を
下
類
と
い
ふ
な
り

（
中
略
）
れ
う
し
・
あ
き
人
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、

み
な
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り

（
『
唯
信
紗
丈
意
』
専
修
寺
本
・
定
親
全
皿
和
文
篇
一
六
八
i
一
六
九
頁
）

と
、
「
れ
う
し
・
あ
き
人
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、

み
な
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
と
自
ら
の
こ
と
を
、
述
べ

て
い
る
。
こ
の
「
唯
信
紗
文
意
』

の
丈
章
は
、
親
驚
に
お
け
る
「
社
会
問
題
」
を
凝
視
す
る
視
座
で
あ
る
と
ヨ
一

に
な
つ
て
、
国
家
僧
と
し
て
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
、
還
俗
さ
せ
ら
れ
、
「
非
僧
非
俗
」
と
し
て
、
そ
の
「
生
」
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た

親
驚
が
、
京
都
の
華
や
い
だ
世
界
を
離
れ
、
越
後
で
地
を
這
う
よ
う
に
生
き
る
人
々
と
出
遇
い
、
実
感
し
た
世
界
が
「
み
な
い
し
・
か

わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
」
と
い
う
共
業
の
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
「
共
業
」
と
い
う
社
会
観
が
存
在
す

る
。
こ
の
「
社
会
観
」
は
社
会
科
学
的
に
社
会
の
構
造
を
と
ら
え
た
社
会
福
祉
学
で
一
言
、
っ
と
こ
ろ
の
「
社
会
分
析
」
と
は
言
え
な
い
が
、

親
鷲
は
、
「
目
一
ハ
縛
の
凡
愚
屠
泊
の
下
類
」
と
、
杜
会
の
底
辺
で
沈
殿
す
る
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
ら
れ
て
い
た
「
い
な

か
の
ひ
と
び
と
」
（
「
唯
信
紗
丈
意
」
専
修
寺
本
・
定
親
全
田
和
文
篇
一
八
三
頁
）
と
同
じ
「
地
平
」
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ

の
よ
う
な
社
会
の
最
底
辺
層
で
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
を
、
個
々
人
の
問
題
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
み
な
い

し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」
と
「
下
類
」
、

つ
ま
り
「
わ
れ
ら
の
問
題
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
「
わ
れ
ら
」
の
社
会
観
の
根
源
は
流
罪
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
親
鷲
は
、
『
教
行
信
証
」
の
「
後
序
」
で
、

斯
を
以
て
、
興
福
寺
の
学
徒
、
太
上
天
皇
後
鳥
羽
の
院
と
号
す
詩
尊
成
、
今
上
、
土
御
門
院
と
号
す
詫
為
仁
の
聖
暦
、
承
元
丁
の

卯
の
歳
、
仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
。
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し
、
悲
を
成
し
、
怨
を
結
ぶ
。
草
に
因
り
て
、
真
宗
興
隆

の
大
祖
源
空
法
師
、
井
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
へ
ず
、
張
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
儀
を
改
め
て
、
姓
名
を
賜
ふ
て
遠
流
に

処
す
。
予
は
其
の
一
な
り
。
し
か
れ
は
、
巳
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
。
是
の
ゆ
え
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
為
す
。
空
師
井
に
弟
子



等
、
諸
方
の
辺
州
に
坐
し
て
、

五
年
の
尉
諸
を
経
た
り
き
。
皇
帝
詩
守
成
の
聖
代
、
建
暦
辛
の
未
の
歳
、
子
月
の
中
旬
第
七
日
に

勅
免
を
蒙
り
て

（
「
教
行
信
証
」
「
後
序
」
・
定
本
教
行
信
証
、

－A

一八
O
頁）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
後
序
」

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
承
元
の
法
難
は
聖
道
門
や
国
家
な
ど
の
「
権
力
」
に
結
び
つ
け
て

や

『
皇
帝
紀
抄
」
（
『
大
日
本
資
料
』
第
四
編
之
九
・
五
O
四
頁
）

「
四
十
八
巻
伝
』
（
『
浄
土
宗
全
書
』

ゃ
「
愚
管
抄
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
」
八

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ふ
ハ
巻
・
二
九
四
頁
）

い
わ
ゆ
る
松
虫
鈴
虫
伝
説
に
代
表
さ

（

2
）
 

れ
る
「
女
性
に
関
す
る
問
題
」
の
結
果
、
承
元
の
法
難
が
起
こ
っ
た
と
解
釈
す
る
も
の
と
根
本
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ

一
六
巻
・
一
五
七
頁
）

の
よ
、
つ
な
、

か
る
よ
う
に
、
親
鷲
は
、
あ
く
ま
で
も
「
権
力
」
に
よ
っ
て
弾
圧
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

「
非
僧
非
俗
」
と
い
う
親
鷲
の
宣
言
は
、
親
鷲
の
主
体
的
な
仏
道
の
選
び
取
り
の
宣
言
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
親
鷲
は
、
「
国
家
僧

で
あ
る
こ
と
の
剥
奪
」
と
い
う
事
柄
を
通
し
て
、
権
力
に
よ
っ
て
社
会
的
に
作
り
出
さ
れ
、
強
い
ら
れ
た
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
深
く
見

つ
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
法
に
対
す
る
国
家
の
関
与
は
「
死
罪
」
「
遠
流
」
と
い
う
言
葉
と
「
勅
免
」

い
う
言
葉
と
の
関
係
に

明
確
に
な
っ
て
い
る
。
念
仏
停
止
と
国
家
僧
で
あ
る
こ
と
の
剥
奪
と
い
う
問
題
は
、
法
然
と
の
出
遇
い
、
回
心
の
結
果
と
し
て
の
「
宿

命
」
で
は
な
く
、
政
治
権
力
の
構
造
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
問
題
、

つ
ま
り
当
時
の
「
社
会
問
題
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
と
は
、
殺
生
等
を
つ
ね
に
行
い
、
「
善
人
」
や
「
聖
者
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
人
々
と

言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
問
題
の
た
だ
中
を
生
き
る
親
鷲
に
と
っ
て
、
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
は
、
た
だ
社
会
の
最
底
辺
で
、

ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
人
々
で
は
な
く
、
社
会
の
構
造
と
し
て
、
殺
生
等
を
つ
ね
に
行
う
こ
と
を
「
現
に
強
い
ら
れ
て
い

る
人
々
」
と
し
て
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
共
通
性
お
い
て
、
共
業
す
る
「
わ
れ
ら
」
と
深
く
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、

そ
の
「
場
」
を
生
き
る
個
々
人
を
問
題
と
す
る
考
え
方
で
は
な
く
、
そ
の
「
場
」
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
人
々
の
課
題
を
問
題
と
し
て

い
る
。

つ
ま
り
「
社
会
問
題
」
と
し
て
、
世
の
中
の
構
造
を
分
析
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
個
々
人
の
「
業
」

を
問
題
と
す
る
視
座
か
ら
、
社
会
問
題
と
い
う
層
の
問
題

つ
ま
り
「
共
業
」
を
問
題
に
す
る
視
座
へ
の
展
開
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

五
七



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一
五
八

き
る
。
ま
た
、
親
驚
は

『
尊
号
真
像
銘
文
」

で、

「
十
方
衆
生
」
と
い
ふ
は
、
十
方
の
よ
ろ
づ
の
衆
生
な
り
。
す
な
わ
ち
わ
れ
ら
な
り
。

（
『
尊
号
真
像
銘
文
』
・
定
親
全
田
和
文
篇
、
五
五
頁
）

と
、
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
分
析
」
を
経
て
、
本
願
の
正
機
を
見
定
め
て
い
か
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
を
恋
意
的
解
釈
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
分
析
を
経
て
、
社
会
問
題
の
解
決
・
改
善
を
目
指
し
、
宗
教
的

救
済
の
普
遍
性
を
追
求
す
る
思
索
活
動
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
が
前
に
し
た
呪
術
的
、
土
着
的
宗
教
は
、
「
最

底
辺
の
生
活
」
を
す
る
こ
と
を
強
い
て
い
る
と
い
う
社
会
構
造
を
見
え
に
く
い
も
の
と
す
る
。
い
わ
ば
権
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た

社
会
構
造
を
補
完
す
る
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
を
信
じ
ざ
る
を
得
な
い

「
い
な
か
の
ひ
と

び
と
」
が
生
活
し
て
い
た
環
境
下
に
お
い
て
、
「
十
方
衆
生
」
を
対
象
と
す
る
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
る
救
済
を
額
か
に
す
る
こ
と
は
、

何
よ
り
も
呪
術
的
呪
縛
か
ら
人
々
を
解
放
し
、
本
願
の
地
平
に
共
に
出
遇
っ
て
い
こ
う
と
す
る
歩
み
に
他
な
ら
な
い
。
本
願
に
帰
入
す

る
こ
と
は
、
「
共
業
す
る
わ
れ
ら
」
が
本
願
の
呼
び
か
け
に
呼
応
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
本
願
の
呼
び
か
け
」
に
呼
応
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
に
と
っ
て
、
呪
術
的
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
呪
術
的
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
人
々
が
主
体
的
に
物
事
を
考
え
て
い
く
第
一
歩
と
な
る
。

つ
ま
り
、
「
本
願
の
呼
び
か
け
」
に
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
ら
の
主
体
性
が
額
か
に
な
り
、
白
ら
の
立
脚
地
が
顕
か
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
社
会
問
題
を
「
わ
れ
ら
」
の
問
題
と
し
て
、
生
活
改

善
や
社
会
変
革
な
ど
に
立
ち
上
が
っ
て
い
く
力
を
如
来
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
呪
術
的
呪
縛
か
ら
の
解
放
が
結

果
的
に
「
社
会
問
題
の
解
決
・
改
並
己
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
親
驚
在
世
、
社
会
分
析
と
い
う
社
会
科
学
的
な
発
想
法
自
体
、
存
在
す
る
わ
け
が
無
く
、
現
在
の
社
会
福
祉
の
視
座
と
同
等

の
視
座
を
親
驚
に
求
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
生
ず
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
親
驚
の
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
視

座
に
は
、
「
個
人
の
問
題
か
ら
社
会
問
題
へ
」
と
い
う
視
座
の
転
換
を
顕
か
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ



が
、
現
代
的
社
会
福
祉
の
視
座
に
立
つ
出
発
点
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
一
切
衆
生
の
救
済
」
と
い
う
大
乗
仏
教
と
し
て
の
仏
教
教

理
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
わ
れ
ら
」
と
し
て
、
社
会
の
下
層
に
沈
殿
す
る
よ
う
に
共
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

層
で
あ
る
と
い
う
社
会
問
題
的
分
析
と
、
「
群
萌
」
と
し
て
五
濁
悪
世
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
「
共
業
の
機
」
と
い
う
信
仰
問
題
的
分

析
の
二
つ
の
分
析
が
先
に
あ
っ
て
、
法
へ
の
深
信
が
あ
る
の
で
あ
る
。

親
鷲
に
お
け
る
「
わ
れ
ら
」
と
し
て
の
視
座
は
、
社
会
問
題
的
分
析
と
信
仰
問
題
的
分
析
の
二
つ
の
分
析
に
立
ち
、
「
共
業
の
わ
れ

ら
」
と
い
う
機
の
自
覚
に
立
っ
て
、
「
本
願
の
呼
び
か
け
」
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
共
に
呪
術
的
呪
縛
か
ら
解
放

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
主
体
性
を
回
復
し
、
共
に
解
放
さ
れ
て
い
く
視
座
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
親
鷲
の
「
わ
れ
ら
」
と

し
て
の
視
座
は
、
「
共
業
の
機
と
し
て
の
杜
会
福
祉
論
」
の
源
泉
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
、
親
驚
独
自
の
社
会
福
祉
へ
の

ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
真
宗
社
会
福
祉
が
依
拠
す
る
根
拠
で
あ
る
と
言
え
る
。

で
は
、
「
真
宗
社
会
福
祉
」
の
「
論
」
の
展
開
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
親
鷲
の
ゴ
一
つ
の
分
析
的
立
場
」

に
立
ち
、

さ
ら
に
、
そ
の
「
共
業
の
機
と
し
て
の
杜
会
福
祉
論
」
を
よ
り
掘
り
下
げ
る
た
め
に
、
現
代
社
会
福
祉
の
立
場
で
あ
る
「
社

会
分
析
の
視
座
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
に
「
共
業
」
を
生
き
る
者
と
し
て
額
か
に
な
る
社
会
問
題
を
凝
視
し
、
そ
の
「
改

善
・
解
決
」
を
目
指
し
て
、
活
動
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
承
元
の
法
難
を
通
し
て
親
鷲
が
見
て
い

た
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」

へ
の
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
共
業
の
ま
な
さ
し
に
学
び
、
「
個
人
の
問
題
か
ら
社
会
問
題
へ
」
と
い
う
視
座

の
も
と
で
社
会
福
祉
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
仏
教
社
会
福
祉
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

真
宗
社
会
福
祉
と
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉

最
後
に
「
真
宗
杜
会
福
祉
」
と
「
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
真
宗
社
会
福
祉
と
言
っ
て
も
幅
が
広
い
。
そ
の

よ
う
な
中
、
具
体
的
に
、
真
宗
社
会
福
祉
の
中
の
い
く
つ
か
の
分
野
の
中
で
も
、
焦
点
を
絞
っ
た
形
で
考
え
る
こ
と
が
、
真
宗
社
会
福

b 

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

ま工
九



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一六
O

祉
の
具
体
的
な
理
論
の
構
築
の
ひ
と
つ
の
祖
型
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
障
害
者
に
関
す
る
社
会
問
題
の
分
析
に
つ
い

て
は
、
旧
来
「
障
害
者
福
祉
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
障
害
者
福
祉
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
社
会
分
析
を
伴
う

障
害
者
「
社
会
」
福
祉
と
、
社
会
分
析
を
伴
わ
な
い
「
障
害
者
福
祉
」
と
い
う
二
つ
の
手
法
に
よ
る
福
祉
論
が
、
混
在
し
て
い
た
と
言

え
る
。
こ
こ
で
は
、
「
真
宗
社
会
福
祉
論
」
が
原
論
に
当
た
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
論
の
障
害
者
問
題
と
い
う
各
論
に
相
当
す
る
パ

l

ト
を
担
う
理
論
で
あ
る
の
で
、
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
論
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
福
祉
の
多
く
の
分
野
か
ら
、
障
害
者
福
祉
を
な
ぜ
突
出
さ
せ
て
考
え
る
か
と
い
え
ば
、
社
会
福
祉
の
数
あ
る
分
野
の
中

で
も
当
事
者
の
権
利
性
や
杜
会
認
識
な
ど
の
問
題
を
一
番
先
鋭
化
し
て
考
え
て
き
た
の
が
障
害
者
福
祉
分
野
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
障
害
者
福
祉
分
野
で
の
杜
会
モ
デ
ル
へ
の
取
り
組
み
を
考
え
る
中
で
、
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
の
具

体
相
を
額
か
に
し
た
い
。

3

医
学
モ
デ
ル
か
ら
、
社
会
モ
デ
ル
へ
の
障
害
観
の
発
展

障
害
者
福
祉
に
つ
い
て
、
世
界
的
に
考
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
動
向
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
示
唆
を
与
え

る
の
が
、
同
連
「
精
神
薄
弱
者
の
権
利
宣
言
」
・
「
障
害
者
の
権
利
宣
言
」
に
端
を
発
す
る
権
利
保
障
の
歴
史
と
、
世
界
保
健
機
関
の

「
国
際
障
害
分
類
」
（
日
何
百
出
）
に
端
を
発
す
る
障
害
分
類
の
歴
史
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
、
ま
っ
た
く
別
個
な
関
係
で
あ
っ

た
の
で
は
な
く
、
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
歴
史
は
障
害
者
の
人
権
保
障
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
す
る
流
れ
の
巾
で
出
来

上
が
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
障
害
分
類
の
歴
史
と
「
障
害
観
」

の
と
ら
え
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

で
は
、

そ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
、
「
障
害
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
は
、

一
定
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
、

障
害
者
権
利
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
障
害
者
の
人
権
保
障
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
障
害
観
の
変
遷
を
た
ど
り
た
い
。



IMPAIRMENT DISABILITY HANDICAP 
－ー＋（機能・形態障害）一一＋ （能力障害） 一一＋（社会的不利）

DISEASE 
or 

DISORDER 
（疾患・変調）

a 

国
際
障
害
分
類
（
一
の
一
O
Z
）
の
障
害
観

ま
ず
、
国
際
障
害
分
類
（
日
何
百
回
）

の
構
造
に
つ
い
て
、
「
資
料
A
」
に
図
示
し
た
。

国
際
障
害
分
類
（
円
日
出
）

の
障
害
観
で
は
、

は
じ
め
に
疾
病
・
変
調
が
あ
り
、
そ
れ
が
原
因
と
な

っ
て
機
能
・
形
態
障
害
（

E
E百回
g門
）
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
能
力
障
害

E
Z与
E
q）
が
起
こ
り
、

機
能
・
形
態
障
害
と
能
力
障
害
の
結
果
、
社
会
的
不
利
（

E
E
H
2
1
が
生
じ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
構
造
は
機
能
・
形
態
障
害
に
対
し
て
は
医
療
が
、
能
力
障
害
に
対
し
て
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
l

ICIDHの障害構造モデル

シ
ヨ
ン
が
、
社
会
的
不
利
に
対
し
て
は
社
会
福
祉
が
そ
れ
ぞ
れ
治
療
・
対
処
に
あ
た
る
と
す
る
構
図
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
を
有
す
る
国
際
障
害
分
類
に
対
し
て
、
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
は
一
九
九
八
年
に

「
国
際
障
害
分
類
改
訂
の
必
要
性
」
と
い
う
論
文
で
、
国
際
障
害
分
類
が
も
っ
差
別
的
構
造
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
の
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
の
「
国
際
障
害
分
類
（
月
日
間
）
廃
止
論
」
の
骨
子
を
杉
野
昭
博
は
六
点

に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
六
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

資料A

①
国
際
障
害
分
類
は
、
か
つ
て
パ

l
ソ
ン
ズ
が
指
摘
し
た
「
病
人
役
割
」
丘
共
同
O
F
を
無
意
識
に

想
定
し
て
い
る
。

②
国
際
障
害
分
類
は
、
「
障
害
」
問
題
を
「
医
療
化
」
す
る
危
険
が
あ
る
。

③
国
際
障
害
分
類
は
優
生
学
的
考
え
方
を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

④
「
正
常
／
ふ
？
っ
」

5
5包
概
念
の
問
題
性
。

⑤
国
際
障
害
分
類
の
支
持
者
た
ち
は
認
め
よ
う
と
し
な
い
が
、
（
初
版
の
障
害
認
識
論
は
イ
ン
ベ
ア

メ
ン
ト
が
能
力
障
害
や
社
会
的
不
利
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
）

一
方
的
因
果
関
係
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
。

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

~ 

ノ、



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

健康状態

(H巴althcondition) 

↑ 
↓ ↓  

心身機能・身体構造 活動 参加
(Body Functions 4一一＿.(Activity）、 -(Participation) 

& Structure) 

個人因子

(Personal Factors) 
環境肉子

(Environmental Factors) 

ム
ノ、

⑥
「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
」
と
い
う
用
語
に
象
徴
さ
れ
る
「
差
別
的
表

現
」
の
問
題

（司

P
E
2
一
九
九
八
、
五

O
八
j
五
一
七
頁
、
杉

野
昭
博
著
『
障
害
学
｜
｜
理
論
形
成
と
射
程
｜
｜
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
O
O七
、
五
二
一
j
五
八
頁
）

ICFの障害構造モデル

つ
ま
り
、
国
際
障
害
分
類
は
、
「
疾
病
・
変
調
」
か
ら
「
社
会
的
不
利
」
ま
で
、

一
線
上
に
並
び
、
社
会
的
不
利
が
個
人
の
「
疾
病
・
変
調
」
だ
け
が
原
因
と
な

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ

る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

b 

国
際
生
活
機
能
分
類
（

5
3
の
障
害
観

こ
の
よ
う
な
障
害
学
の
立
場
に
立
脚
す
る
フ
ァ
イ
ブ
ァ
ー
や
り

E
な
ど
の

資料B

国
際
障
害
分
類
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
、
二

O
O
一
年
、
世
界
保
健
機
関
は
、

国
際
障
害
分
類
を
修
正
し
、
国
際
生
活
機
能
分
類
を
発
表
す
る
。
国
際
生
活
機

能
分
類
（
円
門
司
）
の
構
造
を
図
示
す
る
と
「
資
料
B
」
の
ご
と
く
に
な
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
国
際
障
害
分
類
が
、
「
疾
病
・
変
調
」
か
ら
「
社
会
的
不

利
」
ま
で
直
線
上
に
、
し
か
も
一
方
向
に
展
開
し
て
い
た
の
に
対
し
、
心
身
機

能
・
身
体
構
造
、
活
動
、
参
加
の
三
構
造
が
相
互
作
用
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら

れ
、
し
か
も
、
そ
の
影
響
背
景
と
し
て
、
環
境
因
子
と
個
人
因
子
を
お
い
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
見
す
る
と
、

フ
ァ
イ
ブ
ア

l
の
批
判
は
解
消
さ
れ
た



よ
う
に
見
え
る
が
、
内
実
と
し
て
は
、
心
身
機
能
・
身
体
構
造
は
機
能
・
形
態
障
害
、

ま
り
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
、
参
加
は
社
会
的
不
利
、
社
会
福
祉
に
対
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
枠
組
み
は
、
国
際

障
害
分
類
に
対
し
て
フ
ァ
イ
ブ
ア

l
が
述
べ
た
よ
う
な
医
療
化
さ
れ
た
「
障
害
観
」
を
引
き
継
い
で
い
る
と
の
批
判
が
障
害
学
の
立
場

つ
ま
り
医
療
に
対
し
、
活
動
は
能
力
障
害
、

つ

か
ら
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

C

M
・
オ
リ
バ
ー
ら
の
障
害
観

そ
の
よ
う
な
国
際
障
害
分
類
や
国
際
生
活
機
能
分
類
の
障
害
観
に
対
し
、

フ
ァ
イ
ブ
ア
！
と
同
じ
障
害
学
に
立
脚
す
る
オ
リ
パ

l
は

著
書
『
無
力
化
の
政
治
』
で
「
障
害
者
」
を
「
政
治
的
に
抑
圧
さ
れ
無
力
化
さ
れ
た
人
々
」
と
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的

に
世
界
保
健
機
関
の
二
つ
の
障
害
観
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
障
室
己
と
は
、
社
会
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
も
の
と
し
て

見
る
障
害
観
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
節
で
述
べ
よ
う
と
し
た
障
害
者
観
の
変
化
と
は
、
国
際
障
害
分
類
（
円
（
U
H
口
出
）
の
構
造
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
障

害
を
「
疾
病
・
変
調
」
か
ら
「
社
会
的
不
利
」
ま
で
直
線
的
に
考
え
、
障
害
者
を
「
保
護
や
治
療
の
対
象
者
」
と
し
て
見
て
い
く
障
害

者
観
か
ら
、
オ
リ
パ
！
の
思
想
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
障
害
者
と
い
う
「
政
治
的
に
抑
圧
さ
れ
無
力
化
さ
れ
た
人
々
」
の
権
利
を
保
障

し
、
社
会
全
体
で
障
害
者
の
自
立
生
活
を
実
現
し
て
い
く
道
を
さ
ぐ
る
と
い
う
障
害
者
観
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
し
て
き
で
い
る
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
「
障
害
が
あ
る
か
ら
不
便
だ
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
「
障
害
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
合
理
的
配

慮
を
す
る
こ
と
な
く
障
害
者
を
排
除
し
て
き
た
社
会
が
あ
る
か
ら
、
障
害
者
が
不
便
を
感
じ
、
そ
の
よ
う
な
不
便
さ
の
中
で
生
活
す
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
社
会
モ
デ
ル
の
障
害
者
観
へ
と
転
換
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

ム
ノ、



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一
六
回

4 

従
来
の
真
宗
障
害
者
福
祉
に
お
け
る
障
害
観
の
問
題
点

a 

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
論
に
お
け
る
障
害
観

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
拙
稿
「
聞
名
に
聞
か
れ
る
共
同
体
l
i真
宗
に
お
け
る
健
常
者
と
障
害
者
と
の
共
生
の
視
座
｜
｜
」
「
日

本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
」
第
三
八
号
一

1
一
八
頁
（
以
下
「
拙
稿
二

O
O
七
a
」
と
略
記
す
る
）
の
真
宗
障
害
者
福
祉
論
に
見
ら

れ
る
福
祉
論
に
お
け
る
障
害
者
観
の
理
解
と
、
そ
の
論
が
オ
リ
バ
l
ら
イ
ギ
リ
ス
障
害
学
で
語
ら
れ
る
障
害
認
識
の
あ
り
方
と
の
差
異

を
考
え
、
拙
稿
に
お
け
る
「
障
害
者
に
対
す
る
無
力
化
の
構
造
」
を
考
え
る
。

拙
稿
で
は
真
宗
障
害
者
福
祉
論
を
一
二
つ
の
段
階
的
構
造
で
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
の
視
点
と
し
て
の
「
障
害
当
事
者
み
ず
か
ら
が

解
放
さ
れ
て
い
く
視
座
」
と
、
第
二
の
視
点
と
し
て
の
「
健
常
者
み
ず
か
ら
が
解
放
さ
れ
て
い
く
視
座
」
を
ま
ず
先
に
検
討
し
た
上
で
、

「
真
宗
に
お
け
る
健
常
者
と
障
害
者
と
の
共
生
の
視
座
」
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
健
常
者
と
障
害
者
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
第
三
の
視
点
で
あ
る
「
真
宗
に
お
け
る
障
害
者
と
健
常
者
の
共
生
」
と
い
う
課
題
と
し
て
検
討
し
た
。
こ

こ
で
は
、
共
に
「
十
方
衆
生
」
と
如
来
よ
り
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
、
そ
の
「
共
な
る
呼
び
か
け
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に

よ
り
、
障
害
の
有
無
を
越
え
、
「
聞
名
道
」
を
歩
む
と
い
う
一
点
に
お
い
て
聞
か
れ
る
真
宗
障
害
者
福
祉
論
が
成
立
す
る
と
し
た
。

そ
の
中
で
、
第
二
点
の
「
健
常
者
み
ず
か
ら
が
解
放
さ
れ
て
い
く
」
視
座
を
述
べ
て
い
く
部
分
で
、

具
体
的
に
健
常
な
る
状
態
に
と
ら
わ
れ
、
常
に
障
害
の
克
服
や
社
会
更
生
と
い
っ
た
事
柄
に
対
し
、
「
今
以
上
に
良
く
な
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
」
と
社
会
よ
り
強
迫
さ
れ
て
い
る
障
害
者
の
心
理
状
態
を
解
放
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
願
の

呼
び
か
け
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
障
害
者
が
、
「
障
害
」
者
と
し
て
で
は
な
く
、
「
一
人
」
と
し
て
の
独
立
者
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
「
独
立
」
こ
そ
、
真
宗
に
お
け
る
障
害
者
解
放
の
原
点
で
あ
り
、
真
宗
に
お
け
る
共
生
の
視
座
の
出
発
点
な
の
で
あ



る
。
そ
こ
に
、
如
来
の
働
き
を
受
け
て
障
害
者
み
ず
か
ら
が
、
「
如
来
よ
り
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
と
し
て
如
来
招
喚
の

勅
命
に
信
順
し
、
自
覚
的
願
生
道
に
立
つ
こ
と
に
よ
り
、
自
然
に
障
害
者
自
身
が
解
放
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
障

害
者
自
身
の
「
生
」
に
対
す
る
新
た
な
意
味
づ
け
こ
そ
、
現
在
閉
塞
状
況
に
あ
る
障
害
者
福
祉
の
世
界
を
打
開
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
道
が
必
ず
開
け
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
覚
的
願
生
道
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
障
害
者
み
ず
か

ら
が
、
真
宗
者
と
し
て
の
「
共
生
道
」
を
歩
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
拙
稿
二

O
O七
a
、
「
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
」
第
三
十
八
号
、
七
頁
）

ま
た
、
第
三
の
視
点
で
あ
る
「
真
宗
に
お
け
る
障
害
者
と
健
常
者
の
共
生
」
と
い
う
課
題
と
し
て
検
討
し
た
「
共
生
論
」
の
中
で
、

「
諸
智
土
を
聞
く
」
と
い
う
僧
伽
的
生
活
を
通
し
て
本
願
の
回
向
成
就
の
は
た
ら
き
の
功
用
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
こ
に
、

仏
の
み
名
の
前
に
お
い
て
は
、
如
何
な
る
「
意
味
づ
け
」
を
も
越
え
、
品
位
階
次
を
簡
ば
ず
し
て
、
す
べ
て
の
衆
生
が
平
等
の
慈

悲
に
よ
り
、
「
生
死
」
と
い
う
迷
い
の
世
界
を
越
え
る
道
を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
真
宗
に
お
け
る
「
共
生

の
視
座
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

つ
ま
り
、

そ
の
「
共
生
の
視
座
」
に
よ
り
、
共
に
「
諸
智
士
を
聞
く
」
と
い

う
主
体
的
な
自
覚
の
も
と
で
、
障
害
者
、
健
常
者
を
問
う
こ
と
の
な
い
共
業
存
在
で
あ
る
身
と
い
う
一
点
で
「
共
生
」
し
て
い
く

共
同
体
（
僧
伽
）
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。

（
拙
稿
二

O
O七
a
、
『
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
』
第
三
十
八
号
、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
丈
は
、
ど
ち
ら
も
、
拙
稿
の
論
の
根
幹
を
な
す
文
章
で
あ
る
。
だ
が
、
「
障
害
の
克
服
や
社
会
更
生
」

一一一一頁）

と
い
っ
た
優
生
思
想
に
対
す
る
解
放
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
先
に
述
べ
た
フ
ァ
イ
ブ
ァ
ー
や
オ
リ
バ
ー
ら
の

述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
政
治
的
に
抑
圧
さ
れ
無
力
化
さ
れ
た
人
々
」
と
い
う
視
座
に
は
欠
け
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
共
に
「
迷

い
の
世
界
を
越
え
る
道
を
た
ま
わ
る
」
も
の
と
し
て
の
真
宗
障
害
者
福
祉
の
視
座
に
お
け
る
共
生
観
を
述
べ
て
い
る
が
、
オ
リ
バ

l
ら

の
障
害
学
に
お
け
る
視
座
に
よ
る
と
、
障
害
者
を
無
力
化
し
て
い
く
主
体
に
つ
い
て
は
、
引
用
し
た
文
献
の
内
容
で
は
不
明
確
で
あ
る
。

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一
六
五



真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一ムハムハ

そ
れ
は
、
「
障
害
者
と
健
常
者
の
共
生
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
が
ら
も
、
障
害
者
を
無
力
化
す
る
杜
会
構
造
を
述
べ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
障
害
者
を
無
力
化
し
、
社
会
的
構
造
と
し
て
排
除
す
る
と
い
う
健
常
者
の
障
害
者
に
対
す
る
「
無
力
化
」
の
構
造
を
暗
に
容
認

す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
表
向
き
に
は
「
如
来
よ
り
の
呼
び
か
け
」
の
も
と
で
健
常
者
、
障
害
者
の
双
方
が

歩
み
寄
り
、
共
生
し
て
い
く
共
同
体
が
成
立
す
る
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
、
健
常
者
の
「
無
力
化
」
の
構
造
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、

真
宗
障
害
者
福
祉
論
が
、
健
常
者
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
構
造
を
も
つ
も
の
と
化
し
て
い
る
と
い
う
問
題
点
が
残
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
問
題
」
に
つ
い
て
、
真
宗
に
お
け
る
障
害
者
福
祉
の
歴
史
で
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
を
次
節
で
考
え
た
い
。

真
宗
障
害
者
福
祉
史
上
に
お
け
る
障
害
観

旧
来
、
仏
教
福
祉
は
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、
慈
悲
の
目
で
見
、
保
護
・
更
正
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の

傾
向
は
、
真
宗
大
谷
派
に
お
い
て
も
、
通
底
す
る
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
私
は
、
一
一

O
O七
年
度
の
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
で
、

b 
明
治
期
後
、

一
九
六
一
年
の
社
会
部
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
大
ま
か
な
流
れ
を
考
え
た
（
拙
稿
「
近
代
に
お
け
る
真
宗
大
谷
派
の
仏
教

社
会
福
祉
事
業
と
仏
事
と
の
接
点
｜
｜
戦
前
・
戦
中
を
中
心
と
し
て
｜
｜
」
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
六
巻
第
一
号
、
六
回
j
六

七
頁
に
所
収
。
以
下
「
拙
稿
二

O
O
七
b
」
と
略
す
）
。
そ
の
稿
で
は
、

大
谷
派
に
お
け
る
近
代
の
社
会
福
祉
事
業
は
、
仏
眼
協
会
の
成
立
が
特
殊
伝
導
を
そ
の
趣
旨
と
す
る
こ
と
以
外
に
つ
い
て
は
、
教

学
的
展
開
と
、
社
会
福
祉
事
業
が
関
連
性
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
確
実
に
存
在
す
る
感
が
否
め
な
い
。
む
し
ろ
、
杜

会
福
祉
事
業
の
活
動
根
拠
と
し
て
の
教
学
的
源
泉
と
い
う
よ
り
も
、
戦
後
の
同
朋
共
生
運
動
と
い
う
名
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ

ら
ゆ
る
人
々
と
共
に
生
き
よ
う
と
し
た
真
宗
者
の
実
践
的
あ
ゆ
み
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
こ
と
は
時
代
の
制

約
で
あ
ろ
う
が
、
各
々
の
活
動
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
運
動
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
で
は
な
く
、
教
団
と
し
て
真
身
会
な
ど
の
活



動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
啓
発
（
当
時
の
用
語
で
二
一
白
う
な
ら
ば
「
啓
蒙
」
）
、
活
動
、
な
い
し
は
義
損
金
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

啓
発
・
慈
善
活
動
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
傾
向
は
現
在
も
続
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
拙
稿
二

O
O七
b
、
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
六
巻
第
一
号
、
六
回
j
六
七
頁
）

と
、
そ
の
概
略
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
た
如
く
、
明
治
維
新
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
真
宗
大
谷
派
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る

人
々
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
し
た
視
座
は
う
か
が
え
る
も
の
の
、
オ
リ
バ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
な
健
常
者
に
よ
っ
て
「
抑
圧
さ
れ
、
盤
…

力
化
さ
れ
て
い
く
構
造
」
に
つ
い
て
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

そ
の
よ
う
に
捉
え
る
時
の
「
社
会
的
弱
者
」
は
、
弱
者
を
健
常
者
と
い
う
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
強
者
で
あ
る
者
が
、
「
劣
っ
た

者
」
「
手
を
さ
し
の
べ
る
べ
き
も
の
」
「
共
に
生
き
て
や
ら
ね
ば
い
け
な
い
も
の
」
と
し
て
、
捉
え
る
杜
会
的
弱
者
観
が
根
底
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
仏
教
者
や
宗
教
者
の
「
障
害
観
」
は
、
障
害
者
を

こ
れ
は
、
仏
教
者
に
よ
る
障
害
者
観
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

「
哀
れ
み
」
や
「
慈
し
み
」
の
対
象
と
し
て
捉
え
、
独
立
し
た
「
個
」
と
し
て
捉
え
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
思
想
の
上
で
の
「
救
済
」
の
構
造
を
考
え
る
と
、
何
ら
か
の
形
で
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
健
常
者
に
近
づ
く
よ
う
に
指

導
・
援
助
を
行
う
と
い
う
発
想
や
、
「
障
害
者
」
と
い
う
あ
る
意
味
上
で
の
不
条
理
な
「
生
」
を
宗
教
に
よ
っ
て
「
救
っ
て
い
く
」
、
あ

る
い
は
、
絶
対
的
他
者
に
よ
っ
て
「
救
わ
れ
て
い
く
」
と
い
う
発
想
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
ま
た
「
障
害
者
の
信
仰
の
問
題
」
と
い

う
時
、
必
ず
そ
の
よ
う
な
健
常
者
側
か
ら
見
た
障
害
観
が
、
「
救
済
の
内
容
」
を
語
る
と
き
に
「
下
敷
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

障
害
者
自
身
の
「
救
済
観
」
の
内
容
も
、
宗
教
者
の
「
健
常
者
側
か
ら
見
た
障
害
観
」
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
健
常
者
側
か
ら
見
た
障
害
観
」
の
中
に
は
、

マ
ジ
ヨ
リ
テ
ィ
優
位
な
も
の
の
考
え
方
、

つ
ま
り
「
救
済
観
」
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と

し
て
は
い
け
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
視
座
」
は
、
上
記
の
国
際
的
動
向
か
ら
考
え
る
と
、
大
き
く
逸
脱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に

つ
い
て
、
次
節
で
考
え
て
い
き
た
い
。

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
容

一
六
七



真
宗
障
害
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福
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け
る
「
社
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モ
デ
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受
容

一
六
八

5 

結
び
に
｜
｜
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
論
に
お
け
る
社
会
モ
デ
ル
の
受
容

こ
こ
ま
で
、
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
の
論
の
形
成
と
社
会
モ
デ
ル
の
関
係
を
検
討
し
て
き
た
。
社
会
モ
デ
ル
は
、
障
害
者
の
権
利
の

問
題
を
政
治
的
な
問
題
と
し
て
考
え
て
い
く
。
そ
れ
で
、
社
会
福
祉
の
学
域
か
ら
仏
教
杜
会
福
祉
を
見
直
す
と
同
時
に
あ
る
も
う
一
つ

つ
ま
り
、
仏
教
の
思
想
か
ら
現
在
の
社
会
福
祉
の
あ
り
方
を
見
直
す
と
い
う
側
面
を
持
つ
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
か
ら
考

え
る
と
、
相
応
し
な
い
と
す
る
考
え
方
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
に
は
、
障
害
者
を
「
政
治
的
に
抑
圧

の
方
向
性
、

を
し
て
い
た
マ
ジ
ヨ
リ
テ
イ
優
位
の
考
え
方
を
問
、
つ
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
「
革
新
的
」
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
「
自
覚
の

宗
教
」
と
も
言
わ
れ
る
真
宗
の
教
え
と
源
泉
を
異
に
す
る
と
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
、
障
害
者
の
多
く
は
、
偏
見
や
差
別
、
権
利
侵
害
な
ど
、
そ
の
人
の
尊
厳
を
否
定
す
る
よ
う
な

環
境
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
環
境
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
障
害
者
自
身
は
生
き
る
意
欲
す
ら
奪
わ
れ
た
「
無
力
状
態
（
パ

ワ
l
レ
ス
）
」
に
陥
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
オ
リ
バ
ー
ら
が
「
障
害
者
」
岳
Z
E巾
仏
宮
o
u
r
を
「
政
治
的
に
抑
圧
さ
れ
無
力
化
さ
れ

た
人
々
」
と
し
て
描
い
て
い
る
社
会
モ
デ
ル
の
障
害
観
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
障
害
者
が
現
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で

生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
現
実
に
お
い
て
、
国
際
的
動
向
と
し
て
オ
リ
バ
ー
ら
が
述
べ
る
社
会
モ
デ
ル
の
考
え

方
に
転
換
し
て
き
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
き
な
音

先
に
述
べ
た
如
く
、
今
ま
で
の
真
宗
障
害
者
福
祉
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
障
害
観
」
を
近
年
の
社
会
モ
デ
ル
の
障
害
観
を
も
っ
て

考
え
る
な
ら
ば
、
旧
来
の
「
宗
教
」
が
障
害
者
に
与
え
た
「
救
済
観
」
は
、
正
し
く
「
信
仰
」
と
い
う
名
の
下
で
、
障
害
者
を
「
無
力

状
態
」
に
陥
ら
せ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
そ
も
そ
も
「
障
害
者
」
を
「
政
治
的
に
抑
圧
さ
れ
無
力
化
さ
れ
た
人
々
」
と
し
て
考
え
て
き

た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
は
、
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
真
宗
に
お
け
る
障
害
者
へ
の
視
座
は
、
そ
の



多
く
は
、
障
害
者
を
「
無
力
状
態
（
パ
ワ
l
レ
ス
）
」
に
陥
ら
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
親
鷲
と
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
と
の
交
わ
り
を
考
え
て
い
く
中
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
親
驚
の
「
わ
れ
ら
」
と

い
う
視
座
に
は
、
「
個
人
の
問
題
か
ら
社
会
問
題
へ
」
と
い
う
視
俸
の
転
換
を
額
か
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
本
願
の
呼
び
か
け
を
聞
き
、
「
本
願
の
呼
び
か
け
」
に
呼
応
し
て
い
く
こ
と
が
、
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
に
と
っ
て
、
呪
術
的
呪

縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
c

な
ぜ
な
ら
、
「
本
願
の
呼
び
か
け
」
に
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
存
在

が
旧
制
か
に
な
り
、
自
ら
の
立
脚
地
が
顛
か
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
社
会
問
題
が
「
わ
れ
ら
」
の
問
題
と
し
て
、
生
活
改
善
な
ど
に
立
ち

上
が
っ
て
い
く
力
を
如
来
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
個
人
の
問
題
か
ら
社
会
問
題
へ
」
と
い
う
視
座
の
転
換
こ
そ
が
、
「
共
業
の
機
と
し
て
の
社
会
福
祉
論
」
の
核
心
と

つ
ま
り
、
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
は
、
社
会
問
題
的
分
析
と
信
仰
問
題
的
分
析
の
二
つ
の
分
析
に
立
ち
、
「
共
業
の
わ
れ
ら
」

と
い
う
機
の
自
覚
に
立
っ
て
、
と
も
に
呪
術
的
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
主
体
性
を
回
復
し
、
共
に
解
放
さ
れ

な
る
。

て
い
く
仏
道
と
言
え
る
。
そ
の
一
点
に
立
っ
て
こ
そ
、
真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
の
具
体
的
視
座
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
考
え
に
至
っ
た
時
、
真
宗
障
害
者
杜
会
福
祉
が
、
障
害
者
を
抑
圧
し
て
い
く
役
割
を
果
た
す
も
の
で
は
な
く
、
真
に
人
聞
を
解
放
し
、

自
立
せ
し
め
し
て
い
く
宗
教
本
来
の
役
割
と
し
て
、
ま
た
積
極
的
信
仰
と
し
て
、
聞
か
れ
る
真
の
社
会
福
祉
と
な
る
の
で
あ
る
。

註（
1

）

（

2
）
 

孝
橋
正
一
著
「
社
会
事
業
の
基
本
問
題
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
六
二
参
照
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
藤
場
俊
基
著
「
親
鴛
と
宗
教
弾
圧
』
明
石
出
版
、

照
さ
れ
た
い
。

一
九
九
七
、
五
五
j
六
九
頁
に
詳
し
い
の
で
参

真
宗
障
害
者
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
受
谷

一
六
九


