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し
か
し
な
が
ら、

問
題
点
も
数
多
く
存
在
し
て

い

る
。

真
宗
文
化
は
、

「

講
」

組
織
に
代
表
さ
れ

る

よ
う
に

、

地
域
社
会
の

中
で

同
信
の

人
々

と

の

結
び
つ

き
を

大
切
に

し

て

き
た
歴

史
が

あ
る

。

こ

れ
は

、

ア

メ

リ

カ

の

自
立
セ

ン

タ

ー

を

中
心
と
す
る

自
立
生
活
運

動
の

特
徴
で

あ
る

「

個
人
主

義
」

を

基
盤
と

し
た

運
動
で

は
な
い

。

む
し
ろ

、

「

御

同
朋
・

御
同
行
」

と

呼
ば
れ

る

よ

う
に

他
者
と
の

関
係
性
を

大
切
に

し
た

文
化
で

あ
る

。

そ

の

点
に

お

い

て
、

「

共
生
生

活
セ

ン

タ

ー
」

と
し

て

の

白
立
生

活
セ

ン

タ

ー

と

い

う
発
想
は
、

少
な
く
と

も
地

域
に

根
ざ
そ
う
と
し

て

い

る

自
立
生

活
セ

ン

タ

ー

で

あ
る
と

言
え
る

。

　

し
か

し
な
が
ら、

郡
部
な
ど

地
方
都
市
に

な
れ
ば

な
る

ほ

ど
、

日
本
文

化
独
自
の

ム

ラ

社
会
と

い

わ

れ
る

閉
鎖
性
も
見
受
け
ら
れ
る

。

そ
の

共
同

体
を
重
ん

じ

る
伝
統
的
な
文

化
の

中
で
、

自
立
生
活
セ

ン

タ

ー

の

活
動
を

行
っ

て

い

く
こ

と

は
、

ど

う
し

て

も
個
人
の

権
利
性
が

不
明
確
に
な
る
可

能
性
を
秘
め

て

い

る
。

つ

ま
り
、

「

障

害
は

社
会
が

生

み
出
し
た

も
の

で

あ
っ

て、

障
害
の

あ
る
人
々

を

障
害
者
に

し
た

の

は

社
会
だ
」

（
UPI

AS

）

と
い

う
イ
ギ
リ

ス

社

会
モ

デ

ル

に

み

ら
れ

る

よ

う
な
障
害

当
事
者

の

権
利
撫
護
活
動
が

展

開
さ

れ

に

く
い

と
い

う
土

壌
を
持
つ

。

そ
の

こ

と

に

よ

り、

イ

ギ

リ

ス

社
会
モ

デ

ル

の

宅

張
を

基
軸
と
し

た

自
立
生

活
セ

ン

タ
ー

の

運
営
方
針
が

伝
わ

り
に
く
い

の

が

現
状
で

あ
る
。

　

障
害
当
事
者
の

権
利
擁
護
を
ト
分
に
行
お

う
と

す
る

な

ら
ば

、

社
会
モ

デ
ル

の

考
え
方
が

不
可
欠
で

あ
る
。

障
害
者
の

権
利
条
約
に
見
ら

れ
る

よ

う
に、

医
学
モ

デ

ル

や
保
護
モ

デ
ル

で

は
、

障
害
当
事
者
の

権
利
を
十
分

に

擁
護
出
来
な
い

と

い

う
こ

と
は
、

国
際
的
に

す
で

に
合
意
形
成
が
な
さ

れ
て

い

る
点
で

あ
る
。

そ
の

よ

う
な
中
で、

「

共
同

体
と

個
人
」

と
の

関

係
性
が

不
明

確
な

ま
ま

で

は
、

権
利

擁
護
は

不

十
分
に

終
わ
っ

て

し

ま

う
。

地
域
共

同
体
が
崩
壊
せ

ず
残
存
し
て

い

る

地

域
に

お

い

て
、

地

域
共

同
体
の

ス

ト
レ

ン

グ

ス

を
残
し

つ

つ
、

社
会
モ

デ

ル

に

某
つ

く
杜
会
へ

と

変

革
し
て

い

く
必
要

性
が
あ
る
が

、

そ

の

方
法
論
と
し
て

は
、

多
く
の

課

題
が

山

積
し

て

い

る

と
言
わ
ざ
る

を

得
な
い

。

　
地
域

社
会
と
の

関

係
性
に

お
い

て

開
か

れ

る

自
立
生

活
セ

ン

タ

ー

の

活

動
は

、

地
域

社
会
で

生

活
す
る

多
く
の

人
々

と

障
害
者
が
共
に

生

活
す
る

中
で
、

共
に

障
害
者
運
動
に

出
会
っ

て

い

く
き
っ

か
け
を
産
み

出
す
と

言

え
る

。

そ
の

こ

と

が
、

社
会
自
体
を

多
文
化
共
生
型
の

社
会
に

作

り
替
え

る

因
と

な
っ

て
い

く
。

障
害
者
運
動
も、

地
域
の

中
で

根
を
張
る

こ

と
に

よ

り
自
然
と

地
域
独
自
の

運
動
へ

と

地
域
化
さ
れ
て

い

く
。

そ
こ

に
、

地

域
の

社
会
構
造
や
医
療
体
制
が
具
体
的
に
変
革
さ

れ
て

い

く
と
い

う
側

面

を
持
ち

得
て

い

る
。

同
時
に
、

地
域
に
根
ざ
し
た
共
生
運
動
に

主

眼
を

置

く
こ

と

に

よ

っ

て、

障
害
者
運
動
そ
の

も
の

が
も
つ

、

革
新
性
や

自
立

性

が

失
わ

れ

か
ね

な
い

と

い

う
問
題

性
も

見
え

て

き
た
。

そ
の

よ

う
な

中

で、

障

害
者
の

自
立
と

共
生
と
い

う
二

つ

の

課
題
が

ど
の

よ

う
に

共
存
で

き
る

か
を

、

今
後
の

課
題
と

し
た
い

。

浄
土

真
宗
本
願

寺
派
に

お

け
る
ビ
ハ

ー

ラ

活
動
の

意
義

伊

　
東

　
秀

　
章

　
現
代
は

科
学
や
医
療
が
発

展
し、

多
く
の

病
が
治
療
さ
れ
る
よ

う
に

な

り
平
均
寿
命
も
伸
び

た
。

一

方
で
、

科
学
や
医

療
に

よ

る
延

命
治

療
だ
け

で

は

な
く
ク

オ
リ
テ

ィ

オ
ブ

ラ

イ
フ

を
尊
重
す
る

よ

う
に

な
っ

た
の

は、

ホ
ス

ピ
ス

運
動
が
あ
っ

た

か

ら

で

あ
る

。

こ

の

ホ

ス

ピ
ス

運

動
が
世
界

的
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に

展
開
さ
れ

、

日
本
に
も
導
入
さ

れ

た
。

さ

ら
に

は
、

仏
教

者
に

よ
る

ホ

ス

ピ

ス

の

新
し
い

形
と
し

て

ビ
ハ

ー

ラ

が

言
わ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

木

研
究
に

於
い

て

は
、

こ

の

ホ

ス

ピ

ス

と
ビ

ハ

ー

ラ

の

諸
派
に

つ

い

て

概
観

し
、

特
に

浄
土

真
宗
本
願

寺
派
（
以
下
、

本
願
寺
派
と
す
る）

に

お
け
る

ビ

ハ

ー

ラ

活
動
の

意

義
に
つ

い

て

考
察

す
る
。

　

現
代
に
お
け
る

ホ
ス

ピ

ス

運
動
が
始
ま
っ

た
の

は

イ
ギ

リ
ス

で

あ
り、

セ

ン

ト
ク
リ
ス

ト
フ

ァ

ー

ホ

ス

ピ
ス

と
い

う
世
界
で

初
の

臨
床
・

教
育
機

能
を

持
つ

ホ

ス

ピ
ス

が
一

九
六
七

年
に

建
設
さ
れ
た

。

こ

こ

が

発
祥
と
な

り、

世
界
各
国
に

現
代
的
な
ホ
ス

ピ
ス

が
広
ま
っ

て

い

っ

た

と

さ

れ

る
。

日
本
の

ホ

ス

ピ
ス

は
、

淀
川
キ
リ
ス

ト
教
病
院
に

お

い

て
一

九
七
三

年
に

柏
木
哲
夫
が

初
め

て

チ

ー

ム

ア

プ

ロ

ー

チ

に

よ

る

ホ

ス

ピ

ス

活
動
を

始
め

た

と

さ
れ

る
。

そ
の

後、

一

九

八
一

年
に

口
本
初
の

ホ

ス

ピ

ス

と
し
て

聖

隷
三

方
原

病
院
が

作
ら
れ

た
。

ビ
ハ

ー

ラ

は
、

一

九
八

五

年
に

田

宮
仁
が

初
め
て

「

仏

教
ホ

ス

ピ

ス
」

に

代
わ

る

言
葉
と
し

て

用
い

た
。

本
願
寺
派

に

お
い

て

は
一

九
八

六

年
に

ビ

ハ

ー

ラ

（
仏

教
ホ

ス

ピ
ス
）

研
究
会
が
発

足
し、

翌
年
に

は
ビ

ハ

ー

ラ

実
践
活
動
研
究

会
と
改
称
さ
れ、

宗
派
と

し

て

の

活
動
を

始
め
た

。

　
ホ

ス

ピ
ス

運
動
に

よ
っ

て

医
療
が
重
視

す
る
治
療
の

み

で

は

な
く、

ケ

ア

の

重

要
性
が
明
ら
か
に

な
っ

た
。

こ

の

ケ
ア

は、

死
に

ゆ

く
人
と

家
族

に

対
し

て
、

身
体
的
・

心
理
的
・

社
会
的
・

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

な

ケ
ア

の

四

つ

が

言
わ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

方
法
は、

在
宅
と

入
院
な
ど
に

よ

る

ケ

ア

が

言
わ
れ
、

種
々

の

専
門
家
と

ボ

ラ
ン

テ

ィ

ア

が

チ

ー

ム

で

行
な

う

と
さ

れ
る

。

ま
た

患
者
の

死

後、

遺
族
に

対
し
て

死
別
後
の

援
助
を

行
な

う
と
さ
れ

る
。

身
体
的
な
ケ

ア

は

モ

ル

ヒ

ネ
な
ど

を

使
っ

た

疼
痛
治
療
が

中
心
と
な
る

が
、

そ
れ

以

外
の

ケ

ア

に

つ

い

て

は、

誠
実
さ
・

感
性
・

忍

耐
と
い

っ

た、

支
持
的
精
神

療
法
が
基

本
的
な

姿
勢
の
一

つ

と

さ
れ
る

。

ま
た
ホ

ス

ピ
ス

は
高
齢
者
へ

の

ケ
ア

に
つ

い

て

も
関
心
を
示
し
て

い

る
。

　

ビ

ハ

ー

ラ

は、

田
宮
を

中

心
と

し

た

超
宗

派
の

活
動
の

他、

本
願
寺

派
・

日

蓮
宗
が
活
動
を

行
い
、

禅
宗
や
天
台
宗
の

僧

侶
に

よ
っ

て

も
実
践

さ
れ
た

。

田
宮
は
、

仏
教
者
に

よ

る

夕
i
ミ

ナ
ル

ケ
ア

の

方
法
を
、

四

無

量
心
な
ど

様
々

な
仏
教
経
典
を

根
拠
に

し
て

い

る
。

本
願
寺
派
と

日
蓮
宗

は
、

対
象
を
タ

ー

ミ

ナ
ル

だ

け
で

は

な

く

高
齢
者
福
祉
に

も
広
げ

て

い

る
。

本
願
寺
派
は

仏
教

経
典
を

根
拠
に

方
法
論
を
検
討
し
つ

つ
、

さ

ら
に

浄
土

真
宗

独
自
の

考
え

方
で

あ
る
「

御
恩

報
謝
」

と

し
て

の

実
践
や
、

「

平
生

業
生
」

な
ど
の

考
え
方
に

よ

る

特
徴
付
け
が
な
さ

れ

て

い

る
。

日

蓮
宗
は
、

活
動
の

方
法

論
は

法
華
経
の

四

安
楽
行
な

ど
に

根

拠
を

求
め、

す
べ

て

の

人
が

仏
に

成
る

こ

と
を
願
い

導
く
修
行
と
し
て

考
え
ら
れ
て

い

る
。

禅
宗
に

よ
る

活
動
に

お
い

て

は
、

禅
の

生

死
一

如
に

よ

る

思
想
が
タ

ー

ミ

ナ

ル

ケ
ア

の

実
践
に

結
び
つ

き
に

く
く

、

積
極
的
な
活

動
が

抑
制
さ

れ

て

い

る

と
さ
れ
る

。

天
台
宗
の

僧

侶
に

よ

る

活
動
は、

教
学
的
検
討
は

さ

れ
ず、

臨
床
に

対
応
し
た
法
話
な
ど
が

行
な
わ
れ
て

い

る

と

さ
れ

る
。

　

ホ
ス

ピ

ス

運
動
の

中
に

ビ

ハ

ー

ラ

は
位

置
づ

け
ら
れ
る

。

ホ

ス

ピ
ス

に

対
し
て

ビ

ハ

ー

ラ

は

仏
教
的
な
視
点
を
提
起
し
て

い

る
。

釈
尊
の

教
説
な

ど
の

古
典
的
な
仏
教
経
典
を
根
拠
に

し
た
ケ
ア

の

た
め
の

方
法
論
を

基
本

と

し
な
が
ら
、

各
団
体
・

宗
派
が
特
徴
あ
る

活
動
を
展
開
し

て

い

る
。

特

に

本
願
寺

派
の

ビ

ハ

ー

ラ

活
動
に

お

け
る

「

平
生

業
成
」

の

視
点
は
、

「

今
、

こ

こ
」

に

お

け
る

往
生
が

問
題
に

な
る

た

め
、

臨

終
を

含
め
た

多

く
の

臨
床
の

場
面
へ

活
動
を

広
げ
る

も
の

で

あ
る
。

ま
た

、

こ

の

こ

と
を

臨

床
的

視

点
か

ら

考
察
す

る
と

、

ビ
ハ

ー

ラ

活
動
者
と

そ

の

相

手
や

家

族
、

施
設
職
員
の

そ

れ
ぞ
れ

が

老
若
を

問
わ

ず、

そ
の

場
に

お

い

て

自
身
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の

「

生

死
」

が

問
わ

れ

る

活
動
で

も
あ
る

。

今
後
の

研
究
は
そ

れ
ぞ

れ

臨

床
に

お

い

て

配
慮
す
る

点
が

異
な
る

た
め

、

活
動
場
所
や

対

象
者
の

属
性

な
ど
に

よ

っ

て

研
究
を
分
類
し
、

そ

れ

ぞ
れ

の

領
域
ご

と
に

事
例

研
究
や

実
証
研
究
を

積
み
重
ね
る

必

要
が

あ
る

。

自
殺
に

対
す
る

宗
教
者
の

活
動
に
つ

い

て

小

　
川

　
有

　
閑

　
我
が

国
で

は
、

一

九
九
八

年
か
ら

毎
年
三
万
人
の

自
殺

者
を
出
し
て

い

る

が
、

一

方
で

、

自
殺

対
策
基
本

法
の

制
定
な
ど
を
通
し
て、

自

殺
を
個

人
的

な
問
題
と
し
て

片
付
け
る

の

で

は
な
く

、

社
会
的
に

取
り
組
む
べ

き

問
題
と
し

て

考
え
ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
の

な
か

で
、

僧
侶
と
し

て

自
殺
対
策
に

取
り
組
も

う
と
い

う
者
も
あ
ら
わ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

僧

侶
た

ち
の

活
動
は
、

追
悼
法
要
を
の

ぞ
く
と

、

悩
み

相
談
や
遺
族
の

分
か

ち
合
い

の

集
い

の

開
催
な
ど
、

僧
侶
な
ら
で

は
の

活
動
で

は

な

く、

形
式

だ

け
を
見
れ
ば
一

般
人
も
行
え
る
（

行
っ

て

い

る
）

も
の

で

あ
る

。

で

は
、

僧
侶
が
活
動
す
る

の

は
、

宗
教
的
使
命
感
か

ら
で

あ
ろ

う
か

。

宗
派
の

教

え
に

基
づ

い

て

活
動
を
す
る
の

か、

活
動
の

な
か
で

何
を

思
う
の

か
。

本

発
表
で

は、

聞
き

取
り
調
査
を
も
と

に
し
て

自
殺
対
策
に

取
り
組
む
僧
侶

の

内
面
に
つ

い

て

考
察
を
し
た．、

　

僧
侶
た
ち
は

、

自

分
の

宗

派
の

教
え
に

基
づ

い

て

活
動
を
始
め

た
の

で

は
な

く
、

実
存

的
関
心
（

た
と
え
ば

、

自
死

者
の

葬
儀
を
執
り
行
う

、

自

分
も

自
死
念

慮
を
持
っ

て

い

た
、

友
人
の

自
死
な
ど

）

に
、

「

僧
侶
は

人

の

悩
み

を

聞
く
の

が

役
巳

」

と
い

っ

た
自
身
の

な
か
の

僧

侶
像
が
重
な
っ

て、

活

動
に

従
事
す
る

き
っ

か

け
と
な
っ

て

い

る
。

　

活
動
の

な
か

で
、

僧
侶
と
し

て

何
か

で

き
る

の

で

は

な
い

か、

教
え
の

力
で

悩
め

る

人
を
立

ち
直
ら

せ

る

こ

と

が

で

き
る

の

で

は
な

い

か

と
い

う

無
根
拠
の

期
待
は

消
え、

実
際
に

は

何
も
で

き
な
い

こ

と
を

痛
感
さ

せ

ら

れ

る
。

し
か

し、

そ

こ

で
、

僧
侶
が
、

僧
侶
と
し

て

の

自
覚
を
捨
て
、

自

分
の

宗
派
の

教
え
を

無
視
し
て
、

活
動
に

取
り
組
む
の

か
と、．＝
口

え
ば
、

決

し
て

そ
う
で

は

な
い

。

活
動
の

な
か

で
、

釈
迦
の

教
え

や、

自
分
の

宗
派

の

教
え

に
あ
ら
た

め

て

出
会
い
、

理
解
が
深
ま
る

こ

と

が
し
ば
し
ば

見
受

け
ら
れ

る
の

で

あ
る

。

つ

ま
り、

一

度、

自
信
を

失
い

か
け
た

は

ず
が

、

活
動
を

通
じ
て、

再
び

教
え
に

出
会

う
な
か

で
、

逆
に
、

仏

教
や

自
分
の

宗
派
へ

の

確
信
や
自
覚
は

増
し
て

い

る

よ

う
に
思
わ
れ
る

。

そ

れ
は

白
分

自
身
に
向
き
合
わ
さ
れ
る

な
か
で

、

そ
れ
ま
で

テ

キ
ス

ト
を

通
じ
て

与
え

ら

れ
た

教
え、

知
識
と
し

て

の

教
え
を

、

自
分
の

な
か
に

消
化
す
る

作
業

と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い．、

　

ま
た、

僧
侶
た
ち
は

白
殺
を

否
定
も

肯
定
も
し

な
い

。

自
殺
と
い

う
一

瞬
だ

け
を

取
り
上

げ
て、

良
い

悪
い

と

判
断

す
る

こ

と

は

無

意
味
で

あ

り、

そ
れ

よ

り
も

、

自
殺
に

い

た

る

ま
で

の

苦
し

み

を
ど

う
に
か

す
る

べ

き
で

あ
る
と
三

口

う
。

相
談
者
の

話
を

聞
い

て
、

「

よ

く
こ

の

状
態
で

生

き

て

い

ら
れ

る

な
」

と

思
う
時
も
あ
り、

自
殺
を

「

最
後
の

選
択
肢
と
し
て

尊
重
し

た

い
」

、

「

死
ぬ

こ

と

は

絶
対
の

負
け
と
は

思
わ

な
い
」

と

言
う
僧

侶
は

多
い

。

こ

れ

は
、

生
の

世
界
の

み

で

人
間
を

捉
え

な
い

視
点
と
言
え

る
だ

ろ

う．、

　

活
動
を
続
け
て

い

く
モ

チ
ベ

ー

シ

ョ

ン

は
、

一

つ

に

は
、

仲
間
の

存

在

が
あ
げ
ら
れ
る

。

主
体
的
に

関
わ
り、

活
動
の

な
か

で

の

苦
労
を

共
有

す

る

か

ら
こ

そ、

お
互

い

を

尊
敬
し、

支
え
合

う
よ

う
に

も

な
る
の

だ
ろ

478（1312）
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