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総
合
討
論

司
会（
伊
東
）　

通
常
で
す
と
、
こ
こ
で
司
会
者
が
報
告
者
の
お
話
し
を
要
約
し
た
り
ま
と
め
の
質
問
を
し
た
り

い
た
し
ま
す
が
、時
間
も
あ
ま
り
残
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
フ
ロ
ア
ー
の
中
に
は
、こ
う
い
う
こ
と
を
聞
き
た
い

と
か
、話
の
な
か
で
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
か
、と
い
う
思
い
を
抱
か
れ
て
い
る
方
が
お
い
で
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
そ
れ
を
こ
こ
で
出
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
対
し
て
報
告
者
が
回
答
す
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
、本
日
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ご
議
論
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

鈴
1木　

藤
本
先
生
が
最
後
の
と
こ
ろ
で
、「
学
者
も
僧
侶
も
関
心
が
あ
る
一
般
人
も
、
遠
慮
な
く
関
わ
る
べ
き
。

得
る
も
の
は
必
ず
あ
る
」述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
修
行
の
場
と
い
う
も
の
は
、身
近
に
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

藤
本　

南
伝
上
座
仏
教
の
修
行
会
は
、た
と
え
ば
日
本
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
協
会
で
は
、い
つ
も
行
っ
て
お
り
ま

す
。
う
ち
の
寺
で
も
上
座
仏
教
の
お
坊
様
を
お
招
き
し
、ま
た
こ
れ
を
学
ん
だ
私
た
ち
だ
け
で
で
も
、常
時
や
っ

て
い
ま
す
。
他
に
も
探
せ
ば
け
っ
こ
う
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
上
座
仏
教
系
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。
も
の
に
よ
っ
て
良
し
悪
し
は
あ
り
得
ま
す
の
で
、ま
ず
、お
説
教
で
も
聞
い
て
、質
問
し
て
、教
え
や
や
り

方
に
納
得
で
き
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
出
て
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く
る
ほ
ど
、今
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
で
調
べ
て
み
る
と
、「
名
古
屋
の
ど
こ
そ
こ
会
館
で
日
帰
り
瞑
想
会
を
や
っ
て
い
ま
す
」な
ど
と
い
う
情

報
が
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
。
い
き
な
り「
さ
あ
、う
ち
の
会
に
入
信
し
な
さ
い
」と
い
う
こ
と
は
、お
そ
ら
く
上
座

仏
教
系
で
は
な
い
は
ず
で
す
の
で
、
取
り
あ
え
ず
行
っ
て
み
た
ら
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
世
間
の
講
習
会
み
た

い
な
感
じ
で
や
っ
て
い
ま
す
。

下
2野　

日
本
仏
教
が
異
質
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
理
由
の
一
つ
に
、比
丘
サ
ン
ガ
が
な
い
こ
と
を
、藤
本
先
生
は

指
摘
し
て
お
い
で
で
し
た
が
、
同
時
に
檀
家
制
度
に
よ
っ
て
生
活
が
維
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
理
由
で

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
修
行
を
し
な
い
で
も
食
べ
て
い
け
る
と
い
う
制
度
が
で
き
あ
が
っ
た
と
い

え
ま
す
。
そ
の
檀
家
制
度
が
、
個
々
の
寺
や
宗
派
を
維
持
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
と

て
も
下
世
話
で
失
礼
な
こ
と
を
伺
い
ま
す
が
、
先
生
の
と
こ
ろ
の
お
寺
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

藤
本　
「
単
立
」寺
院
に
な
っ
て
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
制
度
の
問
題
で
す
が
、
宗
派
に
属
し
て

い
て
も「
単
立
」で
も
宗
教
法
人
と
し
て
は
今
ま
で
ど
お
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
宗
教
法
人
が
、
法
務
局

に
出
す
書
類
の
言
葉
を「
浄
土
真
宗（
西
）本
願
寺
派
と
の
、
包
括
―
被
包
括（
本
山
と
末
寺
の
）関
係
を
や
め
ま
し

た
」と
、ち
ょ
っ
と
変
え
る
だ
け
で
、存
続
は
可
能
で
す
。

　

浄
土
真
宗（
西
）本
願
寺
派
の
僧
籍
は
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、ど
こ
か
の
サ
イ
ト
で「
お
坊
さ
ん
を
派

遣
し
ま
す
よ
」と
い
う
と
き
に
、
も
し
私
が
行
っ
て「
西
本
願
寺
の
僧
侶
」と
か「
浄
土
真
宗（
西
）本
願
寺
派
の
僧
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侶
」な
ど
と
名
乗
っ
た
ら
嘘
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
元
は
西
本
願
寺
の
坊
さ
ん
で
し
た
が
、今
は
西
本
願
寺
の

資
格
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
良
い
の
か
悪
い
の
か
、無
免
許
で
は
な
い
の
か
と
い
え
ば
、宗
教
活
動
に
は
免
許
の
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
。
本
物
と
言
っ
た
ら
変
で
す
が
、宗
派
の
免
許
証
を
持
っ
て
い
る
か
、持
っ
て
い
な
い
か
と
は
別
に
、「
あ
の
人

に
お
布
施
し
ま
す
」だ
け
で
宗
教
行
為
は
成
り
立
ち
ま
す
。
個
人
に
お
布
施
し
て
も
、寺
に
お
布
施
し
て
も
―
個

人
と
し
て
布
施
を
受
け
た
分
は
給
与
に
な
っ
て
税
金
を
引
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
―
宗
教
行
為
は
ち
ゃ
ん
と
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
功
徳
も
ま
っ
た
く
同
じ
く
生
じ
ま
す
。「
単
立
」で
も
ど
こ
か
の
宗
派
の
末
寺
で
も
、
お
寺

と
い
う
か
宗
教
法
人
に
お
布
施
す
る
分
は
、丸
ご
と
お
布
施
で
す
。

　

他
の
宗
派
の「
単
立
」寺
院
の
住
職
は
、
所
属
寺
が「
単
立
」寺
院
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
宗
派
の
僧
籍
を
削
除

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
そ
う
で
す
。
曹
洞
宗
な
ど
は
、「
単
立
の
曹
洞
宗
系
で
す
」と
い
う
寺
が
結

構
あ
り
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
本
山
に
行
っ
て
宗
派
の
僧
籍
を
得
て
坊
さ
ん
に
な
っ
て
、
ま
た「
単
立
」の
自
分
の
寺

に
戻
っ
て
い
ま
す
。
真
宗
の
西
本
願
寺
だ
け
厳
し
い
よ
う
で
す
。
寺
が
宗
派
を
出
て
い
く
と
そ
の
責
任
者
た
る

住
職
も
一
緒
に「
お
前
は
も
う
ク
ビ
だ
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

山
3田　

最
近
、
政
府
と
い
う
か
、
行
政
の
側
か
ら
、
道
徳
教
育
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
、

宗
教
実
践
的
教
育
を
し
な
い
限
り
、
道
徳
・
人
間
の
心
を
育
て
る
教
育
は
無
理
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま

す
。
し
か
し
、現
実
的
に
は
、そ
の
よ
う
な
こ
と
は
や
ろ
う
と
も
し
な
い
し
、で
き
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
の
で

す
が
、そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、大
学
の
先
生
方
は
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。
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藤
本　

ア
ル
ボ
ム
ッ
レ
・
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
長
老
か
ら
お
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、聞
き
違
い
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
何
が
善
か
何
が
悪
か
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
仏
教
で
な
い
と
道
徳
を
完
璧
に
教
え
る

の
は
無
理
で
は
な
い
か
」と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
も
、宗
教
以
外
で
も
道
徳
み
た
い
な
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
工
夫
す
る
の
で
す
が
、理
屈
が
通
る
か
、通
ら
な
い
か
が
問
題
で
す
。
理
屈
が
通
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
題
材
で
な
い
と
、子
ど
も
た
ち
が
聞
い
て
も
納
得
し
ま
せ
ん
。

　

私
が
考
え
て
い
る
の
は
、ブ
ッ
ダ
の
前
生
譚『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』の
物
語
を
道
徳
の
題
材
に
す
る
こ
と
で
す
。『
イ

ソ
ッ
プ
物
語
』で
も
い
い
の
で
す
が
、『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』も『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』か
ら
か
な
り
題
材
を
取
っ
て
き
て
い

る
と
思
い
ま
す
。『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』は
い
か
に
も
面
白
お
か
し
く
つ
く
ら
れ
た
お
話
で
す
が
、
よ
く
調
べ
て
み
る

と
、善
悪
に
そ
れ
ぞ
れ
楽
苦
の
結
果
が
き
ち
ん
と
出
て
き
た
り
、欲
や
怒
り
に
打
ち
勝
っ
て
慈
悲
の
心
で
動
い
て

難
局
を
解
決
し
た
り
、
理
屈
が
通
っ
て
い
ま
す
。
あ
の
よ
う
な
も
の
を
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
読
ん
で
い
る
と
よ

い
と
思
い
ま
す
。
道
徳
で
な
く
て
も
、
絵
本
み
た
い
に
子
供
が
読
む
に
も『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』が
ピ
ッ
タ
リ
だ
と
思

い
ま
す
。
し
か
も
、失
礼
な
が
ら
手
前
み
そ
で
す
が
、釈
尊
の
時
代
の
パ
ー
リ
語
の『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』が
五
百
何
個

あ
る
の
で
す
が
、そ
れ
が
い
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

後
に
パ
ー
リ
語
の『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』を
真
似
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』も
つ
く
ら
れ
ま
し
た

が
、こ
れ
は
後
の
大
乗
仏
教
で
つ
く
っ
た
よ
う
で
、そ
う
い
う
も
の
は
、と
き
ど
き
変
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば「
捨
身
飼
虎（
し
ゃ
し
ん
し
こ
）」で
す
。
修
行
者
が
せ
っ
か
く
の
修
行
を
中
断
し
て
自
分
の
体
を
捨
て
て

ト
ラ
に
食
わ
せ
る
、と
い
う
の
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
修
行
を
し
て
、悟
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
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に
、ト
ラ
に
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
身
を
投
げ
出
し
て
食
べ
ら
れ
て
何
に
な
る
の
だ
と
。

　

そ
う
で
は
な
く「
真
理
を
学
ぶ
た
め
な
ら
死
ん
で
も
い
い
よ
」、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
理
屈
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』も
、
良
い
も
の
も
悪
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
面
白
お
か
し
く
物
語
仕
立
て
に
し
て
、
た
だ
し
善
に
は
良
い
結
果
、
悪
に
は
悪
い
結
果
が
あ
る
と
、

き
っ
ち
り
織
り
込
ん
で
道
徳
を
や
っ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

山
田　

私
が
聞
き
た
い
の
は
、国
と
し
て
、行
政
機
関
と
し
て
文
部
科
学
省
と
し
て
、そ
う
い
う
特
定
の
宗
教
に

か
か
わ
る
こ
と
を
題
材
に
し
て
い
い
の
か
、や
る
つ
も
り
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、と
い
う
こ
と
で
す
。

藤
本　
「
宗
教
に
関
わ
り
ま
せ
ん
」と
い
う
の
は
、
政
府
が
自
分
た
ち
で
勝
手
に
縛
り
を
か
け
て
い
る
だ
け
で
す

か
ら
、
い
つ
で
も
取
り
外
し
た
け
れ
ば
取
り
外
せ
る
わ
け
で
す
。「
心
の
成
長
の
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
は
こ
の
よ

う
な
も
の
を
取
り
上
げ
ま
す
」と
。「
世
間
だ
け
で
は
道
徳
を
教
え
る
の
は
無
理
な
の
で
、
仕
方
が
な
い
か
ら
各

宗
教
か
ら
一
つ
ず
つ
話
を
持
っ
て
き
ま
す
」と
か
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
の
で
す
が
、
や
り
た
く
な
い
だ
け

な
の
で
し
ょ
う
。
宗
教
な
ん
か
に
口
出
し
し
て
ほ
し
く
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

山
田　

今
、憲
法
論
議
も
盛
ん
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、主
に
九
条
の
ほ
う
で
す
が
、そ
れ
は
国
防
の
こ
と
で
す
よ

ね
。
も
う
一
つ
、こ
の
よ
う
な
問
題
も
同
じ
ぐ
ら
い
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
国
が
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
、特
定

の
宗
教
に
基
づ
く
考
え
方
で
や
れ
る
か
、
や
れ
な
い
の
か
。
や
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
や
る
の

か
。
こ
れ
に
は
憲
法
も
関
係
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
議
論
な
ど
は
、
今
の
と
こ
ろ
な
い
と
思
い

ま
す
が
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
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藤
本　

ま
あ
、無
理
で
す
。
正
直
な
と
こ
ろ
、ま
ず
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
の
想
像
で
す
が
、明
治
時
代
に
な
っ

て
、
外
国
と
戦
争
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
、
仏
教
が
言
う
よ
う
な「
業
が
自
分
に
返
っ
て
く
る
」と
い
う
こ
と
は
、

戦
争
し
た
い
人
に
と
っ
て
は
都
合
が
悪
い
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
や
っ

て
仏
教
の
影
響
力
を
削
い
だ
の
で
は
な
い
か
、と
は
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、仏
教
界
も
政
府
の
主
張
に
加
担
し
て

戦
争
を
黙
認
、さ
ら
に
は
応
援
す
る
論
調
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
し
。

司
会　

林
先
生
、先
生
が
調
査
さ
れ
た
な
か
で
、政
府
や
宗
教
と
道
徳
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

林　

で
は
、タ
イ
の
例
で
お
話
し
し
ま
す
。
タ
イ
の
よ
う
に
、全
人
口
の
九
割
以
上
が
仏
教
徒
で
、あ
ら
ゆ
る
官

公
庁
の
儀
式
も
仏
教
一
色
の
と
こ
ろ
で
は
、『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』や「
仏
典
教
育
」と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
す
。
で
す

が
、
そ
れ
は
日
本
で
の「
道
徳
教
育
」と
い
う
か
た
ち
と
は
少
し
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
タ
イ
の
仏
教

文
化
を
勉
強
す
る
も
の
で
、「
道
徳
教
育
」と
は
い
っ
て
い
な
い
点
で
し
ょ
う
か
。
他
方
で
、西
欧
で
い
う
モ
ラ
ル

つ
ま
り
倫
理
や
道
徳
と
い
う
考
え
も
入
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
質
問
に
あ
る
よ
う
な
施
策
の
実
現
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
い
ま
、日
本
国
内
で
、あ

る
特
定
の
宗
派
が
道
徳
教
育
を
す
る
と
私
立
大
学
以
外
で
は
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
文
部
科
学
省
の
ス
タ
ン
ス

と
し
て
は
、特
定
の
宗
派
と
は
無
関
係
に
、中
立
的
な
立
場
で
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
道
徳
教
育
」を
国
が
率
先
し
て
や
る
の
は
、
タ
イ
な
ど
の
事
例
を
見
て
思
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
国
や
政
府
が

「
あ
る
べ
き
も
の
」と
し
て
仏
教
を
造
る
よ
う
な
こ
と
と
似
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
脈
は
異
な
り
ま
す
が
、
女
性

の
出
家
を
認
め
よ
、
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
声
が
あ
が
る
一
方
で
、「
私
は
別
に
男
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
く
な
い
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わ
」と
い
う
女
性
も
い
る
わ
け
で
す
。
私
が
訪
れ
た
タ
イ
の
村
で
は
、老
若
関
係
な
く
女
性
は
自
分
が
信
奉
す
る

仏
教
を
、女
性
を
差
別
す
る
仏
教
だ
と
は
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、道
徳
や
宗
教
に
つ
い
て
は
、必
ず

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、全
く
正
反
対
の
世
界
が
同
居
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。「
あ
る
べ
き
も
の
」「
あ
る
が
ま

ま
の
も
の
」と
の
違
い
と
い
え
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

　

偉
い
人
が
寄
り
集
ま
っ
て
お
上
の
膝
元
で「
か
く
あ
る
べ
し
」「
こ
う
し
な
さ
い
」と
言
っ
て
し
ま
っ
た
途
端
、

タ
イ
の
人
た
ち
、東
南
ア
ジ
ア
の
人
た
ち
は
そ
れ
を
ま
と
も
に
は
受
け
な
い
、信
用
し
な
い
と
い
い
ま
す
か
、そ

う
い
う「
健
全
」な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
や
、お
上
や
偉
い
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、き

ち
ん
と
や
る
べ
く
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
人
は
、教
養
程
度
が
高
い
か
、資
産
豊
か
な
華
僑
系
の
人
た
ち
、あ
る

い
は
中
学
・
高
校
か
ら
英
米
に
留
学
し
た
よ
う
な
人
た
ち
で
、
お
そ
ら
く
西
洋
人
と
同
じ
よ
う
に
、
モ
ラ
ル
は
大

事
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、モ
ラ
ル
と
い
う
の
は
宗
教
と
同
じ
で
、自
分
た
ち
の
現
実
の
暮
ら

し
の
な
か
で
培
わ
れ
て
い
く
も
の
で
、地
域
で
展
開
さ
れ
な
い
限
り
あ
ま
り
意
味
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

出
家
仏
教
は
、在
家
者
が
い
な
い
と
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、周
り
の
環
境
が
あ
っ
て
初
め
て
生
ま
れ

る
と
い
っ
た
考
え
を
持
つ
人
は
、学
歴
や
教
養
知
は
な
く
て
も
、し
っ
か
り
自
分
た
ち
の
モ
ラ
ル
を
つ
く
っ
て
い

ま
す
。
タ
イ
な
ど
で
は
そ
う
い
う
局
面
が
見
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
よ
う
に
道
徳
が
な
い
か
ら「
道
徳
教
育
」を
つ

く
り
、上
か
ら
宗
教
色
を
脱
色
し
た
か
た
ち
で
導
入
す
る
の
は
、東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

司
会　

小
島
先
生
、ミ
ャ
ン
マ
ー
や
パ
ラ
ウ
ン
の
場
合
は
ど
う
で
す
か
。
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小
島　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
場
合
は
、政
権
に
よ
っ
て
仏
教
と
の
距
離
の
取
り
方
が
違
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、社
会
主

義
政
権
時
代
は
仏
教
と
距
離
を
取
り
ま
し
た
。
一
方
で
、仏
教
を
援
助
す
る
政
権
も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
で
も
よ
く
見
か
け
ま
す
が
、ミ
ャ
ン
マ
ー
の
小
学
校
で
は
、朝
、授
業
が
始
ま
る
前
に
、「
三
帰
依
」「
五
戒
」を

唱
え
ま
す
。
一
通
り
お
祈
り
が
終
わ
っ
て
か
ら
授
業
が
始
ま
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
お
話
し
し
た
パ
ラ
ウ
ン
の
場
合
は
、仏
教
徒
が
大
部
分
で
す
か
ら
い
い
の
で
す
が
、ミ
ャ
ン
マ
ー
の
場
合

は
、仏
教
徒
は
九
割
近
く
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
少
数
民
族
に
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
も
い
ま
す
し
、ム

ス
リ
ム
も
い
ま
す
。
そ
れ
が
無
視
で
き
な
い
数
い
る
と
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
仏
教
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

実
際
に
、ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、朝
、小
学
生
た
ち
が
、先
生
の
先
導
の
下
、

「
三
帰
依
」「
五
戒
」を
唱
え
て
い
る
一
方
で
、
校
庭
を
見
る
と
、
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
る
の
で
す
。「
あ

の
子
た
ち
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
」と
聞
い
た
ら
、「
あ
の
子
た
ち
は
ム
ス
リ
ム
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
か
ら
や

ら
な
く
て
い
い
の
だ
」と
。
要
す
る
に
、放
っ
て
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
態
で
す
が
、
そ
れ
が
い
い
の
か
ど
う
か
で
す
。
無
理
に
信
仰
や
仏
教
道
徳
を
押
し
つ
け
る
こ

と
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
し
、多
宗
教
が
共
存
す
る
状
況
を
つ
く
り
出
す
の
は
、な
か
な
か
難
し
い
と
、ミ
ャ
ン

マ
ー
の
場
合
は
考
え
ら
れ
ま
す
。

司
会　

タ
イ
の
場
合
も
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
を
国
教
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
わ

け
で
す
か
ら
。
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林　

タ
イ
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
全
人
口
の
六
〜
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
が
、
比
率
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
憲
法

で
は
明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、タ
イ
で
は
仏
教
は
事
実
上
の
国
教
な
の
で
ム
ス
リ
ム
出
身
の
人
た
ち
は
、全
国

で
行
な
わ
れ
て
い
る
官
公
庁
で
の
仏
式
の
入
所
式
や
学
校
で
の
入
学
式
な
ど
に
い
わ
ば
強
制
的
に
参
加
さ
せ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
二
〇
一
五
年
頃
か
ら
、
形
式
的
に
で
も
そ
う
し
た
仏
式
行
事
に
出
な
い
権
利
を
言
い

始
め
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、日
本
な
ど
海
外
メ
デ
ィ
ア
で
よ
く
報
道
さ
れ
る
の
は
、タ
イ
の
な
か
で
も
南
タ
イ
の
ほ
う
で
す
。
皆
さ

ん
が
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
ご
存
じ
の
プ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
の
半
島
部
の
ほ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が

集
住
し
て
い
ま
す
。

　

伊
東
先
生
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、宗
教
と
い
う
の
は
人
間
が
、あ
の
世
の
も
の
と
か
、こ

の
世
に
存
在
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
祈
る
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
世
界
で
と
り
ざ
た
さ
れ

て
い
る
宗
教
は
、「
祈
る
」よ
り「
煽
る
」も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。

　

日
常
生
活
を
両
方
と
も
う
ま
く
や
っ
て
い
る
の
に
、
あ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に「
あ
れ
は
ム
ス
リ
ム
だ
か
ら
」

「
私
は
仏
教
徒
だ
か
ら
」と
い
う
語
り
が
、
こ
こ
二
〇
年
あ
ま
り
の
タ
イ
で
は
、
増
幅
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

先
日
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
ー
ス
で
、
ト
ラ
ッ
ク
が
突
っ
込
ん
で
八
十
六
人
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し

た
。
あ
の
事
件
で
は
、
す
ぐ
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
や
欧
米
経
由
で「
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
は
Ｉ
Ｓ
と
接
触
し
て
い
た
」と
の
情

報
が
流
れ
ま
す
。
ス
マ
ホ
に
一
回
通
信
記
録
が
あ
っ
た
か
ら「
だ
か
ら
Ｉ
Ｓ
だ
」と
い
う
語
り
方
に
み
る
よ
う
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に
、宗
教
は「
煽
る
」た
め
に
都
合
の
よ
い
名
辞
に
し
て
メ
デ
ィ
ア
の
便
利
な
道
具
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
は
情
報
を
つ
く
り
ま
す
。
タ
イ
で
も
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
影
響
力
は
お
お
き
い
で
す
。
私
が
申
し

上
げ
た
い
の
は
、
宗
教
は
そ
う
い
う
形
で
は
な
い
隣
人
関
係
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
い
う

世
界
で
は
、「
こ
こ
で
遊
ん
で
い
る
よ
」「
別
に
入
っ
て
い
な
く
て
も
構
わ
な
い
よ
」と
い
う
よ
う
に
、そ
れ
を
許
し

て
い
る
環
境
が
、す
ご
く
大
事
で
す
。「
こ
っ
ち
に
来
な
さ
い
」、「
あ
な
た
た
ち
は
ム
ス
リ
ム
だ
か
ら
、こ
れ
に
出

な
く
て
い
い
」と
い
う
政
策
が
で
き
た
と
き
、
ま
た
、
こ
れ
は
新
し
い
他
者
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
あ
た
り

を
い
い
加
減
に
や
っ
て
い
る
タ
イ
な
ど
は
む
し
ろ
上
手
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、「
タ
イ
式
民
主
主
義
」と
い
い
ま
す
が
、タ
イ
で
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き
る
と
、「
ほ
ら
見
て
み
ろ
。
い
ま

だ
に
成
熟
し
た
民
主
主
義
じ
ゃ
な
い
」と
判
で
押
し
た
よ
う
に
、
日
本
や
欧
米
の
メ
デ
ィ
ア
は
言
う
わ
け
で
す
。

私
は
ク
ー
デ
タ
ー
の
渦
中
で
、現
場
を
何
回
も
経
験
し
て
い
ま
す
が
、翌
朝
、戒
厳
令
が
し
か
れ
て
い
る
ク
ー
デ

タ
ー
の
場
所
に
行
く
と
、
屋
台
が
出
て
い
て
、
ご
苦
労
さ
ん
と
花
輪
を
兵
隊
さ
ん
に
あ
げ
て
い
る
光
景
が
あ
る
。

今
も
タ
イ
は
軍
事
政
権
で
す
。
し
か
し
、そ
れ
を「
粉
砕
」す
べ
き
対
象
と
主
張
す
る
の
は
外
部
の
人
ば
か
り
で
、

現
地
の
人
は
異
な
る
見
方
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
「
い
っ
た
い『
○
○
新
聞
』は
何
を
書
い
て
い
る
の
だ
」と
い
う
言
い
方
で
は
な
く
、
こ
れ
だ
け
世
界
中
の
情
報

が
た
く
さ
ん
飛
び
交
っ
て
い
る
と
い
い
な
が
ら
、
現
実
に
は
二
種
類
程
度
の
情
報
し
か
届
い
て
い
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
地
域
研
究
者
の
役
割
は
か
な
り
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
話
が
少
し
飛
ん
だ
よ
う
に
見
え
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ま
す
が
、
わ
た
し
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、「
宗
教
」や「
民
族
」を
も
の
さ
し
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
少
数
派
、
多

数
派
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
内
実
は
多
様
だ
と
い
う
現
実
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で「
多
数
派	

V
S	
少
数
者
」に
仕
立
て
て
し
ま
う
こ
と
自
体
が
、大
き
な
政
治
の
問
題
を
生
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、も
う

少
し
し
っ
か
り
と
理
解
の
焦
点
を
置
か
な
い
と
、
限
り
な
く
Ｉ
Ｓ
的
な
も
の
や
活
動
が
増
え
て
い
く
と
思
い
ま

す
。

司
会　

今
、
お
二
人
の
先
生
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
す
が
、
現
在
の
国
家
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

う
ち
の
ど
れ
か
の
宗
教
に
基
づ
い
た
よ
う
な
道
徳
観
や
人
生
観
な
ど
を
、
政
府
が
取
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い

て
、や
は
り
問
題
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、だ
か
ら
と
い
っ
て
、無
色
で
中
立
の
も
の
が
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、そ
れ
は
な
い
わ
け
で
す
。
政
府

が
押
し
つ
け
て
く
る
の
は
、日
本
人
、日
本
教
と
い
い
ま
す
か
、日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ

た
め
の
道
徳
や
倫
理
、生
き
方
と
い
う
こ
と
で
、い
わ
ば
こ
れ
も
一
つ
の
宗
教
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い

と
思
い
ま
す
。

　

従
い
ま
し
て
、そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
作
用
し
、い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
は
考

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
幸
せ
に
な
り
世
の
中
が
平
和
に
な
る
に
つ
い
て
、
政
府

が
示
す
道
徳
や
行
事
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
と
い
う
せ
め
ぎ
合
い
が
、
こ
れ
か
ら
特
に
熾
烈
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
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日
本
教
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
に
抵
抗
し
て
い
く
知
恵
が
、仏
教
や
、そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
の
な
か
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、本
日
の
テ
ー
マ
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、他
の
方
。
で
は
、空
井（
う
つ
い
）先
生
、お
願
い
し
ま
す
。

空
4井　

林
先
生
に
伺
い
ま
す
。
戒
律
の
話
を
大
変
重
く
聞
き
ま
し
た
。
今
回
の
話
の
テ
ー
マ
で
あ
る
南
方
上
座

部
仏
教
は
、
そ
の
戒
律
が
国
境
を
越
え
て
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
性
を
有
し

て
い
る
が
、そ
の
一
方
で
、例
え
ば
タ
イ
な
ら
で
は
の
独
自
な
宗
教
文
化
を
成
り
立
た
せ
る
側
面
が
あ
る
の
だ
な

と
い
う
こ
と
を
、大
変
興
味
深
く
伺
い
ま
し
た
。
先
生
が
た
く
さ
ん
ス
ラ
イ
ド
を
用
意
さ
れ
て
、膨
大
な
情
報
が

瞬
く
間
に
通
り
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
が
、そ
の
中
に
私
と
し
て
は
若
干
引
っ
か
か
る
こ
と
が
あ
り
、二
点
ほ
ど
質

問
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、南
方
上
座
部
の
ベ
ー
ス
と
し
て
の
具
足
戒
に
対
す
る
、大
乗
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
、最
澄
が
固
執

し
続
け
た
大
乗
菩
薩
戒
の
こ
と
で
す
。
配
布
い
た
だ
き
ま
し
た
プ
リ
ン
ト
で
は
三
ペ
ー
ジ
目
の
左
側
の
二
段
目

に
少
し
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
本
の
、い
わ
ば
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
戒
律
に
つ
い
て
、お
考
え
を
お
う
か
が
い
し
た

い
。
も
し
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
、こ
れ
は
藤
本
先
生
に
も
お
き
き
し
た
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
も
う
一
つ
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
質
問
に
対
す
る
回
答
の
な
か
で
も
少
し
触
れ
ら
れ
た
こ
と
で
す
が
、

仏
教
の
女
性
差
別
問
題
で
す
。
先
生
は「
男
に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ

り
、
プ
リ
ン
ト
に
は
九
ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
の
右
側
の
と
こ
ろ
に「
女
性
排
除
の
上
座
仏
教
徒
社
会(

？)

」と
あ
り

ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
で
見
せ
て
い
た
だ
い
た
最
初
の
感
動
的
な
写
真
、
女
性
も
仏
教
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
位
置
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を
占
め
、在
家
と
し
て
そ
れ
を
支
え
る
と
い
う
写
真
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、こ
の
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク

は
、「
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
」と
い
う
話
に
な
る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る

と
、
同
じ
く
最
後
の
行
に「
涅
槃
に
至
る
に
は
男
性
の
転
生
を
前
提
」と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
上
座

部
の
所
依
で
あ
る『
パ
ー
リ
仏
典
』の
な
か
に
出
て
き
ま
す
か
。

林　

二
番
目
の
ほ
う
か
ら
説
明
し
ま
す
。
こ
の
九
ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
、
右
側
の
ス
ラ
イ
ド
で
、
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

マ
ー
ク
が
二
つ
入
っ
て
い
ま
す
。「
女
性
排
除
の
上
座
仏
教
」を
言
い
出
し
た
の
は
欧
米
の
人
類
学
者
で
す
。
タ

イ
で
も
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ン
大
学
の
ス
ワ
ン
ナ
ー
先
生
が
、「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」な
ど
を
読
み
込
ん
で
、「
ほ
ら
、こ
れ

は
明
ら
か
に
男
に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
い
と
、女
性
は
涅
槃
に
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」と
い
っ
た

論
考
を
だ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
仏
説
に
、男
尊
女
卑
は
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、上
座
仏
教
は
駄

目
だ
と
い
う
言
説
で
す
。
そ
の
よ
う
な
言
説
が
タ
イ
の
知
識
人
か
ら
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
言
説
が
、
日
常
の
仏
教
徒
の
間
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
お
ば
あ
さ
ん
や
主
婦
た
ち
が
お
寺

へ
行
っ
て
、
嬉
々
と
し
て
戒
を
守
り
お
こ
も
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
場
に
男
性
の
姿
は
ま
ず
な
い
。
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
の
人
か
ら
は
こ
て
ん
ぱ
ん
に
さ
れ
ま
す
が
、現
場
で
の
女
性
た
ち
は
異
口
同
音
に
こ
う
言
い
ま
す
。「
男
は

生
涯
に
出
家
し
て
大
き
な
功
徳
を
得
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
私
ら
は
毎
日
布
施
を
や
っ
て
い
る
」と
。
例
え

は
悪
い
で
す
が
、
男
は
生
涯
に
ド
カ
ー
ン
と
一
発
花
火
を
上
げ
る
が
、
自
分
た
ち
は
功
徳
を
日
々
積
ん
で
い
る
、

と
。
ま
た
二
週
間
に
一
回
は
新
月
・
満
月
の
日
に
お
寺
に
こ
も
っ
て
五
戒
・
八
戒
を
守
っ
て
い
ま
す
と
。
功
徳
は
、

悪
い
行
い
と
善
行
の
結
果
を
差
し
引
き
し
て
生
じ
る
と
。
男
の
人
は
、パ
ッ
と
五
戒
を
受
け
た
、翌
日
に
は
も
う
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酒
を
飲
ん
で
い
る
と
。
こ
れ
は
、
こ
れ
で
い
い
の
で
す
。
そ
れ
が
戒
律
の
あ
り
方
で
す
。
駄
目
で
も
一
度
は
守

ろ
う
と
す
る
の
は
い
い
わ
け
で
す
。
で
す
が
、女
の
人
は
そ
う
い
う
こ
と
が
少
な
い
。
つ
ま
り
は
、男
と
女
は
等

し
く
功
徳
を
得
て
い
る
と
い
う
見
立
て
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

村
で
の
日
々
の
実
践
を
見
て
い
る
と
、
明
ら
か
に
女
性
が
主
導
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
の
で
す
。
し

か
し
、そ
の
先
生
な
ど
の
語
り
や
論
文
と
か
、ご
本
人
の
話
を
聞
く
と
、「
い
や
い
や
、仏
説
に
こ
う
書
い
て
あ
る

か
ら
駄
目
な
の
だ
」と
い
う
こ
と
を
言
う
研
究
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

空
井　

先
生
の
ご
認
識
と
し
て
は
、『
パ
ー
リ
仏
典
』の
な
か
に
経
証
と
し
て
、「
涅
槃
に
至
る
に
は
女
性
の
転
生

を
前
提
と
す
る
」と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
、な
い
の
で
す
か
。

林　

僕
の
な
か
で
は
あ
り
ま
す
。
書
い
て
あ
り
ま
す
。

空
井　

例
え
ば
、ど
の
経
典
で
す
か
。

林　

何
だ
っ
た
か
な
、ジ
ャ
ー
タ
カ
以
外
に
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

空
井　

仏
陀
に
は
な
れ
な
い
、
帝
釈
天
に
は
な
れ
な
い
、
転
輪
聖
王
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
、例
え
ば
、『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
』の
よ
う
な
経
典
の
な
か
に
、涅
槃
に
至
っ
た
と
い
う
尼
僧
が
い
く
ら
で
も
い

る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、女
性
で
も
悟
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
当
然
、涅
槃
に
至
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
阿
羅
漢

果
を
得
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、仏
陀
に
は
な
れ
な
い
。
こ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
は
、藤
本
先
生
の
ご
専
門

な
の
で
す
が
。

林　

私
が
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
先
の
タ
イ
の
先
生
の
論
文
で
す
。
原
典
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
で
す



147

よ
、と
い
う
前
提
で
の
お
話
で
す
。

　

何
度
も
言
い
ま
す
が
、「
女
性
排
除
の
上
座
仏
教
徒
社
会
だ
」と
い
う
言
い
方
、そ
う
い
う
言
説
が
タ
イ
で
生
ま

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
紹
介
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

空
井　

最
初
、そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
で
す
が
、「
涅
槃
に
至
る
に
は
男
性
の
転
生
を
前
提
」に
つ
い
て
は
ク
エ

ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
が
付
い
て
い
な
い
の
で
。

林　

ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
を
付
け
ま
す
。

空
井　

お
願
い
し
ま
す
。

林　

い
わ
ゆ
る
涅
槃
に
至
る
、仏
陀
に
な
る
、な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、同
じ
国
の
人
た
ち
の
仏
教
徒
の
間
で
違

う
語
り
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
よ
、と
お
伝
え
し
た
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
言
説
が
、今
、日
本
人
の
社
会
の
な

か
に
、ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
会
も
そ
う
で
す
が
、そ
れ
が
主
流
で
す
と
い
う
か
た
ち
で
、研
究
者
の
間
で
出
来
上

が
っ
て
し
ま
い
つ
つ
あ
る
、そ
の
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
す
。

　

だ
け
ど
、現
実
に
は
男
と
女
は
一
緒
、「
自
分
の
ほ
う
が
功
徳
も
多
い
な
ん
て
思
っ
て
い
な
い
よ
、一
緒
だ
よ
」

な
ど
と
言
っ
て
し
ま
う
と「
女
性
へ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
削
ぐ
で
は
な
い
か
」と
言
わ
れ
た
私
の
実
際
の
経

験
も
あ
っ
て
、こ
う
し
た
揺
ら
ぎ
が
し
ょ
う
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、も
う
一
つ
、大
乗
菩
薩
戒
、最
澄
、ガ
ラ
パ
ゴ
ス
で
す
が
。
最
澄
の
こ
と
は
、戒
壇
を
設
け
る
と
い

う
こ
と
の
意
味
に
関
す
る
も
の
で
す
。

　

最
古
の
戒
壇
が
東
大
寺
に
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、戒
の
い
わ
ゆ
る
授
受
の
シ
ス
テ
ム
は
、日
本
も
あ
っ
た
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と
思
い
ま
す
。
た
だ
、問
題
は
、そ
の
戒
を
ど
う
捉
え
る
の
か
、ど
う
理
解
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、お
そ
ら
く
真

言
宗
の
あ
た
り
で
は
、今
も
そ
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
人
に
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、戒
と
い
う
の
は
食
べ
物

と
同
じ
だ
と
。
自
分
の
体
の
な
か
に
入
れ
て
育
て
て
い
く
も
の
な
の
だ
と
。
す
な
わ
ち
、
養
っ
て
い
く
も
の
だ

と
。

　

だ
か
ら
、現
代
の
タ
イ
で
は
、一
五
年
、具
足
戒
を
守
っ
て
い
る
人
が
い
て
、初
め
て
新
し
い
新
参
僧
に
そ
れ
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、ま
さ
に
、そ
の
人
が
一
五
年
間
、自
分
の
体
の
な
か
に
戒
を
育
て
て
き
た
と
い
う

認
識
で
す
。
で
す
か
ら
、
戒
を
受
け
る
た
め
に
は
、
誰
か
持
っ
て
い
る
人
を
呼
ん
で
来
な
い
と
駄
目
な
わ
け
で

す
。

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、ポ
ル
・
ポ
ト
が
仏
教
を
全
て
放
逐
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、私
の
調
査
で
は
、い
っ
た
ん

私
度
僧
が
二
千
人
ぐ
ら
い
出
て
、得
度
式
を
復
興
さ
せ
る
の
で
す
が
、「
そ
れ
は
無
効
。
正
し
く
な
い
」と
い
う
こ

と
に
な
り
、南
ベ
ト
ナ
ム
に
住
ん
で
い
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
上
座
仏
教
僧
を
招
い
て
、そ
の
と
き
は
七
人
以
上
で

し
た
が
、も
う
一
度
、戒
を
与
え
る
。

　

こ
れ
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
綿
々
と
続
い
て
き
た
パ
タ
ー
ン
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
確
証
で
す
。
私
が
そ
こ

で
感
じ
た
の
は
、
戒
と
い
う
の
は
本
や
書
物
、
制
度
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
生
き
て
い
る
人
間
、

実
践
し
て
い
る
人
間
が
い
る
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
上
座
仏
教
徒
の
世
界
で
は
、
そ
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
と
い
う
点
で
、そ
れ
は
最
澄
の
戒
壇
と
は
全
く
違
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

藤
本　

少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
戒
に
二
種
類
あ
り
ま
し
て
、
出
家
の
場
合
は
戒
と
は
そ
の
ま
ま
法
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律
で
、こ
れ
を
守
る
の
が
義
務
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、在
家
の
場
合
は
自
分
で
誓
う
、自
誓
の
戒
と
い
う
も

の
で
す
。
で
す
か
ら
、在
家
信
者
は「
五
戒
を
守
り
ま
す
」と
自
分
で
勝
手
に
誓
っ
て
い
て
、お
坊
さ
ん
は
、そ
れ

を「
う
ん
。
君
、頑
張
っ
て
い
る
ね
」と
言
う
も
の
で
、「
わ
し
が
見
張
っ
て
い
る
ぞ
。
お
ま
え
、酒
、飲
む
な
よ
」と

い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
破
戒
し
て
酒
で
も
飲
ん
で
、
翌
日
、「
で
は
今
日
か
ら
ま
た
五
戒
を
守
り

ま
す
」と
平
気
で
言
え
る
世
界
な
の
で
す
。

　

出
家
し
た
ら
、出
家
し
て
い
る
間
は
法
律
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、見
張
ら
れ
な
が
ら
頑
張
る
の
で

す
。
在
家
で
頑
張
る
の
で
あ
れ
ば
、五
戒
だ
ろ
う
が
、八
斎
戒
だ
ろ
う
が
、十
戒
だ
ろ
う
が
、も
っ
と
た
く
さ
ん
で

も
い
い
わ
け
で
す
。
自
分
で
頑
張
っ
て
、頑
張
っ
た
分
だ
け
は
何
が
し
か
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
か
ら
、徳
も
積
め
た

と
考
え
る
。
修
行
の
た
め
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
で
い
ま

す
。

　

日
本
の
天
台
宗
で
あ
れ
、真
言
宗
で
あ
れ
、上
座
仏
教
の
比
丘
戒（
具
足
戒
）か
ら
見
れ
ば
、自
誓
戒
で
す
。
自

分
た
ち
で
勝
手
に
戒
律
を
五
十
種
類
ぐ
ら
い
つ
く
る
、あ
る
い
は
選
び
出
し
て
お
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
、こ
れ
を

守
り
ま
し
ょ
う
」と
き
ち
ん
と
授
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
上
座
仏
教
の
基
準
か
ら
い
え
ば
、
正
式
な
具
足
戒
で
は

な
い
か
ら
、大
乗
の
い
ろ
い
ろ
な
戒
は
自
分
た
ち
で
頑
張
っ
て
い
る
自
誓
戒
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

自
誓
戒
が
具
足
戒
よ
り
劣
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
出
家
で
も
在
家
で
も
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
違

い
が
あ
る
だ
け
で
、徳
を
積
む
こ
と
や
悟
り
に
至
る
こ
と
さ
え
、ど
ち
ら
の
ス
タ
イ
ル
で
も
で
き
ま
す
。
在
家
で

戒
律
を
頑
張
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、や
は
り
徳
は
高
い
で
す
。
と
は
い
っ
て
も「
お
ま
え
は
戒
律
を
守
っ
て
い
な
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い
か
ら
駄
目
だ
。
俺
は
す
ご
い
」な
ど
と
い
う
の
は
慢
心
が
あ
る
か
ら
、そ
の
分
、悪
業
に
も
な
る
し
、複
雑
な
も

の
で
す
。
人
の
お
こ
な
い
を
見
る
よ
り
は
、
自
分
は
自
分
で
し
っ
か
り
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
比

丘
の
戒
は
と
に
か
く
法
律
で
す
。
在
家
の
場
合
は
、五
個
だ
ろ
う
と
、十
個
だ
ろ
う
と
、大
乗
の
五
十
個
だ
ろ
う

と
、自
分
で
し
っ
か
り
頑
張
り
な
さ
い
、と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
、そ
れ
を
真
言
宗
は
真
言
宗
で
、天
台
宗
は
天
台
宗
で
制
度
に
し
て
い
ま
す
か
ら
、そ
の
宗
派
の
な
か
で

は
、そ
れ
が
取
り
あ
え
ず
規
範
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、自
分
た
ち
で
頑
張
る
べ
き
だ
と
は
思
い
ま
す
。

司
会　

で
は
、下
野
先
生
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。

下
野　

私
ど
も
は
哲
学
な
ど
と
い
う
学
問
を
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、今
日
の
お
話
を
伺
っ
て
お
り
ま
す
と
、つ

い
つ
い
理
念
的
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
ず「
南
伝
上
座
仏
教
と
現
代
」と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
、

日
本
仏
教
と
の
対
比
で「
南
伝
上
座
仏
教
」と
い
う
こ
と
が
語
り
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

伊
東
先
生
の
基
調
報
告
に
お
い
て
は
、南
伝
上
座
仏
教
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
普
遍
性
を
持
っ
た
、一
つ
の
実

体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
林
先
生
の
お
話
を
伺
い
、
そ
れ
か
ら
小
島
先
生
の
お
話
を
伺
う

う
ち
に
、タ
イ
は
タ
イ
で
緩
や
か
な
多
様
性
の
な
か
に
、ま
た
生
き
ら
れ
る
か
た
ち
で
、さ
ま
ざ
ま
な
経
験
的
な

運
用
知
が
作
動
し
な
が
ら
、
緩
や
か
な
統
一
と
多
様
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

と
理
解
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、小
島
先
生
の
お
話
に
な
る
と
、ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ま
で
は
申
し
ま
せ
ん
が
、エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
、南
伝

上
座
仏
教
な
る
統
一
的
・
普
遍
的
事
態
を
、（
伊
東
先
生
の
お
言
葉
を
借
り
れ
ば
）食
い
破
っ
て
い
く
姿
が
示
さ
れ
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た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、南
伝
上
座
仏
教
は
、果
た
し
て
実
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
成
立
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

は
何
か
理
念
型
と
し
て
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
れ
ら
の
事
態
を
一
貫
し
て
何
事
か
が
そ
こ

に
実
在
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
先
生
方
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
。

伊
東　

で
は
、
ま
ず
私
か
ら
。
一
つ
の
形
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
の
は
、

大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
で
す
が
、前
近
代
に
お
い
て
は
、林
先
生
の
報
告
の
な
か
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、ス

リ
ラ
ン
カ
で
の
上
座
仏
教
が
駄
目
に
な
っ
た
ら
、タ
イ
か
ら
テ
コ
入
れ
が
行
わ
れ
る
、そ
れ
か
ら
、ま
た
ビ
ル
マ

か
ら
も
や
っ
て
く
る
、そ
う
い
う
交
流
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、ス
リ
ラ
ン
カ
仏
教
や
ビ
ル
マ
仏
教
と
か
、そ
う
い

う
も
の
が
な
く
、あ
っ
た
の
は
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
と
い
う
一
つ
の
も
の
し
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
れ
が
近
代
に
な
っ
て
く
る
と
、林
先
生
や
小
島
先
生
が
お
話
し
に
な
っ
た
よ
う
に
、こ
の
あ
た
り

が
、私
と
は
違
う
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、ネ
イ
シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
文
化
に
食
い
破
ら
れ
て
タ
イ
仏
教
と

か
パ
ラ
ウ
ン
仏
教
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
く
る
。
こ
れ
が
本
日
の
テ
ー
マ
の
根
底
に
あ
る
認
識
で
す
。

　

も
う
一
つ
、「
南
伝
上
座
仏
教
と
い
う
の
は
あ
る
の
か
」と
い
う
の
は
、こ
れ
は
経
典
と
し
て
、き
ち
ん
と
一
つ

の
も
の
と
し
て
あ
っ
て
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ル
マ
の
経
典
と
タ
イ
の
経
典
は
違
う

か
と
い
え
ば
、こ
れ
は
同
一
だ
と
思
い
ま
す
。
パ
ラ
ウ
ン
の
経
典
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、そ
れ
が

実
践
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、い
ろ
い
ろ
な
偏
差
が
生
じ
、民
族
語
に
よ
る
仏
典
も
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
近
代
と
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前
近
代
で
は
、こ
の
点
が
異
な
る
と
、私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

藤
本　

ま
ず
理
念
を
申
し
ま
す
と
、先
ほ
ど
の
続
き
で
も
あ
る
の
で
す
が
、例
え
ば
二
二
七
項
目
の
比
丘
戒
は
変

わ
っ
て
い
な
い
は
ず
で
す
。
一
部
、変
わ
っ
た
と
い
う
学
者
も
い
ま
す
が
、変
わ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。「
戒

律
は
こ
う
だ
」と
最
初
か
ら
定
ま
っ
て
い
て
、戒
律
を
破
っ
た
と
き
の
罰
則
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
不
変
な
の
で

す
が
、そ
れ
と
別
に
、現
実
の
お
坊
さ
ん
は
結
構
い
い
加
減
な
場
合
も
あ
っ
て
、戒
律
を
破
っ
た
り
過
ち
を
犯
し

た
り
す
る
比
丘
も
い
ま
す
が
、そ
れ
は
戒
律
で
罰
を
授
け
て
、そ
れ
で
許
す
わ
け
で
す
。
罰
則
規
定
も
最
初
か
ら

定
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

四
つ
の
波
羅
夷
罪
、
性
行
為
を
し
た
り
、
人
を
殺
し
た
り
す
れ
ば
還
俗
さ
せ
ま
す
が
、
他
の
戒
律
を
破
っ
て

も
、謹
慎
な
ど
の
罰
則
を
受
け
た
ら
許
し
、元
ど
お
り
の
比
丘
と
し
て
の
権
利
が
戻
っ
て
く
る
の
で
す
。
最
初
か

ら
完
全
な
人
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
破
戒
し
た
り
失
敗
し
た
り
し
て
も
次
か
ら
頑
張
る
よ
う
に
育
て

る
た
め
の
戒
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
点
で
も
比
丘
の
戒
律
は
法
律
と
同

じ
で
、謹
慎
期
間
な
ど
の
罰
則
を
満
了
し
た
ら
、ま
た
や
り
直
し
で
き
る
の
で
す
。

　

不
完
全
な
比
丘
が
完
全
な
悟
り
に
ま
で
成
長
し
て
い
く
た
め
の
戒
律
で
す
か
ら
、
不
完
全
な
者
が
い
て
破
戒

し
た
り
何
か
失
敗
し
た
り
す
る
の
は
当
た
り
前
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
比
丘
の
不
完
全
さ
を
も
矯
正
で
き
る
よ

う
に
き
ち
ん
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
戒
律
そ
の
も
の
は
絶
対
に
変
え
な
い
ぞ
と
頑
張
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

現
実
の
お
坊
さ
ん
た
ち
は
、い
い
加
減
な
人
も
い
ま
す
か
ら
、あ
る
い
は
地
域
の
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
変

わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
理
念
か
ら
見
た
戒
律
で
す
。
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林　

ほ
ぼ
同
意
見
で
す
。
パ
ー
リ
戒
が
あ
っ
て
、例
え
ば
、そ
れ
は
五
つ
の
戒
律
の
な
か
で
飲
酒
を
し
な
い
と
い

う
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、タ
イ
で
は
二
〇
〇
二
年
に
で
き
た
国
家
仏
教
庁
が
拡
張
解
釈
し
て
、麻
薬
な
ど
の
中
毒

性
の
あ
る
も
の
は
取
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
解
釈
を
増
や
し
ま
し
た
。
現
代
の
社
会
状
況
に
合
わ
せ

て
、そ
の
よ
う
な
読
み
解
き
方
を
す
る
の
で
す
が
、パ
ー
リ
の
言
葉
は
同
じ
で
す
。
パ
ー
リ
戒
と
し
て
は
同
じ
な

の
で
す
。

　

上
座
仏
教
の
思
想
の
原
点
を
つ
く
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
が
、
紀
元
五
世
紀
初
頭
に
南
イ
ン
ド
か
ら
ス
リ
ラ
ン

カ
に
来
た
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ（Buddhaghosa

）と
い
う
仏
教
研
究
者
で
す
。
そ
の
人
が「
ま
さ
し
く
戒
は
仏
教
の

齢（
よ
わ
い
）で
あ
る
」と
記
し
て
い
ま
す
。
戒
と
は
仏
教
の「
年
齢
」で
す
と
。
現
実
に
戒
が
あ
る
か
ら
、パ
ー
リ

戒
が
あ
る
か
ら
南
伝
上
座
仏
教
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
一
つ
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、パ
ー
リ
経
典
に
つ
い
て
、日
本
人
が
思
う
よ
う
な
基
準
と
は
別
の
違
い
が
あ
る
こ
と
で
す
。
例

え
ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
は
、
タ
イ
の
お
坊
さ
ん
が
読
む
パ
ー
リ
経
を
聞
い
て
、「
発
音
が
変
だ
」と
言
っ
て
笑

う
。
逆
に
、
タ
イ
の
人
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
お
経
を
聞
い
て
、「
田
舎
者
が
…
…
」な
ど
と
か
げ
で
い
う
の
で
す
が
、

ど
ち
ら
も
同
じ
パ
ー
リ
戒
で
す
。

　

そ
の
音
の
違
い
で
、パ
ラ
ウ
ン
も
そ
う
で
す
が
、い
ろ
い
ろ
な
教
派
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
違
い
は
お
互
い
を

バ
ッ
シ
ン
グ
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、自
分
が
一
番
正
し
い
、自
分
た
ち
の
詠
み
方
が
一
番

美
し
い
と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

こ
の
パ
ー
リ
戒
、パ
ー
リ
経
典
の
言
葉
を
変
え
な
い
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、『
パ
ー
リ
経
典
』を
勉
強
す
る
人
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は
、
初
め
は
意
味
が
分
か
り
ま
せ
ん
。「
意
味
が
分
か
ら
な
い
も
の
を
、
な
ぜ
勉
強
し
て
い
る
の
だ
」と
聞
く
と
、

「
最
初
は
、そ
れ
で
い
い
の
だ
」と
答
え
ま
す
。

　

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
初
め
て
洋
楽
を
聴
い
た
と
き
に
、
意
味
は
分
か
り
ま
し
た
か
。
そ
れ
と
同

じ
で
す
。
と
に
か
く
頭
の
中
に
入
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
で
使
う
お
経
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
く
わ
け

で
す
。
逐
語
訳
は
後
で
つ
い
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
い
ま
し
た
が
、
初
め
て
彼
の
曲
を
聴
い
た
と
き
、
意
味
が
分
か
り
ま

し
た
か
。
だ
み
声
で「
ラ
イ
ク
・
ア
・
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン（Like	a	rolling	stone

）」と
言
っ
て
い
る
な
、
と

い
う
程
度
で
、大
人
に
な
っ
て
か
ら
意
味
が
分
か
っ
た
。
譬
え
て
い
え
ば
そ
う
い
う
印
象
で
す
。

　

で
す
か
ら
、パ
ー
リ
の
言
葉
は
変
え
な
い
。
そ
れ
を
読
み
続
け
る
こ
と
、「
法
語（
ほ
う
ご
）」を
変
え
な
い
言
葉

と
し
て
持
続
し
て
き
た
点
で
は
、上
座
仏
教
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
、そ
の
二
番
目
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
音
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
そ
し
て
、意
味
は
後
か
ら
来
ま
す
。
で
す
か
ら
、上
座
仏
教
は
存
在

し
ま
す
。

下
野　
「
存
在
し
ま
す
」と
断
定
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、「
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
」と
私
も
理
解
す
る
わ
け
で

す
。
そ
の
際
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
な
家
族
的
類
似
性
に
お
い
て
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
り
も
す
る
わ

け
で
す
が
、や
は
り
、そ
の
本
体
は
戒
で
あ
り
、経
典
な
り
、戒
な
り
を
読
む
と
き
の
言
語
で
あ
る
と
い
う
実
体
論

的
な
理
解
と
は
違
う
の
で
す
か
。

林　

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
申
し
上
げ
た
い
の
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は
、仏
典
の
な
か
で
は
な
く
、そ
れ
を
実
践
す
る
人
間
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
、南
伝
仏
教
の
意
味
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
人
が
い
な
か
っ
た
ら
、終
わ
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、ス
リ
ラ
ン
カ
は
戒
統
が
切
れ
た
。

実
践
す
る
人
が
い
て
初
め
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
実
践
理
念
と
い
う
空
虚
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で
は
な
く
、

人
が
い
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
綿
々
と
続
い
て
い
る
。
違
う
言
葉
、
発
音
で
も
同
じ
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
南
伝
仏
教
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
思
い
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
現
地
の
人
た
ち
も
そ
う
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
日
本
の
仏
教

は
、
仏
教
で
あ
り
ま
せ
ん
。
戒
を
日
々
実
践
す
る
僧
侶
が
い
な
い
の
で
す
か
ら
。
私
は
浄
土
真
宗
の
お
坊
さ
ん

を
、
何
回
も
タ
イ
の
お
寺
へ
連
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。「
日
本
の
お
坊
さ
ん
を
連
れ
て
き
た
よ
」と
い
う
経
験
が

何
回
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
お
ま
え
、
な
ん
で
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
る
の
」と
言
う
わ
け
で
す
。「
な
ん

で
頭
を
剃
っ
て
い
な
い
の
」と
、「
い
や
、子
ど
も
も
い
る
の
で
す
よ
」と
言
う
と
、「
ど
こ
に
戒
律
が
あ
る
の
か
、戒

が
あ
る
の
か
」と
聞
く
わ
け
で
す
。「
戒
は
心
の
構
え
。
頭
の
中
に
あ
る
」言
っ
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
に

と
っ
て
戒
は
理
念
で
は
な
い
の
で
す
。
自
分
に
鋳
込
ま
れ
て
縛
ら
れ
て
、失
敗
し
た
ら
二
週
間
に
一
回
、「
あ
あ
、

こ
れ
を
間
違
え
ま
し
た
。
ま
た
立
っ
て
小
便
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」と
か
言
う
わ
け
で
す
。
二
二
七
戒
の
あ
ら

た
め
が
二
週
間
に
一
回
あ
る
わ
け
で
す
。

下
野　

続
け
て
も
い
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
他
に
ご
質
問
が
あ
れ
ば
、譲
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

司
会　

で
は
、他
に
何
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
で
は
、下
野
先
生
、お
続
け
下
さ
い
。

下
野　

何
か
絡
ん
で
し
ま
う
よ
う
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
は
す
ご
く
よ
く
分
か
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り
ま
す
し
、個
人
的
に
は
、そ
の
考
え
方
に
同
意
し
ま
す
。
た
だ
一
方
で
、戒
は
自
誓
戒
だ
し
、そ
の
自
誓
戒
で
す

ら
守
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
が
日
本
の
仏
教
で
あ
る
わ
け
で
す
。
一
応
、「
連
綿
伝
持
の
法
統
」な
ど
と

言
っ
た
り
し
て
い
ま
す
し
、確
か
に「
法
流
血
脈
」を
見
て
い
る
と
、繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
へ
ん
は
南
伝
仏
教
側
か
ら
は
評
価
さ
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

藤
本　

そ
れ
な
り
に
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
南
伝
上
座
仏
教
の
ほ
う
は
長

さ
だ
け
言
え
ば
、釈
尊
以
来
二
六
〇
〇
年
、頑
張
っ
て
い
ま
す
と
。
天
台
宗
で
あ
れ
ば
、日
本
の
天
台
で
言
い
ま

す
と
、一
〇
〇
〇
年
、一
一
〇
〇
年
以
上
続
い
て
い
ま
す
か
ら
、そ
ち
ら
は
そ
ち
ら
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
ね
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
戒
を
守
る
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
口
意
の
お
こ
な
い
を
謹
ん
で
心
の
中
を
い
か
に

清
め
る
か
、心
の
中
を
汚
さ
ず
に
い
る
か
と
い
う
問
題
で
す
か
ら
、自
分
た
ち
が
勝
手
に
つ
く
っ
た
戒
律
で
あ
っ

て
も
、世
間
的
に
見
て
ま
と
も
な
も
の
で
あ
れ
ば
、や
っ
て
い
る
分
だ
け
成
長
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
師
匠

が
弟
子
に「
こ
れ
は
守
り
な
さ
い
」と
授
け
た
ら
、そ
の
弟
子
も
ま
た
続
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
結
構
、頑
張
れ
ば

法
統
が
続
き
ま
す
ね
。

　

そ
の
地
域
の
お
坊
さ
ん
が
皆
殺
し
さ
れ
た
と
か
、お
坊
さ
ん
が
何
代
か
続
け
て
堕
落
し
続
け
る
と
、法
統
が
一

度
途
絶
え
た
り
は
し
ま
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
上
座
仏
教
の
場
合
、
こ
ち
ら
が
駄
目
な
ら
向
こ
う
か
ら
持
っ
て
く

る
と
い
う
感
じ
で
タ
イ
の
お
坊
さ
ん
の
協
力
を
得
て
比
丘
サ
ン
ガ
の
戒
統
を
逆
輸
入
し
ま
し
た
。
キ
ャ
ン
ド
ル

サ
ー
ビ
ス
で
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
を
こ
っ
ち
か
ら
あ
っ
ち
に
、あ
っ
ち
か
ら
こ
っ
ち
に
移
す
よ
う
な
も
の
で
、こ
ち
ら

に
法
の
灯
が
な
く
て
も
有
為
な
人
材
さ
え
い
れ
ば
、
別
の
火
床
か
ら
法
の
灯
を
継
ぐ
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
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上
座
仏
教
は
そ
う
や
っ
て
、国
さ
え
跨
っ
て
必
死
に
法
統
を
守
っ
て
頑
張
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

今
の
と
こ
ろ
天
台
宗
も
続
い
て
い
ま
す
か
ら
、
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
危
な
い
こ
と
も
何
回
か
あ
り
ま
し
た

が
。
開
祖
の
後
、い
き
な
り
人
気
が
盛
り
下
が
っ
た
り
、信
長
に
攻
撃
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、続
い
て
い
ま
す

か
ら
。
戒
は
も
と
も
と
あ
る
戒
の
中
か
ら
自
分
が
で
き
そ
う
な
も
の
だ
け
で
も
選
ん
で
、「
が
ん
ば
っ
た
分
だ
け

よ
か
っ
た
」と
い
う
ぐ
ら
い
の
プ
ラ
ス
思
考
で
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
と
も
と
だ
ら
し
な
い
自
分

が
、仏
教
に
出
会
っ
て
、戒
に
出
会
っ
て
、で
は
、こ
れ
だ
け
で
も
守
っ
て
み
よ
う
、禁
酒
で
も
半
年
続
い
た
ぞ
、と

か
。
や
ら
な
い
よ
り
は
は
る
か
に
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

林　

評
価
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、タ
イ
の
事
例
で
申
し
ま
す
と
、先
ほ
ど
、上
座
仏
教
の
お
坊

さ
ん
に
日
本
の
僧
侶
を
連
れ
て
い
っ
て
、「
戒
は
心
構
え
」と
い
う
説
明
を
知
っ
て
、
タ
イ
の
お
坊
さ
ん
は「
へ

え
」と
か
言
っ
て
、「
う
ら
や
ま
し
い
な
。
子
ど
も
も
で
き
る
の
か
」と
か
言
う
わ
け
で
す
。
大
事
な
点
は
、
そ
れ

で
日
本
の
仏
教
が
仏
教
と
し
て
駄
目
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
逆
の
認
識
で
す
。
別
物
だ
と
。
何
度
で

も
い
い
ま
す
が
、僧
侶
で
は
な
い
が
、熱
心
な
在
俗
篤
信
家
と
み
ら
れ
る
の
で
す
。

　

最
近
タ
イ
の
比
丘
か
ら
聞
い
た
言
葉
で
す
が
、「
上
座
仏
教
の
お
坊
さ
ん
は
、
到
達
点
に
向
か
っ
て
真
っ
す
ぐ

の
道
を
急
斜
面
で
行
く
と
。
た
ぶ
ん
、日
本
の
お
坊
さ
ん
は
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
り
な
が
ら
、し
か
し
、行
く

と
こ
ろ
は
一
緒
だ
」と
い
う
説
明
を
も
ら
い
ま
し
た
。
安
心
し
た
と
言
っ
た
ら
変
で
す
が
、そ
う
い
う
評
価
を
さ

れ
て
い
る
の
だ
な
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

戒
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、や
り
方
が
違
う
だ
け
だ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、こ
れ
は
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大
学
の
偉
い
先
生
が
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、普
通
の
お
坊
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、日
本

の
仏
教
が
駄
目
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
私
た
ち
だ
け
で
す
。
向
こ
う
の
人
は
そ
う
い
う
評
価
の
尺
度
を
共
有
し

て
い
ま
せ
ん
。

司
会　

他
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
ど
う
ぞ
。

小
5野　

私
は
素
人
で
す
の
で
、西
洋
史
の
ほ
う
か
ら
基
本
的
な
質
問
を
、そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
に
一
つ
ず
つ
、比
較

と
い
う
こ
と
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、藤
本
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
、「
仏
教
学
」と
い
う
の
は
、何
か「
暇
人
の
遊
び
」の
よ
う
に
思
え

て
き
ま
し
た
が
、こ
れ
を
先
生
は
人
文
科
学
の
な
か
に
、入
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
西
洋
の
キ
リ
ス
ト

教
の
場
合
は
、こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
神
学
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は「
暇
人
の
遊
び
」で
は
な
く
、敵
で
あ

る
と
こ
ろ
の
異
民
族
や
異
端
を
説
き
伏
せ
る
た
め
の
学
問
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
神
学
が
大
学
を
つ
く
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
出
発
点
で
す
。
私
も
バ
チ
カ
ン
の
ほ
う
に
行
っ
て
見
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
彼
ら
は
今
で
も
説
教

を
学
問
と
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、日
本
に
派
遣
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
人
が
い
た
と
す
れ
ば
、彼
は
日
本
語
を
覚
え
て
、相
手
を
折
伏
さ
せ

る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
、学
問
と
し
て
や
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、問
答
集
も
あ
り
ま
す
。
本
気
で
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
神
学
に
あ
た
る
も
の
が
仏
教
学
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
。
そ
れ
を

一
つ
、藤
本
先
生
に
お
尋
ね
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
林
先
生
に
お
う
か
が
い
し
た
い
の
は
、「
功
徳
」に
関
し
て
で
す
が
、
こ
れ
も
驚
い
た
の
で
す
が
、
例
え
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ば
、生
ま
れ
変
わ
っ
て
き
た
と
き
に
、も
し
か
し
た
ら
、ア
リ
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
い
く
ら
功
徳

を
積
ん
で
も
、
自
分
は
カ
エ
ル
や
ア
リ
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
れ
は
抱
か
な
い
も
の
な
の

で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
、
プ
ロ
テ
ス
ト
し
た
理
由
に
関
係
し
ま
す
。
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
有
名
な
論
争

が
あ
り
ま
す
が
、
い
く
ら
神
に
祈
っ
て
も
ア
リ
に
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
考
え
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
恐
れ
を
、彼
ら
は
ま
っ
た
く
抱
か
な
い
の
か
と
い
う
、単
純
な
疑
問
で
す
。

　

最
後
に
小
島
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
の
は
、
普
通
、
西
洋
で「
宗
教
」と
い
い
ま
す
と
、「
叙
任
権
闘
争
」や「
カ

ノ
ッ
サ
の
屈
辱
」と
い
う
よ
う
な
、制
度
と
の
対
立
。
皇
帝
が
何
を
言
っ
て
も
、宗
教
で
団
結
し
て
し
ま
い
、国
家

を
超
え
て
戦
う
。
皇
帝
が
あ
や
ま
る
ま
で
許
さ
な
い
、国
家
権
力
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

宗
教
の
成
り
立
ち
で
す
。
神
学
も
そ
れ
に
関
わ
る
学
問
と
し
て
発
展
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
先
生
の
お
話
で
す
と
仏
教
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な

感
じ
で
す
が
、こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、ち
ょ
っ
と
理
解
が
な
か
な
か
で
き
な
く
て
、ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
理
解
で

い
い
の
か
。
要
す
る
に
仏
教
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
で
き
た
と
い
う
理
解
で
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

司
会　

仏
教
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
で
き
る
な
ど
、
誰
も
考
え
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
そ
れ
で
は

先
生
方
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

藤
本　

た
い
へ
ん
重
要
な
ご
指
摘
で
す
。
仏
教（
学
）の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
に
あ
た
る
も
の
は
、む
し
ろ
、
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江
戸
時
代
の
各
宗
派
の「
宗
学
」で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
私
の
ご
報
告
か
ら
抜
け
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
宗

学
は
、自
分
の
宗
派
が
一
番
だ
と
い
う
気
分
で
や
っ
て
い
て
、そ
れ
も
含
め
て
明
治
時
代
に
な
っ
て
仏
教
が
全
部

否
定
さ
れ
て
、
特
に
大
学
を
つ
く
る
と
き
に「
そ
ん
な
各
宗
派
の
実
践
み
た
い
な
調
子
で
や
る
の
で
あ
れ
ば
、
帝

国
大
学
で
仏
教
は
や
ら
せ
ま
せ
ん
」と
い
う
こ
と
で
、骨
抜
き
に
さ
れ
た
の
で
す
。

　

西
洋
で
一
八
三
〇
年
代
に
始
ま
っ
て
、明
治
の
日
本
に
伝
わ
っ
た「
仏
教
学
」と
い
う
の
は
、キ
リ
ス
ト
教
や
西

洋
の
大
学
の
流
れ
で
見
れ
ば
、
神
学
で
は
な
く
聖
書
解
釈
学
の
ほ
う
で
す
。
一
八
三
〇
年
頃
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
が
、
四
つ
の
福
音
書
の
比
較
研
究
が
始
ま
っ
て
、
共
通
す
る
ト
ピ
ッ
ク
と
単
独
の
ト
ピ
ッ
ク
を
仕
分
け
し
て
、

「
四
福
音
書
の
源
テ
キ
ス
トQ

	source

は
何
か
」な
ど
と
宗
教
文
献
を
文
献
学
と
し
て
研
究
し
始
め
た
、
あ
の
あ

た
り
で
す
。
聖
書
を
、
神
学
と
し
て
で
は
な
く
単
な
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
解
剖
し
て
や
ろ
う
と
い
う
新
し
い
研

究
法
で
す
。

　

そ
う
い
う
時
代
に
仏
教
の
文
献
も
チ
ベ
ッ
ト
語
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、漢
文
、少
し
遅
れ
て
パ
ー
リ
語
の
も
の

が
、ほ
ぼ
同
時
に
西
洋
世
界
に
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、「
仏
教
学
」と
い
え
ば
西
洋
で
は
最
初
か

ら「
仏
教
文
献
学
」と
し
て
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
明
治
の
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

林　

私
は
ど
う
答
え
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、功
徳
を
こ
れ
だ
け
積
ん
で
い
る
の
に
、来
世
で
ア

リ
に
生
ま
れ
た
ら
心
配
で
心
配
で
眠
れ
な
い
、と
い
う
人
に
出
会
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

む
し
ろ
、写
真
を
お
見
せ
し
ま
し
た
が
、一
生
懸
命
に
功
徳
を
水
で
転
送
し
て
い
ま
し
た
。
あ
の
お
ば
あ
さ
ん
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に
、「
そ
れ
は
誰
に
む
け
て
や
っ
て
い
る
の
」と
、功
徳
を
転
送
し
て
い
る
相
手
を
聞
く
と
、「
亡
く
な
っ
た
お
母
さ

ん
、お
父
さ
ん
」と
言
う
。「
も
う
と
っ
く
に
転
生
し
て
い
る
よ
」と
、私
が
ふ
っ
か
け
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
い

い
ん
だ
」と
。「
余
っ
た
功
徳
は
、身
寄
り
の
な
い
霊
へ
ど
ん
ど
ん
行
く
」と
。
ま
さ
に
施
餓
鬼
で
す
。

　

功
徳
は
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
自
分
が
積
ん
だ
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ

ど
あ
れ
ば
極
楽
に
行
く
か
も
見
え
ま
せ
ん
。「
ず
っ
と
、
こ
う
や
っ
て
功
徳
を
積
め
る
こ
と
が
幸
せ
」と
言
う
わ

け
で
す
。
死
ぬ
ま
で
積
む
の
で
す
。
そ
こ
に
圧
迫
感
と
い
う
か
、恐
れ
と
い
う
か
、免
罪
符
的
な
も
の
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー（M

ax	W
eber

）の
受
け
売
り
で
す
が
、イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
出
合
っ
て
キ

リ
ス
ト
教
神
学
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス（T

hom
as	A

quinas

）が『
神
学
大
全
』を
つ
く
っ

た
経
緯
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
タ
イ
で
も
あ
り
ま
す
。
ラ
ー
マ
四
世（
モ
ン
ク
ッ
ト
王
）は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
タ
イ

に
布
教
に
き
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
パ
ル
ゴ
ア
と
会
い
、
ラ
テ
ン
語
を
教
え
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼

は
パ
ル
ゴ
ア
に
パ
ー
リ
語
を
教
え
ま
す
。
そ
ん
な
交
流
が
あ
っ
て
、
の
ち
の「
タ
イ
仏
教
」の
背
骨
と
な
る
タ
マ

ユ
ッ
ト
派
を
制
度
化
し
て
い
き
、近
代
的
な
タ
イ
仏
教
、今
の
タ
イ
の
か
た
ち
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
た
だ
私
の

論
点
は
そ
こ
に
で
は
な
く
、そ
れ
と
は
別
の
広
い
す
そ
野
を
も
つ
仏
教
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

小
島　

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
政
治
権
力
と
仏
教
の
関
係
で
す
が
、
こ
れ
は
も
ろ
刃
の
剣
と
も
言
え
ま
す
。
政

権
が
自
ら
の
支
配
の
正
当
化
と
し
て
、
サ
ン
ガ
に
対
し
て
布
施
を
お
こ
な
う
わ
け
で
す
。
布
施
を
お
こ
な
う
こ

と
に
よ
っ
て
、わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
仏
教
徒
だ
と
主
張
し
た
い
。
で
す
か
ら
、特
定
の
僧
侶
に
対
し
て
寄
進
を
お
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こ
な
い
、
そ
の
様
子
を
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
流
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
軍
政
幹
部
が
高
僧
に
対
し
て
お
布
施
を
し

て
い
く
様
子
を
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
流
す
と
い
っ
た
こ
と
が
、
軍
事
政
権
時
代
は
特
に
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、そ
れ
に
危
険
な
側
面
が
あ
る
の
は
、僧
侶
も
常
に
政
治
権
力
者
の
言
い
分
を
聞
い
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
一
九
九
〇
年
に
も
僧
侶
に
よ
る
反
政
府
デ
モ
が
起
き
て
い
ま
す
し
、さ
ら
に
、二
〇
〇
七
年
に
も
起
こ

り
ま
し
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
場
合
、熱
心
な
仏
教
徒
の
多
い
国
で
す
か
ら
、僧
侶
が
反
政
府
側
に
つ
く
と
、お
布

施
を
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
か
た
ち
の
デ
モ
を
や
る
わ
け
で
す
。
デ
モ
は
、「（
托
）鉢
を
ひ
っ
く
り
返
す
」と
表

現
さ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
林
先
生
の
写
真
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
僧
侶
は
毎
日
の
よ
う
に
在
家
信
徒
に
お
布

施
を
し
て
も
ら
う
わ
け
で
す
。「
鉢
を
ひ
っ
く
り
返
す
」と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
た
ち
の
寄
進
は
受
け
ま
せ
ん

と
い
う
か
た
ち
で
デ
モ
を
す
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、反
政
府
側
の
正
当
化
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、政
権
は
僧
侶
を
暴
力
的
に
逮
捕
し

て
、強
制
的
に
還
俗
さ
せ
て
、監
獄
に
入
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
対
処
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
反
政
府
側
は
、隠
し
撮
り
の
映
像
で
、そ
う
い
っ
た
場
面
を
見
せ
て
い
く
の
で
す
が
、政
府
は

偽
僧
侶
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、出
家
は
誰
で
も
で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
、偽
僧
侶
が
僧
侶

の
か
た
ち
を
取
っ
て
、
僧
侶
を
あ
お
っ
て
反
政
府
的
な
活
動
を
し
て
い
る
と
い
う
理
屈
を
つ
け
る
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、取
り
締
ま
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
正
当
化
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
起
こ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、常
に
仏
教
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、僧
侶
の
側
の
ア
ン
チ
政
府
活
動
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な
ど
と
い
う
の
も
、ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
時
々
、お
こ
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
方
で
、僧
侶
の
側
に
も
政
治

と
距
離
を
取
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
で
す
が
、
や
は
り
、
そ
う
い
っ
た
活
動
に
関
わ
る
僧
侶
も
い

て
、そ
れ
は
政
府
に
と
っ
て
か
な
り
敏
感
な
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

司
会　

議
論
が
深
ま
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、予
定
の
時
間
を
か
な
り
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、こ
の
へ
ん
で
お

開
き
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
人
の
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
場
の
皆
さ
ん
も
遅
く

ま
で
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

註1　

総
合
討
論
の
場
で
、質
問
者
が
名
乗
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、仮
名
と
し
た
。

2　

下
野
正
俊　

愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
所
員
、文
学
部
・
教
授

3　

総
合
討
論
の
場
で
、質
問
者
が
名
乗
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、仮
名
と
し
た
。

4　

空
井
伸
一　

愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
所
員
、文
学
部
・
准
教
授

5　

小
野
賢
一　

愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
所
員
、文
学
部
・
准
教
授


