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第
一
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し
て
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智
　
　
行

一
　
は
じ
め
に

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
」
と
題
し
て
、「
共
同
教
化
」
と
い
う
言
葉
の
源
泉
を
尋
ね

（
１
）

、
更
に
現
代
に
お
い

て
、
共
同
教
化
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
論
じ
た

（
２
）

。
前
稿
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
住
職
が
共
同

教
化
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
反
面
、
現
実
的
な
施
策
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
主
に
寺
院
間
の

関
係
性
に
あ
る
。
寺
院
間
の
関
係
と
は
、
よ
り
直
接
的
に
言
え
ば
、
住
職
間
の
関
係
と
も
言
え
る
。
そ
も
そ
も
同
朋
会
運
動
は
「
個
の

自
覚
の
宗
教
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
主
に
推
進
員
教
習
と
特
別
伝
道
を
二
本
柱
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
運
動
の

中
で
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
の
は
「
問
題
は
〈
寺
〉
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
あ
る
〈
住
職
〉
の
位
置
で
あ
る

（
３
）

」
と
い
う
一
節
に
読
み
取

れ
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
課
題
が
「
課
題
」
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
自
体
が
、
同
朋
会
運
動
の
一
つ
の
功
績
で
も
あ
る
。
で
は
、
我
々

は
そ
の
課
題
に
ど
う
向
き
合
い
、
克
服
す
る
方
途
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。



三
二

市
　
野
　
智
　
行

　
本
論
で
は
、
同
朋
会
運
動
の
第
一
次
五
カ
年
計
画
（
昭
和
三
七
年
～
四
一
年
）
の
期
間
に
注
目
し
、
そ
の
歴
史
か
ら
現
代
に
お
け
る

共
同
教
化
の
課
題
を
考
え
て
み
た
い
。
残
念
で
あ
る
が
、
先
の
一
節
に
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
六
〇
年
前
も
現
代
も
問
題
の
本
質
は
ほ

と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
現
状
に
立
つ
と
き
、
同
朋
会
運
動
が
最
も
熱
気
を
帯
び
て
い
た
時
代
を
生
き
、
現
代
と
同
じ
課
題
を

抱
え
た
先
人
の
言
葉
や
教
団
の
在
り
方
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
多
い
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
う
い
っ
た
資
料
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
論
点
を
も
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
か
。

　
昭
和
四
二
年
に
第
二
次
五
カ
年
計
画
を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
総
括
検
証
が
行
わ
れ
た

（
４
）

。
そ
の
検
証
は
、
本

山
研
修
部
と
企
画
室
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
『
点
検
資
料
』
に
基
づ
い
て
お
り

（
５
）

、
ま
ず
こ
の
資
料
に
目
を
通
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
当

時
、
日
蓮
宗
で
は
丸
山
照
雄
を
中
心
に
、
本
資
料
を
も
と
に
同
朋
会
運
動
の
問
題
点
等
を
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る

（
６
）

。
本
レ
ポ
ー
ト
も
重
要

な
資
料
と
な
る
。

　
た
だ
し
、『
点
検
資
料
』
は
あ
く
ま
で
五
カ
年
を
教
区
別
に
細
か
な
数
字
で
デ
ー
タ
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
参
画
し
た
人
々

の
声
を
直
接
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
当
時
の
新
聞
記
事
や
『
真
宗
』
を
も
と
に
、
実
際
の
声
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。
特
に
五
カ
年
計
画
期
間
中
の
『
真
宗
』
で
は
、
同
朋
会
運
動
に
関
す
る
様
々
な
企
画
が
意
欲
的
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

資
料
と
し
て
は
事
欠
か
な
い
。
基
本
的
に
以
上
の
三
つ
の
資
料
を
中
心
に
扱
っ
て
い
き
た
い
。

　
次
に
論
点
の
整
理
で
あ
る
。
本
論
で
は
既
述
の
通
り
、
共
同
教
化
に
お
け
る
課
題
を
歴
史
を
通
し
て
再
考
す
る
こ
と
を
目
途
と
す

る
。
そ
の
上
で
、
同
朋
会
運
動
を
宗
門
内
外
の
視
点
か
ら
検
証
し
た
い
。
ま
た
こ
の
五
カ
年
計
画
期
間
中
は
教
団
論
が
広
く
問
わ
れ
、

語
ら
れ
た
期
間
で
も
あ
る
。
特
に
「
同
朋
教
団
」
と
い
う
言
葉
は
多
く
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
同
朋
社
会
の
実
現
が
願
わ
れ
る
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

中
に
お
い
て
、
そ
の
社
会
の
一
形
態
で
あ
る
教
団
の
姿
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
所
属
す
る
教
団
と
は
一
体
ど
の
よ
う

な
教
団
で
あ
っ
て
ほ
し
い
の
か
。
当
時
の
資
料
に
は
、
教
団
に
対
す
る
様
々
な
声
が
あ
る
。
そ
れ
は
不
満
や
不
安
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
同
朋
教
団
と
し
て
の
姿
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
と
願
う
純
粋
な
思
い
も
看
取
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
現
場
を

担
う
人
々
の
声
を
当
時
の
内
局
は
じ
め
教
団
の
運
営
を
担
う
人
々
は
、
ど
う
受
け
止
め
て
い
っ
た
の
か
。
特
に
第
二
次
五
カ
年
計
画
で

は
運
動
の
「
地
方
の
自
主
性
」
が
進
め
ら
れ
て
い
く

（
７
）

。
地
方
の
自
主
性
は
現
代
の
宗
務
改
革
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
言
え

る
。
財
政
基
盤
を
整
え
る
上
で
組
織
機
構
の
縮
充
化
は
避
け
ら
れ
ず
、
そ
の
上
で
の
教
化
推
進
や
教
学
の
振
興
は
、
教
区
再
編
や
教
区

間
の
連
携
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
連
携
は
「
本
山
・
教
区
・
別
院
・
組
の
明
確
な
役
割
分
担

（
８
）

」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
、
眼
目
は
「
一

カ
寺
の
更
な
る
活
性
化

（
９
）

」
に
あ
る
。
即
ち
地
方
の
自
主
性
に
あ
る
。

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
中
で
提
出
さ
れ
た
課
題
に
対
し
、
宗
門
は
ど
う
対
応
し
、
そ
の
中
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ

た
の
か
。
検
証
か
ら
対
応
へ
、
そ
し
て
何
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
一
連
の
展
開
を
お
さ
え
な
が
ら
、
今
日
の
共
同
教
化
へ
の

結
節
点
を
見
出
し
た
い
。
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
今
日
の
足
下
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
大
切
な
視
座
に
置
き
つ
つ
、

以
下
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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二
　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
課
題

二
―
一
　
三
年
目
の
総
括

　
『
点
検
資
料
』
は
四
三
項
目
一
〇
四
頁
か
ら
な
る
報
告
書
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
諸
研
修
実
施
一
覧
表
」
が
あ
り
、
五
年
間
に
行
わ

れ
た
研
修
の
実
施
日
や
参
加
人
数
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
が
、
昭
和
四
〇
年
度
で
あ
る
。
こ
の
年
は
同

朋
会
運
動
の
四
年
目
に
あ
た
る
が
、
新
た
な
研
修
が
幾
つ
か
実
施
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
そ
も
そ
も
同
朋
会
運
動
は
本
山
が
教
区
・
組
を
選
定

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
選
定
さ
れ
た
教
区
は
三
カ
年
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
計
画
に
基
づ
い
て
運
動
が
展
開
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
。
つ
ま
り
、
三
年
が
一
つ
の
節
目
と
な
り
、
昭
和
四
〇
年
度
は
、
そ
の
節
目
を
う
け
る
形
で
新
た
な
研
修
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
全
体
を
振
り
返
る
前
に
、
ま
ず
は
宗
門
が
三
年
目
の
節
目
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
運
動
の
三
年
目
を
お
え
た
昭
和
四
〇
年
は
、
同
朋
会
運
動
の
完
成
年
度
と
も
言
え
、『
真
宗
』

誌
上
で
も
、
内
局
座
談
会
や
実
際
に
三
カ
年
の
計
画
を
終
え
た
住
職
や
教
務
所
長
を
交
え
た
座
談
会
な
ど
、
運
動
の
検
証
に
も
力
を
入

れ
て
い
る
。

　
上
記
の
座
談
会
の
中
で
は
、
三
カ
年
を
振
り
返
る
に
あ
た
り
七
つ
の
課
題
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。
そ
れ
ら
は
、
同
朋
会
運
動
へ
の

認
識
と
体
制
の
問
題
、
運
動
に
対
す
る
姿
勢
の
問
題
、
育
成
員
の
問
題
、
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
問
題
点
は
研
修
部
か
ら
の
報

告
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
座
談
会
で
の
議
論
は
活
動
に
即
し
た
具
体
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
三
カ
年
の



三
五

共
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教
化
に
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て
の
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察
（
下
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

日
程
を
終
え
た
、
そ
の
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
つ
い
て
は
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。
推
進
員
候
補
の
人
々
は
、
特
伝
の
締

め
く
く
り
に
奉
仕
団
と
し
て
本
廟
奉
仕
を
経
験
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
区
に
戻
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
研
修
で
培
っ
た
も
の
を
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
す
る
場
は
特
別
に
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
は
運
動
の
計
画
の
中
に
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
ま
で

の
制
度
設
計
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
（1
（

。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
特
伝
終
了
後
に
つ
い
て
は
、
各
人
の
「
自
主
性
」
に
任
せ
ら
れ

る
よ
う
な
発
言
が
、
宗
務
総
長
演
説
や
座
談
会
の
中
に
見
て
取
れ
る

）
（1
（

。
更
に
、
第
二
次
五
カ
年
計
画
で
「
地
方
の
自
主
性
」
が
強
く
前

面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
四
年
目
以
降
に
新
た
に
「
同
朋
会
指
導
教
区
駐
在
研
修
会
」
や
「
同
朋
会
指
導
任
用
者
研
修

会
」
と
い
っ
た
同
朋
会
運
動
の
指
導
的
立
場
に
対
す
る
研
修
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
う
い
っ
た
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
が
念
頭
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
本
山
で
植
え
た
種
が
地
方
で
花
開
き
、
ま
た
新
た
な
種
を
育
て
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
循
環
を
目
指
し
て
い
た
。
し

か
し
、
一
口
に
地
方
と
い
っ
て
も
、
地
域
で
抱
え
て
い
る
課
題
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り

）
（1
（

、
地
方
に
自
主
性
を
持
た
す
に
は
相
当
な

準
備
や
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
た
形
跡
は
あ
ま
り
見
え
な
い
。

　
ま
た
、
育
成
員
の
抱
え
る
課
題
へ
の
言
及
も
多
い
。
具
体
的
に
は
育
成
員
の
自
信
喪
失
と
、
そ
れ
に
伴
う
共
同
学
習
の
持
ち
方
で
あ

る
。
内
局
座
談
会
で
は
「
僧
風
の
確
立

）
（1
（

」
と
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
真
宗
僧
侶
と
し
て
の
指
針
、
就
中
、
座
談
の
中
で
は
「
お
坊
さ
ん
ら

し
い
と
い
う
姿

）
（1
（

」
と
い
っ
た
や
や
踏
み
込
ん
だ
話
題
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
ら
し
さ
」
に
は
「
げ
に
げ
に
し

）
（1
（

」
さ
、
あ
る

い
は
「
外
賢

）
（1
（

」
を
求
め
る
危
険
性
を
感
じ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
僧
侶
の
自
信
が
失
わ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
こ
の
育
成
員
の
問

題
と
関
連
し
て
、
大
谷
大
学
を
基
軸
と
し
た
新
た
な
「
人
材
養
成

）
（1
（

」
の
必
要
性
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
そ
の
後
大
谷
大
学
内

に
設
置
さ
れ
る
「
宗
教
教
化
学
研
究
会
」
の
意
義
と
併
せ
て
後
に
論
じ
た
い
。
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こ
の
三
カ
年
で
の
一
つ
の
総
括
を
通
し
、
五
カ
年
計
画
は
残
り
の
二
年
を
迎
え
て
い
く
。
そ
し
て
『
点
検
資
料
』
に
お
い
て
、
第
一

次
の
五
カ
年
全
体
が
整
理
さ
れ
、
次
の
第
二
次
五
カ
年
計
画
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
―
二
　
『
点
検
資
料
』
と
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
基
本
理
念

　
先
述
の
通
り
『
点
検
資
料
』
は
五
年
分
の
デ
ー
タ
を
積
み
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
特
徴
的
な
傾
向
を
取
り
出
し
対
策
等
を

提
示
す
る
よ
う
な
報
告
書
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
資
料
か
ら
だ
け
で
は
当
時
の
内
局
あ
る
い
は
宗
門
が
ど
う
こ
の
五

年
間
を
受
け
止
め
て
い
る
の
か
は
窺
い
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
以
下
の
三
つ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
当
時
の
状
況
を
確
認
し
て
い
き

た
い
。
一
つ
に
は
本
資
料
を
読
み
込
み
つ
つ
、
当
時
の
他
の
資
料
を
擦
り
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
。
二
つ
に
は
本
資
料
に
基
づ
い
て
計
画

さ
れ
た
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
。
三
つ
に
本
資
料
を
独
自
に
分
析
し
た
先
行
研
究
（
丸
山
照
雄
が
中
心
と
な
っ

た
日
蓮
宗
の
レ
ポ
ー
ト
）
を
参
照
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
推
進
に
つ
い
て
訓
覇
信
雄
は
、
総
長
演

説
の
中
で
、
次
の
六
点
を
計
画
の
大
筋
と
し
て
挙
げ
て
い
る

）
11
（

。

１
．
施
策
の
単
純
化

２
．
同
朋
会
運
動
の
主
体
を
地
方
に
移
す

３
．
特
別
伝
道
の
任
務
の
重
点
を
奉
仕
団
上
山
の
呼
び
か
け
に
置
く

４
．
奉
仕
団
は
帰
郷
後
の
定
着
に
重
点
を
置
く

５
．
教
区
教
委
員
会
は
、
自
主
的
に
企
画
・
実
動
の
任
務
を
負
う



三
七

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
） 

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

６
．
育
成
員
・
推
進
員
の
研
修
を
強
化
し
一
貫
性
を
持
た
せ
る

　
さ
て
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
を
振
り
返
る
時
、
そ
の
問
題
点
は
様
々
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
つ
の
運
動
を
契
機
に
起
こ
っ
て
き
た
課
題

で
あ
る
以
上
、
当
然
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
六
点
の
推
進
計
画
の
中
か
ら
、
特
に
「
運
動
へ
の
認
識
と
そ
の
浸
透
」「
運
動

の
隆
盛
と
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
」「
育
成
員
」
の
三
つ
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
内
容
を
①
課
題
の
背
景
、
②
宗
門
の
対
応
、
③
現
代
へ
の
視

点
、
の
三
点
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。

【
一
　
運
動
へ
の
認
識
と
そ
の
浸
透
】

①
課
題
の
背
景

　
同
朋
会
運
動
は
新
た
な
運
動
で
は
あ
っ
た
が
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
自
体
が
「
現
に
あ
る
動
き
を
さ
ら
に
助
長
す
る
た
め
に
、
と
り

あ
え
ず
第
一
次
五
カ
年
計
画
を
立
て
た
わ
け
で
す

）
1（
（

」
と
い
う
よ
う
に
従
来
持
っ
て
い
る
も
の
の
上
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
運
動
で
あ
っ

た
）
11
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
方
に
は
様
々
な
戸
惑
い
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
相
続
講
と
同
朋
会
は
何
が
違
う
の
か
。
ま
た
特
伝
と
特
派
布

教
に
も
同
様
の
声
が
あ
る
。
ま
ず
は
運
動
そ
れ
自
体
へ
の
認
識
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
同
朋
会
運
動
の
初
年
度
を
振
り
返
る
座

談
会
の
中
で
も
「
ま
だ
ま
だ
全
般
的
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
の
は
、
趣
旨
の
徹
底
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね

）
11
（

」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
運
動
の
進
展
に
は
、
宗
務
組
織
の
機
敏
性
と
弾
力
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
務
機
構
の
改
正
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
点

に
も
関
連
す
る
が
、
同
朋
会
運
動
が
宗
門
か
ら
の
行
政
指
令
の
如
き
天
下
り
的
な
運
動
で
あ
る
と
の
認
識
は
根
強
く
残
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
同
時
に
、
本
山
に
は
地
方
の
実
態
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
声
も
多
く
あ
る
。
こ
れ
は
『
点
検
資
料
』
か
ら
も
指
摘
で
き



三
八

市
　
野
　
智
　
行

る
。
同
朋
会
運
動
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
同
朋
会
の
結
成
を
例
に
あ
げ
る
な
ら
ば
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
終
了
時
の
同
朋
会
結
成
寺
院

数
は
一
三
一
四
カ
寺
で
、
全
体
の
一
三
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
仙
台
教
区
の
〇
％
か
ら
高
山
教
区
の
四
一
・
九
％
と
地
域
に
よ
っ
て

結
成
率
に
幅
が
あ
る
。
こ
の
五
カ
年
で
ほ
ぼ
す
べ
て
の
教
区
に
指
定
組
が
設
け
ら
れ
お
り
、
運
動
自
体
は
全
教
区
に
波
及
し
て
い
る
。

全
国
的
に
見
れ
ば
、
東
北
や
北
陸
は
特
に
結
成
率
が
低
く
、
西
日
本
は
高
い
傾
向
に
あ
る
。
一
方
で
、
同
朋
会
未
結
成
寺
院
の
同
朋
新

聞
講
読
率
を
『
点
検
資
料
』
で
確
認
す
る
と
、
全
体
の
四
七
・
二
％
の
寺
院
が
講
読
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
福
井
や
山
形
は

七
五
％
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
同
朋
会
結
成
だ
け
を
み
れ
ば
、
福
井
は
五
・
一
％
、
山
形
は
一
・
三
％
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
福

井
や
山
形
に
既
に
同
朋
会
と
同
じ
よ
う
な
聞
法
の
場
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
地
域
で
同
朋

会
を
新
た
に
結
成
す
る
場
合
、
既
存
の
場
と
異
な
っ
た
意
義
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
の
持
っ
て
い
る
特
徴
に

よ
っ
て
同
朋
会
運
動
が
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
り
、
画
一
的
な
方
法
で
は
限
界
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
同
朋
会
運
動
の
受
け
止
め
方
や
浸
透
の
進
度
な
ど
は
、
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
は
第
二

次
五
カ
年
計
画
で
も
注
視
さ
れ
て
お
り
、
教
区
教
化
委
員
会
の
設
置
な
ど
が
そ
の
対
応
の
一
例
と
な
る
。

　
さ
て
、
同
朋
会
運
動
の
浸
透
と
い
う
点
を
『
点
検
資
料
』
を
も
と
に
概
観
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
デ
ー
タ
か
ら
看
取

で
き
る
一
傾
向
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
運
動
に
参
画
し
た
人
々
の
声
は
、
よ
り
具
体
性
を
持
つ
。
た
と
え
ば
、
協
議
会
（
座
談
会
）
の
時

間
延
長
や
、
特
伝
開
催
に
お
け
る
寺
院
側
の
準
備
態
勢
、
ま
た
育
成
員
の
場
に
臨
む
姿
勢
（
住
職
門
徒
の
両
面
か
ら
）
な
ど
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
具
体
的
な
声
は
、
各
研
修
の
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ
や
「
私
の
発
言
」
な
ど
昭
和
三
七
年
以
降
の
『
真
宗
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
課
題
を
宗
門
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。



三
九

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
） 

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

②
宗
門
の
対
応

　
最
初
に
着
手
し
た
の
が
　
宗
務
機
構
の
抜
本
的
な
改
正
で
あ
る
。
従
来
の
官
僚
的
組
織
編
制
か
ら
事
業
部
制
へ
移
行
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
組
織
再
編
は
「
同
朋
会
運
動
の
進
展
に
対
応
す
る
た
め

）
11
（

」
の
も
の
で
あ
り
、
宗
門
全
体
が
同
朋
会
運
動
推
進
に
注
力
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
新
た
な
宗
務
機
構
に
よ
り
、
運
動
の
進
展
ス
ピ
ー
ド
に
合
わ
せ
て
宗
門
の
施
策
も
打
ち
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
意
思
決
定
を
な
す
の
は
内
局
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
良
く
も
悪
く
も
内
局
の
在
り
方
が
反
映
さ
れ
る
。

　
次
に
注
目
し
た
い
の
が
「
同
朋
会
運
動
の
理
念
・
趣
旨
の
徹
底
」
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
同
朋
会
運
動
に
対
す
る
理
解
は
十
分

に
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
宗
門
は
二
点
か
ら
運
動
の
趣
旨
を
説
明
し
て
い
る
。
一
つ
は
運
動
の
理
念
に
つ
い
て
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
期
間
の
各
年
の
宗
務
総
長
演
説

）
11
（

で
は
、
繰
り
返
し
「
人
間
成
就

）
11
（

」
や
「
人
間
を
回
復

）
11
（

」
ま
た
は

「
真
の
人
間
を
確
立

）
11
（

」
と
、
一
宗
門
に
留
ま
る
運
動
で
は
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
同
朋
会
運
動
と
は
、
一
人
ひ
と
り
が
信
仰
に
立

脚
す
る
真
の
人
間
と
し
て
生
き
る
全
人
類
に
向
け
た
運
動
で
あ
り
、
単
に
一
宗
門
の
復
興
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
念
を
僧

俗
問
わ
ず
徹
底
し
て
い
く
運
動
な
の
で
あ
る

）
11
（

。

　
そ
し
て
二
つ
目
に
運
動
の
地
方
移
譲
で
あ
る
。
こ
れ
は
運
動
当
初
か
ら
「
天
下
り
的
な
も
の
で
は
い
け
な
い

）
11
（

」
と
の
懸
念
が
あ
っ

た
。
宗
門
に
よ
る
行
政
指
令
の
よ
う
な
運
動
で
な
く
、
地
方
の
自
主
的
主
体
的
な
取
り
組
み
を
勧
め
て
い
る
。
そ
の
地
方
の
主
体
的
な

取
り
組
み
を
促
す
積
極
的
な
取
り
組
み
は
、
昭
和
四
一
年
の
教
化
条
例
の
改
正
と
、
翌
四
二
年
の
教
区
教
化
委
員
会
の
設
置
で
あ
る
。

教
化
条
例
は
共
同
教
化
の
強
化
と
地
方
教
化
の
充
実
が
目
指
さ
れ

）
1（
（

、
教
区
教
化
委
員
会
の
設
置
は
、
地
方
教
化
体
制
の
充
実
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
推
進
員
教
習
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
論
じ
た
い
。



四
〇

市
　
野
　
智
　
行

③
現
代
へ
の
視
点

　
同
朋
会
運
動
は
大
き
く
宗
務
機
構
を
改
正
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
の
教
団
の
在
り
方
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
り
、

宗
門
、
教
区
、
組
、
末
寺
の
関
係
性
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
契
機
で
も
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
第
一
次
五
カ
年
計
画
期
間
で
は
「
教

団
論
」
が
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
特
に
宗
教
離
れ
と
言
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
私
た
ち
は
教
団
に
所
属
す
る
者
と
し
て
、
教
団
を
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
第
一
次
五
カ
年
計
画
中
に
「
教
団
と
は
何
か
」
が
、
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
を
後
に
考
え
て
み
た
い
。

【
二
　
運
動
の
隆
盛
と
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
】

①
課
題
の
背
景

　
先
の
三
年
目
の
総
括
の
中
で
同
朋
会
運
動
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
推
進
員
教
習
に
つ
い
て
、「
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
ま
で
の
制
度
設
計
は
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
。
こ
の
点
は
や
は
り
第
一
次
五
カ
年
計
画
全
体
の
総
括
の
中
で
も
、
特
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
総
括
に
お
い
て
「
五
カ
年
間
の
歩
み
に
お
い
て
も
、
寺
で
着
実
に
動
い
て
い
る
の
は
本
廟
奉
仕
に

参
加
し
た
人
が
多
い

）
11
（

」
と
あ
り
、
奉
仕
団
や
推
進
員
教
習
に
お
け
る
本
廟
奉
仕
の
実
績
に
手
ご
た
え
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
特
伝
修
了
者
等
に
対
す
る
「
そ
の
後
」
へ
の
導
線
の
確
保
は
必
須
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
ま
た
『
点
検
資
料
』
で
も
研
修
部
の
資
料
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
奉
仕
団
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
圧
倒
的
に

多
い
。
ち
な
み
に
昭
和
三
七
年
一
月
か
ら
昭
和
四
二
年
三
月
の
期
間
中
に
お
け
る
上
山
寺
院
数
は
一
三
二
二
カ
寺
で
、
全
寺
院
数



四
一

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
） 

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

（
九
八
〇
二
）
の
一
三
・
四
％
に
上
っ
て
い
る

）
11
（

。
組
に
限
っ
て
言
え
ば
、
同
期
間
に
三
七
一
カ
組
か
ら
の
上
山
が
あ
る
。
こ
れ
は
全

四
一
八
カ
組
の
う
ち
八
八
・
七
％
の
組
か
ら
の
上
山
と
な
る

）
11
（

。
こ
の
五
年
で
同
朋
会
運
動
が
全
国
的
に
波
及
し
、
且
つ
多
く
の
寺
院
が

奉
仕
団
と
し
て
上
山
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
上
山
の
増
加
に
よ
り
同
朋
会
館
で
は
奉
仕
団
の
申
し
込

み
を
断
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況

）
11
（

に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
い
同
朋
会
館
は
昭
和
四
〇
年
に
増
築
さ
れ
、
よ
り
多
く
の
奉
仕
団
を
迎
え

入
れ
る
体
制
を
整
え
た

）
11
（

。
こ
こ
に
も
奉
仕
団
の
盛
り
上
が
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
そ
う
い
っ
た
奉
仕
団
へ
の
期
待
を
受
け
て
昭
和
四
一
年
の
新
た
な
教
化
条
例
で
は
僧
侶
・
寺
族

）
11
（

に
加
え
、
門
徒
の
す
べ
て
が

本
廟
奉
仕
に
参
加
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
奉
仕
団
を
含
め
た
推
進
員
教
習
や
特
伝
と
い
っ
た
諸
研
修
の
修
了
者

に
対
す
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、「
教
区
や
組
が
推
進
員
教
習
や
研
修
を
す
る
わ
け
で
な
し
、
特
伝
が
終
わ
っ
て
も
誰
も
バ
ッ

ク
・
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
な
い
場
合
が
多
か
っ
た

）
11
（

」
や
「
受
け
た
教
習
が
個
人
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
外
へ
出
て
こ
な
い

）
11
（

」
と
い

わ
れ
る
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
化
条
例
で
は
更
に
地
方
教
化
の
振
興
と
し
て
、
第
十
一
条
で
「
地
方
に
こ
れ
に
必

要
な
機
関
を
設
け
る

）
11
（

」
と
定
め
、
条
規
で
は
「
教
区
及
び
組
に
教
化
振
興
の
た
め
の
委
員
会
を
置
き

）
1（
（

」
と
教
化
専
門
の
委
員
会
の
設
置

を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
委
員
会
は
、
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
中
で
、
教
区
教
化
委
員
会
と
し
て
具
体
化
す
る
。
そ
の
目
的
は

「
奉
仕
団
の
帰
郷
後
の
定
着
に
重
点
を
置
く
」
と
い
う
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
へ
の
課
題
に
応
え
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

②
宗
門
の
対
応

　
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
制
度
面
で
最
も
大
き
な
改
革
は
、
こ
の
教
区
教
化
委
員
会
の
設
置
に
あ
っ
た
。
運
動
の
主
体
を
地
方
へ
移
す
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に
は
、
地
方
で
の
教
化
基
盤
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
役
割
を
教
区
教
化
委
員
会
に
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
主
に
寺

族
及
び
門
徒
の
共
同
学
習
の
場
の
確
保
と
、
地
方
に
根
差
し
た
教
化
施
策
の
立
案
促
進
に
あ
る
。
委
員
会
の
構
成
は
教
務
所
長
が
委
員

長
を
務
め
、
教
区
会
議
員
や
組
長
と
い
っ
た
役
職
者
や
、
教
導
・
坊
守
・
門
徒
・
兼
職
教
師
・
有
識
者
な
ど
委
員
長
か
ら
の
委
嘱
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
。
実
際
に
は
、
課
題
別
に
設
置
さ
れ
る
小
委
員
会
が
実
動
部
隊
と
な
る
。
た
だ
教
区
内
に
教
務
所
長
を
委
員
長
と
す
る

教
化
に
特
化
し
た
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
地
方
教
化
を
制
度
面
か
ら
も
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
小
委

員
会
の
担
う
個
別
の
事
案
に
つ
い
て
も
、
条
例
内
で
具
体
的
に
例
記
さ
れ
て
お
り

）
11
（

、
第
一
次
五
カ
年
計
画
に
お
け
る
現
実
的
な
課
題
に

対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

③
現
代
へ
の
視
点

　
現
行
の
教
化
基
本
条
例
に
お
い
て
も
、
教
区
及
び
組
に
教
化
委
員
会
が
教
化
推
進
の
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
『
宗

憲
』
で
は
教
化
委
員
会
の
組
織
や
構
成
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
細
か
な
規
程
に
つ
い
て
は
、
各
教
区
の
教
区
教
化
委
員

会
規
程
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
筆
者
が
前
稿
で
報
告
し
た
名
古
屋
教
区
の
教
化
委
員
会
規
則
を
見
て
み
た
い
。
名
古
屋
教

区
で
は
教
化
基
本
条
例
に
準
拠
し
な
が
ら
、
教
化
セ
ン
タ
ー
並
び
に
別
院
と
の
連
携
の
う
え
教
化
推
進
を
は
か
る
。
そ
の
推
進
に
あ

た
っ
て
は
、
独
自
に
総
合
調
整
局
を
設
置
し
、
教
区
全
体
の
教
化
施
策
の
拠
点
と
し
て
い
る
。
更
に
寺
院
活
性
化
支
援
部
門
（
以
下
活

性
化
部
門
）
と
広
聴
広
報
室
（
以
下
広
報
室
）
を
置
き
、
一
局
一
室
一
部
門
の
体
制
と
な
っ
て
い
る
。
活
性
化
部
門
と
広
報
室
の
具
体

的
な
施
策
に
は
触
れ
な
い
が
、
そ
の
名
の
通
り
、
寺
院
教
会
の
活
性
化
を
支
援
す
る
の
が
活
性
化
部
門
で
あ
り
、
教
化
に
関
す
る
情
報
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

を
収
集
・
整
理
・
発
信
す
る
の
が
広
報
室
の
役
割
で
あ
る
と
言
え
る
。
地
域
の
声
を
聞
き
、
共
有
し
、
教
化
施
策
に
活
か
し
て
い
く
、

活
性
化
部
門
と
広
報
室
を
両
輪
と
し
、
そ
の
ハ
ン
ド
ル
を
議
論
す
る
場
が
総
合
企
画
室
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
て
も
、
地
域
の
特
筆
に
応
じ
た
教
化
施
策
の
立
案
推
進
が
、
本
山
か
ら
教
区
教
化
委
員
会
に
求
め
ら
れ
る
役

割
で
あ
る
。
概
ね
、
昭
和
四
二
年
の
教
区
教
化
委
員
会
の
設
置
と
、
そ
の
理
念
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
一
つ
考
え
た
い
こ
と

は
、
丸
山
の
次
の
提
言
で
あ
る
。
少
し
長
い
が
、
昭
和
四
二
年
に
行
わ
れ
た
第
二
次
五
カ
年
計
画
に
つ
い
て
の
内
局
座
談
会

）
11
（

の
嶺
藤
亮

参
務
の
言
葉
を
含
め
て
引
用
し
た
い
。

地
域
・
教
区
の
〈
自
主
性
〉
は
教
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
培
養
に
拠
点
を
与
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
教
団
の
中

心
に
あ
る
人
々
も
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
深
く
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。「
地
方
に
教
化
委
員
会
を
確
立
し
、
主
体
性
を
も

た
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
大
き
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
向
に
宗
門
を
も
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
地
方
へ

お
ろ
す
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
の
教
団
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
わ
。
中
央
が
教
団
の
実
態
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
一
ケ
寺
・

一
ケ
寺
が
教
団
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
本
当
の
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
寺
づ
く
り
、
教
団
づ
く
り
で
す
」
嶺
藤
亮
参

務
の
発
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
〈
宗
門
〉
と
い
う
も
の
、
今
わ
れ
わ
れ
が
〈
教
団
〉
と
い
い
な
ら
わ
し
て
い
る
も
の

の
な
か
で
、〈
寺
〉
の
も
っ
て
い
る
意
味
、
そ
し
て
地
方
組
織
の
〈
主
体
性
〉
が
何
を
意
味
す
る
か
、
そ
れ
ら
の
事
柄
の
関
連
を

深
く
考
え
た
う
え
で
の
言
葉
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る

）
44
（

。

丸
山
は
運
動
の
主
体
を
地
方
へ
移
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
教
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
助
長
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
か
と
い
う
懸
念

を
表
明
し
て
い
る
。
丸
山
が
言
う
教
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
ど
う
い
っ
た
意
味
か
。
そ
し
て
、
教
団
が
地
方
の
自
主
性
を
訴
え
る
こ
と



四
四

市
　
野
　
智
　
行

が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
危
う
さ
を
併
せ
持
つ
の
か
。
既
述
の
如
く
、
現
代
も
ま
た
強
く
地
方
の
自
主
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
丸

山
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
後
に
取
り
上
げ
て
論
究
し
た
い
。

【
三
　
育
成
員
】

①
課
題
の
背
景

　
育
成
員
（
住
職
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
五
カ
年
計
画
中
、
い
た
る
所
で
課
題
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
た
三
年
目
の
総
括
の
中

で
も
、「
育
成
員
へ
の
不
信
と
自
信
喪
失
の
問
題
」
と
し
て
議
論
す
べ
き
課
題
と
な
っ
て
い
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
育
成
員
の
課
題
に
つ
い

て
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
り
、
一
つ
は
育
成
員
の
自
信
の
喪
失
、
二
つ
に
は
育
成
員
の
僧
風
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
育
成
員
と
は
、
真
宗
同
朋
会
条
例
に
よ
る
と
、「
住
職
・
教
会
主
管
者
を
も
っ
て
充
て
、
同
朋
の
会
及
び
会
員
の
育
成
に

当
た
る
も
の
と
す
る

）
11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
朋
会
の
立
ち
上
げ
と
会
員
の
「
育
成
」
に
そ
の
名
の
由
来
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
朋
会
を

先
導
す
る
役
割
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
の
育
成
員
か
ら
は
「
住
職
は
皆
同
朋
会
を
や
り
た
い
が
、
し
か
し
、
ど
う
も
自
分
で
は

ひ
っ
ぱ
っ
て
ゆ
け
な
い
と
い
う
人
が
多
い
よ
う
で
す

）
11
（

」
や
「
実
際
、
育
成
員
（
住
職
）
が
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
の
方
が
か
え
っ
て
う

ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね

）
11
（

」
と
の
声
が
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
ど
う
い
っ
た
具
体
的
な
問
題
が

横
た
わ
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
次
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
。

第
一
次
五
カ
年
計
画
を
終
わ
っ
て
の
問
題
点
で
す
が
、
一
番
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
伝
で
も
同
朋
の
会
に
お
い
て
も
で
す

が
問
う
も
の
と
答
え
る
も
の
が
ズ
レ
て
い
る
。
接
点
が
な
い
た
め
に
対
話
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね

）
49
（

。
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

あ
る
い
は
、

大
衆
生
活
の
実
感
が
う
す
い
か
ら
話
し
て
い
て
も
対
話
に
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
住
職
も
坊
守
も
自
信
を
失
う

）
50
（

。

と
の
指
摘
で
あ
る
。
同
朋
会
と
は
「
僧
俗
一
体
の
道

）
1（
（

」
の
実
践
で
あ
り
、
育
成
員
は
改
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
門
徒
と
向
き
合
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
「
門
徒
の
人
の
意
欲
と
い
う
も
の
が
、
住
職
が
考
え
て
い
る
以
上
の
も
の
を
も
っ
て
い
る

）
11
（

」
こ
と
と
対
峙
す
る
。
そ
の

時
、
そ
の
熱
意
と
意
欲
を
前
に
「
自
分
が
人
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
ゆ
く
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
自
信
が
な
く
な
る

）
11
（

」
の
で
あ
る
。
同
朋

会
運
動
に
よ
っ
て
沸
き
起
こ
っ
た
熱
量
を
前
に
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
力
が
な
い
こ
と
に
自
信
を
喪
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

同
朋
会
で
は
住
職
は
育
成
員
と
し
て
の
役
割
を
担
う
反
面
、
必
ず
し
も
代
表
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
育
成
員
に
つ
い
て
の
規

定
も
特
に
具
体
的
な
指
示
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
同
朋
の
会
は
、
住
職
不
在
で
あ
っ
て
も
特
に
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ

る
）
11
（

。
こ
の
点
も
自
信
喪
失
の
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
そ
し
て
自
信
の
喪
失
の
も
う
一
面
は
、

壮
年
の
人
た
ち
は
寺
の
経
済
機
構
、
寺
の
あ
り
方
ま
で
つ
き
あ
げ
て
く
る

）
55
（

と
あ
る
よ
う
に
、
寺
族
の
生
活
や
寺
院
運
営
と
い
っ
た
、
暮
ら
し
の
基
盤
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
自
信
の
喪
失
で
あ
る

）
11
（

。

こ
れ
は
育
成
員
の
僧
風
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
僧
風
と
い
う
言
葉
は
、
育
成
員
へ
の
不
信
と
い
う
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
た
と
え
ば
、
昭
和
四
〇
年
に
行
わ
れ
た
内
局
座
談
会
で
は
、「
坊
主
は
坊
主
ら
し
く
、
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
な

）
11
（

」
と
も
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
非
僧
な
姿
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
育
成
員
の
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
、
宗
門
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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②
宗
門
の
対
応

　
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
中
心
施
策
の
一
つ
に
「
育
成
員
・
推
進
員
の
研
修
を
強
化
し
一
貫
性
を
持
た
せ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
昭
和

四
二
年
に
新
た
に
研
修
条
例
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
研
修
条
例
は
昭
和
三
二
年
の
学
事
条
例
の
補
習
教
育
を
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
従
来
の
補
習
教
習
で
は
「
僧
侶
・
教
師
・
寺
族
及
び
門
徒
を
育
成
し
、
教
養
の
向
上
を
は
か
る
た
め

）
11
（

」
と
一
つ
の
条
文
の
中
で
、

僧
侶
、
教
師
、
寺
族
、
門
徒
の
育
成
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
研
修
条
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
研
修
目
的
を
個
別
に
記

し
て
い
る
。
具
体
的
な
施
策
内
容
に
つ
い
て
は
、
研
修
条
例
施
行
条
規
に
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
今
日
行
わ
れ
て
い

る
住
職
修
習
も
こ
の
研
修
条
例
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
研
修
条
例
は
あ
く
ま
で
も
第
二
次
五
カ
年
計
画
に

向
け
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
育
成
員
へ
の
対
応
は
、
既
に
第
一
次
五
カ
年
計
画
中
か
ら
様
々
な
形
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
一
つ
が
育
成
員
の
共
同
学
習
で
あ
る
。
昭
和
三
八
年
の
総
長
演
説
の
中
で
も
、
育
成
員
の
再
教
育
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ

）
11
（

、

翌
三
九
年
の
研
修
総
合
計
画
で
は
、
特
伝
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
、
育
成
員
の
共
同
学
習
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
特
伝
の
完

成
年
度
と
も
言
え
る
昭
和
四
〇
年
の
総
合
研
修
計
画
の
概
要
の
中
に
は
、「
本
年
度
は
育
成
員
の
研
修
に
重
点
を
お
い
て
、
計
画
せ
ら

れ
た

）
11
（

」
と
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
伝
道
研
修
会
や
同
朋
会
指
導
研
修
会
、
あ
る
い
は
声
明
講
習
会
の
中
で
育
成
員
の
共
同
学
習
の
場
が

持
た
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
1（
（

。
ま
た
後
に
触
れ
る
が
『
真
宗
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
「
住
職
登
場
」
も
こ
の
年
の
八
月
か
ら
シ
リ
ー
ズ

化
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
昭
和
四
一
年
は
新
た
に
育
成
員
特
伝
が
実
施
さ
れ
る
。
そ
の
名
の
通
り
育
成
員
を
対
象
と
し
た
特
別
伝
道
で
あ
り
、
そ
の
目

標
は
四
点
（
組
内
寺
院
の
連
携
、
育
成
員
の
共
同
学
習
、
寺
院
の
実
状
に
基
づ
い
た
特
伝
の
実
施
、
同
朋
会
の
推
進
）
あ
る

）
11
（

。
主
に
特



四
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共
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に
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い
て
の
考
察
（
下
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

伝
の
前
後
に
行
わ
れ
、
従
来
の
事
前
協
議
会
が
育
成
員
特
伝
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
育
成
員
特
伝
は
、
特
伝
の
充
実
化
（
事
前
準
備
と

事
後
反
省
）
と
育
成
員
の
共
同
学
習
へ
の
足
掛
か
り
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
育
成
員
を
含
め
た
研
修

が
、
翌
年
の
研
修
条
例
と
し
て
整
備
・
強
化
さ
れ
て
い
く
。

　
で
は
、
育
成
員
の
共
同
学
習
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か

）
11
（

。
育
成
員
特
伝
が
共
同
学
習
へ
の
導
入

剤
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
同
学
習
と
は
育
成
員
か
ら
自
主
的
に
立
ち
上
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

学
習
会
の
持
ち
方
な
ど
は
様
々
で
、
組
を
単
位
と
し
た
も
の
や
地
域
の
有
志
に
よ
る
も
の
な
ど
多
様
で
あ
る
。
学
習
内
容
も
聖
教
の
輪

読
や
講
師
を
招
い
て
の
講
義
な
ど
、
一
様
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
学
習
形
態
や
学
習
内
容
よ
り
も
、
共
同
学
習
の
場
が
育
成
員
に
よ
っ

て
自
主
的
に
開
か
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
願
い
は
、
住
職
の
共
同
学
習
ル
ポ
を
み
て
も
よ
く
表
れ
て

い
る
。
ど
の
よ
う
に
共
同
学
習
が
立
ち
上
が
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
継
続
し
て
い
く
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
「
や
は
り
住
職
の

や
る
気
に
た
よ
る
ほ
か
に
道
は
な
い
よ
う
だ

）
11
（

」
や
「
根
本
的
に
は
、
会
を
続
け
る
の
は
住
職
間
の
意
欲
に
か
か
わ
っ
て
く
る

）
11
（

」
と
い
う

言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
が
、
最
大
の
課
題
は
そ
の
意
欲
の
継
続
に
あ
る
。
そ
し
て
、
継
続
に
必
要
な
も
の
こ
そ
が

「
共
同
」
の
場
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
共
同
学
習
の
場
は
、
自
己
研
鑽
の
場
で
あ
り
な
が
ら
、
情
報
の
共
有
や
自
己
点
検
の
場
と
も
な
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
住
職
と

し
て
の
在
り
方
を
見
直
す
場
で
も
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
僧
風
の
課
題
に
も
応
え
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
僧
風
に
つ
い

て
は
「
僧
風
と
し
て
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
基
本
を
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
確
立
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん

）
11
（

」
と
し
て
、『
真
宗
』
で
も

「
住
職
登
場

）
11
（

」
な
ど
を
企
画
し
て
「
真
宗
の
僧
風
は
ど
う
あ
っ
た
ら
い
い
か

）
11
（

」
を
模
索
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。



四
八
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野
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そ
し
て
も
う
一
つ
育
成
員
に
関
わ
る
対
策
が
、
新
た
な
「
人
」
の
発
見
と
養
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
に
大
谷
大
学
に
求
め
ら
れ
て

い
く
。
丸
山
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
第
二
次
計
画
の
な
か
で
問
題
と
な
る
の
は
人
材
養
成
へ
の
強
い
願
望
で
あ
る
。
今
ま
で
「
同
朋
の

会
」
運
動
で
あ
ま
り
注
目
を
集
め
な
か
っ
た
大
谷
大
学
の
位
置
が
、
そ
の
意
味
で
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
感
が
あ
る

）
11
（

」

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
し
た
い
。

③
現
代
へ
の
視
点

　
僧
侶
の
自
信
の
喪
失
と
僧
風
の
乱
れ
と
い
う
当
時
の
課
題
は
変
わ
る
こ
と
な
く
現
代
に
も
当
て
は
ま
る
。
五
カ
年
計
画
期
間
中
に

は
、
同
じ
悩
み
を
抱
え
て
い
る
住
職
や
僧
侶
の
声
が
沢
山
綴
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
共
同
教
化
に
対
す
る
声
も
多
く
収
録
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
「
住
職
登
場
」（
昭
和
四
一
年
二
月
）
で
は
、
共
同
教
化
の
実
動
例
を
通
し
て
「
決
し
て
ヤ
リ
テ
の
住
職
が
引
っ
ぱ
っ

て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ハ
デ
な
催
し
も
の
を
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
ど
う
に
か
住
職
ど
う
し
が
手
を
に
ぎ
っ
て
励
ま
し
合
っ
て

い
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る

）
11
（

」
と
住
職
か
ら
の
聞
き
取
り
を
通
し
て
レ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
「
住
職
登
場
」
や

「
私
の
発
言
」
な
ど
で
語
ら
れ
て
い
る
当
時
の
人
々
の
声
を
一
つ
一
つ
拾
い
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
思
い
や
願
い
に
学
ん
で
い
く
こ
と
が

必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
同
時
期
に
大
谷
大
学
は
「
宗
教
教
化
学
研
究
会
」
を
学
内
に
設
置
し
、
教
化
伝
道
に
関
す
る
意
欲
的
な
立
場
を
み
せ
て
い

る
。
わ
ず
か
四
年
で
研
究
会
が
終
了
し
た
こ
と
も
あ
り
、
今
日
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
特
色
豊
か
な
研
究
会
で
あ
り
、
学

ぶ
べ
き
こ
と
は
多
い
。



四
九

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

　
以
上
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
受
け
、
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
基
本
理
念
を
三
点
よ
り
考
察
し
た
。
各
節
で
の
内
容
を
ふ
ま

え
、「
教
団
と
は
何
か
」「
教
区
教
化
委
員
会
設
立
の
願
い
」「
人
材
の
養
成
と
大
谷
大
学
」
の
三
点
を
課
題
別
に
取
り
上
げ
、
一
つ
一

つ
を
検
討
し
た
い
。

三
　
教
団
と
は
何
か

　
同
朋
会
運
動
と
は
「
人
類
に
捧
げ
る
教
団

）
1（
（

」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
「
わ
れ
わ
れ
の
教
団
は
、
必
然
的
に
教
団
の
近
代

的
脱
皮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

」
と
い
う
使
命
を
も
っ
た
運
動
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
運
動
の
中
で
必
然
的
に
「
教
団
と
は
何

か
」
と
い
う
大
き
な
命
題
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
体
質
改
善
や
組
織
改
編
と
い
っ
た
組
織
論
と
し
て
も
、
ま
た
「
私

に
と
っ
て
教
団
と
は
」
と
い
う
内
観
的
思
考
性
を
も
つ
よ
う
な
問
い
と
し
て
も
、
一
人
ひ
と
り
が
向
き
合
う
こ
と
と
な
っ
た
。『
真
宗
』

で
は
、
昭
和
三
九
年
か
ら
翌
四
〇
年
ま
で
、「
教
団
に
つ
い
て
」
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
の
も
の
七
名
の
研
究
者
の
教
団
論
を
掲
載
し
て

い
る

）
11
（

。
ま
た
同
じ
く
昭
和
四
〇
年
に
は
「
教
団
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
を
テ
ー
マ
に
座
談
会
も
行
っ
て
い
る

）
11
（

。

　
こ
こ
で
は
「
教
団
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
明
確
な
回
答
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
論
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
通
し

て
、
我
々
が
「
教
団
論
」
を
考
え
て
い
く
上
で
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
視
点
を
三
点
示
し
た
い
。



五
〇

市
　
野
　
智
　
行

三
―
一
　
教
団
と
宗
門

　
教
団
の
組
織
的
な
側
面
を
考
え
る
中
で
、「
宗
門
」
と
「
教
団
」
と
い
う
言
葉
が
混
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
現
代

も
同
じ
で
、
そ
こ
に
厳
密
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
少
な
い

）
11
（

。
先
の
「
教
団
に
つ
い
て
」
の
寄
稿
文
の
中
で
も
「
宗
門
」

と
「
教
団
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
僅
か
に
曽
我
量
深
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
つ
の
宗
門
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
を
取
っ
た
と
き
に
、
も
は
や
変
質
し
た
。
宗
門
の
か
た
ち
を
取
ら
な
い
と
き
は
御
同
朋
御
同

行
だ
っ
た
が
、
も
う
宗
門
の
か
た
ち
を
取
っ
た
と
き
に
は
、
も
は
や
御
同
朋
御
同
行
じ
ゃ
な
く
な
っ
た

）
76
（

。

こ
こ
で
は
「
教
団
」
と
「
宗
門
」
の
言
葉
の
定
義
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
教
団
と
い
う
と

き
に
は
同
朋
教
団
あ
る
い
は
僧
伽
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
同
朋
教
団
に
つ
い
て
は
次
項
に
て
論
じ
る
が
、
曽
我
は
教

団
を
僧
俗
の
隔
て
な
く
、
指
導
者
の
争
い
の
な
い
、
誰
も
が
「
親
友
」
た
り
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
教
団

も
維
持
運
営
、
あ
る
い
は
信
仰
醸
成
を
は
か
る
た
め
に
は
、
同
朋
会
運
動
の
よ
う
な
運
動
も
必
要
と
な
る
。
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
つ

つ
）
11
（

、「
何
か
宗
門
の
組
織
と
か
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て

）
11
（

」
と
言
う
よ
う
に
、
集
団
を
動
か
し
て
い
く
「
組
織
」
に
力
点
を
置
く
場
合

に
「
宗
門
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
全
人
類
に
開
か
れ
た
信
仰
共
同
体
と
し
て
教
団
で
な
く
、
よ
り
狭
義
な
「
真
宗

大
谷
派
」
と
い
う
教
団
―
こ
れ
を
宗
門
と
い
う
―
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
の
言
説
を
見
る
と
、
圧
倒
的
に
「
教
団
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
教
団
は
同
朋
教
団
、
あ
る

い
は
僧
伽
と
し
て
の
教
団
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
そ
の
「
教
団
論
」
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
そ
の
運
動
が
宗
門
（
大
谷
派

教
団
）
に
よ
る
施
策
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
も
抱
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
の
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
訓
覇
信
雄
は
次
の
よ
う
に
回
顧
し



五
一

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
） 

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

て
い
る
。

教
団
の
関
係
に
限
定
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
人
類
に
開
か
れ
た
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
根
源
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
親
鸞
は

別
に
大
谷
派
教
団
の
所
有
物
で
は
な
い
。
真
宗
と
い
う
の
は
全
衆
生
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
寺
檀
関
係
の
枠
を

破
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
本
山
に
お
る
時
い
ろ
い
ろ
考
え
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
ん
だ
ね
。
本
願
寺
教
団
だ
け
が

安
泰
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
な
い
か

）
79
（

。

同
朋
教
団
の
実
現
と
い
う
理
想
を
か
か
げ
、
そ
の
僧
伽
の
一
人
た
ら
ん
と
す
る
中
で
、
「
宗
門
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
教
団
に
身
を
お

く
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
現
実
は
同
朋
教
団
と
い
う
理
想
を
か
か
げ
る
中
で
突
き
つ
け
ら
れ
る
現
実
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
教
団
と
は
何
か
」
を
一
人
ひ
と
り
の
対
峙
す
べ
き
課
題
と
し
て
表
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
同
朋
会
運
動
の
功
績
が
あ
る
。

　
で
は
「
同
朋
教
団
」
と
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
具
体
性
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
訓
覇
が
い
う
「
宗
門
の
持
つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と

は
、
先
の
丸
山
の
懸
念
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
丸
山
は
運
動
や
教
化
主
体
の
地
方
移
行
施
策
に
つ
い
て
、「
教
団
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
培
養
」
と
厳
し
く
指
摘
す
る
。
今
、
ま
さ
し
く
地
方
の
自
主
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
況
の
中
で
、
こ
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
べ

き
こ
と
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

三
―
二
　
同
朋
教
団
と
は

　
教
団
論
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
先
行
研
究
は
数
多
く
あ
る

）
11
（

。
た
だ
し
、
第
一
次
五
カ
年
計
画
中
に
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
今
回
は
先
の
七
名
の
寄
稿
文
と
座
談
会
記
録
に
資
料
を
限
定
し
て
、
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当
時
の
「
同
朋
教
団
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
尋
ね
て
み
た
い
。

　
さ
て
、「
同
朋
教
団
」
と
は
ど
の
よ
う
な
教
団
を
い
う
の
か
。
面
白
い
こ
と
に
、
寄
稿
文
の
各
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
同
朋
教
団
の
教

学
的
根
拠
を
述
べ
、
続
け
て
そ
の
今
日
的
あ
り
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
止
め
の
中
で
独
自
の
表
現
方
法
を
も
っ
て
表
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
座
談
会
の
中
で
は
、『
歎
異
抄
』「
第
六
章
」
や
『
御
文
』
一
帖
目
一
通
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
「
如
来
の
教
団

）
1（
（

」
と
お

さ
え
、
そ
の
中
で
僧
侶
の
姿
勢
が
議
論
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
寄
稿
文
で
は
『
大
経
』「
東
方
偈
」
や
『
教
行
信
証
』
の
末
尾
に
引
用

さ
れ
る
『
安
楽
集
』
の
一
節
、
あ
る
い
は
「
真
仏
土
巻
」
所
引
の
『
論
註
』
の
文
に
そ
の
根
拠
を
見
出
し
て
い
く
。
更
に
は
、
親
鸞
の

非
僧
非
俗
の
精
神
や
真
化
分
判
に
教
団
の
在
り
方
を
問
い
返
す
も
の
な
ど
、
多
様
で
あ
る
。
同
朋
教
団
と
は
上
記
の
よ
う
な
根
拠
を
も

ち
な
が
ら
、
総
じ
て
「
世
界
に
も
っ
と
も
開
け
た
徹
底
解
放
の
如
来
の
教
団

）
11
（

」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
言
葉
だ
け
を
取
れ
ば
、
や
や
非
現
実
的
な
理
想
を
語
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
七
人
の

寄
稿
者
は
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
よ
り
身
に
引
き
寄
せ
た
言
葉
で
、
同
朋
教
団
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。

・
い
ち
ば
ん
の
無
理
の
な
い
教
団
の
す
が
た
で
し
ょ
う
。（
中
略
）
み
ん
な
が
互
い
に
手
を
と
っ
て
い
く
。
安
心
と
い
う
の
は
そ

う
い
う
暖
か
い
一
つ
の
世
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
和
の
世
界
で
あ
り
ま
す

）
83
（

。

・「
あ
り
が
と
う
・
す
み
ま
せ
ん
」
の
中
へ
お
さ
め
て
い
く
と
い
う
方
向
、
そ
れ
が
教
団
と
し
て
欲
し
い
と
思
う
ん
で
す

）
84
（

。

・
人
間
を
成
就
す
る
契
機
と
し
て
の
場

）
85
（

・
南
無
阿
弥
陀
仏
の
純
粋
の
御
法
り
に
統
理
せ
ら
れ
た
る
僧
伽

）
86
（



五
三

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
） 

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

・
ど
こ
ま
で
も
、
い
ま
、
こ
こ
に
お
け
る
自
己
の
問
題
と
し
て
、
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
（
と
い
う
教
団

）
87
（

）

・
世
の
中
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
の
た
め
に
念
仏
せ
よ
、
布
教
せ
よ
。
こ
の
親
鸞
の
言
葉
を
現
代
社
会
の
念
仏
者
は
お
の
れ

の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る

）
88
（

。

・
教
団
と
は
、
本
来
三
宝
が
そ
こ
に
円
満
成
就
し
て
い
る
場
所
で
す
。
世
の
真
宝
と
し
て
、
衆
生
の
帰
依
処
と
な
る
も
の
で
す

）
89
（

。

・
深
い
人
間
理
解
に
た
つ
あ
た
た
か
さ

）
90
（

そ
の
教
団
は
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
世
界
、
あ
た
た
か
さ
の
あ
る
教
団
で
あ
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
私
た
ち
も
ま
た
現
代
に
お
け
る
「
同
朋
教
団
」
を
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
ど
う

い
う
教
団
で
あ
っ
て
ほ
し
い
の
か
、
そ
の
こ
と
を
出
発
点
し
つ
つ
、
そ
の
同
朋
教
団
を
担
う
一
人
で
あ
る
こ
と
を
、
先
人
の
言
葉
か
ら

教
え
ら
れ
る
。

三
―
三
　
丸
山
の
指
摘
に
つ
い
て

　
教
団
論
の
結
び
に
、
丸
山
の
指
摘
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
丸
山
は
、
第
二
次
五
カ
年
計
画
で
、
運
動
の
地
方
移
行
に
対
し
て
、

地
域
・
教
区
の
〈
自
主
性
〉
は
教
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
培
養
に
拠
点
を
与
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か

）
91
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
丸
山
が
こ
う
指
摘
す
る
背
景
に
は
、
同
朋
会
運
動
が
ま
さ
に
同
朋
教
団
を
目
指
す
運
動
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ

は
宗
門
と
し
て
の
教
団
か
ら
の
同
朋
教
団
へ
の
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
運
動
で
あ
る
限
り
、
宗
門
と
い
う
組
織
無
く

し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
教
団
改
革
を
目
指
し
な
が
ら
、
そ
の
改
革
を
教
団
と
言
う
名
の
宗
門
が
担
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
つ
の
矛



五
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盾
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
朋
会
運
動
と
は
、

〈
真
宗
〉
と
い
う
存
在
が
、
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
た
か
た
ち
で
〈
同
朋
教
団
〉
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
か
ど
う
か

）
92
（

の
闘
い
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
門
は
常
に
こ
の
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
の
緊
張
関
係
の
中
で
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
宗
門
と
し
て
の
教
団
に
比
重
が
傾
け
ば
、
同
朋
会
運
動
の
理
念
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
朋
教
団
を
旗
印
に
、

地
方
の
自
主
性
に
の
み
運
動
の
発
展
を
任
せ
る
な
ら
ば
、
運
動
の
推
進
力
は
失
わ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
宗
門
を
超
え

た
同
朋
教
団
（
真
宗
の
僧
伽
）
を
志
向
し
な
が
ら
、
宗
門
人
で
あ
る
身
を
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
こ
そ
が
、
一
人
ひ

と
り
の
運
動
の
原
動
力
と
な
り
推
進
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
丸
山
は
手
放
し
に
地
方
の
自
主
性
を
進
め
る
当
時
の
状
況
の
中
で
、
そ
の

運
動
に
向
か
う
姿
勢
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
結
局
は
教
団
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
教
団
の
実
態
を
認
識
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
理
念
と
現
実
の
ど
ち
ら
に
傾
い
て
も
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
は
、「
私
だ
け
」「
私
の
寺
だ
け
」「
私
の
組
だ
け
」「
私

の
教
区
だ
け
」「
宗
門
だ
け
」
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
埋
没
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
は
、

す
べ
て
の
宗
門
に
属
す
る
者
は
、
常
に
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
く
し
、
同
朋
社
会
の
顕
現
に
努
め
る

）
93
（

と
い
う
『
宗
憲
』
の
前
文
を
前
に
、
宗
門
に
属
し
な
が
ら
同
朋
社
会
の
顕
現
を
目
指
す
者
と
し
て
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
に
身
を
置
い
て
い

る
こ
と
を
ど
れ
だ
け
認
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
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五

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
） 

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

四
　
教
区
教
化
委
員
会
設
立
の
願
い

　
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
地
方
移
譲
に
際
し
、
教
区
や
組
の
運
動
を
推
進
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
教
区
教
化
委
員
会
で
あ

る
。
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
反
省
に
立
っ
た
新
た
な
教
化
体
制
の
構
築
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
前
年
の
教
化
条
例
の
内

容
を
整
備
し
、
教
区
教
化
委
員
会
規
程
と
し
て
強
化
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

　
教
化
委
員
会
の
目
的
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「
教
化
に
関
す
る
企
画
、
研
鑽
、
そ
の
他
必
要
な
事
業
を
行
う
た
め

）
11
（

」
で

あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
業
務
は
二
項
よ
り
な
る
。

一
　
僧
侶
、
寺
族
及
び
門
徒
の
学
習
強
化
の
事
業
計
画
に
関
す
る
事
項

二
　
組
又
は
地
域
の
実
情
に
適
応
す
る
教
化
方
策
に
関
す
る
事
項

）
95
（

で
あ
る
。
第
一
項
は
「
人
」
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
第
二
項
は
地
域
や
組
の
中
で
の
「
場
」
を
創
造
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
地
域
で
の
教
化
施
策
の
立
案
だ
け
が
目
的
で
な
く
、「
単
な
る
審
議
機
関
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
教
区
の
主
体
性
に

も
と
づ
い
た
教
化
の
強
力
な
実
動
機
関
と
し
て
の
願
い
が
大
き
く
か
け
ら
れ
て
い
る

）
11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
実
動
で
き
る
機
関
と
し
て
期
待

が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
さ
て
、
そ
の
教
化
委
員
会
の
特
徴
を
考
え
て
い
く
上
で
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
教
学
委
員
会
と
の
比
較
で
あ
る
。
こ
の
教
化
委

員
会
は
「
従
来
の
教
学
委
員
会
に
か
わ
る
こ
の
教
区
教
化
委
員
会
に
つ
い
て

）
11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
教
学
委
員
会
に
変
わ
る
も
の
と
し
て
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設
置
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
教
学
委
員
会
と
教
化
委
員
会
の
違
い
を
見
て
い
き
た
い
。

　
教
学
委
員
会
は
昭
和
二
五
年
に
教
育
制
度
、
学
事
振
興
、
教
化
方
策
を
根
本
的
に
検
討
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
委
員
会
で
あ
る
。

教
学
委
員
会
規
程
の
第
一
条
（
目
的
）
に
、「
教
学
委
員
会
は
本
派
の
教
育
制
度
、
学
事
奨
励
及
び
布
教
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項
を

調
査
審
議
す
る

）
11
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
教
学
の
「
参
謀
本
部
的

）
11
（

」
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
宗
務
総
長
が
副
委
員
長
は
教
学
局
長
（
昭
和
三
九
年
に
参
務
へ
改
正
）
が
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
区
や

組
を
単
位
と
し
た
委
員
会
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
で
、
教
区
教
化
委
員
会
は
、
そ
の
名
の
通
り
教
区
を
主
体
に
教
化
施
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
教
学
委

員
会
で
は
調
査
審
議
を
主
と
す
る
機
関
で
あ
っ
た
が
、
教
化
委
員
会
は
よ
り
実
効
性
・
実
動
性
の
高
い
機
関
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

実
動
性
は
、
教
化
委
員
会
の
根
っ
こ
を
支
え
る
「
組
」
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
教
化
委
員
会
は
更
に
五
つ
の
小
委
員
会
に
分
け

ら
れ
（
寺
族
研
修
小
委
員
会
、
門
徒
研
修
小
委
員
会
、
青
少
年
教
化
小
委
員
会
、
社
会
教
化
小
委
員
会
、
組
織
拡
充
小
委
員
会
）
連
動

し
な
が
ら
も
対
象
別
に
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
教
化
体
制
の
一
元
化
が
図
ら
れ
つ
つ
、
寺
院
・
教
会
―
組
―
教
区
―
本
山
が
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
で
つ
な
が
る
こ
と
で
、
実

働
的
な
教
化
活
動
が
行
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
縦
横
に
密
な
連
携
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
「
組
」
の
存

在
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
風
通
し
よ
く
声
の
出
し
合
え
る
組
織
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
こ
れ
は
共
同
教
化

に
お
け
る
寺
院
や
組
の
在
り
方
に
も
共
通
す
る
課
題
で
あ
る
。「
一
カ
寺
一
カ
寺
と
結
び
つ
い
た
生
き
た
働
き

）
（11
（

」
を
も
つ
た
め
の
教
区

で
あ
り
、
組
で
あ
り
、
委
員
会
で
あ
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
教
化
委
員
会
の
立
ち
上
げ
に
際
し
、
実
働
的
な
委
員



五
七

共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
） 

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

会
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

委
員
会
と
組
の
有
機
的
連
携
を
保
持
す
る
た
め
に
は
部
門
別
に
組
委
員
と
の
連
絡
協
議
会
を
も
ち
、
常
に
組
の
活
動
を
推
進
す
る

よ
う
努
め
る
と
共
に
問
題
の
提
起
を
求
め
る
一
方
教
区
事
業
の
参
加
奨
励
、
主
旨
徹
底
は
組
委
員
を
と
お
し
て
各
寺
院
に
浸
透
せ

し
め
、
ひ
い
て
は
各
種
の
講
習
会
、
研
修
会
の
参
加
者
は
組
に
帰
っ
て
復
習
的
反
省
会
を
も
っ
て
不
参
者
に
も
研
修
内
容
を
知
ら

し
め
、
問
題
点
の
究
明
に
ま
で
及
ぶ
程
の
熱
意
と
努
力
を
具
現
す
る
ま
で
に
成
長
し
て
ほ
し
い
も
の
と
願
っ
て
い
る

）
101
（

。

ま
さ
に
現
代
へ
の
提
言
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
熱
意
と
努
力
」
を
必
要
と
す
る
場
所
に
足
を
踏
み
入
れ
る
か
否

か
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
へ
問
い
か
け
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

五
　
人
材
の
養
成
と
大
谷
大
学

　
育
成
員
に
関
し
て
は
第
一
次
五
カ
年
計
画
中
、
常
時
、
課
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
同
朋

会
運
動
に
お
け
る
育
成
員
の
活
動
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
そ
の
点
か
ら
も
、
育
成
員
特
伝
や
共
同
学
習
な
ど
、
育
成
員
に
向

け
た
各
種
研
修
を
実
施
し
、
問
題
点
の
克
服
を
目
指
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
施
策
は
あ
く
ま
で
住
職
と
し
て
現
場
の
最
前
線
に

立
つ
育
成
員
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
。
次
世
代
を
担
う
「
同
朋
会
運
動
推
進
の
人
間
を
産
み
出
す

）
（11
（

」
意
味
で
の
「
人
の
養
成
」
は
、
や

は
り
大
谷
大
学
が
担
う
べ
き
場
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た

）
（11
（

。
た
だ
し
、
宗
門
の
思
惑
と
大
谷
大
学
の
受
け
止
め
方
に
は
温
度
差
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
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第
一
次
五
カ
年
計
画
中
の
各
年
の
宗
務
総
長
演
説
で
は
、
必
ず
「
大
谷
大
学
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
宗
門
か
ら
見
た
大
谷
大

学
と
は
「
真
宗
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
優
れ
た
人
材
の
育
成
を
は
か
り
、
外
に
は
広
く
世
界
文
化
へ
の
寄
与
貢
献
す
る
と
こ
ろ
に
宗
門

大
学
と
し
て
の
本
学
の
使
命

）
（11
（

」
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
同
朋
会
運
動
の
最
中
で
は
、
殊
に
運
動
を
担
う
人
材
の
養
成
が
求
め
ら
れ
て

い
た
と
言
え
る

）
（11
（

。

　
し
か
し
、
大
学
側
は
や
や
異
な
っ
た
受
け
止
め
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
大
谷
大
学
を
語
る

）
（11
（

」
と
い
う
座
談
会
で
は
、
宗
門
の
人

材
養
成
に
対
し
て
、「
同
朋
会
運
動
の
人
材
が
欲
し
い
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
こ
と
は
本
山
で
要
請
す
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
を
大
学

に
要
請
し
な
い
方
が
い
い
と
思
う
ん
で
す
よ

）
（11
（

」
と
述
べ
て
い
る
し
、
ま
た
昭
和
四
〇
年
に
行
わ
れ
た
教
団
人
の
養
成
に
関
す
る
座
談
会

で
も
、
運
動
に
限
定
さ
れ
る
人
材
の
養
成
に
は
や
や
消
極
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

）
（11
（

。
こ
の
よ
う
に
宗
門
と
大
学
の
温
度
差
は
あ
る
も

の
の
、
当
時
の
育
成
員
の
問
題
に
対
す
る
危
機
感
は
、
次
世
代
の
人
材
養
成
へ
と
展
開
し
、
そ
の
養
成
の
場
と
し
て
の
期
待
が
大
谷
大

学
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
注
目
し
た
い
の
が
、
昭
和
四
一
年
に
大
谷
大
学
内
に
設
置
さ
れ
た
「
宗
教
教
化
学
研
究

会
」
で
あ
る
。
前
年
（
昭
和
四
〇
年
）
の
秋
か
ら
学
内
で
「
教
化
学
」
の
重
要
性
が
議
論
さ
れ
、
全
学
的
な
課
題
と
し
て
受
け
止
め
、

各
学
科
専
攻
に
教
化
学
に
関
連
す
る
講
義
を
設
け
た
。
ま
た
、
学
外
か
ら
講
師
を
招
聘
し
公
開
研
究
会
を
開
催
す
る
な
ど
意
欲
的
取
り

組
み
を
し
て
い
る

）
（11
（

。
た
だ
し
、
本
研
究
会
は
紀
要
を
三
号
発
行
し
、
昭
和
四
四
年
に
終
焉
し
て
い
る
。
研
究
会
終
了
の
理
由
は
定
か
で

は
な
い
が
、
木
越
康
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
学
闘
争
の
影
響
が
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
（（1
（

。
ま
た
木
越
は
、
研
究
会
の
持

つ
方
向
性
が
当
時
の
大
学
闘
争
の
運
動
と
は
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
学
闘
争
は
学
生
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

主
体
の
大
学
で
あ
る
こ
と
を
取
り
戻
す
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
門
に
対
す
る
運
動
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
研
究
会
は
よ
り
よ

き
宗
門
人
を
養
成
す
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
研
究
会
終
了
の
内
的
要
因
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
見
方
を

変
え
れ
ば
、
本
研
究
会
が
そ
の
立
ち
上
げ
時
期
や
活
動
内
容
か
ら
し
て
、
宗
門
の
人
材
養
成
を
少
な
か
ら
ず
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
表

し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
研
究
会
の
活
動
等
を
細
部
に
わ
た
り
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
以
下
に
い
く
つ
か
の
特
徴
を
提
示
し
、
本
研
究
会
の
特
色

と
、
そ
の
願
い
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
一
つ
に
「
宗
教
教
化
学
研
究
会
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
紀
要
』
第
一
号
の
「
は
し
が
き
」
の
中
で
、
安
藤
俊
雄

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

適
当
な
名
称
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
、
協
議
の
結
果
、
し
ば
ら
く
暫
定
的
に
宗
教
教
化
学
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た

）
111
（

。

「
宗
教
教
化
学
」
は
あ
く
ま
で
も
仮
称
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
し
て
名
称
に
関
す
る
統
一
的
な
結
論
が
出
さ
れ
る
前
に
、
研
究
会

が
終
了
し
た
こ
と
も
あ
り
、「
宗
教
教
化
学
」
に
変
わ
る
名
前
が
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
そ
の
名
称
を
巡
り
、
研
究

会
の
目
的
や
方
向
性
に
つ
い
て
の
言
説
は
多
く
残
っ
て
お
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
研
究
会
の
目
的
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
し
て
い

る
の
が
次
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

真
宗
の
現
代
的
意
義
の
確
認
を
目
的
と
す
る
宗
教
教
化
学
は
つ
ね
に
諸
学
の
研
究
成
果
に
注
意
し
、
時
代
思
潮
の
動
向
を
把
え
、

そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
真
宗
の
現
代
的
意
義
を
確
立
し
弁
証
し
よ
う
と
す
る

）
112
（

。
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そ
も
そ
も
「
宗
教
教
育
学
」「
仏
教
教
化
学
」「
真
宗
教
化
学
」
と
い
っ
た
名
称
も
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
暫
定
的
で
あ
る

も
の
の
協
議
の
結
果
「
宗
教
教
化
学
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
化
学
と
は
「
真
宗
の
現
代
的
意
義
を
確
認
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

の
現
代
的
意
義
に
応
え
る
べ
く
、
仏
教
学
や
真
宗
学
だ
け
で
な
く
、
多
角
的
な
学
び
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
六
学
科
の
そ
れ
ぞ

れ
に
教
化
学
の
授
業
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
「
宗
教
教
化
学
」
と
い
う
名
称
の
一
つ
の
理
由
で
も
あ
ろ
う
が
、
真
宗
や
仏
教
に
限
定
さ

れ
な
い
、
よ
り
視
野
の
広
い
学
び
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
名
称
の
背
景
に
は
あ
る
。
ま
た
研
究
会
が
三
年
目
を
終
え
る
に
あ

た
り
、
主
事
を
担
っ
て
い
た
伊
東
慧
明
は
、

今
日
ま
で
の
あ
ゆ
み
を
と
お
し
て
、「
仏
教
教
化
学
」
あ
る
い
は
「
真
宗
教
化
学
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
宗
教
教
化
学
」
に
決

定
し
よ
う
と
い
う
意
見
が
あ
る

）
113
（

と
広
く
宗
教
の
名
を
冠
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
次
に
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
多
角
的
な
視
点
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
キ

リ
ス
ト
教
神
学
の
存
在
で
あ
る
。
初
年
度
行
わ
れ
た
公
開
研
究
会
に
も
、
二
度
同
志
社
大
学
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
研
究
者
が
招
聘

さ
れ
て
い
る
。
特
に
実
践
神
学
と
教
化
学
の
親
和
性
が
指
摘
さ
れ

）
（（1
（

、
た
と
え
ば
「
教
会
の
実
践
の
神
学
的
な
基
礎
づ
け

）
（（1
（

」
と
い
っ
た
課

題
は
、
教
化
学
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
化
の
現
場
で
あ
る
寺
院
の
実
践
に
関
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
と
、
教
化
を
教
学
的
に
ど
う
確
か
め
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
二
点
で
あ
る

）
（（1
（

。
そ
し
て
、
当
時
の
み
な
ら
ず
今
日
に
お
い
て

も
、
教
化
学
を
学
ぶ
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
わ
ば
教
化
学
の
両
輪
と
も
言
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
研
究
会
の
も
う
一
つ
の
特
徴
が
、
何
よ
り
も
実
践
面
に
お
け
る
積
極
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
が
立
正
佼
成
会
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第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
を
通
し
て

や
Ｐ
Ｌ
教
団
と
い
っ
た
新
宗
教
か
ら
講
師
を
招
き
、
公
開
研
究
会
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
座
や
各
研
修
が
基
本
的
な
教
化

活
動
の
基
盤
に
な
る
こ
と
は
同
朋
会
運
動
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
教
化
あ
る
い
は
布
教
に
は
「
努
力
と
根
気

）
（（1
（

」
が
求
め
ら
れ
、

そ
れ
は
教
法
に
対
す
る
熱
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
僧
風
」
が
問
わ
れ
る
内
容
で
あ
る
。
加
え

て
、
実
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
教
化
の
現
場
で
被
教
化
者
に
ど
う
い
っ
た
変
化
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
本
研

究
会
が
新
宗
教
に
求
め
た
も
の
は
、
教
化
方
法
の
ハ
ウ
ツ
ー
や
よ
り
実
利
的
な
面
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
確
か
に
、
訪
問
布
教
や

研
修
会
の
持
ち
方
と
い
っ
た
点
へ
の
言
及
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
は
、
布
教
・
教
化
へ
の
熱
意
で
あ
る
。
立
正
佼
成
会
で
言

え
ば
「
教
務
員
」
の
、
Ｐ
Ｌ
教
団
で
言
え
ば
「
お
し
え
お
や
に
対
す
る
人
」、
本
派
で
言
え
ば
「
育
成
員
」
の
熱
意
に
こ
そ
教
化
の
鍵

が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
実
践
的
な
方
法
論
は
あ
ま
り
語
ら
れ
ず
、
一
つ
一
つ
を
積
み
上
げ
て
い
く
よ
う
な
地
道
な
歩
み
に
こ

そ
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
期
待
と
は
裏
腹
で
は
あ
る
も
の
の
、
同
朋
会
運
動
の
持
つ
方
向
性
に
自
信
を
与

え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
宗
教
教
化
学
研
究
会
の
特
徴
を
概
観
し
た
。
現
在
か
ら
考
え
て
も
、
画
期
的
且
つ
意
欲
的
な
研
究
会
で

あ
り
、
そ
れ
は
当
時
の
宗
門
や
大
学
が
持
つ
危
機
感
と
人
材
育
成
へ
の
強
い
願
い
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。

六
　
お
わ
り
に

　
第
一
次
五
カ
年
計
画
の
検
証
は
、
組
織
改
革
、
教
団
論
、
人
材
養
成
、
と
多
岐
に
わ
た
る
課
題
を
提
出
し
、
宗
門
は
第
二
次
五
カ
年
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計
画
に
向
け
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
峙
し
て
い
る
。
運
動
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
つ
い
て
は
研
修
条
例
や
教
区
教
化
委
員
会
の
設
置
を
中

心
施
策
と
し
、
人
材
養
成
に
つ
い
て
は
共
同
学
習
や
養
成
機
関
の
見
直
し
な
ど
に
改
善
策
を
求
め
て
い
た
。
ま
た
多
く
の
場
面
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
育
成
員
に
つ
い
て
は
、
同
朋
会
運
動
の
目
詰
ま
り
と
も
指
摘
さ
れ
特
に
立
て
直
し
が
急
務
で
あ
っ
た
。
最
も
変
化
を
求
め

ら
れ
た
の
は
僧
侶
、
住
職
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
在
に
通
じ
る
問
題
で
あ
る
。
前
稿
で
も
指
摘
し
た
が
、「「
門
徒
離

れ
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
門
徒
は
、〝
真
宗
〟
か
ら
離
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
住
職
や
僧
侶
の
姿
勢
を
通
し
て
〝
宗
門
〟
か
ら
離

れ
る
の
で
あ
り
ま
す

）
（（1
（

。」
と
い
う
僧
侶
、
住
職
に
対
す
る
声
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
歴
史
に
学
び
、
現
代
の
声
を
前
に
す
る
と
き
、
私
た
ち
も
ま
た
そ
の
立
脚
地
を
問
い
質
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

自
身
が
我
が
身
を
顧
み
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
容
易
な
ら
ざ
る
変
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で

は
、
私
た
ち
を
奮
い
立
た
せ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
「
教
化
」
を
テ
ー
マ
に
そ
の
言
葉
の
源
泉
や
歴
史
、
あ
る
い
は
現

況
調
査
を
考
察
し
て
き
た
中
で
思
い
至
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
出
遇
い
」
で
あ
る
。
教
法
と
の
出
遇
い
、
師
友
と
の
出
遇

い
、
同
朋
同
行
と
の
出
遇
い
、
危
機
感
と
の
出
遇
い
、
そ
の
出
遇
い
は
様
々
あ
る
。
そ
の
出
遇
い
の
一
つ
一
つ
が
、
私
た
ち
に
「
歩

み
」
を
促
し
て
く
れ
る
。
ま
た
そ
の
出
遇
い
の
場
を
共
に
求
め
続
け
て
い
く
営
み
こ
そ
が
「
共
同
教
化
」
の
実
践
で
あ
る
と
も
言
え
よ

う
。
本
論
の
結
び
に
、
自
身
へ
の
叱
咤
と
し
て
、
そ
の
先
を
歩
ん
だ
先
人
の
言
葉
を
引
用
し
た
い
。

真
宗
寺
院
の
機
能
の
第
一
が
聞
法
の
道
場
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
聞
法
と
い
え
ば
他
の
だ
れ
よ
り
も
住
職
、

寺
族
み
ず
か
ら
の
聞
法
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
僧
侶
自
身
が
現
代
社
会
と
遊
離
す
る
こ
と
な
く
、
教
義
の
学
習
の

場
を
た
え
ず
求
め
、
横
と
の
連
絡
を
密
に
し
て
、
孤
立
か
ら
の
開
放
を
は
か
り
、
同
行
と
共
に
仏
の
教
え
を
聞
い
て
い
く
態
度
こ
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そ
大
切
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か

）
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（

。
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註

（
１
）　『
同
朋
仏
教
』
第
五
六
号
　
一
～
三
八
頁

（
２
）　『
同
朋
仏
教
』
第
五
七
号
　
二
三
～
六
三
頁

（
３
）　『
所
報
』
第
一
号
　
六
五
頁
（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
）

（
４
）
　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
七
月
号
　
五
頁
（
宗
務
総
長
演
説
・
訓
覇
信
雄
）
ち
な
み
に
こ
こ
で
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
大
筋
を
次
の
六
点
か
ら

述
べ
て
い
る
。
①
施
策
の
単
純
化
　
②
同
朋
会
運
動
の
主
体
を
地
方
に
移
す
　
③
特
別
伝
道
の
任
務
の
重
点
を
奉
仕
団
上
山
の
呼
び
か
け
に
置

く
　
④
奉
仕
団
の
帰
郷
後
の
定
着
に
重
点
を
置
く
　
⑤
教
区
教
化
委
員
会
は
、
自
主
的
に
企
画
・
実
働
の
任
務
を
負
う
　
⑥
育
成
員
・
推
進
員

の
研
修
を
強
化
し
一
貫
性
を
持
た
せ
る

（
５
）
　
企
画
室
は
研
修
部
の
点
検
資
料
を
踏
ま
え
、「
真
宗
同
朋
会
第
一
次
五
カ
年
計
画
点
検
資
料
」
を
昭
和
四
二
年
五
月
に
当
時
の
企
画
室
長
、
出

雲
路
善
嗣
の
名
前
で
提
出
し
て
い
る
。（
以
下
本
論
で
は
企
画
室
提
出
の
資
料
を
『
点
検
資
料
』
と
表
記
す
る
）

（
６
）　『
所
報
』
第
一
号
～
第
三
号
（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
）
ま
た
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
含
め
後
に
『
教
団
と
は
何
か
』（
丸
山
照
雄
）
と
し
て
出
版

さ
れ
て
い
る
。
以
下
引
用
す
る
場
合
は
『
教
団
と
は
何
か
』
か
ら
引
用
す
る
。

（
７
）
　
た
と
え
ば
、
昭
和
四
二
年
の
訓
覇
信
雄
の
宗
務
総
長
演
説
に
お
い
て
も
、「
同
朋
会
運
動
の
主
体
を
地
方
に
移
す
」
こ
と
が
提
示
さ
れ
（『
真

宗
』
昭
和
四
二
年
　
七
月
号
　
五
頁
）、
ま
た
同
年
の
教
化
委
員
会
設
置
に
お
い
て
も
、「
地
方
の
主
体
性
確
立
」（『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六

月
号
　
二
五
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
な
ど
、「
地
方
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
地
方
」
と
い
う
言
葉
は
、
中

央
に
対
す
る
も
の
で
、
一
種
の
差
別
性
を
は
ら
む
と
も
考
え
ら
れ
る
。
特
に
現
代
に
お
い
て
は
、「
地
方
」
で
な
く
「
地
域
」
や
「
教
区
」
と

い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
論
で
は
あ
え
て
「
地
方
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。
そ
の
理
由
は
、

本
論
で
扱
う
資
料
の
多
く
が
「
地
方
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
。
加
え
て
、
そ
の
「
地
方
」
が
本
論
で
も
頻
出
す
る
鍵
語
で
あ
る
た

め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
共
有
し
た
う
え
で
、
以
下
も
「
地
方
」
と
表
記
す
る
。

（
８
）　『
真
宗
』
令
和
三
年
八
月
号
　
二
六
頁
　
宗
務
総
長
演
説

（
９
）　
同
右

（
10
）　
宗
教
教
育
研
修
会
、
奨
学
生
の
つ
ど
い
、
寺
院
大
学
生
セ
ミ
ナ
ー
、
同
朋
会
指
導
教
区
駐
在
研
修
会
、
同
朋
会
指
導
任
用
者
研
修
会
、
が
新
た

な
研
修
会
と
し
て
こ
の
年
に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
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（
11
）　
研
修
部
の
報
告
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
七
点
が
問
題
点
と
し
て
列
記
さ
れ
て
い
る
。
①
特
別
伝
道
・
指
定
奉
仕
団
等
が
同
朋
会
運
動
の
す
べ
て

で
あ
る
と
い
う
誤
解
。
②
特
伝
と
特
派
布
教
の
混
同
。
③
近
視
眼
的
な
あ
せ
り
か
ら
く
る
倦
怠
中
だ
る
み
の
問
題
。
④
育
成
員
へ
の
不
信
と
自

信
喪
失
の
問
題
。
⑤
同
朋
の
会
の
閉
鎖
的
傾
向
の
問
題
。
⑥
育
成
員
の
共
同
学
習
お
よ
び
共
同
教
化
の
問
題
。
⑦
教
法
を
聞
信
す
る
基
本
的
な

姿
勢
方
向
の
問
題
。

（
12
）　
推
進
員
の
任
命
に
関
す
る
規
定
は
、
詳
し
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
役
割
等
に
つ
い
て
は
規
定
の
中
で
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
13
）　
ま
た
推
進
員
が
意
欲
的
に
活
動
で
き
な
い
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
寺
院
に
お
け
る
従
来
の
門
徒
総
代
と
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
昔
な
が
ら
の
寺
檀
関
係
が
希
薄
な
東
京
で
は
推
進
員
の
活
動
が
目
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
14
）　
地
方
の
抱
え
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
は
、『
点
検
資
料
』
か
ら
少
な
か
ら
ず
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
丸
山
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

福
井
教
区
は
同
朋
新
聞
の
寺
院
へ
の
普
及
率
が
九
八
％
を
超
え
る
に
も
拘
ら
ず
、
同
朋
会
の
結
成
は
約
五
％
と
極
め
て
低
い
。
丸
山
は
運
動
の

ボ
イ
コ
ッ
ト
と
も
読
み
取
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
福
井
に
は
既
に
同
朋
会
に
代
わ
る
聞
法
会
が
各
寺
院
に
お
い
て
伝
統
的
に
存
在

し
十
分
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
15
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
六
頁

（
16
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
七
頁

（
17
）　『
恵
信
尼
消
息
』『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
　
一
〇
三
六
頁

（
18
）　『
愚
禿
鈔
』『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
二
　
二
八
三
頁

（
19
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
一
〇
頁

（
20
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
七
月
号
　
五
頁

（
21
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
〇
頁

（
22
）　
た
と
え
ば
、
特
別
伝
道
は
内
局
の
地
方
巡
回
（
臨
時
駐
在
）
を
、
ま
た
推
進
員
は
同
朋
壮
年
会
を
踏
襲
す
る
形
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。（『
真

宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
一
九
頁
）

（
23
）　『
真
宗
』
昭
和
三
八
年
　
十
二
月
号
　
一
四
頁

（
24
）　『
真
宗
』
昭
和
三
八
年
　
八
月
号
　
四
頁

（
25
）　
ち
な
み
に
『
真
宗
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
各
年
の
宗
務
総
長
演
説
の
見
出
し
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
昭
和
三
八
年
「
信
仰
的
人
間
を
産
み
出
す
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同
朋
会
運
動
」（
訓
覇
信
雄
）
／
昭
和
三
九
年
「
同
朋
教
団
へ
の
願
い
と
実
践
」（
訓
覇
信
雄
）
／
昭
和
四
〇
年
「
時
機
に
応
え
る
教
団
」（
蓑

輪
英
章
）
／
昭
和
四
一
年
「
本
願
共
同
体
の
実
現
を
」（
訓
覇
信
雄
）
／
昭
和
四
二
年
「
第
二
次
五
カ
年
計
画
を
推
進
」（
訓
覇
信
雄
）

（
26
）　『
真
宗
』
昭
和
三
八
年
　
七
月
号
　
四
頁

（
27
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
六
月
号
　
六
頁

（
28
）　『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
　
七
月
号
　
五
頁

（
29
）　
た
と
え
ば
こ
う
い
っ
た
運
動
の
性
格
を
丸
山
照
雄
は
「
こ
の
運
動
は
伝
統
教
団
の
な
か
に
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
純
粋
な
信
仰
運
動
と
し
て
教
団

改
革
を
課
題
化
し
、
そ
れ
を
実
践
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
こ
そ
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（『
教
団
と
は
何
か
』
一
一
〇
頁
）
と
述

べ
、
同
朋
会
運
動
の
理
念
を
評
価
し
て
い
る
。

（
30
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
二
頁

（
31
）　
拙
稿
「
共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
上
）　
共
同
教
化
の
源
泉
」（『
同
朋
仏
教
』
第
五
六
号
）

（
32
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
七
月
号
　
一
五
頁

（
33
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
三
頁

（
34
）　『
点
検
資
料
』
三
頁
　
資
料
に
は
奉
仕
団
上
山
組
名
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
奥
羽
、
高
田
、
富
山
、
高
岡
、
能
登
、
小
松
、
大
聖
寺
、
福

井
、
大
垣
、
岐
阜
、
三
重
、
長
浜
、
山
陽
、
長
崎
か
ら
は
全
て
の
組
か
ら
上
山
し
て
い
る
。

（
35
）　「
同
朋
会
運
動
の
拡
大
と
と
も
に
、
来
山
希
望
者
を
全
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
り
」（『
真
宗
』　
昭
和
四
一
年
　
一
月
号
　
三
五

頁
）
や
「
同
朋
会
館
も
申
込
み
に
応
じ
き
れ
ず
、
お
こ
と
わ
り
し
て
い
る
団
体
も
相
当
あ
る
状
態
に
な
り
ま
し
た
。」（
『
同
』
三
七
頁
）
と
あ

る
。

（
36
）　
同
朋
会
館
の
増
築
に
関
す
る
記
録
は
『
真
宗
』（
昭
和
四
一
年
　
一
月
号
　
三
五
～
四
五
頁
）
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
37
）　「
教
化
条
例
」
第
十
四
条
に
は
「
僧
侶
・
寺
族
及
び
門
徒
」
に
教
化
（
教
法
を
弘
め
る
）
に
つ
と
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
寺
族
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
現
行
の
宗
憲
の
中
で
も
幾
度
と
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
寺
族
」
の
用
語
を
巡
っ
て
は
、
前

稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
身
分
的
閉
鎖
性
（「
寺
族
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
特
権
意
識
や
身
分
制
度
）
に
対
す
る
問
題
提
起
が
あ
る
。
本
論

で
は
そ
う
い
っ
た
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
、
あ
え
て
「
寺
族
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。

（
38
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
二
頁
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（
39
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
八
月
号
　
五
頁

（
40
）　
教
化
条
例
・
第
十
一
条
　『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
　
八
月
号
　
三
二
頁

（
41
）　
教
化
条
例
施
行
条
規
・
第
八
条
　『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
　
十
月
号
　
二
二
頁

（
42
）　
小
委
員
会
は
「
寺
族
研
修
小
委
員
会
」「
門
徒
研
修
小
委
員
会
」「
青
少
年
教
化
小
委
員
会
」「
社
会
教
化
小
委
員
会
」「
組
織
拡
充
小
委
員
会
」

か
ら
な
り
、
委
員
は
二
つ
以
上
の
委
員
会
を
兼
ね
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
各
小
委
員
会
に
は
委
員
会
と
の
連
絡
調
整
役
と
し
て
幹
事
が
置

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
朋
会
と
の
連
帯
も
期
待
さ
れ
、
特
に
寺
族
・
門
徒
研
修
小
委
員
会
に
は
、
そ
う
い
っ
た
願
い
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

（『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
五
～
二
八
頁
）

（
43
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
八
月
号
　
一
〇
～
一
六
頁

（
44
）　『
教
団
と
は
何
か
』
九
一
～
九
二
頁

（
45
）　
ま
た
『
点
検
資
料
』
に
よ
る
と
、
こ
の
三
年
目
は
育
成
員
の
上
山
研
修
へ
の
参
加
が
過
去
二
年
と
比
較
し
て
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
特
に
中

央
育
成
員
研
修
と
住
職
指
定
奉
仕
団
の
参
加
人
数
の
減
少
が
顕
著
で
あ
る
。（『
点
検
資
料
』
七
二
～
七
三
頁
）

（
46
）　「
真
宗
同
朋
会
条
例
施
行
条
規
」
第
五
条
　『
真
宗
』
昭
和
三
七
年
　
十
二
月
号
　
五
四
頁

（
47
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
八
月
号
　
六
頁

（
48
）　『
同
右
』

（
49
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
二
頁
（
傍
線
筆
者
）

（
50
）　『
同
右
』（
傍
線
筆
者
）

（
51
）　『
行
証
を
生
き
る
人
　
同
朋
会
運
動
の
問
題
点
』
高
木
宏
夫
編
　
一
五
九
頁

（
52
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
八
月
号
　
一
一
頁

（
53
）　『
同
右
』

（
54
）　
丸
山
も
こ
の
点
を
「「
育
成
員
」
不
在
の
「
同
朋
の
会
」
が
あ
っ
て
も
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。（『
教
団

と
は
何
か
』
三
六
頁
）

（
55
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
二
頁

（
56
）　
た
と
え
ば
昭
和
四
〇
年
に
行
わ
れ
た
内
局
座
談
会
で
は
「
目
ざ
め
た
若
い
壮
年
層
が
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
と
い
う
形
で
積
極
的
に
財
務
委
員
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を
つ
く
っ
た
り
、
教
学
委
員
を
つ
く
っ
た
り
し
て
寺
の
運
営
に
参
加
す
る
と
、
か
え
っ
て
住
職
さ
ん
が
そ
れ
に
抵
抗
を
感
じ
る
、
と
い
う
一
面

も
あ
る
ん
で
す
ね
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。（『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
六
頁
）

（
57
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
七
頁

（
58
）　『
真
宗
』
昭
和
三
二
年
　
七
・
八
月
号
　
二
二
頁

（
59
）　
昭
和
三
八
年
の
研
修
総
合
計
画
の
中
で
は
、
推
進
員
育
成
と
特
伝
等
の
講
師
研
修
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
育
成
員
の
共
同
学
習
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
60
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
二
九
頁

（
61
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
三
四
頁

（
62
）　
拙
稿
「
共
同
教
化
に
つ
い
て
の
考
察
（
上
）」（『
同
朋
仏
教
』
第
五
六
号
）
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
63
）　「
ル
ポ
　
住
職
共
同
学
習
　
続
け
て
き
た
２
０
年
　
長
浜
教
区
１
９
組
」『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
十
月
号
　
二
九
～
三
一
頁

（
64
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
十
月
号
　
三
一
頁

（
65
）　『
同
右
』

（
66
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
七
月
号
　
七
頁

（
67
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
八
月
号
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
企
画
で
、
全
国
各
地
の
様
々
な
住
職
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
企
画
は
昭
和
四
七
年
三
月

号
ま
で
続
き
、
七
十
六
名
の
住
職
が
登
場
し
て
い
る
。

（
68
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
八
月
号
　
一
四
頁

（
69
）　『
教
団
と
は
何
か
』　
九
二
頁

（
70
）　『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
　
二
月
号
　
二
七
頁

（
71
）　『
真
宗
』
昭
和
三
七
年
　
十
二
月
号
　
一
三
頁

（
72
）　『
真
宗
』
昭
和
三
七
年
　
十
二
月
号
　
九
頁

（
73
）　
曽
我
量
深
「
同
朋
の
こ
こ
ろ
」（『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
四
月
号
　
四
～
七
頁
）、
金
子
大
栄
「
何
を
な
す
べ
き
か
」（
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　

五
月
号
　
一
三
～
一
六
頁
）、
蓬
茨
祖
運
「
教
団
の
新
方
向
」（『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
六
月
号
　
七
～
一
一
頁
）、
松
原
祐
善
「
同
朋
運
動
に

よ
せ
て
」（『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
七
月
号
　
二
九
～
三
二
頁
）、
久
木
幸
男
「
今
日
の
問
題
」（『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
十
号
　
八
～
一
一
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頁
）、
笠
原
一
男
「
教
団
人
に
望
む
」（『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
一
月
号
　
七
～
一
一
頁
）、
寺
川
俊
昭
「
僧
伽
周
辺
」（『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　

六
月
号
　
一
一
～
一
四
頁
）。
ま
た
シ
リ
ー
ズ
「
教
団
に
つ
い
て
」
と
は
別
で
は
あ
る
が
、
昭
和
四
〇
年
五
月
号
に
西
山
邦
彦
「
教
団
論
略
註
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
74
）　
出
席
者
は
笠
原
一
男
、
高
木
宏
夫
、
高
原
正
覚
、
久
木
幸
男
、
細
川
行
信
、
松
原
祐
善
、
西
山
邦
彦
（
司
会
）
の
七
名
で
あ
る
。『
真
宗
』
昭

和
四
〇
年
　
三
月
号
・
四
月
号

（
75
）　
ち
な
み
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
宗
門
…
同
一
宗
教
の
中
で
分
か
れ
て
い
る
派
」「
教
団
…
共
通
の
宗
教
活
動
を
目
的
と
し
て
結
成
さ

れ
た
団
体
」
と
あ
り
、『
広
辞
苑
』
で
は
「
宗
門
…
①
宗
旨
。
宗
派
。
②
僧
。」「
教
団
…
同
一
教
義
を
信
奉
す
る
者
が
集
ま
っ
て
作
っ
た
宗
教

団
体
」
と
あ
る
。『
真
宗
新
辞
典
』「
宗
門
…
宗
派
・
教
団
な
ど
と
同
義
。
宗
派
・
教
団
の
語
が
お
お
む
ね
明
治
以
降
に
用
い
ら
れ
、
法
制
的
・

制
度
的
意
味
あ
い
が
強
い
の
に
対
し
、
江
戸
時
代
ま
で
の
用
例
で
は
伝
統
的
・
信
仰
的
意
味
愛
が
強
い
」
と
あ
る
。
ま
た
教
団
に
つ
い
て
は
記

載
な
し
。

（
76
）　『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
四
月
号
　
四
頁

（
77
）　
た
と
え
ば
曽
我
は
「
そ
れ
か
ら
教
団
と
い
う
か
、
宗
門
の
仕
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
今
日
い
わ
れ
て
ま
す
よ
う
に
信
仰
運
動
を
す

る
と
、
ま
あ
信
仰
運
動
に
は
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
組
織
を
作
っ
て
、
そ
し
て
他
に
対
し
て
自
分
を
守
っ
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
こ

と
を
す
る
の
が
教
団
の
仕
事
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
宗
門
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
う
し
た
っ

て
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。」（『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
四
月
号
　
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
78
）　『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
四
月
号
　
五
頁

（
79
）　
一
九
九
二
年
に
行
わ
れ
た
訓
覇
信
雄
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　『
教
化
研
究
』
一
一
二
・
一
一
三
号
「
特
集
　
同
朋
会
運
動
の
願
い
」
三
四
八
頁

（
80
）　
た
と
え
ば
『
教
化
研
究
』
一
一
二
・
一
一
三
号
（
五
二
九
～
五
三
一
頁
）
で
は
、「
教
団
論
に
関
す
る
も
の
」
と
し
て
三
十
の
参
考
文
献
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

（
81
）　『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
四
月
号
　
五
頁

（
82
）　
松
原
祐
善
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
七
月
号
　
三
一
頁

（
83
）　
曽
我
量
深
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
四
月
号
　
六
～
七
頁

（
84
）　
金
子
大
栄
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
五
月
号
　
一
六
頁
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（
85
）　
蓬
茨
祖
運
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
六
月
号
　
一
一
頁

（
86
）　
松
原
祐
善
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
七
月
号
　
三
一
頁

（
87
）　
久
木
幸
男
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
十
月
号
　
八
頁
　
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
っ
て
補
っ
た

（
88
）　
笠
原
一
男
『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
一
月
号
　
一
一
頁

（
89
）　
寺
川
俊
昭
『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
六
月
号
　
一
一
頁

（
90
）　
西
山
邦
彦
『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
　
五
月
号
　
五
頁

（
91
）　『
教
団
と
は
何
か
』
九
一
頁

（
92
）　『
教
団
と
は
何
か
』
六
九
頁

（
93
）　『
真
宗
大
谷
派
法
規
総
覧
』
一
―
一

（
94
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
三
月
号
　
三
四
頁

（
95
）　『
同
右
』

（
96
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
六
頁

（
97
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
一
二
月
号
　
三
頁

（
98
）　『
真
宗
』
昭
和
二
五
年
　
一
・
二
月
号
　
八
頁

（
99
）　『
真
宗
』
昭
和
二
五
年
　
一
・
二
月
号
　
七
頁

（
100
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
七
頁

（
101
）　『
真
宗
』
昭
和
四
二
年
　
六
月
号
　
二
八
頁

（
102
）　『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
　
七
月
号
　
六
頁

（
103
）　
た
と
え
ば
丸
山
も
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
中
心
課
題
の
一
つ
に
人
材
養
成
の
必
要
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。（『
教
団
と
は
何
か
』
九
二
頁
）

（
（11
）　『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
　
二
月
号
　
一
五
頁

（
（11
）　
た
と
え
ば
蓑
輪
英
章
は
「
将
来
の
教
団
を
背
負
う
べ
き
人
材
の
養
成
」
と
述
べ
、
ま
た
訓
覇
信
雄
は
「
大
谷
大
学
か
ら
は
、
今
い
っ
た
よ
う
な

使
命
を
自
覚
し
、
そ
の
た
め
に
は
生
涯
を
さ
さ
げ
て
も
悔
い
の
な
い
と
い
う
人
を
一
年
に
二
、
三
人
で
も
い
い
か
ら
、
毎
年
生
み
だ
す
と
い
う

展
望
を
ふ
ま
え
た
企
画
を
た
て
て
ゆ
く
こ
と
で
す
ね
」
と
述
べ
て
い
る
。
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（
（11
）　
出
席
者
は
暁
烏
哲
夫
（
助
教
授
）、
伊
東
慧
明
（
学
監
）、
訓
覇
瞱
雄
（
講
師
）、
桑
門
豪
（
教
育
部
長
）、
坂
東
性
純
（
助
教
授
）
の
五
名
。
そ

の
内
容
が
『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
二
月
号
（
九
～
一
五
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（11
）　『
真
宗
』
昭
和
四
一
年
　
二
月
号
　
一
二
頁

（
（11
）　
ま
た
、『
真
宗
』
昭
和
四
〇
年
九
月
号
に
は
「
現
代
に
生
き
る
教
団
人
　
養
成
の
問
題
点
を
さ
ぐ
る
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
座
談
会
の
記
録
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
「
同
朋
運
動
の
拠
点
と
し
て
の
大
学
」
と
し
て
宗
門
を
担
う
人
材
養
成
が
大
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
そ
れ
に
対
し
当
時
の
大
谷
大
学
学
監
で
あ
っ
た
松
原
祐
善
は
「
教
団
の
人
材
養
成
と
い
う
こ
と
は
広
い
意
味
で
人
間
づ
く
り
と
い
う
こ

と
だ
と
思
う
ん
で
す
」（
三
一
頁
）
や
「
大
学
と
し
て
も
僧
侶
の
た
め
に
だ
け
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
僧
俗
に
開
放
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
」

（
三
二
頁
）
と
述
べ
、
直
接
的
で
は
な
い
が
、
宗
門
の
た
め
だ
け
の
人
材
養
成
と
い
う
点
に
は
や
や
否
定
的
な
立
場
を
み
せ
て
い
る
。

（
（（1
）　
開
講
科
目
一
覧
や
公
開
研
究
会
に
つ
い
て
は
『
大
谷
大
学
　
宗
教
教
化
学
研
究
会
紀
要
』
第
一
号
～
第
三
号
を
参
照
。（
以
下
『
紀
要
』）

（
（（1
）　
木
越
康
「
真
宗
学
と
「
教
化
」
の
学
　
―
大
谷
大
学
「
宗
教
教
化
学
研
究
会
」
に
学
ぶ
―
」（『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
六
号
　
二
八
～
四
一

頁
）

（
（（（
）　「
は
し
が
き
」『
紀
要
』
第
一
号
　
一
頁

（
（（1
）　
安
藤
俊
雄
「
宗
教
教
化
学
の
当
面
の
課
題
に
つ
い
て
の
試
案
」『
紀
要
』
第
二
号
　
一
二
〇
頁

（
（（1
）　
伊
東
慧
明
「
宗
教
教
化
学
研
究
会
に
つ
い
て
」『
紀
要
』
第
二
号
　
一
三
二
頁

（
（（1
）　『
紀
要
』
第
一
号
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
寺
川
俊
昭
は
、「
宗
教
教
化
学
が
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
極
め
て
近
い
立
場
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
於
け
る
実
践
神
学
で
あ
る
。」（
一
〇
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（1
）　
土
居
真
俊
「
実
践
神
学
に
つ
い
て
」『
紀
要
』
第
一
号
　
二
八
頁

（
（（1
）　
安
藤
俊
雄
は
更
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
神
学
の
よ
う
に
教
団
や
教
会
の
運
営
や
活
動
に
関
す
る
実
践
的
な
テ
ッ
ク
ニ
ッ
ク
を
主
題
と
す
る
研

究
領
域
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
こ
と
」（『
紀
要
』
第
二
号
　
一
〇
六
頁
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
教
化
学
に
相
当
な
実
践
的
な
内
容

を
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
一
般
に
真
宗
や
仏
教
の
現
代
的
意
義
を
確
立
す
る
た
め
の
研
究
が
必
要
で
あ
っ

て
、
宗
教
教
化
学
も
現
代
の
諸
学
問
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
仏
教
や
真
宗
の
存
在
意
義
を
確
認
し
確
立
す
る
こ
と
を
ま
ず
第
一
の
当
面
の
課
題
と

し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。」（
同
上
）
と
、
何
よ
り
も
真
宗
仏
教
の
現
代
的
意
義
を
確
立
す
る
こ
と
を
先
決
と
し
て
い
る
。

（
（（1
）　
持
地
紳
行
「
現
代
に
お
け
る
教
化
の
原
理
と
方
法
　
―
特
に
立
正
佼
成
会
の
場
合
―
」（『
紀
要
』
第
三
号
　
四
八
頁
）



七
二

市
　
野
　
智
　
行

（
（（1
）　
中
山
克
宏
「
第
六
十
六
回
参
議
会
の
代
表
質
問
」『
真
宗
』
令
和
元
年
　
十
月
号
　
四
四
頁

（
（（1
）　「
私
の
発
言
」
桑
田
証
栄
『
真
宗
』
昭
和
三
九
年
　
九
月
号
　
一
五
頁

付
記

・
本
稿
は
「
真
宗
大
谷
派
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
事
業
学
術
研
究
助
成
」
の
助
成
を
受
け
た
。

・
本
研
究
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
真
宗
同
朋
会
第
一
次
五
カ
年
計
画
点
検
資
料
」
に
つ
い
て
、
閲
覧
並
び
に
論
文
へ
の
掲
載
許
可
を

い
た
だ
い
た
企
画
調
整
局
並
び
に
前
局
長
禿
信
敬
氏
、
現
局
長
木
曽
修
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
資
料
の
扱
い
等
に
関
し
て
は
教

学
研
究
所
の
御
手
洗
隆
明
先
生
に
様
々
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
併
せ
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。


