
第
九
回
教
化
学
研
究
集
会
研
究
発
表
要
旨

日
本
の
社
会
教
育
は

こ
れ
で
よ
い
か

青

木

泰

秀

(
和
歌
山
県
経
王
寺
住
職
)

今
日
の
テ
ー
マ
は
大
き
過
ぎ
て
、
ち
ょ
っ
と
気
負
っ
た
感
じ
で

す
が
、
お
題
目
総
弘
通
運
動
と
も
大
い
に
関
連
が
あ
り
ま
す
の
で
、

し
ば
ら
く
ご
清
聴
を
お
願
し
ま
す
。

今
日
は
あ
ま
り
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
結
論
か
ら
申
し
ま
す

と
、
現
在
の
よ
う
な
社
会
教
育
を
や
っ
て
い
る
と
、
日
本
は
あ
ま

り
立
派
な
国
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
心
配
し

て
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
社
会
教
育
法
を
改
正
し
て
、
学
校
教
育
と

肩
を
並
べ
て
行
え
る
よ
う
な
社
会
教
育
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と

叫
ん
で
き
ま
し
た
。

一
般
に
は
、
学
校
教
育
と
社
会
教
育
は
、
車
の
両
輪
だ
と
い
う

人
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
人
は
、
教

育
の
本
質
に
つ
い
て
あ
ま
り
深
く
知
ら
な
い
人
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
を
良
く
す
る
た
め
に
、
家
庭
教
育
を
ふ
く
め
て

社
会
教
育
が
極
め
て
重
要
な
の
で
す
が
、
国
自
体
が
ま
だ
そ
の
重

要
性
に
気
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
証
拠
に
、
社
会
教
育
の
拠
点
と
も
い
う
べ
き
公
民
館
活
動

に
関
し
た
法
令
の
第
二
十
七
条
に
、
「
公
民
館
は
館
長
を
お
き
、
主

事
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
」

と
あ
り
ま
す
。

社
会
教
育
と
学
校
教
育
と
は
、
車
の
両
輪
の
よ
う
な
役
目
を
も
つ

と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
し
て
、
い
ま
仮
に
、
こ
の
社
会
教
育
法

の
条
文
を
学
校
教
育
法
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
ど
ん
な
こ
と
に

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
即
ち
「
学
校
に
は
校
長
を
お
き
、
教
頭
そ

の
他
必
要
な
職
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

そ
う
な
る
と
一
般
の
人
が
こ
れ
を
み
て
ど
ん
な
感
じ
が
し
ま
す

か
。
誰
だ
っ
て
、
そ
ん
な
バ
カ
な
こ
と
が
あ
る
か
と
き
っ
と
言
う

で
し
ょ
う
。
校
長
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
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し
も
お
か
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
国
が
口
先
さ

で
は
社
会
教
育
は
必
要
だ
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
の
必
要

性
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
こ
ん
な
片
手
落
ち
な
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

日
本
で
は
い
ま
「
い
じ
め
」
や
「
非
行
」
が
、
後
を
断
ち
ま
せ

ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
次
第
に
年
齢
が
低
下
し
て
い
る
の
も
事
実

で
す
。
あ
る
団
体
の
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
非
行
の
子

の
い
る
家
庭
の
約
八
〇
%
が
、
仏
壇
や
神
棚
が
な
い
そ
う
で
す
。

そ
れ
は
戦
後
、
核
家
族
が
増
え
て
、
ご
先
祖
を
忘
れ
る
人
が
多
く

な
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。
そ
の
上
、
学
校
教
育
で
は
宗
教
的
な
こ

と
は
タ
ブ
ー
視
し
て
避
け
て
通
り
、
学
科
の
つ
め
込
み
教
育
に
専

念
し
て
き
た
こ
と
も
、
非
行
を
生
む
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
教
育
行
政
上
の
社
会
教
育
の
生
い
た
ち
を
理
解

す
る
た
め
に
、
も
う
一
度
現
行
の
学
校
教
育
法
と
社
会
教
育
法
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

順
序
と
し
て
、
現
行
の
社
会
教
育
の
定
義
に
つ
い
て
申
し
ま
す

と
、
第
二
条
に
、
「
社
会
教
育
と
は
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
学
校

の
教
育
課
程
と
し
て
行
わ
れ
る
教
育
活
動
を
除
き
、
主
と
し
て
青

少
年
及
び
成
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
組
織
的
な
教
育
活
動
(
体
育
・

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
)
と
い
う
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
条
文
は

一
見
し
て
分
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
と
社
会
教
育
の
分
野
を
明
白

に
分
け
て
い
ま
す
。

即
ち
、
学
校
教
育
を
番
外
地
に
お
い
て
、
一
応
そ
れ
ぞ
れ
の
縄

張
り
を
決
め
た
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
も
う
一
歩
進
ん
で
い
え

ば
、
教
育
の
本
質
と
は
別
に
、
文
部
省
は
行
政
上
の
区
別
を
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
日
本
の
教
育
が
政

治
の
支
配
下
に
発
展
し
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
は
そ
れ
相
応

の
理
由
が
あ
り
、
明
治
初
年
の
日
本
社
会
情
勢
か
ら
見
て
当
然
の

こ
と
と
い
え
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
長
い
間
の
鎖
国
か
ら
解
放
さ
れ
た
日
本
は
、

世
界
の
学
問
の
水
準
が
分
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
大
変
な
シ
ョ
ッ

ク
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
先
進
国
の
文
明
・
文
化
を
急
い
で
と

り
入
れ
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の
庶
民
は
こ
ん
な
歌

を
唄
い
ま
し
た
。

じ
ゃ
ん
ぎ
り
頭
を
叩
い
て
み
れ
ば

文
明
開
化
の
音
が
す
る

ち
ょ
ん
ま
げ
頭
を
叩
い
て
み
れ
ば

因
循
姑
息
の
音
が
す
る
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ハ
イ
カ
ラ
と
い
う
の
も
、
こ
の
時
分
の
言
葉
で
、
外
国
の
文
物
が

す
べ
て
立
派
に
見
え
て
、
日
本
人
の
誰
も
が
外
国
崇
拝
に
傾
い
て

い
き
ま
し
た
。

さ
て
、
明
治
五
年
に
文
部
省
が
創
設
さ
れ
、
同
時
に
小
学
校
の

制
度
も
始
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
寺
小
屋
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
義

務
教
育
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
か
ら
文
盲
を
な
く
す
た

め
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
か
ら
日
本
の
教
育
は
、
そ
ろ
そ
ろ

知
識
の
偏
重
に
傾
い
て
い
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
徳
川
時
代
に
寺

小
屋
で
育
っ
た
道
徳
教
育
が
弱
め
ら
れ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

当
時
の
社
会
生
活
の
中
で
、
美
し
い
人
間
関
係
が
育
っ
て
い
た

こ
と
は
、
や
は
り
孔
孟
の
教
え
が
そ
の
根
底
に
根
ざ
し
て
い
た
か

ら
で
す
。
知
識
教
育
が
優
先
す
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
人
間
教

育
の
流
れ
を
も
大
き
く
変
え
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ

の
流
れ
を
察
知
し
た
明
治
天
皇
は
、
日
本
民
族
が
う
け
継
い
で
き

た
美
風
を
守
る
た
め
に
、
教
育
に
関
す
る
勅
語
を
浅
発
し
ま
し
た
。

今
で
は
、
こ
の
教
育
勅
語
も
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
人

間
教
育
の
素
晴
し
い
基
本
で
、
世
界
の
ど
こ
の
国
に
も
こ
ん
な
教

育
理
念
は
あ
り
ま
せ
ん
。

明
治
三
十
年
代
に
入
っ
て
、
義
務
教
育
も
一
応
定
着
し
た
の
で
、

そ
の
頃
か
ら
一
般
社
会
人
を
対
象
と
し
て
通
俗
的
な
教
育
(
a
d
u
}
青

の
d
u
c
a
〔
i
O
n
)
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
が
日
本
の
社
会
教
育
の
始
ま
り

と
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
読
み
書
き
ソ
ロ
バ
ン
は
別
と
し
て
、
行
儀
作
法
か

ら
趣
味
に
至
る
ま
で
幅
広
い
講
座
を
も
っ
て
、
庶
民
教
育
を
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
通
俗
教
育
が
社
会
教
育
と
改
称
さ
れ
た
の
も
、

そ
の
頃
で
す
。
正
確
に
は
、
大
正
八
年
に
名
実
共
に
社
会
教
育
が

発
足
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
長
い
間
の
慣
例

で
、
学
校
で
習
得
す
る
こ
と
が
本
当
の
教
育
で
、
社
会
教
育
は
任

意
的
教
育
だ
と
い
う
よ
う
に
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
教
育
の
本
質
は
、
何
と
い
っ
て
も
人
間
づ
く
り
が
目
的

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
人
間
は
、
複
数
で
幸
せ
に
生

き
る
た
め
に
教
育
が
必
要
な
の
で
す
。
独
り
ぼ
っ
ち
で
生
き
て
い

く
な
ら
、
教
育
な
ん
か
要
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
好
き
気
ま
ま
に
生

き
て
い
け
ば
よ
い
わ
け
で
す
。

本
論
に
か
え
り
ま
す
が
、
社
会
と
は
、
二
人
以
上
の
人
間
が
集

ま
っ
て
秩
序
あ
る
生
活
を
す
る
場
で
す
か
ら
、
社
会
教
育
が
必
要

な
の
で
す
。
厳
密
な
意
味
で
は
学
校
教
育
も
社
会
教
育
の
一
部
だ
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と
い
え
ま
す
。
だ
か
ら
、
教
育
行
政
上
の
区
別
と
教
育
の
本
質
を

混
同
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
学
校
教
育
の
生
い
た
ち
か
ら
考
え
る
と
、
学
校
教
育
が

優
先
し
た
事
情
は
先
さ
に
述
べ
た
通
り
で
す
が
、
そ
う
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
正
し
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
近
頃
は
大
分

目
覚
め
て
き
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
学
校
の
成
績
に
こ
だ
わ
っ
て
、

点
数
が
と
れ
な
い
子
供
は
相
手
に
さ
れ
な
い
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

落
ち
こ
ぼ
れ
と
い
っ
て
バ
カ
に
さ
れ
た
の
で
す
が
、
本
当
は
落
ち

こ
ぼ
れ
な
ど
は
い
な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
、
学
校
教
育
が
教
科

の
点
数
本
位
だ
か
ら
、
人
間
性
に
対
し
て
も
誤
っ
て
評
価
を
す
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
現
代
に
至

る
ま
で
、
後
遺
症
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
私
が
い
か
に
大
き
い
声
で
叫
ん
で
み
て
も
、
国
や
学

校
の
教
師
の
目
覚
め
が
な
い
限
り
、
所
詮
は
馬
耳
東
風
で
あ
っ
て
、

ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
す
。
エ
ジ
ソ
ン
や
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
、
学
校
の
生
徒
時
代
に
は
決
し
て
優
等
生
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
何
ご
と
に
よ
ら
ず
、
将
来
を
考
え
る
場
合
に
は
、
歴
史

の
方
向
を
正
し
く
見
き
わ
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
日
本

の
将
来
を
考
え
る
う
え
で
、
日
本
が
こ
れ
ま
で
に
歩
ん
で
き
た
歴

史
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
は
四
十
年
毎
に
大
き
な
社
会
変
革
を
経

て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
お
話
の
冒
頭
で

も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
夜
明
け
は
「
黒
船
来
る
」

か
ら

始
ま
り
、
鎖
国
よ
り
開
国
に
踏
み
切
っ
た
と
き
か
ら
、
新
し
い
日

本
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
八
六
五
年
、
徳
川
幕
府
が
終
っ

た
時
で
す
。
そ
れ
か
ら
日
本
は
遮
二
無
二
外
国
か
ら
学
術
文
化
を

と
り
入
れ
、
外
国
に
追
い
つ
く
こ
と
に
一
生
懸
命
で
し
た
。

そ
の
結
果
、
国
力
も
大
い
に
充
実
し
、
富
国
強
兵
を
モ
ッ
ト
ー

に
国
全
体
が
向
上
発
展
し
ま
し
た
。
当
時
、
日
本
の
近
海
に
良
港

を
求
め
て
満
州
を
南
下
し
て
き
た
ロ
シ
ア
は
、
東
洋
に
勢
力
を
伸

ば
し
て
遂
に
日
本
と
の
一
大
決
戦
と
な
り
、
日
露
戦
争
が
起
こ
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
が
陸
海
軍
共
に
大
勝
し
ま
し
た
。
乃
木

大
将
や
東
郷
元
帥
が
軍
神
と
謳
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
一
九
〇

五
年
で
し
た
。
や
が
て
世
界
の
一
等
国
に
の
し
上
っ
た
日
本
は
、

ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
と
三
国
同
盟
を
結
び
、
世
界
を
相
手
に
戦
争

を
し
、
続
い
て
日
本
は
野
望
を
遂
げ
る
た
め
満
州
事
変
か
ら
日
中
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戦
争
へ
と
発
展
し
、
遂
に
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
老
若
男
女

を
す
べ
て
戦
争
へ
と
駆
り
た
て
ま
し
た
。
当
時
の
軍
部
の
勢
い
は
、

言
語
に
絶
す
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
騙
る
平
家
は
久
し

か
ら
ず
と
や
ら
で
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
日
本
は
遂
に
力

尽
き
て
世
界
中
に
土
下
座
し
た
の
で
す
。

日
本
は
敗
戦
と
同
時
に
、
す
べ
て
が
骨
抜
き
に
な
っ
た
こ
と
は

ご
承
知
の
通
り
で
す
。
家
族
制
度
は
崩
壊
し
、
日
本
国
有
の
民
族

的
美
風
も
ど
こ
か
に
消
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
貧
乏
の
ど
ん
底
に

喘
い
だ
日
本
は
、
世
界
の
同
情
に
よ
っ
て
少
し
つ
つ
自
力
を
回
復

し
、
今
で
は
世
界
を
風
靡
す
る
よ
う
な
経
済
大
国
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
が
敗
戦
か
ら
四
十
年
目
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
成
り
上
っ
た
日
本
は
、
次
第
に
謙
虚
な
心
を
忘
れ

た
た
め
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル
と
蔑
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
経

済
的
優
位
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
の
傲
慢
は
許

さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
政
府
は
、
行
政
や
教
育
の
改
革
が
追
ま
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
歴
史
的
因
縁
か
ら
考
え
ま
す
と
、
世
界

か
ら
信
頼
さ
れ
、
愛
さ
れ
る
日
本
に
な
る
に
は
、
更
に
四
十
年
の

努
力
を
要
す
る
勘
定
に
な
り
ま
す
。
計
算
通
り
い
か
な
い
に
し
て

も
、
美
し
い
日
本
を
再
現
す
る
た
め
に
は
、
日
本
人
の
誰
も
が
、

も
う
四
十
年
ば
か
り
頑
張
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
日
本

人
の
す
べ
て
が
国
民
的
課
題
と
し
て
、
日
本
再
建
に
と
り
組
む
べ

き
宿
命
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

こ
う
し
た
社
会
情
勢
の
中
で
、
我
々
日
蓮
門
下
は
、
お
題
目
総

弘
通
を
叫
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
は
と
か
く
、
宗
派
意
識

が
強
く
な
る
に
つ
れ
て
、
視
野
が
狭
く
な
り
が
ち
で
す
が
、
こ
の

歴
史
的
必
然
の
動
向
に
立
っ
て
、
お
題
目
総
弘
通
運
動
を
考
え
る

べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

七
百
年
の
昔
、
宗
祖
は
邪
悪
に
汚
染
さ
れ
て
い
く
日
本
を
救
う

た
め
に
、
法
華
経
の
尊
い
こ
と
を
説
き
、
速
や
か
に
実
乗
の
一
書

に
帰
せ
よ
と
立
正
安
国
を
叫
ば
れ
た
の
で
す
。
そ
の
一
大
決
意
が

「
わ
れ
日
本
の
柱
と
な
ら
ん
。
わ
れ
日
本
の
眼
目
と
な
ら
ん
。
わ

れ
日
本
の
大
船
と
な
ら
ん
」

と
い
う
三
大
誓
願
に
な
っ
た
の
で
す
。

美
し
い
日
本
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
日
本
人
全
体
の
責
任
で
す
。

従
っ
て
、
こ
の
大
使
命
を
果
す
た
め
に
、
陣
頭
に
立
つ
の
は
誰
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
祖
師
の
遺
志
を
つ
ぐ
日
蓮
門
下
よ
り
外
に
あ

り
ま
せ
ん
。
他
宗
門
で
は
、
こ
の
日
本
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
す
。
祖
国
の
存
亡
に
対
す
る
考
え
方
が
、
違
う
か
ら
で
す
。

こ
れ
ほ
ど
の
大
便
命
を
前
に
し
て
、
私
た
ち
は
単
な
る
日
常
の
年
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中
行
事
に
日
を
費
や
し
て
い
る
時
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
こ
そ
こ

の
国
民
的
課
題
を
果
す
た
め
に
、
国
民
の
先
達
と
な
っ
て
総
決
起

す
べ
き
時
で
す
。

も
っ
と
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
お
題
目
総
弘
通
は
日
蓮
宗
だ
け

の
専
売
で
は
な
い
の
で
す
。
社
会
教
化
を
す
る
に
は
、
法
華
経
以

上
の
教
え
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
全
国
民
に
周
知
徹
底
さ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

妙
な
例
を
申
し
上
げ
て
恐
縮
で
す
が
、
近
頃
エ
イ
ズ
と
い
う
恐

し
い
病
気
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
の
病
気
は
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ

地
方
に
発
生
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
伝
染
し
、
今
や
世

界
中
の
恐
怖
に
な
っ
て
い
ま
す
。
キ
ス
を
し
て
も
感
染
す
る
と
い

う
の
で
す
か
ら
、
恐
い
病
気
で
す
。
現
在
で
は
、
適
確
な
治
療
法

も
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
、
各
都
道
府
県
の
知
事
に
特
別
な
権

限
を
与
え
て
、
エ
ィ
ズ
の
感
染
を
防
ぐ
対
策
も
講
じ
て
い
る
よ
う

で
す
。

末
法
に
な
る
と
、
生
命
の
危
険
を
感
じ
る
こ
と
が
、
次
々
と
起

こ
っ
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
く
、
そ
の
こ

と
を
ち
ゃ
ん
と
法
華
経
は
予
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
醤
喩
品
の
中
に
、

医
学
が
進
歩
し
て
病
気
が
治
る
の
ほ
ほ
ん
の
ツ
カ
の
間
で
、
そ
の

あ
と
か
ら
得
体
の
知
れ
な
い
病
気
が
発
生
し
て
、
人
間
を
苦
し
め

る
と
あ
り
ま
す
。
誓
喩
品
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
様
々
な
話
は
、

単
な
る
説
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
界
火
宅
と
い
っ
て
も
抽
象
論

で
は
な
く
、
世
界
の
ど
こ
か
で
戦
争
を
し
て
い
ま
す
。
ク
ー
デ
タ
ー

を
や
っ
て
、
黒
い
も
の
で
も
白
い
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
現
実

で
す
。

法
華
経
を
よ
く
読
む
と
、
教
育
学
(
薬
草
喩
品
)
か
ら
婦
人
解
放

(
提
婆
品
)
に
至
る
ま
で
、
現
代
人
を
指
導
す
る
に
は
最
高
の
教
え

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
宗
学
者
流
な
、
型
に
は
ま
っ
た
解

釈
を
し
て
い
た
の
で
は
、
法
華
経
の
真
価
が
認
識
さ
れ
ま
せ
ん
。

論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

近
頃
は
よ
く
活
性
化
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
す
が
我
々
が
、
お

経
を
拝
読
す
る
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
意
味
を
他
人

に
理
解
さ
せ
る
か
が
大
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
思
い
や
り

が
あ
っ
て
こ
そ
、
法
華
経
の
教
え
が
生
き
て
く
る
も
の
と
信
じ
ま

す
。最

後
に
も
う
一
度
申
し
上
げ
ま
す
が
、
世
界
は
歴
史
的
必
然
に

よ
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
更
に
四
十
年
の
間
に
、

立
派
な
日
本
の
社
会
を
造
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宗
祖
は
関
目
抄
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