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部
会
報
告
（
要
旨
）

第
一
現
代
教
学
部
会

座

長

三
原
正
資
・
吉
本
光
良

問
題
提
起

古
河
良
晧
・
中
井
本
秀

台
湾
尼
僧

釈

徳
恂

記

録

西
口
玄
修
・
齊
藤
朋
久

運

営

早
坂
鳳
城
・
馬
渡
竜
彦

参
加
者

二
十
四
名

第
一
日
目

「
台
湾
仏
教
界
の
新
た
な
る
動
向
に
触
れ
て
」

初
め
に
立
正
大
学
留
学
生
、
釈
徳
恂
師
に
仏
教
慈
済
功
徳
会

の
活
動
内
容
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
。
わ
ず
か
五
人
の
尼
僧
と
三
〇

人
の
主
婦
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
「
仏
教
慈
済
功
徳
会
」
は
、
多

種
に
渡
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
よ
っ
て
成
長
し
て
き
た
教
団
と

い
え
る
。
特
に
六
万
人
の
信
者
が
百
万
人
に
増
加
し
た
背
景
に
は

総
合
病
院
や
医
学
大
学
の
設
立
な
ど
で
の
慈
善
事
業
に
よ
り
、
社

会
的
に
教
団
が
認
知
さ
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ

れ
ら
諸
活
動
は
、
教
団
の
創
設
者
證
厳
法
師
の
法
華
経
に
基
づ
く

慈
悲
の
実
践
、
法
華
経
の
色
読
で
あ
り
「
人
間
菩
薩
道
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

「
人
間
が
貧
困
に
陥
る
の
は
、
病
の
た
め
で
あ
り
、
病
を
取
り

除
け
ば
病
気
の
せ
い
で
、
貧
し
い
人
間
が
減
っ
て
行
く
か
も
し
れ

な
い
と
感
じ
ら
れ
る
」
の
で
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実
さ
せ

る
。教

団
を
形
成
す
る
尼
僧
達
や
信
者
た
ち
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
慈
悲
行
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
信
心
を
深
め
て

い
き
、
信
者
の
家
族
や
周
囲
を
も
同
様
に
信
仰
に
導
く
こ
と
で
信

者
を
増
や
し
て
き
た
。

釈
徳
恂
師
は
、
日
蓮
聖
人
の
生
涯
を
学
び
、
そ
の
教
え
を
現
代

社
会
に
生
か
し
、
娑
婆
即
寂
光
を
実
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
認

め
な
が
ら
、「
仏
法
の
生
活
化
、
菩
薩
の
人
間
化
」
が
実
現
さ
れ

た
人
間
世
界
の
浄
土
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
講
演
を

終
え
ら
れ
た
。

続
い
て
の
質
疑
応
答
で
は
、
座
長
が
「
他
宗
と
の
交
流
に
つ
い

て
、
相
互
の
特
質
を
認
め
会
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
」
と
口
火
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を
切
り
、
宗
派
、
会
派
を
越
え
た
交
流
が
仏
教
の
興
隆
さ
せ
る
。

な
ど
交
流
に
積
極
的
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。
仏
教
慈
済
功
徳
会
で

は
、
病
院
で
亡
く
な
っ
た
遺
体
は
念
仏
で
除
霊
さ
れ
、
楞
伽
経
も

讀
誦
す
る
。
ま
た
、
台
湾
で
は
四
箇
格
言
の
よ
う
に
排
他
的
な
考

え
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
釈
徳
恂
師
は
「
日

本
仏
教
は
学
術
的
、
男
性
中
心
で
あ
り
、
保
守
的
で
教
義
を
実
践

す
る
場
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
感
想
を
述
べ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
日
蓮
宗
で
も
病
院
を
建
て
れ
ば
、
信
者
さ
ん
が
慈
悲

行
を
実
践
で
き
、
信
徒
数
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
。

こ
れ
に
対
し
、
本
宗
で
は
、
聖
人
の
忍
性
批
判
を
踏
ま
え
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
賛
成
と
反
対
に
意
見
が
分
か
れ
た
。
ま
た
、
日
本

は
在
家
仏
教
な
の
で
国
に
認
可
権
が
あ
り
、
明
治
以
降
戒
律
を
捨

て
、
そ
の
上
病
院
な
ど
公
的
な
仕
事
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ま

た
、
寺
院
の
経
営
者
と
し
て
の
負
担
が
大
き
い
、
な
ど
の
理
由
で

社
会
的
取
り
組
み
に
遅
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
檀
家
制
度
の
崩

壊
を
見
据
え
て
、
社
会
活
動
を
通
し
て
お
題
目
を
広
め
る
道
を
模

索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
に
落
ち
着
い
た
。

（
西
口
玄
修
）

第
二
日
目

「
宗
教
間
対
話
の
意
義
と
必
要
性

宗
教
の
脱
近
代
化

」

第
一
現
代
教
学
部
会
第
二
日
目
は
、「
立
正
安
国
と
宗
教
間
対

話
に
つ
い
て
」

お
題
目
を
ど
う
伝
え
る
か

を
基
本
テ
ー

マ
と
し
て
、「
宗
教
間
対
話
の
意
義
と
必
要
性
」
に
つ
い
て
討
議

さ
れ
た
。

日
蓮
大
聖
人
は
、
辻
説
法
、
法
論
、
公
場
対
決
を
通
し
て
信
仰

を
語
ら
れ
た
。
相
手
を
理
解
し
そ
の
う
え
で
、
自
己
の
信
仰
を

語
り
相
手
を
説
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
我
々
日
蓮
門
下
は
、
こ
の

日
蓮
大
聖
人
の
布
教
姿
勢
を
指
南
と
し
て
、
異
宗
教
と
の
対
話
に

臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
間
対
話
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
於
け
る
、
宗
教
対
立
の

深
刻
さ
に
対
す
る
反
省
か
ら
起
こ
っ
た
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
内
部

に
お
け
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
平
和
共
存
を
目

的
と
し
て
、
進
め
ら
れ
て
き
た
。

ま
ず
こ
の
宗
教
間
対
話
の
、
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
第
一

に
、
異
宗
教
と
の
相
互
理
解
に
よ
る
平
和
共
存
を
目
的
と
す
る
。

第
二
は
、
異
宗
教
と
対
立
せ
ず
特
に
武
力
闘
争
せ
ず
、
融
和
的
に

そ
れ
を
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
戦
略
と
し
て
の
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布
教
手
段
と
し
て
の
意
義
。
第
三
に
そ
の
本
質
的
意
義
は
、
世
界

が
交
通
手
段
の
進
化
、
情
報
革
命
、
技
術
革
命
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
に
乗
り
、
異
宗
教
ど
う
し
が
出
会
う
状
況
に

あ
る
こ
と
か
ら
の
必
然
的
必
要
性
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
す
る
世
界
の
状
況
下
に
お

け
る
日
蓮
宗
の
布
教
戦
略
の
模
索
を
中
心
と
し
て
、
現
代
教
学
部

会
の
討
議
が
進
め
ら
れ
た
。

先
ず
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
為
さ
れ
た
。「
布
教
戦
略
と

し
て
の
宗
教
間
対
話
は
、
他
宗
教
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
単
に
日
蓮
宗
の
自
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
高

め
る
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
間
対
話

は
、
日
蓮
宗
に
と
っ
て
、
宗
教
勢
力
と
し
て
の
生
き
残
り
の
た
め

に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。」

そ
れ
に
対
し
特
に
若
い
教
師
か
ら
は
、
よ
り
積
極
的
な
意
見
が

出
さ
れ
た
。

１
宗
教
間
対
話
に
お
い
て
日
蓮
宗
独
自
の
教
え
を
独
自
の
カ
ラ
ー

で
弘
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
無
け
れ
ば
、
宗
教
間
対
話
は

必
要
な
い
。

２
宗
教
間
対
話
は
、
先
ず
相
手
を
良
く
知
っ
た
上
で
為
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

３
自
分
の
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
か
ら
他
宗
派
と
渡
り
合
っ
て

ほ
し
い
。
例
え
ば
環
境
問
題
に
し
て
も
、
自
分
達
が
先
ず
余
分

な
ゴ
ミ
を
出
さ
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。

４
私
た
ち
僧
侶
は
、
日
蓮
聖
人
の
弟
子
で
あ
る
。
そ
の
私
た
ち

は
、
日
蓮
聖
人
の
お
名
前
で
、
生
活
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
の
だ

か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
意
志
を
伝
え
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。

５
他
宗
教
に
対
し
て
も
正
し
い
態
度
で
、
き
ち
ん
と
対
応
す
べ
き

で
あ
る
。

６
新
寺
建
立
し
、
ま
だ
檀
家
の
少
な
い
私
の
お
寺
で
は
、
共
存
で

は
な
く
生
存
が
先
決
。
信
者
さ
ん
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
齊
藤
朋
久
）
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第
二
現
代
教
化
部
会

座

長

植
田
観
樹
・
小
澤
恵
修

問
題
提
起

中
村
潤
一

記

録

岩
本
泰
寛

運

営

伊
藤
立
教
・
小
倉
孝
昭

参
加
人
数

二
十
二
名

第
一
日
目

「
真
の

革
命
と
は
何
か
｜
顔
の
見
え
な
い
情
報
化
社
会
の
功

罪
を
問
う
｜
」

（
情
報
技
術
）
に
よ
っ
て
、
急
激
に
変
化
す
る
情
報
化
社

会
の
中
で
私
た
ち
も
、
大
い
に
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

が
き
て
い
る
。

立
教
開
宗
七
五
〇
年
を
起
点
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
檀
信
徒
教

化
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
顔
の
み
え
な
い
情
報
社
会
に
お
題
目

の
信
仰
を
ど
う
伝
え
る
べ
き
か
を
話
し
合
う
。

討
議
資
料
と
し
て
中
四
国
教
区
教
研
会
議
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

布
教
の
明
日
を
探
る
」
が
配
ら
れ
た
。

あ
る
講
演
で
、
聴
衆
が
だ
れ
一
人
と
し
て
講
演
者
を
見
ず
に
、

ひ
た
す
ら
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
い
て
講
演
内
容
を
入
力

し
て
い
た
姿
に
戦
慄
を
覚
え
た
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

全
体
と
し
て
功
よ
り
も
罪
が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
が
、

檀
信
徒
教
化
に
「

」
の
利
用
、
活
用
を
視
野
に
入
れ
た
、
宗

門
と
し
て
の
指
針
、
指
導
、
教
材
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
構
築
、

整
備
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
を
新
た
に
し
た
。

第
二
日
目

「
信
徒
の
信
条
｜
い
か
に
し
て
檀
信
徒
を
教
化
す
べ
き
か
｜
」

問
題
提
起

「
信
行
必
携
」
の
発
刊
は
、
昭
和
四
七
年
で
、
約
三
十
年
が
経
つ

が
、「

」
を
加
味
し
て
改
定
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

時
の
宗
務
総
長
渡
部
公
允
師
は
、
そ
の
序
の
中
で
、
激
動
化

し
、
退
廃
す
る
世
相
を
鑑
み
、「
宗
門
が
宗
徒
の
総
蹶
起
を
促

し
、
護
法
運
動
を
提
起
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
も
、
偏
に
こ
の
危

態
を
憂
う
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、「
そ
の
為
に
は
宗
徒

の
一
人
一
人
が
確
乎
た
る
信
仰
を
持
ち
、
そ
の
団
結
の
力
を
も
っ
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て
社
会
教
化
の
発
言
強
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
語
っ
て
い
る
。

そ
の
思
い
か
ら
提
唱
さ
れ
、
全
国
に
実
施
さ
れ
た
の
が
、
護
法
統

一
信
行
で
あ
る
。

「
そ
こ
で
こ
の
度
、
国
が
義
務
教
育
制
を
敷
い
た
よ
う
に
、
統

一
さ
れ
た
信
行
組
織
に
よ
っ
て
全
宗
徒
が
信
行
に
励
も
う
と
い
う

の
で
あ
り
ま
す
」
と
語
る
総
長
は
、「
い
わ
ば
宗
祖
降
誕
七
五
〇

年
を
起
点
と
し
、
今
こ
そ
宗
徒
信
行
の
一
大
革
新
を
断
行
し
よ
う

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
」
と
そ
の
決
意
を
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
こ
の
信
行
活
動
が
、
ど
の
よ
う

な
軌
跡
を
辿
っ
て
来
た
か
を
、
私
た
ち
は
ま
ず
ふ
り
返
っ
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
反
省
の
て
が
か
り
と
な
る
材
料
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
（
信

行
必
携
）
に
記
さ
れ
て
い
る
「
宗
徒
の
信
条
」
と
い
う
項
目
で
は

な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
列
記
し
て
み
た
い
。

宗
徒
の
信
条

一
、
私
た
ち
は
、
日
蓮
聖
人
に
よ
っ
て
体
験
せ
ら
れ
た
法
華
経
を

人
生
す
べ
て
の
基
本
と
い
た
し
ま
す
。

二
、
久
遠
に
わ
た
り
衆
生
を
救
お
う
と
さ
れ
て
い
る
釈
迦
牟
尼
仏

は
、
智
慧
と
慈
悲
を
す
べ
て
備
え
ら
れ
た
本
師
で
す
。
私
た
ち

は
こ
の
み
仏
に
絶
対
の
信
仰
を
さ
さ
げ
ま
す
。

三
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
、
衆
生
が
成
佛
す
る
た
め
の
肝
要
な
行

法
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
み
法
（
の
り
）
を
堅
く
心
身
に
た

も
ち
ま
す
。

四
、
人
々
の
仏
性
を
開
き
、
み
仏
の
国
土
を
建
設
す
る
こ
と
は
、

日
蓮
聖
人
の
誓
願
で
す
。
私
た
ち
は
聖
人
を
導
師
と
し
て
、
そ

の
実
現
に
精
進
い
た
し
ま
す
。

五
、
私
た
ち
は
、
常
に
仏
子
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
す
べ
て
の

衆
生
と
共
に
真
実
を
求
め
て
生
活
を
い
た
し
ま
す
。

檀
信
徒
に
、
本
当
の
法
華
経
の
教
え
日
蓮
聖
人
の
お
考
え
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
い
わ
ば
顔
が
み
え
な
い
の
が
、
今
の
日
蓮

宗
の
実
態
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
情
報
技
術
）
革
命
と
い
う
が
、
私
た
ち
に
必
要
な
の

は
、
情
報
技
術
の
向
上
で
は
な
く
、
情
報
内
容
の
向
上
で
あ
る
。

末
法
の
衆
生
に
必
要
な
教
え
で
あ
る
法
華
経
を
選
び
と
ら
れ
た

日
蓮
聖
人
の
教
え
を
、
檀
信
徒
に
正
し
い
信
仰
の
あ
り
方
を
発
信

し
、
実
践
す
る
こ
と
こ
そ
、
私
た
ち
の
真
の

革
命
だ
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
問
題
提
起
さ
れ
、
討
論
が
行
わ

れ
、
左
記
の
よ
う
な
意
見
が
出
た
。
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○
情
報
に
弱
い
僧
侶
が
多
い
。
文
系
、
理
系
に
分
け
れ
ば
僧
侶
は

文
系
出
身
が
多
く
、
情
報
技
術
は
理
系
に
属
す
。

○
情
報
化
社
会
に
の
り
、
利
用
す
る
こ
と
は
、
垣
根
を
低
く
し
、

又
は
垣
根
を
は
ず
す
事
に
も
な
る
。

○
情
報
が
公
共
の
事
象
か
ら
個
人
的
な
も
の
ま
で
氾
濫
し
、
個
人

化
し
て
い
る
。

○
不
特
定
多
数
へ
の
宣
伝
効
果
は
あ
る
が
、
匿
名
の
情
報
が
流
れ

る
恐
れ
が
あ
る
。

（
岩
本
泰
寛
）

第
三
現
代
教
育
部
会

座

長

龍
澤
泰
孝
・
中
村
雅
輝

問
題
提
起

中
村
雅
輝

特
別
講
師

松
本
学
昭

記

録

宮
淵
泰
存
・
遠
藤
了
暉

運

営

新
間
智
照
・
井
本
学
雄
・
斎
藤
哲
秀
・

田
島
辨
正
・
中
山
観
能
・
中
村
雅
輝

参
加
人
数

三
十
名

本
師
釈
迦
牟
尼
仏
を
崇
拝
し
、
日
蓮
大
聖
人
が
本
化
地
涌
の
上

行
菩
薩
と
し
て
、
自
ら
そ
の
仏
眼
に
適
う
べ
き
だ
と
思
う
。
仏
眼

に
適
う
為
に
は
、
給
仕
第
一
、
行
学
二
道
に
精
進
す
る
べ
き
で
あ

る
。今

、
一
般
の
人
が
宗
教
に
求
め
る
こ
と
は
、
現
証
利
益
が
最
大

の
願
い
で
あ
る
。
現
証
利
益
が
一
番
の
願
い
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ

ど
悲
し
い
こ
と
は
な
い
。
宗
教
者
に
何
を
求
め
て
い
る
か
を
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。

弟
子
は
師
を
尊
敬
し
、
師
匠
は
仏
様
よ
り
あ
ず
か
っ
た
弟
子
を
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育
て
る
責
任
が
あ
る
。
師
厳
道
尊
と
い
う
の
は
、
実
際
に
行
っ
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
心
が
一
番
の
加
行
で
あ
る
。

人
間
と
は
、
人
に
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
成
ら
な
く
て
は
い
け
な

い
。
そ
れ
に
は
、
正
し
い
行
い
を
す
る
、
約
束
を
守
る
、
嘘
を
つ

か
な
い
、
疑
い
を
持
た
な
い
、
責
任
あ
る
行
動
を
と
る
、
さ
す
れ

ば
、
相
手
に
自
分
を
信
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

次
に
隠
し
事
を
し
な
い
、
陰
日
向
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
自
然
体

の
行
動
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
体
の
行
動
こ
そ
必
要
な
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
あ
の
人
に
引
導
を
渡
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
初
め
て
、
一
人
前
の
師
で
あ
る
と
い
え

る
。大

聖
人
の
言
葉
の
中
に
、
自
力
本
願
を
説
く
と
、
み
ん
な
納
得

す
る
。「
た
ら
」「
つ
も
り
」
人
生
で
は
い
け
な
い
。

私
は
、「
一
体
全
体
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
日
蓮
宗
門
全
体

は
、
我
々
一
細
胞
で
あ
る
こ
の
一
体
が
光
輝
い
て
こ
そ
、
宗
門
全

体
が
輝
く
。
自
分
一
人
だ
け
は
良
い
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
そ
の
部

分
は
日
影
と
な
っ
て
、
全
体
の
輝
き
は
無
く
な
っ
て
く
る
。
日
蓮

宗
門
を
光
輝
か
せ
る
た
め
に
は
、
一
人
一
人
が
努
力
精
進
す
る
こ

と
を
、
責
任
、
義
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
僧
侶
生
活
を
送
っ

て
頂
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
「
師
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い

う
、
講
話
を
松
本
学
昭
師
よ
り
頂
き
、
以
後
、「
師
の
あ
る
べ
き

望
ま
し
い
方
向
」
に
つ
い
て
討
論
が
進
み
、
自
ら
お
祖
師
様
、
お

釈
迦
様
に
仕
え
る
給
仕
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
ぶ
と
言
う
事
も

給
仕
で
あ
る
。

○
信
行
道
場
で
、
毎
日
祖
廟
に
参
詣
し
給
仕
す
る
こ
と
に
よ
り
、

お
釈
迦
様
、
日
蓮
大
聖
人
に
近
く
な
る
、
と
い
う
気
持
ち
を
も

つ
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

○
師
は
弟
子
の
才
能
を
伸
ば
し
、
弟
子
自
身
の
考
え
か
た
に
よ
っ

て
行
っ
た
失
敗
に
は
、
師
が
責
任
を
持
っ
て
正
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
人
格
更
生
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
誰
が
評
価
す

る
で
な
く
、
責
任
を
も
っ
て
弟
子
訓
育
に
あ
た
る
。

○
親
子
で
は
、
師
弟
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
等
の
意
見
を
頂
い

た
。

二
日
目
は
、
座
長
よ
り
「
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
が
一
番
の
師
」
で

あ
る
と
の
発
言
を
承
け
て
始
ま
り
、
問
題
提
起
者
の
中
村
雅
輝
師

よ
り
「
師
と
は
」
法
を
授
け
て
く
れ
た
人
が
師
で
あ
る
と
い
う
師

に
つ
い
て
の
経
緯
と
、
宗
門
に
お
け
る
師
弟
制
度
に
つ
い
て
説
明
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が
あ
り
、
問
題
点
と
し
て

・
出
家
得
度
時
に
就
い
た
師
僧
の
束
縛
が
強
く
、
法
を
求
め
る

為
の
師
僧
換
等
は
事
実
上
困
難
と
い
え
る
。

・
師
資
相
承
と
世
襲
制
の
問
題

・
師
弟
教
育
の
困
難
さ

後
に
、「
非
住
職
教
師
に
教
師
資
格
取
得
後
、
十
年
、
二
十
年

を
節
目
に
師
を
問
い
直
し
依
止
師
（
学
師
）
を
決
め
る
機
会
を
与

え
た
ら
ど
う
か
」
と
、
提
案
さ
れ
た
。

○
自
分
は
あ
ま
り
師
を
考
え
た
こ
と
が
無
い
。
制
度
上
で
父
は
師

匠
だ
が
、
そ
れ
を
越
え
て
他
で
学
ぶ
師
が
あ
っ
て
も
良
い
と
思

う
。
そ
れ
を
檀
家
に
教
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

○
師
匠
に
あ
ま
り
教
わ
っ
た
記
憶
が
無
い
。
宗
立
学
寮
で
ほ
と
ん

ど
を
教
わ
っ
た
。
師
を
師
と
意
識
す
る
こ
と
出
来
ず
、
今
回
の

師
子
相
承
と
い
う
の
が
大
事
な
の
か
な
と
思
っ
た
。
弟
子
か
ら

求
め
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
た
。

○
私
は
父
が
師
匠
で
あ
る
が
、
大
本
は
釈
尊
で
あ
り
、
お
祖
師
様

の
お
弟
子
で
あ
る
と
い
う
心
構
え
で
、
信
行
道
場
の
末
席
に
加

え
て
も
ら
っ
た
。

○
教
育
機
関
は
見
直
さ
れ
る
時
期
が
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

信
行
道
場
の
よ
う
に
、
行
を
し
な
が
ら
学
べ
る
大
規
模
な
施
設

が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

○
僧
階
を
上
げ
た
と
き
に
講
習
を
し
、
受
戒
を
受
け
る
べ
き
だ
。

そ
の
よ
う
な
儀
式
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
覚
が
わ
い
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。

○
息
子
が
継
ぐ
の
は
悪
く
な
い
と
思
う
が
、
僧
侶
と
し
て
養
成
す

る
に
は
一
度
外
に
出
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
、
父
が
師
匠
と
し

て
養
成
す
る
の
で
は
な
く
、
外
に
出
し
て
養
成
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
作
る
こ
と
も
大
事
で
は
な
い

か
。

○
学
校
と
信
行
道
場
以
外
は
、
家
か
ら
出
な
い
の
で
、
出
家
と
言

う
点
で
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

○
一
生
の
内
に
一
回
は
出
家
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
制
度

も
あ
る
国
が
あ
る
の
で
、
一
生
の
内
に
一
回
は
、
一
般
社
会
人

に
な
る
の
も
良
い
と
思
う
。

○
弟
子
が
大
勢
に
な
っ
た
場
合
ど
う
す
る
の
か
。
放
っ
た
ら
か
し

の
師
匠
が
多
い
。

○
信
行
道
場
を
出
て
も
一
般
の
生
活
を
し
て
い
る
人
が
い
る
の
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に
、
代
務
し
て
い
る
寺
院
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
。

○
在
家
か
ら
出
家
し
て
、
お
寺
で
の
働
き
先
が
な
い
。
宗
務
院
に

も
、
就
職
課
な
ど
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

等
々
色
々
な
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
参
加
者
の
殆
ど
が
、
本
師

釈
迦
牟
尼
仏
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
が
一
師
で
あ
る
と
言
う
意
識
を

持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
第
三
現
代
教
育
部
会
に
お
い
て
、
宗
務
院
に
就
職
課

の
よ
う
な
窓
口
を
作
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
要
望
書
を
提
出
す
る

こ
と
で
、
参
加
者
一
同
の
賛
同
を
得
て
部
会
は
閉
じ
た
。

（
遠
藤
了
暉
）

第
四
現
代
社
会
問
題
部
会

問
題
提
起

梅
森
寛
誠
・
貫
名
英
舜

柴
田
寛
彦
・
奥
田
正
叡
・
今
田
忠
彰

記

録

灘
上
智
生
・
都

泰
雄

運

営

蟹
江
一
肇

参
加
人
数

三
十
名

第
四
現
代
社
会
問
題
部
会
で
は
、
全
体
テ
ー
マ
「
誓
願

我
ら

は
今
何
を
す
べ
き
か

」
を
踏
ま
え
、
一
つ
は
政
治
の
問
題
と
し

て
、
も
う
一
つ
は
現
代
人
の
死
生
観
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
。

二
十
一
世
紀
を
目
の
前
に
し
て
、
我
が
国
は
一
体
ど
こ
に
向
お

う
と
し
て
い
る
か
。
保
守
を
基
盤
と
し
た
自
公
連
立
政
権
は
、

空
洞
化
し
つ
つ
あ
る
公
共
性
を
無
理
に
も
糊
塗
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
青
少
年
問
題
で
あ
る
。
十
代
の
少
年

に
よ
る
重
大
犯
罪
が
多
発
し
て
お
り
、
そ
の
事
件
の
背
景
に
「
い

の
ち
の
尊
厳
」
に
対
す
る
軽
視
と
い
う
も
の
が
み
て
と
れ
る
。

「
国
」
と
は
何
か
。「
い
の
ち
」
と
は
何
か
。
日
蓮
聖
人
が
鎌
倉

時
代
に
お
い
て
対
峙
さ
れ
た
課
題
に
対
し
て
私
た
ち
な
り
の
答
え



─ ─

を
紡
ぎ
出
す
こ
と
が
、
今
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
日
蓮
宗
徒
は
現
代
の
政
治
に
い
か
に
関
わ
る
か
」

日
の
丸
君
が
代
／
政
教
分
離
（
自
公
問
題
）

昨
年
以
来
の
自
公
保
（
自
）
連
立
政
権
の
下
で
、
こ
れ
ま
で

国
内
の
保
守
派
の
懸
案
で
あ
っ
た
様
々
な
事
柄
が
国
民
的
な
合
意

を
得
る
事
な
く
通
過
し
た
。
そ
の
中
の
代
表
が
「
国
旗
国
歌
法

案
」
で
あ
る
。
ま
た
森
総
理
大
臣
に
よ
る
「
神
の
国
」
発
言
も
あ

り
、「
国
」
と
い
う
も
の
の
概
念
を
め
ぐ
り
様
々
な
異
な
っ
た
立

場
が
出
て
き
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
様
な
状
況
を
受
け
て
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
く
の
か
を
、
梅
森
寛
誠
師
貫
名
英
舜
師
を

発
題
者
と
し
て
討
議
が
行
わ
れ
た
。

梅
森
師
は
、『
国
旗
国
歌
法
そ
の
後

私
た
ち
は
「
天
皇
教
」

と
ど
う
向
き
合
う
か

』
と
い
う
表
題
で
以
下
の
よ
う
な
発
題
を

行
っ
た
。
九
九
年
八
月
に
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
「
国
旗
国
歌

法
」
は
、
法
制
化
に
際
し
て
は
、
政
府
は
「
尊
重
の
義
務
は
な

い
」
と
強
調
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
省
サ
イ
ド
で
は

「
学
習
指
導
要
領
」
に
よ
る
事
実
上
の
強
制
が
露
骨
に
な
っ
て
お

り
、
公
的
立
場
の
者
の
強
要
す
る
発
言
行
動
が
各
地
で
続
い
た
。

憲
法
十
九
条
の
思
想
良
心
の
自
由
が
反
故
と
な
り
、「
相
互
監

視
」
の
下
に
個
人
の
心
の
内
面
に
ま
で
支
配
が
及
ぶ
懸
念
が
一
挙

に
現
実
化
し
、
本
年
五
月
の
森
首
相
に
よ
る
「
天
皇
を
中
心
と
す

る
神
の
国
」
発
言
は
、
こ
れ
ら
に
駄
目
を
押
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

こ
の
国
の
近
代
国
家
が
一
貫
し
て
天
皇
を
国
民
支
配
の
手
段
と
し

て「
宗
教
」的
に
利
用
し
て
き
た
意
味
で
、
宗
教
問
題
で
あ
り
、
あ

た
か
も
「
天
皇
教
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。「
天
皇
教
」
は
、

成
文
化
さ
れ
ず
、
当
然
の
も
の
と
し
て
人
々
に
自
主
的
帰
順
を
迫

る
。
国
民
の
同
質
性
が
求
め
ら
れ
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
排
除
さ

れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
我
々
は
痛
み
苦
し
み
を
共
有
し
、

タ
ブ
ー
を
恐
れ
ず
、
行
動
し
て
い
く
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
た
。

続
い
て
貫
名
師
は
、『
日
蓮
宗
徒
は
現
実
の
政
治
に
い
か
に
関

わ
る
か
』
と
い
う
表
題
で
、
以
下
の
よ
う
な
発
題
を
行
な
っ
た
。

日
の
丸
君
が
代
は
、
近
代
日
本
が
国
民
国
家
と
し
て
の
形
を
整

え
る
過
程
で
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
伝
統
と
し
て
国
民

の
間
に
定
着
し
て
い
る
」と
言
っ
て
も
そ
の
起
源
を
明
治
以
前
に

遡
る
事
は
出
来
な
い
。
終
戦
後
の
国
際
状
況
を
背
景
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
の
政
治
的
判
断
で「
天
皇
制
」は
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
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同
時
に
日
の
丸
君
が
代
も
そ
の
ま
ま
に
さ
れ
て
現
在
に
至
る
。

こ
れ
が
、
同
じ
敗
戦
国
で
あ
る
独
伊
が
そ
の
体
制
と
共
に
、
そ

れ
ま
で
の
国
旗
国
歌
を
全
面
的
に
廃
棄
し
た
事
と
は
全
く
異
な

る
点
で
あ
る
。

現
在
、
無
原
則
に
越
境
す
る
情
報
化
と
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
の
急
速
な
拡
大
、
そ
し
て
、
人
的
交
流
に
よ
っ
て
、
近
代
以
来

の
国
民
国
家
（
文
化
「
国
語
」の
同
一
性
を
根
拠
に
し
た
人
的
統

合
体
）
と
い
う「
公
」の
存
在
理
由
が
著
し
く
希
薄
化
し
て
い
る
。

こ
の
希
薄
化
す
る「
公
」と
い
う
問
題
に
お
い
て
そ
れ
を
政
治
的
危

機
と
し
て
考
え
、
現
在
並
び
に
未
来
の「
国
民
」に
対
し
て
日
本
人

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
拠
を
緊
急
に
改
組
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
保
守
派
は
、
自
公
と
い
う
枠
組
み
に
野

合
し
、
こ
の
保
守
翼
賛
的
政
権
の
も
と
で
国
旗
国
歌
を
法
制
化

す
る
途
を
選
択
し
た
。

我
々
は
日
蓮
聖
人
の「
立
正
安
国
」を
根
本
的
宗
是
と
し
て
掲
げ

る
以
上
、
こ
の「
立
正
安
国
」に
お
け
る「
ク
ニ
」と
現
在
の
政
権
が

想
定
す
る「
国
」と
が
本
当
に
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
吟
味
す
る
所
か
ら
、
こ
の
問
題
の
成
行
き
を
深
く
注
視

し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
上
の
様
な
発
題
の
も
と
、
参
加
者
よ
り
以
下
の
よ
う
な
意
見

が
寄
せ
ら
れ
た
。

○
自
民
党
の
体
質
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
実
際
国
旗
国
歌
が
無

け
れ
ば
ど
う
す
る
の
か
。

○
国
旗
国
歌
と
国
旗
国
歌
法
は
別
で
あ
る
。
国
旗
国
歌
に
関
し
て

は
、
代
案
が
出
な
い
所
を
見
る
と
、
国
民
は
消
極
的
賛
成
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
性
急
な
法
案
に
は
問
題
が
あ
る
。
若
い
人
達

は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
思
想
的
方
向
性
を
付
け
ら
れ
や
す
い

為
、
裏
に
あ
る
意
図
歴
史
を
教
え
る
事
が
大
切
で
あ
る
。

○
国
旗
国
歌
を
当
然
と
捉
え
、
論
議
す
る
こ
と
を
タ
ブ
ー
と
す
る

の
で
は
な
く
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
大
事
に
す

べ
き
で
あ
る
。

○
我
々
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
送
り
出
せ
る
よ
う
な
社
会
を
作
る

事
が
立
正
安
国
で
あ
り
、
現
状
を
見
つ
め
、
社
会
を
ど
う
変
え

る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

○
僧
侶
が
政
治
と
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
時
代
と
な
っ
て
お
り
、

我
々
は
政
治
と
関
わ
り
を
持
ち
、
違
う
と
思
う
も
の
に
は
発
言

し
、
批
判
す
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。

（
灘
上
智
生
）
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ゆ
ら
ぐ
「
い
の
ち
の
尊
厳
」

ゆ
ら
ぐ
「
い
の
ち
の
尊
厳
」
と
題
し
、
青
少
年
に
よ
る
犯
罪
が

世
間
を
震
撼
さ
せ
て
い
る
中
、
次
世
代
を
担
う
青
少
年
や
そ
の
親

の
世
代
に
対
し
て
、「
い
の
ち
の
尊
厳
」
を
如
何
に
伝
え
る
べ
き

な
の
か
を
、
私
た
ち
宗
教
者
が
自
分
自
身
に
、
私
の
問
題
と
し
て

問
い
か
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
高
校
生
に
「
人
を
殺

し
て
な
ぜ
悪
い
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
た
場
合
を
想
定

し
、
３
つ
の
問
い
に
た
い
し
て
三
名
の
リ
ポ
ー
タ
ー
の
報
告
を
受

け
て
討
論
が
進
め
ら
れ
る
。

問
い

人
を
殺
し
て
な
ぜ
悪
い
の
で
す
か
？

動
物
を
殺
し
て
食
べ
て
い
る
の
に

○
人
間
が
生
き
て
い
く
為
に
は
、
他
の
命
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば

生
き
ら
れ
な
い
事
に
懺
悔
し
、
自
が
懺
悔
・
成
仏
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
殺
し
た
命
も
う
か
ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

○
大
人
の
考
え
で
は
子
供
た
ち
は
な
か
な
か
納
得
し
て
く
れ
な

い
。
命
の
大
切
さ
が
伝
わ
ら
な
い
今
の
世
の
中
で
は
あ
る
が
、

大
人
が
今
ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
事
を
、
子
供
た
ち

に
身
近
な
事
か
ら
言
葉
だ
け
で
な
く
、
実
体
験
を
通
し
て
教
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
人
間
は
、
生
き
る
の
を
や
め
な
い
限
り
不
殺
生
戒
は
守
れ
な

い
。
命
を
長
ら
え
ら
れ
る
以
外
の
部
分
、
む
さ
ぼ
り
に
対
し
て

不
殺
生
戒
を
言
う
の
で
は
な
い
か
。

問
い

人
を
殺
し
て
な
ぜ
悪
い
の
で
す
か
？

自
殺
は
認
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
す
か

○
釈
迦
も
あ
る
意
味
で
は
、
自
殺
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
き
る
為
の
教
え
を
説
か
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
生
き
る
こ
と
を
前
提
に
命
の
大
切
さ
を
伝
え
た
い
。

○
自
殺
の
原
因
と
し
て
は
病
気
や
経
済
的
な
事
な
ど
様
々
な
理
由

が
あ
り
、
そ
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
為
に
自
殺
が
あ
る
。
私
達

の
使
命
は
現
実
を
厳
粛
に
受
け
止
め
な
が
ら
、
自
殺
に
陥
る
事

の
な
い
よ
う
な
精
神
的
ケ
ア
が
出
来
る
事
が
望
ま
し
い
。

問
い

人
を
殺
し
て
な
ぜ
悪
い
の
で
す
か
？

人
を
殺
し
て
も
い
い
場
合
も
あ
る
の
で
す
か
、
死

刑
制
度
の
よ
う
に
？

○
死
刑
は
国
家
が
法
律
に
基
づ
い
て
殺
人
を
す
る
。
国
民
が
認
め

た
法
律
で
あ
る
と
い
う
事
は
私
達
も
認
め
た
殺
人
と
い
う
事
も

い
え
る
。

○
死
刑
に
は
、
次
な
る
犯
罪
を
お
こ
さ
せ
な
い
為
の
抑
止
力
が
あ
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る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
抑
止
力
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。

○
死
で
し
か
償
う
事
の
出
来
な
い
罪
も
あ
る
と
い
え
る
が
、
死
で

償
う
の
で
は
な
く
、
一
生
懺
悔
し
て
生
き
て
行
く
と
い
う
償
い

も
あ
る
。

○
重
大
な
犯
罪
が
多
発
す
る
中
、
被
害
者
の
人
権
よ
り
も
加
害
者

の
人
権
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
な
風
潮
が
見
ら
れ
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。

仏
教
で
は
不
殺
生
戒
を
い
う
が
、
私
た
ち
仏
教
者
は
、
ま
ず
戒

と
律
の
違
い
を
正
し
く
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
戒
と

は
修
行
を
す
る
上
で
守
る
基
盤
、
律
と
は
組
織
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
な
も
の
。

命
の
尊
厳
を
伝
え
る
為
に
は
、
ま
ず
家
庭
を
基
盤
に
し
た
子
供

へ
の
教
育
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
全
体
を
側
面
か
ら
見
な
が
ら
支

え
て
い
く
の
が
私
た
ち
仏
教
者
の
勤
め
で
あ
る
。

（
都

泰
雄
）


