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全
体
会
議
（
分
科
会
報
告
）

司
会
（
伊
藤
立
教
主
任
）

お
疲
れ
さ
ま
で
す
。
全
体
会
議
を
開
き
ま
す
。
西
口
玄
修
嘱
託
、
座
長
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

全
体
会
議
座
長
（
西
口
玄
修
嘱
託
）

昨
日
、
今
日
と
、
講
演
並
び
に
分
科
会
で
ほ
ぼ
五
時
間
、
皆
様
方
お
疲
れ
の
こ
と
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
約
一
時
間
、
全
体
会
議
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
各
分
科
会
の
ご
報
告
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
だ
い
た
い
五
分
程
度
で

お
願
い
し
ま
す
。
ま
ず
第
一
分
科
会
、
小
瀬
上
人
お
願
い
致
し
ま
す
。

第
一
分
科
会
（
小
瀬
修
達
研
究
員
）

第
一
分
科
会
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
一
分
科
会
で
は
、「
共
生
と
は
？
」
と
い

う
題
の
下
に
、
武
藤
上
人
に
よ
り
問
題
提
起
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
始
め
に
、「
共
生
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
概
念
に
つ
き
ま
し
て
、
現
在

仏
教
一
般
に
使
わ
れ
る
「
共
生
」
の
語
源
は
、
浄
土
宗
、
椎
尾
弁
匡
師
が
、
善
導
和
尚
の
『
往
生
礼
讃
偈
』
の
「
願
わ
く
ば
諸
々
の
衆
生

と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
の
文
か
ら
、「
共
に
生
き
る

と
も
い
き
」
と
解
釈
さ
れ
、
昭
和
三
十
五
年
頃
、
日
中
仏
教
交
流
な

ど
、
平
和
運
動
に
師
が
用
い
た
も
の
が
一
般
用
語
化
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
他
宗
教
の
共
生
の
説
明
に
続
き
ま

し
て
、『
法
華
経
』
の
教
え
の
中
の
平
等
大
慧
、
一
佛
乗
の
教
え
に
見
ら
れ
る
「
共
生
」
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。『
化
城
喩
品
第
七
』
の

「
願
以
此
功
徳

普
及
於
一
切

我
等
與
衆
生

皆
共
成
佛
道
」
の
文
は
、
普
回
向
と
し
て
、
諸
宗
で
お
唱
え
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の

「
皆
共
に
佛
道
を
成
ぜ
ん
」
の
精
神
を
法
華
経
に
お
け
る
共
生
で
は
な
い
か
と
、
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、『
寿
量
品
第
十
六
』
の

「
我
此
土
安
隱
」「
毎
自
作
是
念
」
の
文
で
始
ま
る
平
等
大
慧
の
思
想
も
共
生
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、『
勧
発
品
第
二
十
八
』

の
「
此
人
現
世
得
白
癩
病
」
等
の
文
字
表
現
を
、
差
別
経
と
批
判
す
る
学
者
も
い
る
が
、
こ
れ
は
共
生
の
思
想
に
反
す
る
の
か
。
ま
た
、

宗
祖
の
教
え
と
し
ま
し
て
、『
四
箇
格
言
』、『
立
正
安
国
論
』
等
の
宗
祖
の
思
想
で
「
共
生
」
が
可
能
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
答
え
て
、
諸
師
の
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
法
華
経
解
釈
に
は
本
来
、
約
教
・
約
部
、
待
絶
二
妙
と
い
っ
た
、
法
華
経
以
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外
の
諸
経
典
の
円
教
思
想
を
、
法
華
経
と
同
一
の
円
教
と
認
め
、
諸
経
を
包
括
、
融
和
す
る
開
会
的
な
立
場
と
、
教
相
判
釈
に
よ
り
、
法

華
経
の
み
の
純
粋
な
円
教
を
示
す
立
場
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
ご
意
見
に
お
き
ま
し
て
も
、
諸
宗
の
根
底
に
法
華
経
の
思
想
を
見
出

し
、「
共
生
」
を
考
え
ら
れ
た
方
や
、「
共
生
」
で
は
な
く
、
法
華
経
に
統
一
す
る
こ
と
が
目
的
と
考
え
ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
ま
た
、
旧
約
聖
書
や
他
宗
教
を
研
究
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
他
宗
教
批
判
、
排
除
の
記
述
か
ら
「
共
生
」
で
き
な
い
と
結
論
を
持
た
れ
た

上
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
当
分
科
会
で
は
、
途
中
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
回
答
に
重
複
し
ま
す
の

で
、
重
ね
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
し
ま
し
て
、
二
番
目
の
設
問
に
、「
あ
な
た
は
、
日
蓮
教
学
に
お
い
て

﹇
共
生
思
想
﹈が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。」
と
い
う
問
い
に
お
き
ま
し
て
、「
は
い
」
と
、「
共
生
」
を
認
め
ら
れ
た
方
々
は
、
主
に
法
華

経
の
一
佛
乗
、
開
会
的
な
思
想
を
根
底
に
踏
ま
え
て
、
発
言
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
を
挙
げ
ま
す
と
、「
一
切
衆
生
の
成
仏

を
根
本
精
神
と
し
て
い
る
た
め
。」「
但
行
礼
拝
。」「
一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
り
、
久
遠
の
本
仏
の
懐
の
中
で
、
全
て
の
慈
悲
の
世
界
に
包

ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
仏
教（
法
華
経
）の
基
本
的
考
え
で
あ
ろ
う
。
故
に
法
華
経
を
中
心
に
世
界（
社
会
）が
出
来
上
が
ら
な
い
と
全
て

の
安
心
は
無
い
の
で
あ
る
。」

ま
た
、「
い
い
え
」
と
、
共
生
思
想
は
日
蓮
教
学
に
無
い
と
お
答
え
さ
れ
た
方
々
は
主
に
、
宗
祖
の
教
相

判
釈
的
な
立
場
を
重
視
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
を
挙
げ
ま
す
と
、「
大
聖
人
の
お
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
我
々
の
本
化
門
下

は
受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
方
便
品
に
お
い
て
、﹇
正
直
捨
方
便
﹈と
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
佛
本
心
随
自
意
経
に
反
し
た
諸
宗
に
合

わ
せ
る
と
い
う
の
は
ど
う
か
と
思
う
。
仏
語
を
実
語
と
す
べ
き
が
我
々
本
化
門
下
仏
使
と
し
て
の
役
割
で
は
な
い
か
？
」「
宗
教
の
本
質

に
お
い
て
他
を
排
除
す
る
、
そ
れ
を
隠
す
た
め
に
共
生
を
語
る
。
法
華
絶
対
主
義
は
専
ら
慈
悲
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
も
他
宗
か
ら
見
れ

ば
否
定
の
論
理
。」
等
の
お
答
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
と
、
答
え
ら
れ
た
方
々
の
理
由
の
一
つ
と
し

て
、
こ
の
両
者
の
思
想
の
中
で
自
分
の
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

に
対
し
ま
し
て
、
共
生
に
つ
い
て
、「
宗
祖
の
時
代
に
戻
っ
て
考
え
て
し
ま
っ
て
い
る
、
現
在
で
は
、
仏
教
会
な
ど
他
宗
と
の
共
生
な
し

で
は
考
え
ら
れ
な
い
現
状
が
あ
る
。」
と
の
ご
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
以
上
の
通
り
の
結
果
で
、
統
一
的
な
見
解
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
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た
。
設
問
第
一
で
は
、「
あ
な
た
は﹇
共
生
﹈と
い
う
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
か
。」
と
の
設
問
に
対
し
ま
し
て
、
一
般

的
な
、
宗
教
的
要
素
を
除
い
た
意
見
を
挙
げ
ま
す
と
、「
様
々
な
価
値
観
を
持
っ
た
者
同
士
が
互
い
に
尊
重
の
精
神
を
持
っ
て
関
わ
っ
て

い
く
イ
メ
ー
ジ
。」「
お
互
い
を
理
解
し
合
い
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
く
。」「
一
般
社
会
の
中
で
の
思
想
、
信
条
は
異
な
っ
て
も
人
と
し
て

の
根
本
的
な
も
の
を
認
め
合
っ
て
生
き
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
。」
ま
た
、「
生
物
学
用
語
で
い
え
ば
、﹇
棲
み
分
け
﹈の
方
が
、
共
生
よ
り
も

近
い
の
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
ご
指
摘
を
受
け
ま
し
て
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
、
実
際
に
棲
み
分
け
る
こ
と
で
共
生
し
て
い
る
国
の
例
を

挙
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
国
で
は
物
だ
け
で
は
な
く
、
心
も
「
共
生
」
し
て
い
る
と
い
う
ご
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た

ご
指
摘
や
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
答
え
を
基
に
し
ま
し
て
、
第
一
分
科
会
で
は
、
一
般
論
と
し
て
の
共
生
を
定
義
付
け
て
み
ま
し
た
。

「
棲
み
分
け
を
基
礎
に
踏
ま
え
、
様
々
な
価
値
観
を
持
っ
た
者
同
士
が
互
い
に
理
解
、
尊
重
の
精
神
を
持
っ
て
関
わ
っ
て
い
く
生
き

方
。」
と
い
う
定
義
付
け
で
す
。
続
き
ま
し
て
、
先
ほ
ど
の
差
別
批
判
に
対
し
て
の
対
応
で
す
が
、『
勧
発
品
第
二
十
八
』
等
の
経
文
を
ど

う
解
釈
す
べ
き
か
、
と
の
問
題
提
起
に
答
え
ま
し
て
、「
法
華
経
成
立
時
の
時
代
背
景
を
考
え
る
べ
き
で
、
現
在
に
直
接
当
て
は
め
る
べ

き
で
は
な
い
。」
ま
た
、「
差
別
は
あ
る
。
法
華
経
を
謗
る
者
に
対
す
る
罰
は
差
別
で
は
な
い
。」
と
、
法
華
経
に
よ
る
滅
罪
を
考
え
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
、「﹇
此
人
現
世
得
白
癩
病
﹈は﹇
現
世
﹈と
言
っ
て
い
る
の
で
、
来
世
で
は
な
い
。」
と
い
う
ご
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、「
実
際
の
病
人
の
意
見
を
聞
か
ず
に
、
空
論
で
は
な
い
か
、
実
際
の
方
々
が
こ
れ
で
納
得
で
き
る
の
か
。」
と
い
う
ご
批
判
も
受
け
ま

し
た
。
続
き
ま
し
て
、「
立
正
安
国
」
に
つ
い
て
答
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
立
正
安
国
論
』
を
考
え
る
に
当
た
り
ま
し
て
、
ま
ず
、

「
共
生
」
と
い
う
も
の
の
条
件
に
、「
不
殺
生
」
と
い
う
こ
と
が
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
と
言
え
ま
す
が
、『
安
国
論
』
に
お
い
て
、
殺
生
を
認

め
て
い
る
の
か
？
と
い
う
疑
問
に
対
し
ま
し
て
、
第
二
の
発
題
者
で
あ
り
ま
す
山
崎
上
人
よ
り
、「『
立
正
安
国
論
』
は
共
生
思
想
に
反
す

る
の
か
。」
と
い
う
題
で
、
問
題
提
起
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
成
元
昭
師
の
『
教
化
情
報
』（
第

号
、
日
蓮
宗
西
部
教
化
セ
ン
タ
ー
）の

ご
発
言
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
立
正
安
国
論
に
は
暴
行
殺
害
を
も
容
認
す
る
記
述
が
散
在
し
て
い
て
宗
門
運
動
の
生
命

の
絶
対
尊
重
の
理
念
に
も
と
る
も
の
が
あ
り
、
従
っ
て
立
正
安
国
の
実
現
と
い
う
宗
門
運
動
を
阻
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
。」
と
の
文
章
で
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す
。
こ
の
意
見
に
対
し
ま
し
て
、
山
崎
上
人
は
、「
仙
予
王
や
有
徳
王
の
説
教
を
聖
人
が
安
国
論
で
引
用
さ
れ
た
目
的
は
、﹇
謗
法
者
に
対

す
る
布
施
を
禁
断
す
る
こ
と
﹈で
あ
り
、﹇
謗
法
者
に
対
す
る
暴
行
、
殺
害
を
容
認
す
る
こ
と
﹈で
は
な
い
。」
ま
た
、「﹇
悪
知
識
即
ち
謗
法

の
退
治
﹈は
徹
底
的
に
主
張
す
る
が
、﹇
謗
法
者
を
社
会
か
ら
排
除
し
た
り
、
暴
力
や
殺
害
を
容
認
し
て
い
る
﹈と
は
思
え
な
い
。」「
今
成

師
は﹇
彼
ら
が
首
を
由
比
ヶ
浜
に
て
斬
ら
ず
ば
日
本
国
必
ず
滅
ぶ
べ
し
。﹈（『
撰
時
抄
』
昭
和
定
本
一
〇
五
三
頁
）の
文
を
以
っ
て
、﹇
聖
人

は
謗
法
者
の
殺
人
を
肯
定
し
た
﹈と
見
て
い
る
よ
う
だ
が
、
当
時
の
日
蓮
聖
人
は
、
有
力
な
武
家
の
後
ろ
盾
は
な
く
、
反
対
に
聖
人
自
ら

が
暴
行
や
迫
害
を
受
け
て
い
る
状
態
で
あ
り
、」
こ
の
よ
う
な
文
は
「
全
く
実
行
不
可
能
な
、
無
力
な
現
実
の
下
で
の
発
言
」
で
、「
聖
人

は
後
ろ
盾
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
法
敵
に
対
し
て
口
上
対
決
で
是
非
を
決
着
せ
ん
と
思
わ
れ
て
い
た
。」
と
の
論
述
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
に
答
え
ま
し
て
、
今
成
師
の
こ
の
よ
う
な
発
言
を
問
題
視
す
る
批
判
的
な
意
見
も
多
数
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
場
で
は
省

略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
後
に
、
座
長
、
早
坂
上
人
の
共
生
に
対
す
る
ご
意
見
と
し
ま
し
て
、
対
社
会
に
お
い
て
は
「
権
実
相

対
」、
宗
門
内
に
お
い
て
は
「
台
当
異
目
」
と
の
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
以
上
で
第
一
分
科
会
の
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
で

は
失
礼
致
し
ま
し
た
。

全
体
会
議
座
長

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
質
問
は
三
分
科
会
全
部
終
わ
っ
て
か
ら
お
受
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
続

き
ま
し
て
、
第
二
分
科
会
、
中
村
上
人
お
願
い
致
し
ま
す
。

第
二
分
科
会
（
中
村
龍
央
研
究
員
）

第
二
分
科
会
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
二
分
科
会
に
お
き
ま
し
て
は
、「
宗
門

新
た
な
る
前
進

我
々
は
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
と
い
う
問
題
提
起
を
、
野
村
佳
正
上
人
が
起
こ
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
討
議
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
冒
頭
に
お
き
ま
し
て
、
野
村
上
人
が
、
発
題
者
と
し
て
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
さ
れ
、
一
、
信
行
道
場
を

二
年
前
に
出
た
ば
か
り
の
新
人
教
師
で
あ
る
、
二
、
一
般
社
会
人
で
あ
る
、
三
、
ま
た
そ
の
一
般
社
会
人
の
業
務
上
か
ら
学
術
的
研
究
者

で
も
あ
る
と
い
う
、
三
つ
の
面
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
一
般
社
会
人
で
あ
る
俗
人
と
、
学
究
者
の
視
点
と
い
う
所
か
ら
、
問
題
を
考
え
て

い
き
た
い
と
い
う
、
紹
介
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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ま
ず
、
問
題
提
起
と
し
ま
し
て
、
多
様
社
会
に
お
け
る
共
生
を
助
け
る
た
め
に
は
、
我
々
教
師
に
は
何
が
必
要
で
、
ど
う
変
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
課
題
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
解
決
の
方
法
と
し
ま
し
て
、
一
、
多
様
化
へ
の
変
化
の
確
認
、
家
の
宗
教
か

ら
個
人
の
宗
教
へ
、
地
方
の
過
疎
化
と
大
都
市
へ
の
人
口
集
中
、
社
会
、
男
性
社
会
、
男
性
中
心
社
会
か
ら
男
女
共
同
参
画
社
会
へ
の
変

化
。
二
、
求
め
ら
れ
る
宗
教
法
人
の
公
益
性
、
公
益
性
と
は
何
か
、
教
師
は
、
公
益
性
を
確
保
す
る
た
め
、
い
か
な
る
力
が
必
要
か
、
宗

憲
を
い
か
に
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
か
。
三
、『
あ
か
ね
空
』
で
の
僧
、
西
周
に
み
る
教
師
の
有
様
、
地
域
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
地
域
に

住
む
人
へ
の
関
心
と
行
動
、
他
へ
の
感
化
、
こ
の
地
域
に
住
む
人
の
関
心
と
行
動
と
い
う
の
は
自
行
で
あ
り
、
他
へ
の
感
化
は
化
他
で
は

な
い
か
と
。
四
、
地
域
で
の
役
割
分
担
、
共
同
運
営
の
可
能
性
、
多
様
化
す
る
社
会
と
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
、
多
様
化
す
る
必
要
能
力
と

教
育
の
可
能
性
、
役
割
分
担
、
共
同
運
営
を
拒
む
壁
。
五
、
宗
門
の
役
割
と
ブ
ラ
ン
ド
力
、
宗
門
は
何
を
寺
院
に
提
供
し
て
き
た
の
か
、

ま
た
で
き
る
の
か
、
日
蓮
宗
の
ブ
ラ
ン
ド
力
と
は
何
か
。
六
、
我
々
は
ど
う
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
と
い
う
六
つ
の
問
題
提
起

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
冒
頭
で
、
あ
る
上
人
か
ら
、
平
成
元
年
の
、
現
代
宗
教
研
究
所
所
報
に
、
石
川
教
張
所
長
（
当
時
）
か
ら
、
宗
門
を
教
団
に
変

換
さ
せ
、
と
い
う
文
が
あ
る
が
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
、
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
そ
の
回
答
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
の
発
題
は
、

個
々
が
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
、
個
々
の
教
師
が
宗
門
に
何
が
で
き
る
か
、
宗
門
が
個
々
の
教
師
に
何
を
し
て
く
れ
る
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
所
報
の
発
行
が
平
成
元
年
で
す
か
ら
約
二
十
年
前
に
発
題
さ
れ
た
の
が
未
だ
に
ま
た
、
討
議
さ
れ
て
い
る
と

い
う
、
こ
れ
も
一
つ
の
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
、
運
営
側
に
と
り
ま
し
て
は
大
変
手
厳
し
い
発
言
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
日
蓮
宗
と
い
う
の
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
集
団
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
い
う
か
、
国
連
型
の
集
団
で
あ
る
。
ま
た
、

あ
る
方
か
ら
、
檀
家
さ
ん
た
ち
が
護
持
会
費
を
払
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
十
年
か
ら
五
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
払
わ
な
く
な
っ
て
く

る
人
が
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
払
わ
な
く
て
も
い
い
、
と
い
う
よ
う
な
格
差
社
会
、
貧
富
の
差
で
あ
ろ
う
か
と
、
こ
れ
も
ま
た
多
様
化

の
一
面
で
は
な
い
か
。
別
の
方
の
寺
院
で
は
護
持
会
費
は
全
納
さ
れ
て
ま
す
、
こ
れ
は
住
職
の
力
量
に
よ
る
所
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
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し
ょ
う
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
給
食
費
を
義
務
教
育
だ
か
ら
払
わ
な
い
と
い
う
人
が
い
る
の
で
、
こ
れ
は
人
間
の
質
が

悪
く
な
っ
て
き
て
い
る
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の
時
代
み
ん
な
が
高
等
教
育
を
受
け
て
お
り
、
高
学
歴
化
す
る
た
め
に
、
我
々
僧
侶

の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
し
、
ま
た
信
じ
な
く
も
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
、
個
人
的
、
個
人

主
義
的
判
断
を
す
る
人
が
増
え
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
方
の
所
は
、
室
町
時
代
か
ら
の
村
で
自
治
会
費
等
ち
ゃ
ん
と
払
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
で
き
た
り
し
て
、
新
し
い
人
達
が
入
っ
て
く
る
と
、
そ
の
人
達
に
追
随
し
て
払
わ
な
い
人
も
出
て
き
て
い
る
、

こ
れ
は
、
道
徳
心
の
欠
如
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
お
年
寄
り
が
亡
く
な
っ
た
後
で
、
後
継
者
が
、
お
寺
に
対
し
て
行
う
こ
と
を
知
ら
な
い
、
中
に
は
、
ま
ず
最
初
の
初
歩
か
ら
教

え
て
欲
し
い
と
い
う
若
い
人
も
い
ま
す
。
僧
侶
と
檀
家
総
代
、
檀
信
徒
が
一
致
団
結
し
て
、
そ
の
方
達
と
進
ん
で
い
か
な
い
と
い
け
な

い
。続

い
て
、
過
疎
報
告
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
過
疎
問
題
が
あ
り
ま
す
が
そ
れ
に
対
し
て
ま
た
、
都
会
へ
人
口
が
集
中
し
て
お
り
ま
し
て
、

過
疎
が
加
速
し
て
危
機
的
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
他
宗
の
場
合
で
す
け
れ
ど
も
、
お
葬
式
は
無
料
で
と
謳
っ
て
檀
家
千
軒
の

新
寺
を
建
立
し
た
所
も
あ
る
そ
う
で
す
。
た
だ
実
際
は
、
た
と
え
そ
の
喪
主
が
持
っ
て
こ
な
く
て
も
、
親
族
と
か
が
そ
れ
で
は
先
祖
の
供

養
に
な
ら
な
い
か
ら
と
言
っ
て
持
っ
て
来
ら
れ
て
、
新
寺
建
立
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
そ
れ
を
謳
う
と
、
本
当
に

持
っ
て
こ
な
い
。
檀
家
さ
ん
が
、
お
金
が
な
い
の
で
、
無
料
で
や
っ
て
く
れ
な
い
か
、
と
言
わ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
自
分
と
こ
で
も

や
っ
て
み
よ
う
と
、
お
受
け
し
た
所
、
本
当
に
一
円
も
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
今
の
方
達
は
、
言
っ
た
こ
と
を
真
面
目
正
直
に
受
け
取
っ

て
、
お
布
施
を
し
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
持
て
る
者
の
格
差
が
あ
り
す
ぎ
る
た
め
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
あ
る
方
か
ら
の
発
言
で
、
多
様
化
の
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
、
何
が
多
様
化
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

一
、
差
別
化
が
進
ん
で
い
る
、
二
、
個
化
し
て
い
る
、
個
別
化
で
す
ね
、
個
人
化
し
て
い
る
、
核
家
族
の
進
化
、
家
庭
の
崩
壊
、
あ
か
ね
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空
は
崩
壊
し
て
い
く
家
族
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
る
、
三
、
思
考
の
時
間
化
、
時
間
が
短
縮
さ
れ
、
二
十
四
時
間
眠
ら
な
い
街
、
と

い
う
も
の
が
起
き
て
い
る
中
で
、
宗
門
の
組
織
体
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
、
お
話
が

ご
ざ
い
ま
し
た
。

宗
教
法
人
日
蓮
宗
が
持
つ
公
益
性
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
時
代
、
政
治
が
求
め
て
い
る
公
益
性
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
人
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
日
本
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
す
る
気
持
ち
が
違
う
、
西
欧
人
は
信
仰
を
根
底
と
す
る
、
神
に
対
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
ビ

ル
・
ゲ
イ
ツ
氏
等
の
寄
付
行
為
も
、
神
に
対
す
る
信
仰
で
あ
り
、
税
制
対
策
も
あ
る
が
、
主
に
は
神
に
対
す
る
信
仰
に
よ
る
寄
付
行
為
で

あ
り
、
税
制
対
策
の
た
め
の
公
益
性
で
は
、
宗
教
者
と
し
て
の
公
益
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
法
人
の
公

益
性
と
は
、
日
蓮
宗
僧
侶
の
我
々
が
行
う
べ
き
公
益
的
仕
事
が
、
何
で
あ
る
の
か
取
り
違
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
時
代
の
多
様
化
の
中

で
宗
教
法
人
日
蓮
宗
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
時
代
、
社
会
に
公
益
的
役
割
を
担
っ
て
い
く
か
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
何
を
置
く
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
公
益
性
と
い
う
も
の
に
は
繋
が
っ
て
い
か
な
い
。
税
制
上
、
優
遇
措
置
を
こ
れ
か
ら
も
受
け
た
い
た
め
に
や

る
よ
う
な
公
益
性
問
題
を
論
じ
て
い
っ
た
の
で
は
、
我
々
の
使
命
は
果
た
せ
な
い
。
ま
た
、
公
益
性
と
い
う
も
の
は
、
本
来
は
憲
法
の
信

教
の
自
由
が
公
益
性
の
根
拠
で
あ
り
、
宗
教
そ
の
も
の
に
公
益
性
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
論
ず
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
上
人
か
ら
、
実
際
に
は
社
会
が
、
宗
教
は
公
益
と
認
め
て
い
な
い
の
で
、
宗
教
の
公
益
性
を
社
会
に
認
め

さ
せ
る
た
め
に
は
、
日
蓮
宗
は
各
寺
院
が
個
々
に
信
仰
を
持
っ
て
、
そ
の
公
益
性
を
見
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
。
ま
た
、
あ
る
方
か
ら
、
こ

の
場
所
に
宗
会
議
員
の
人
が
み
え
て
な
い
が
、
現
場
の
声
を
聞
く
た
め
に
、
宗
会
議
員
の
方
に
は
是
非
出
席
し
て
欲
し
い
と
い
う
意
見
が

あ
り
、
出
席
す
る
よ
う
に
依
頼
し
て
は
と
い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
各
宗
会
議
員
個
人
の
資
質
の
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
意

見
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。

だ
い
た
い
以
上
の
所
が
、
昨
日
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
本
日
は
、
そ
れ
に
対
す
る
色
々
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ

と
時
間
の
ほ
う
が
押
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
簡
単
に
ま
と
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
多
様
化
し
た
社
会
に
対
し
て
い
く
た
め
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に
、
ど
の
よ
う
な
力
が
必
要
か
。
ま
た
社
会
が
求
め
て
い
る
公
益
性
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
信
仰
心
か
ら
の
公
益
性
で
、
仏
様
に
対
す
る
給

仕
、
心
か
ら
の
お
題
目
を
思
い
、
色
身
か
ら
身
口
意
に
表
れ
る
、
そ
の
こ
と
が
私
達
の
公
益
性
で
あ
る
。
こ
の
公
益
性
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
個
々
の
努
力
が
必
要
で
す
が
、
そ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
宗
門
の
力
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
教
団
と
い
う
資
質
と
個
人
の
資

質
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
必
要
で
、
我
々
が
ど
う
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
宗
門
、
教
育
機
関
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
、
知
ば
か
り
で
な

く
心
の
教
育
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
我
々
教
師
が
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
力
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
宗
門
に
期
待
す
る
所
が
大
き
い
訳
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
議
論
が
分
か
れ
ま
し
た
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の

構
造
に
す
る
の
が
良
い
の
か
、
そ
れ
と
も
緩
い
連
合
、
結
合
体
の
ま
ま
で
宗
門
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
ど
ち
ら
が
良
い
の
か
、
実
際
は
そ
の

中
間
が
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
か
が
宗
門
と
我
々
の
課
題
で
あ
り
力
を
つ
け
つ
つ
、
い

か
な
る
宗
門
に
し
て
い
く
の
か
、
ど
の
よ
う
に
法
器
養
成
を
し
て
い
く
の
か
、
我
々
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
古
い
課
題
で
あ
り
な
が
ら
、
新

し
い
課
題
で
も
あ
り
、
今
回
の
会
議
を
踏
ま
え
て
、
今
後
研
究
議
論
を
深
め
て
い
き
た
い
、
と
い
う
ま
と
め
と
な
り
ま
し
た
。
以
上
で
ご

ざ
い
ま
す
。

第
三
分
科
会
（
川
名
湛
忍
研
究
員
）

第
三
分
科
会
で
は
、
今
、
社
会
は
坊
さ
ん
に
何
を
求
め
て
い
る
か
、
と
い
う
メ
イ
ン
テ
ー
マ

で
、
行
い
ま
し
た
。
第
三
分
科
会
に
は
現
宗
研
の
関
係
者
を
含
め
六
十
一
名
の
参
加
予
定
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
最
初
に
は
他
の
分
科
会

と
同
様
に
、
顧
問
の
石
川
浩
徳
師
よ
り
、
現
代
に
生
き
る
僧
侶
は
何
を
な
す
べ
き
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
問
題
提
起
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
内
容
を
簡
単
に
ご
説
明
し
ま
す
と
、
ま
ず
第
一
は
共
生
と
役
割
と
題
し
ま
し
て
、
共
生
の
意
味
合
い
、
並
び
に
共
生
が
要
請
さ
れ

て
い
る
分
野
に
つ
い
て
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
番
目
と
し
て
、
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
し
ま
し
て
、
共
生
を
踏
ま

え
て
の
、
僧
侶
の
役
割
と
働
き
、
ま
た
、
立
正
安
国
お
題
目
結
縁
運
動
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
全

員
で
の
討
議
に
移
っ
た
わ
け
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
第
三
分
科
会
を
希
望
し
た
方
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
事
前
に
お
願
い
し
て
お
き
ま
し

た
。
そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
設
問
の
内
容
は
、
ま
ず
そ
の
一
が
、
社
会
の
人
々
と
お
坊
さ
ん
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
と
し
ま
し
て
一
、
お
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坊
さ
ん
は
、
社
会
の
人
々
か
ら
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
か
。
二
、
お
坊
さ
ん
は
、
社
会
の
人
々
に
何
が
で
き
る
か
、
何
を
な
す
べ
き

な
の
か
。
三
、
社
会
の
人
々
は
、
お
坊
さ
ん
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
こ
の
三
項
目
が
第
一
設
問
。
そ
の
二
と
し
て
、
今
度
は
社
会
の

人
々
と
寺
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
と
し
て
一
、
寺
は
社
会
か
ら
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
か
。
二
、
寺
は
社
会
の
人
々
に
何
が
で
き
る

か
、
何
を
な
す
べ
き
か
。
三
、
社
会
の
人
々
は
寺
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ら
が
第
二
の
設
問
。
そ
し
て
三
つ
目
に
、
寺
離
れ
、

宗
教
離
れ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
実
感
を
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
二
、
そ
の
原
因
は

何
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
三
、
僧
侶
に
、
ど
の
よ
う
な
努
力
が
必
要
で
す
か
。
と
い
う
以
上
の
よ
う
な
内
容
に
つ
い
て
の
事
前
ア
ン

ケ
ー
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
事
前
に
四
枚
の
プ
リ
ン
ト
に
箇
条
書
き
で
ま
と
め
、
そ
れ
を
あ
ら
か

じ
め
、
参
加
の
方
に
お
配
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
全
体
討
議
で
す
が
、
今
最
初
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
参
加
予
定
者
が
六
十
一
名
で
し

た
の
で
、
よ
り
多
く
の
ご
意
見
を
お
聞
き
す
る
た
め
に
、
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ん
だ
、

一
グ
ル
ー
プ
十
二
、
三
人
ず
つ
に
分
か
れ
、
各
々
に
座
長
を
お
い
て
、
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
討
議
を
始
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
討
議
の

進
め
方
と
し
て
は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
プ
リ
ン
ト
を
差
し
上
げ
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
内
容
と
、
そ
の
日
に
聞
い
た
講
義
や

問
題
提
起
、
対
談
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
の
設
問
に
対
し
て
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
、
各
グ
ル
ー
プ
で
参
加

者
全
員
か
ら
お
聞
き
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
よ
り
さ
ら
に
広
範
囲
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
そ
れ
ら

の
ご
意
見
を
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
、
箇
条
書
き
で
す
け
ど
も
ま
と
め
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
二
日
目
に
は
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

内
容
を
更
に
深
め
る
た
め
の
討
議
を
行
お
う
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
た
段
階
の
ご
意
見
を
い
た
だ
こ

う
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
二
日
目
の
冒
頭
に
座
長
の
石
原
上
人
の
ほ
う
か
ら
、
討
議
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
内
容
は
で
す
ね
、
ま
ず
一
番
目
が
、
今
後
、
現
代
社
会
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
将
来
に
向
け
て
貴
方
は
ど
う
あ
る
べ
き
で
す

か
、
ど
う
あ
る
べ
き
と
お
考
え
で
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
番
目
が
、
新
た
な
宗
門
運
動
の
た
め
に
、
貴
方
は
何
を
す
べ
き
か
と
お

考
え
で
す
か
。
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
前
日
と
同
じ
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参
加
者
全
員
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か
ら
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
他
の
分
科
会
の
方
と
の
重
複
す
る
意
見
も
あ
る
の
で
す
が
、
代
表
的
な
、
複
数
の
意
見
が

あ
っ
た
内
容
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
と
、
ま
ず
最
初
の
、
坊
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
面
で
は
、
や
は
り
、
プ
ラ
ス
と

マ
イ
ナ
ス
両
面
、
一
緒
に
あ
る
と
感
じ
て
い
て
、
自
分
の
寺
の
檀
家
さ
ん
で
も
、
信
頼
視
し
て
い
る
人
も
あ
れ
ば
、
全
然
無
視
し
て
い
る

人
も
あ
り
、
そ
の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
両
面
が
同
時
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
と
や
は
り
、
地
域
格
差
、
世
代
格
差
、
そ
う
い
う
も
の
が

大
き
く
存
在
す
る
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
今
後
ど
う
し
た
ら
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
や
は
り
、
足
元

を
ま
ず
固
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
宗
教
家
な
ら
で
は
の
言
動
と
い
う
も
の
が
根
底
に
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
多
く
出
ま
し
た
。

ま
た
二
つ
目
の
設
問
の
、
新
た
な
宗
門
運
動
の
た
め
に
貴
方
は
ど
う
す
べ
き
と
思
い
ま
す
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
宗
門
運
動
の
具
体
的
な

方
向
が
つ
か
め
て
い
な
い
た
め
か
、
多
種
多
様
な
意
見
が
出
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
宗
門
運
動
に
対
し
て
何
か
ご
要
望

が
ご
ざ
い
ま
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
う
一
度
、
設
問
し
な
お
し
ま
し
た
ら
、
幾
つ
か
の
意
見
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で

は
、
例
え
ば
地
域
格
差
と
か
、
無
住
寺
の
対
策
、
そ
う
い
う
、
ま
あ
今
ま
で
も
あ
っ
た
、
宗
門
内
の
問
題
、
課
題
に
つ
い
て
の
対
応
を
き

ち
ん
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
社
会
問
題
に
対
し
て
の
対
応
に
し
て
も
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
新
た
な
問
題
が
出
て
き
て
い
る
の
で
、

そ
の
統
一
的
な
対
応
の
指
針
の
よ
う
な
も
の
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
、
有
効
な
事
業
を
、
考
え
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
日
の
二
日
目
の
討
議
で
は
、
今
ご
紹
介
し
た
設
問
を
プ
リ
ン
ト
し
て
渡

し
、
討
議
を
し
な
が
ら
、
ご
意
見
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
は
全
部
回
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
回

話
し
合
っ
た
内
容
を
今
後
の
宗
門
運
動
に
生
か
す
道
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
は

後
日
整
理
を
し
て
、
今
後
に
生
か
す
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
、
ご
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
。

全
体
会
議
座
長

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
ご
質
問
を
お
受
け
し
ま
す
。
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
何
も
な

い
。司

会

座
長
さ
ん
の
ほ
う
で
、
何
か
補
足
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
ど
う
ぞ
。
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全
体
会
議
座
長

は
い
、
も
し
座
長
さ
ん
の
中
で
、
問
題
提
起
の
こ
と
、
或
い
は
記
録
の
こ
と
で
ま
だ
不
足
の
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ご
説

明
し
て
報
告
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ど
う
ぞ
。
各
分
科
会
の
方
は
特
に
な
い
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
意
見
、
或
い
は
ご
感
想

で
も
結
構
で
す
。
い
い
で
す
か
。

司
会

宗
門
運
動
の
ほ
う
に
反
映
を
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
第
三
分
科
会
の
ほ
う
で
ま
と
め
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。『
現
代
宗

教
研
究
』
第
四
十
一
号
原
稿
締
切
に
間
に
合
え
ば
、
挙
げ
て
ま
い
り
ま
す
け
ど
も
。

第
三
分
科
会
座
長

ま
だ
十
分
に
内
容
を
精
査
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
か
ど
う
か
、
ま
と
め
ら
れ

る
か
、
結
果
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
一
応
、
当
た
っ
て
は
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

司
会

十
一
月
ま
で
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

第
三
分
科
会
座
長

は
い
、
分
か
り
ま
し
た
。
今
、
主
任
の
ほ
う
か
ら
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
十
一
月
で
す
か
、
報
告
書
の
締
切
は
。

司
会

十
月
一
杯
く
ら
い
で
お
ね
が
し
ま
す
。

第
三
分
科
会
座
長

十
月
一
杯
、
わ
か
り
ま
し
た
。

司
会

反
映
し
よ
う
と
思
え
ば
。

全
体
会
議
座
長

三
分
科
会
の
中
で
は
、
指
針
と
か
要
望
と
い
う
の
は
、
た
ぶ
ん
第
三
分
科
会
だ
け
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
い
で
す

か
。
特
に
ご
質
問
ご
意
見
等
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
で
全
体
会
議
を
終
了
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
昨
日
今
日
と
引
き
続
き
ま
し
て
、
長
時
間

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会

今
回
の
報
告
は
、
所
報
『
現
代
宗
教
研
究
』
の
ほ
う
で
ま
と
め
て
致
し
ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
ま

ま
、
閉
会
式
に
移
り
ま
す
。
準
備
致
し
ま
す
の
で
、
少
々
お
待
ち
く
だ
さ
い
。


