
平
成
十
九
年
度
第
８
回
日
蓮
宗
教
化
学
研
究
発
表
大
会

宗
教
的
情
操
を
獲
得
す
る
過
程
に
つ
い
て

─
唱
題
行
に
よ
る
意
識
変
容
の
研
究
か
ら
─

影

山

教

俊

＜

発
表
要
旨＞

坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
意
識
変
容
の
生
理
心
理
学
的
デ
ー
タ
（
脳
波
・
呼
吸
数
・
心
拍
数
な
ど
）
と
、
唱
題
行
に

よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
意
識
変
容
の
生
理
心
理
学
的
デ
ー
タ
を
比
較
す
る
と
、
な
ぜ
お
題
目
を
唱
え
る
法
華
系
教
団
が
流
行
る
の
か
、
そ
の

す
う
勢
が
お
お
よ
そ
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
変
容
の
研
究
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
情
操
を
獲
得
す
る
過
程
を
理
解
し
て

ゆ
く
と
、
宗
教
的
な
情
緒
の
普
及
を
目
的
と
す
る
「
教
化
学
」
の
何
た
る
か
が
具
体
的
に
見
え
て
く
る
。

１

は
じ
め
に

今
回
は「
宗
教
的
情
操
を
獲
得
す
る
過
程
に
つ
い
て
」―
唱
題
行
に
よ
る
意
識
変
容
の
研
究
か
ら
―
と
題
し
て
、「
教
化
学
と
は
何
か
」を

＊
１

明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
日
蓮
宗
は
戦
後
い
ち
早
く
現
代
宗
教
研
究
所
を
設
立
し
、
現
代
宗
教
の
諸
問
題
に
つ
い
て
研
究

を
は
じ
め
、
と
く
に
戦
後
ま
も
な
く
折
伏
大
行
進
と
称
す
る
勧
誘
活
動
で
大
躍
進
を
遂
げ
た
創
価
学
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
激
な
教
義

の
誤
謬
を
精
査
し
徹
底
的
に
破
折
す
る
な
ど
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
き
た
。
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そ
の
後
、
こ
の
よ
う
な
現
代
社
会
の
宗
教
現
象
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
教
学
の
現
代
的
な
解
明
が
進
め
ら
れ
る
に
い
た
り
、

そ
れ
は
教
化
学
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
も
「
教
化
学
と
は
何
か
」
と
い
う
具
体
的
な
位
置
づ
け

が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
種
々
雑
多
な
考
え
方
や
研
究
方
法
が
併
存
し
曖
昧
模
糊
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
こ
の
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
教
化
学
を
学
術
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
一
つ
の
模
と
な
る
研
究
の
あ
り
方
を
披
瀝
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
医
科
学
と
看
護
学
の
関
連
で
あ
る
。
従
来
、
医
療
の
世
界
で
は
看
護
は
医
学
の
支
配
下
に
あ
り
、
医
師
の
指
示
で
看
護
師

が
患
者
を
看
護
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
医
科
学
と
看
護
学
は
完
全
に
分
離
し
、
看
護
学
の
知
見
か

ら
看
護
師
が
医
師
に
患
者
の
治
療
法
を
指
示
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

医
師
は
治
療
の
対
象
と
し
て
患
者
を
見
る
が
、
看
護
師
は
病
気
に
苦
し
み
一
喜
一
憂
す
る
患
者
の
立
場
か
ら
治
療
を
支
援
す
べ
く
看
護

す
る
。
す
な
わ
ち
、
看
護
学
と
は
看
護
師
の
現
場
の
学
問
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
教
学
を
医
科
学
と
し
て
比
較
す
れ
ば
、
教
化
学
は

ま
さ
に
看
護
学
そ
の
も
の
の
立
場
に
な
る
と
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
教
化
学
は
布
教
教
化
と
い
う
現
場
の
学
問
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

こ
で
発
表
要
旨
へ
と
話
を
展
開
し
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
教
化
学
の
研
究
へ
と
論
を
進
め
れ
ば
、
今
回
発
表
す
る
修
行
に
よ
っ
て
誘

導
さ
れ
た
修
行
者
の
意
識
変
容
の
生
理
心
理
学
的
な
研
究
は
、
従
来
の
教
化
学
の
研
究
方
法
は
人
文
科
学
で
あ
り
、
後
者
が
経
験
科
学
で

あ
る
。
一
見
す
る
と
そ
の
研
究
分
野
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
違
和
感
を
抱
く
方
も
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
研

究
方
法
は
、
宗
教
現
象
（
既
存
の
思
想
信
条
を
含
む
宗
教
的
な
「
お
こ
な
い
」
や
振
る
舞
い
）
に
関
連
す
る
研
究
に
は
欠
く
こ
と
の
出
来

な
い
両
輪
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
現
在
、
教
化
学
を
学
問
的
に
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
常
に
宗
教
現
象
が
人
文
科
学
の
手
法
か
ら
思
想
信
条
に
よ
っ
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
そ
の
す
う
勢
は
思
想
信
条
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
止
ま
る
。
し
か
し
、
宗
教
現
象
は
信
仰
に
よ
る

「
お
こ
な
い
」（
信
行
・
修
行
）
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
宗
教
的
情
操
の
普
及
を
目
的
と
す
る
布
教
教
化
も
、
単
に
思
想
信
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条
に
よ
っ
て
観
念
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
ヒ
ト
の
生
理
心
理
的
な
状
態
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
く
に
近
年
に
な
っ
て
「
教
化
学
」
の
必
要
性
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
背
景
に
、
現
代
教
学
（
宗
教
の
教
義
理
論
の
研
究
）
が
現
代

社
会
へ
の
布
教
教
化
に
つ
な
が
ら
ず
、
と
く
に
宗
内
の
現
状
を
挙
げ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
『
立
正
安
国
論
』
に
学
ん
だ
諸
師
が
、
声
を
大
に

し
て
「
立
正
と
現
代
社
会
」、
は
た
ま
た
「
安
国
と
現
代
社
会
」
と
叫
ぼ
う
と
も
、「
あ
あ
、
そ
れ
は
僧
侶
方
の
そ
う
い
う
思
想
信
条
な
の

で
す
ね
」
と
、
な
ん
と
も
社
会
的
に
閉
塞
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
る
事
実
が
指
摘
で
き
る
。

現
代
宗
教
研
究
所
の
「
研
究
と
調
査
規
程
」
の
冒
頭
に
も
、「
教
学
の
現
代
的
解
明
に
関
す
る
研
究
」（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
規
程

第
二
条
第
一
項
）
と
あ
る
よ
う
に
、
い
ま
宗
門
で
は
教
学
を
現
代
的
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
教
化
学
の
と
り
組
み
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
「
教
学
の
現
代
的
解
明
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
人
文
科
学
の

手
法
か
ら
思
想
信
条
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
教
化
学
も
さ
き
に
指
摘
し
た
現
代
教
学
の
問
題
を
そ
の
ま
ま
抱
え
込
む
結

果
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
教
化
学
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
理
解
し
て
く
る
と
、
論
点
が
教
化
学
の
と
り
組
み
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
「
教
学
の
現
代
的
解
明
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

教
化
学
を
要
請
し
た
社
会
状
況
、
現
代
教
学
が
現
代
社
会
の
布
教
教
化
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
宗
教
現
象
の
解
明
に
あ
る
と
言
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
た
め
宗
教
現
象
を
研
究
す
る
方
法
を
限
定
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
思
想
信
条
を
離
れ
、
客
観
的
な
考
察
が
可
能
に
な
る
か
を

考
え
れ
ば
研
究
方
法
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
信
仰
に
よ
る
「
お
こ
な
い
」
に
は
げ
む
修
行
者
へ
の
生
理
心
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
（
意
識

変
容
の
研
究
）、
こ
れ
に
よ
っ
て
修
行
者
の
宗
教
的
な
生
理
心
理
状
態
が
評
価
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
文
化
史
的
事
実
の
積
み
あ
げ
で
あ

る
。
事
実
と
し
て
の
事
例
を
拾
い
あ
げ
て
、
論
ず
る
方
法
で
あ
る
。
今
回
は
前
者
の
方
法
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
文
化
史
的
事
実
を
踏
ま
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え
て
論
及
を
試
み
た
。

religion

＊
１

宗
教
（

）：
神
ま
た
は
何
ら
か
の
超
越
的
絶
対
者
、
あ
る
い
は
卑
俗
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
禁
忌
さ
れ
た
神
聖
な
も
の
に

関
す
る
信
仰
・
行
事
。（
広
辞
苑
第
５
版
）

２

な
ぜ
お
題
目
を
唱
え
る
教
団
に
ヒ
ト
が
集
ま
る
の
か

い
ま
ま
で
「
な
ぜ
お
題
目
を
唱
え
る
教
団
に
ヒ
ト
が
集
ま
る
の
か
」
と
い
う
論
題
で
行
わ
れ
た
研
究
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
人
文
科
学

の
手
法
か
ら
、
と
く
に
教
相
判
釈
な
ど
に
よ
っ
て
思
想
性
の
優
劣
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
経
験
科
学
の
手
法
に
よ
っ

て
、
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
に
誘
導
さ
れ
た
意
識
変
容
の
生
理
心
理
学
的
デ
ー
タ
（
脳
波
・
呼
吸
数
・
心
拍
数
な
ど
）
と
、
唱
題
行
に
よ
っ

て
誘
導
さ
れ
た
意
識
変
容
の
生
理
心
理
学
な
デ
ー
タ
を
比
較
し
、
宗
教
現
象
と
し
て
の
唱
題
行
の
優
位
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

ま
ず
こ
こ
で
経
験
科
学
の
研
究
方
法
の
一
つ
で
あ
る
行
動
科
学
の
手
法
を
解
説
し
て
お
こ
う
。
行
動
科
学
と
は
、
ヒ
ト
の
存
在
を
心
と

身
体
（
心
理
と
生
理
）
の
二
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
心
と
身
体
は
「
感
情
的
に
怒
れ
ば
、
心
拍

数
が
増
加
し
血
圧
が
上
昇
す
る
」
と
い
う
、「
悲
し
い
気
分
に
な
る
と
、
胃
酸
の
分
泌
が
抑
え
ら
れ
食
欲
が
な
く
な
る
」
と
い
う
相
関
関
係

に
あ
る
こ
と
を
知
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
ま
さ
に
こ
の
心
身
相
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
、
唱
題
行
に
よ
っ
て
感
情
が
鎮
ま
れ
ば
、
心

と
身
体
が
共
に
安
定
し
宗
教
的
な
情
緒
性
が
獲
得
さ
れ
、
宗
教
的
に
も
健
康
に
な
る
こ
と
が
解
説
で
き
る
。

近
年
、
行
動
科
学
の
研
究
成
果
か
ら
、
禅
の
瞑
想
や
ヨ
ー
ガ
の
瞑
想
な
ど
に
よ
っ
て
、
心
理
療
法
と
し
て
医
学
的
に
確
立
し
た
自
律
訓

練
法
と
同
様
に
、
神
経
症
や
心
身
症
に
ま
つ
わ
る
症
状
の
改
善
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
唱
題
行
と
い
う
修
行
法
も
同
様
で
あ

る
。
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そ
れ
は
唱
題
行
に
よ
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
の
無
意
識
の
扉
が
開
か
れ
て
、
そ
れ
ま
で
無
意
識
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
た
悲
し
み
や
、
怒
り
や
、

不
安
と
い
っ
た
ス
ト
レ
ス
が
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
さ
に
日
蓮
聖
人
が
観
心
（
自
分
自
身
の
心
を
観
じ
て
、
地
獄
界
か
ら
仏

界
ま
で
の
十
法
界
知
る
こ
と
）
と
呼
ん
だ
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
修
行
法
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
瞑
想
状
態
（
変
性
意
識
状
態
・

A
ltered

State
ofConsciousness

h

）
が
、
心
と
身
体
の
安
定
を
促
進
さ
せ
自
己
調
整
能
力
（om

eostatsis

）
を
回
復
さ
せ
る
か
ら
だ

と
い
う
。
＊
２

さ
ら
に
こ
の
状
態
の
生
理
学
的
な
特
徴
は
、
脳
波
は
通
常
の
二
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
の
高
振
動
の
β
波
か
ら
一
〇
ヘ
ル
ツ
代
の
α
波
ベ
ー
ス

へ
と
徐
波
化
し
、
心
拍
数
は
不
随
筋
の
弛
緩
に
よ
っ
て
血
管
が
拡
張
す
る
た
め
減
少
す
る
と
、
現
代
の
心
身
医
学
は
解
説
し
て
い
る
。

（
１
）
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
に
よ
る
意
識
変
容
の
生
理
心
理
学
的
デ
ー
タ
を
解
析
す
る

ま
ず
修
行
者
は
「
図
１
」
の
よ
う
な
生
理
学
的
測
定
器
、
日
本
電
気
三
栄
製
の

Electro
Encefalogram

汎
用
脳
波
計
（

一
Ａ
七
四
）
を
用
い
て
五
つ
の
生
理
学

的
測
定
を
行
っ
た
。

・
脳
波
８
チ
ャ
ン
ネ
ル

・
容
積
脈
波

M
inor

T
rem
or

・
微
細
振
動
（

）

・
鼻
か
ら
の
呼
吸
は
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
・
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

・
腹
部
呼
吸
は
カ
ー
ボ
ン
チ
ュ
ー
ブ
型
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

ま
た
計
測
機
器
が
実
習
者
の
身
体
の
微
少
な
電
位
を
計
測
す
る
た
め
、
実
習
者

は
図
の
よ
う
に
ア
ー
ス
さ
れ
た
ベ
ッ
ド
上
で
坐
具
を
用
い
「
半
跏
坐
」
に
て
座
り
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瞑
想
を
は
じ
め
た
。

I
さ
て
実
習
者
の
生
理
学
的
デ
ー
タ
か
ら
仏
教
用
語
を
解
説
し
よ
う
。
と
く
に
脳
波
の
ア
ル
フ
ァ
ー
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
α
─

N
D
EX

）

PR
IN
D
EX

「
グ
ラ
フ
１
」
と
、
心
拍
数
（
脈
波

─

）「
グ
ラ
フ
２
」
か
ら
評
価
す
る
と
、
実
習
者
の
修
行
深
化
の
過
程
が
、
次
の
よ
う

に
１
「
行
法
開
始
直
後
」、
２
「
行
法
開
始
後
二
五
分
前
後
」、
３
「
行
法
開
始
後
四
五
分
前
後
」
の
三
つ
の
段
階
に
分
類
で
き
た
。

こ
の
三
つ
の
段
階
を
さ
き
の
実
習
者
の
報
告

を
交
え
な
が
ら
評
価
す
る
と
、
止
観
の
実
習
と

自
律
訓
練
法
に
見
ら
れ
た
「
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
の

誘
導
プ
ロ
セ
ス
」
の
四
種
類
の
分
類
と
大
変
良

く
相
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

①
行
法
開
始
前
の
安
静
時

こ
の
段
階
は
行
法
を
開
始
す
る
前
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
し
て
い
る
段
階
で
目
を
閉
じ
て
座
っ

IN
D
EX

て
い
る
状
態
で
、
α
─

は
三
〇
パ
ー

セ
ン
ト
代
、
心
拍
数
は
八
〇
代
で
安
定
し
て
い

る
。②

１
「
行
法
開
始
一
〇
分
後
」

こ
の
段
階
は
①
「
練
習
を
始
め
る
た
め
に
、

心
身
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
条
件
」か
ら
②「
意
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識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
（
止
の
作
法
）」
へ
の
実
習
に
よ
っ
て
、
外
界
に
向
い
て
い
た
意
識
が
身
体
的
な
要
素
（
呼
吸
、
温
感
、
重
量

感
）
へ
と
集
中
さ
れ
た
こ
と
で
、
意
識
が
単
純
化
し
た
状
態
を
示
し
、
脳
波
は
前
頭
部
、
頭
頂
部
を
中
心
に
ア
ル
フ
ァ
ー
波
が
全
体
へ
と

同
期
す
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
呼
吸
は
、
身
息
か
ら
調
息
へ
と
意
識
的
に
呼
吸
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
数
は
と
て
も
少
な
く

一
分
間
に
三
回
前
後
で
あ
っ
た
。
ま
た
心
拍
数
は
一
分
間
に
八
〇
回
代
か
ら
六
〇
回
代
へ
と
減
少
す
る
傾
向
を
示
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
減

少
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
生
理
状
態
で
は
、
自
律
神
経
系
の
交
感
神
経
系
の
機
能
が
抑
制
さ
れ
、
副
交
感
神
経
系
が
優
位
と
な
る
傾
向
を
示
し
て
い

る
。
副
交
感
神
経
系
が
優
位
に
な
る
い
う
こ
と
は
、
変
性
意
識
状
態
が
誘
導
さ
れ
生
理
心
理
学
的
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
が
進
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

③

２
「
行
法
開
始
後
二
五
分
前
後
」

こ
の
段
階
は
④
「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」
と
し
て
、
さ
き
の
「
１
の
行
法
開
始
直
後
」
の
段
階
が
深
ま
り
、
さ
ら
に

意
識
が
身
体
的
な
要
素
へ
と
集
中
さ
れ
た
こ
と
で
、
生
理
的
弛
緩
が
広
が
り
、
変
性
意
識
状
態
（
瞑
想
状
態
）
が
誘
導
さ
れ
た
状
態
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
的
な
無
意
識
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
情
動
が
発
散
し
始
め
、
生
理
的
に
は
、
脳
波
で
は
ア
ル
フ
ァ
ー

波
や
Ｆ
Ｍ
シ
ー
タ
波
の
出
現
も
見
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
ベ
ー
タ
波
優
位
に
な
り
始
め
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
動
の
発
散
が
起
き
る
と
、
そ
の
情
動
の
心
理
的
、
生
理
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
呼
吸
数
も
一
分
間
に
六
回
へ
、
心
拍
数
も

一
分
間
に
七
〇
回
～
八
一
回
へ
と
共
に
増
加
し
て
、
前
段
階
よ
り
交
感
神
経
系
の
機
能
が
昂
進
し
、
副
交
感
神
経
系
よ
り
優
位
に
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
前
段
階
で
誘
導
さ
れ
て
い
た
変
性
意
識
状
態
が
情
動
発
散
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

④

３
「
行
法
開
始
後
四
五
分
前
後
」
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こ
の
段
階
は
、「
２
の
行
法
開
始
後
二
五
分
前
後
」
の
段
階
の
情
動
発
散
が
刺
激
と
な
っ
て
変
性
意
識
状
態
が
乱
さ
れ
始
め
た
た
め
、
③

「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
（
観
の
作
法
）」
を
実
習
す
る
こ
と
で
、
そ
の
無
意
識
か
ら
の
応
答
と
し
て
意
識
野
に
立
ち
上
が
る
精
神

passive
acceptanc

的
要
素
（
雑
念
な
ど
の
刺
激
）
を
受
動
的
受
容
（

e

）
し
な
が
ら
、
そ
の
情
動
を
さ
り
気
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
で

安
定
し
た
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
を
誘
導
し
、
そ
の
た
め
に
情
動
発
散
が
続
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
脳
波
的
に
は
優
勢
な
Ｆ
Ｍ
シ
ー
タ
波

が
認
め
ら
れ
、
九
ヘ
ル
ツ
、
九
〇
マ
イ
ク
・
ロ
ボ
ル
ト
代
の
高
振
幅
の
ア
ル
フ
ァ
ー
波
が
脳
全
体
に
誘
導
さ
れ
て
同
期
し
て
い
る
状
態
で

あ
る
。
ま
た
心
拍
数
も
一
分
間
に
四
八
回
へ
と
低
下
し
た
。
呼
吸
数
は
一
分
間
に
一
三
回
と
増
加
し
た
が
、
こ
の
増
加
は
意
識
を
身
体
的

要
素
か
ら
精
神
的
要
素
へ
と
移
行
し
た
た
め
、
意
識
的
な
呼
吸
か
ら
無
意
識
的
な
一
回
の
換
気
量
の
少
な
い
自
然
呼
吸
へ
と
変
化
し
た
か

ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
生
理
的
な
状
態
は
、
情
動
発
散
に
よ
り
交
感
神
経
系
の
機
能
昂
進
は
続
い
て
い
る
が
、
③
「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集

中
（
観
の
作
法
）」
に
よ
っ
て
副
交
感
神
経
系
の
機
能
も
昂
進
し
、
共
に
拮
抗
し
な
が
ら
全
体
的
に
は
副
交
感
神
経
系
の
機
能
が
優
位
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
生
理
学
的
な
所
見
は
、
従
来
の
「
自
律
訓
練
法
」
の
心
理
学
的
、
生
理
学
的
な
研
究
成
果
、
す
な
わ
ち
「
自
律

訓
練
法
」
の
技
法
は
筋
緊
張
の
弛
緩
、
呼
吸
の
調
整
な
ど
の
末
梢
性
の
セ
ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
脳
幹
網
様
体
・
視
床
下
部
賦

活
系
に
至
る
求
心
性
の
刺
激
が
適
度
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
視
床
下
部
で
は
交
感
、
副
交
感
の
両
自
律
神
経
系
の
バ
ラ

t

ン
ス
を
促
し
、
新
皮
質
へ
の
交
感
性
の
賦
活
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
皮
質
下
（
脳
幹
）
の
副
交
感
性
（rophotropic

エ
ネ

ル
ギ
ー
補
充
的
）
の
反
応
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
状
態
を
誘
導
し
大
脳
皮
質
と
皮
質
下
（
視
床
、
視
床
下
部
）
と
の

W

機
能
的
な
再
調
整
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
を
え
た
と
い
え
る
（

Luthe
F

Gellhorn

･

、

･

、
池
見
酉
次

郎
）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
脳
の
リ
ズ
ム
活
動
の
増
加
は
、
前
頭
連
合
野
の
統
合
性
が
高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
次
の
意
識
や
高
い

精
神
機
能
（
宗
教
的
に
は
悟
境
）
が
誘
導
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
実
習
者
の
報
告
か
ら
も
自
我
意
識
の
安
定
性
と
時
間
的
連
続
性
が
維
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持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

T
M

ま
た
こ
の
止
観
の
実
習
時
の
生
理
学
的
な
特
徴
は
「
超
越
瞑
想
（

）
の
生
理
学
的
効
果
」
の
報
告
と
も
一
致
し
て
い
る
。

・
酸
素
消
費
量
と
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
大
幅
な
減
少
に
よ
る
深
い
休
息
が
見
ら
れ
る
こ
と

・
呼
吸
数
、
分
時
換
気
量
、
心
拍
数
な
低
下
す
る
な
ど
基
礎
代
謝
が
低
下
す
る
こ
と

・
皮
膚
電
気
抵
抗
値
が
急
激
に
増
加
し
、
深
い
く
つ
ろ
ぎ
の
状
態
に
あ
る
こ
と

・
動
脈
血
の
酸
素
分
圧
と
二
酸
化
炭
素
分
圧
、
酸
塩
基
平
衡
、
血
圧
等
の
生
理
機
能
が
安
定
す
る
こ
と

・
動
脈
血
の
乳
酸
濃
度
の
減
少
し
て
い
る
こ
と

・
脳
波
の
変
化
は
前
頭
部
と
頭
頂
部
で
ア
ル
フ
ァ
ー
波
と
シ
ー
タ
波
が
増
大
し
、
深
い
休
息
状
態
に
あ
る
こ
と

超
越
瞑
想
で
は
、
こ
れ
ら
の
生
理
学
的
な
特
徴
を
総
称
し
て
「
深
い
休
息
を
伴
な
う
目
覚
め
の
機
敏
さ
」
と
い
い
、
こ
れ
を
第
四
の
意

識
状
態
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。（
拙
著
『
仏
教
の
身
体
技
法
』
国
書
刊
行
会

二
〇
〇
七
年
）

A
ltered

State
ofCons

＊
２

瞑
想
状
態
（
変
性
意
識
状
態
・

ciousness

）

A
lt

瞑
想
な
ど
の
修
行
法
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
る
意
識
状
態
は
、
変
性
意
識
状
態
（

ered
State

ofconsciousness

）、
ま
た
は
瞑

em
oti

想
状
態
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
瞑
想
状
態
は
生
理
的
な
情
動
回
路
（

onal-cirucits

）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
神
経

生
理
学
的
な
現
象
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
感
覚
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
情
緒
的
な
意
識
（
情
動
）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
さ
ら

h

に
皮
質
と
皮
質
下
（
心
理
と
生
理
）
の
力
関
係
を
調
整
し
、
普
段
は
抑
え
ら
れ
が
ち
な
自
己
調
整
能
力
（om

eostatsis

）
を
回
復

さ
せ
る
と
い
う
。
修
行
法
は
こ
の
よ
う
な
意
識
状
態
を
誘
導
す
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
心
と
身
体
の
分
離
か
ら
生
ず
る
さ
ま

ざ
ま
な
神
経
症
的
、
心
身
症
的
症
状
の
解
放
を
目
指
す
技
法
と
い
わ
れ
て
い
る
。（
池
見
酉
次
郎
編
著『
科
学
・
技
術
と
精
神
世
界
』青

土
社
、
Ｗ
･
Ｌ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
編
『
自
律
訓
練
法
』
池
見
酉
次
郎
監
修
誠
信
書
房
、
佐
々
木
雄
二
著
『
自
律
訓
練
法
の
実
際
』
創
元
社
）
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（
２
）
唱
題
行
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
意
識
変
容
の
生
理
心
理
学
な
デ
ー
タ
を
解
析
す
る

ま
ず
「
図
１
」
の
よ
う
に
生
理
学
的
測
定
機
器
を
着
装
し
、
は
じ
め
の
二
〇
分
ほ
ど
は
浄
心
行
に
よ
っ
て
呼
吸
法
に
よ
っ
て
心
身
を
調

え
、
そ
の
後
に
日
蓮
宗
宗
定
本
尊
（
臨
滅
度
時
の
御
本
尊
宗
）
を
対
境
と
し
唱
題
行
の
プ
ロ
セ
ス
に
準
じ
三
〇
分
ほ
ど
お
題
目
を
真
剣
に

お
唱
え
す
る
。
そ
こ
で
汎
用
脳
波
計
に

よ
っ
て
そ
の
唱
題
時
の
脳
波
、
容
積
脈

波
、
微
細
振
動
、
鼻
か
ら
の
呼
吸
、
腹
式

呼
吸
な
ど
を
記
録
し
た
が
、
今
回
も
脳
波

の
ア
ル
フ
ァ
ー
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
α
─

IN
D
EX

）「
グ
ラ
フ
３
」
と
、
心
拍
数

PR
IN
D
EX

（
脈
波

─

）「
グ
ラ
フ
４
」

で
評
価
し
た
。

IN
D
E

「
グ
ラ
フ
３
」
は
脳
波
の
α
─

XP

の
推
移
、「
グ
ラ
フ
４
」
は
心
拍
数
の

R

IN
D
EX

─

の
推
移
で
あ
る
。
生
理
学
的

IN
D
EX

に
は
脳
波
の
α
─

の
パ
ー
セ
ン

テ
ー
ジ
が
高
け
れ
ば
瞑
想
状
態
は
深
く
、

PR
IN
D
EX

ま
た
心
拍
数
の

─

は
低
け

れ
ば
や
は
り
瞑
想
状
態
は
深
い
こ
と
を
示
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す
。①

グ
ラ
フ
の
推
移
は
［
開
始
］
か
ら
二
〇
分
ま
で
が
「
浄
心
行
」
の
段
階

グ
ラ
フ
の
推
移
は
［
開
始
］
か
ら
二
〇
分
ま
で
が
「
浄
心
行
」
で
、
三
〇
分
あ
た
り
か
ら
五
〇
分
ま
で
が
「
正
唱
行
」
で
あ
る
。
ま
ず

IN
D
EX

P

「
浄
心
行
」
の
［
開
始
］
か
ら
二
〇
分
あ
た
り
ま
で
は
、
脳
波
の
α
─

で
は
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
代
へ
と
上
が
り
、
心
拍
数
の

R

IN
D
EX

─

で
は
六
八
回
へ
と
減
少
し
て
瞑
想
状
態
が
誘
導
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

IN
D
EX

と
こ
ろ
が
、
共
に
二
〇
分
か
ら
三
〇
分
あ
た
り
で
変
化
が
見
ら
れ
、
α
─

で
は
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
代
か
ら
三
一
パ
ー
セ
ン
ト

PR
IN
D
EX

代
へ
と
下
が
り
、
心
拍
数
の

─

は
六
八
回
か
ら
六
五
回
と
減
少
が
緩
慢
に
な
っ
て
、
こ
の
段
階
で
は
誘
導
さ
れ
は
じ
め
た

瞑
想
状
態
に
よ
っ
て
、
実
習
者
の
無
意
識
の
扉
が
開
か
れ
た
た
め
、
意
識
の
中
に
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
雑
念
が
流
れ
出
た
た
め
に
瞑
想
状
態

が
乱
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

②
「
正
唱
行
」
の
段
階

IN
D
EX

そ
し
て
、
次
の
「
正
唱
行
」
の
段
階
で
は
、
α
─

は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
代
か
ら
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
代
へ
と
上
が
り
、
心
拍
数

PR
IN
D
EX

の

─

は
六
一
回
か
ら
五
〇
回
へ
と
急
激
に
減
少
し
、
安
定
し
た
瞑
想
状
態
が
誘
導
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。A

こ
れ
に
よ
っ
て
唱
題
行
に
お
い
て
も
、
さ
き
の
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
瞑
想
状
態
（
変
性
意
識
状
態
・

ltered

State
ofConsciousness

）
と
同
様
の
生
理
心
理
状
態
が
誘
導
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
３
）
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
と
唱
題
行
の
生
理
心
理
学
的
デ
ー
タ
の
比
較
か
ら
分
か
る
こ
と

こ
の
両
者
の
比
較
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
と
唱
題
行
は
そ
の
修
行
プ
ロ
セ
ス
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
誘
導
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A
ltered

State
ofCons

さ
れ
た
瞑
想
状
態
（
変
性
意
識
状
態
・

ciousness

）
は
共
に
同
様
な
生
理
心
理
学
的
状
態
で
あ
る
と
言
う
こ
と

で
あ
る

し
か
し
、
さ
き
の
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
と
唱
題
行
の
脳
波
と
心
拍
数
の
グ
ラ
フ
を
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
、
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
で

は
瞑
想
状
態
が
誘
導
さ
れ
は
じ
め
る
と
、
い
っ
と
き
安
定
し
た
心
理
生
理
状
態
が
情
動
発
散
と
呼
ば
れ
る
生
理
心
理
的
な
刺
激
で
瞑
想
状

態
が
乱
さ
れ
（「
グ
ラ
フ
１
・
２
」
の
二
五
分
前
後
）、
そ
の
刺
激
を
意
識
集
中
な
ど
の
瞑
想
技
術
で
補
正
し
て
、
瞑
想
状
態
を
維
持
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

か
た
や
唱
題
行
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
唱
題
す
る
時
間
と
共
に
生
理
心
理
状
態
は
安
定
し
、
瞑
想
状
態
が
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
も
う
少
し
解
説
す
れ
ば
、
こ
の
生
理
心
理
的
な
変
化
で
な
に
が
分
か
る
の
か
と
い
え
ば
、
坐
禅
な
ど
の
瞑
想
行
の
よ
う
に
、
身
体
や

呼
吸
の
心
地
よ
さ
に
意
識
集
中
を
し
て
瞑
想
状
態
を
誘
導
す
る
修
行
法
よ
り
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題
目
を
観
想
し
唱
え
る
唱
題
行
の

方
が
、
よ
り
簡
便
に
瞑
想
状
態
を
誘
導
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
声
を
出
す
と
い
う
行
為
は
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ス
の
発
散
に
つ
な
が
る
情
動
作
業
の
た
め
、
ス
ト
レ
ス
の
発
散
に
と
も
な
う

脳
へ
の
刺
激
が
声
を
出
す
こ
と
で
情
動
処
理
さ
れ
、
安
定
し
た
瞑
想
状
態
が
継
続
的
に
維
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
き
に
「
お
題
目
を
唱
え
る
新
興
が
仏
教
教
団
が
隆
盛
で
あ
る
理
由
が
見
え
て
く
る
」
と
い
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
坐
禅
の
よ

う
に
黙
し
て
語
ら
ず
、
意
識
を
呼
吸
な
ど
に
集
中
し
瞑
想
状
態
を
誘
導
す
る
修
行
法
は
、
そ
れ
な
り
に
脳
を
刺
激
す
る
情
動
処
理
の
た
め

に
高
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
唱
題
行
は
と
い
え
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題
目
を
声
を
出
し
て
真
剣
に
唱
え

る
こ
と
で
、
よ
り
簡
便
に
瞑
想
状
態
を
誘
導
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
お
題
目
に
よ
る
修
行
法
の
効
用
に
よ
っ
て
、
お
題
目
を
唱
え
る
新
興
教
団
が
隆
盛
と
考
え
る
の
は
早
急
す
ぎ
る
だ
ろ
う

か
。
唱
題
行
は
無
理
す
る
こ
と
な
く
宗
教
的
な
情
緒
性
を
簡
便
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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３

行
動
科
学
か
ら
宗
教
現
象
を
解
明
し
て
何
が
見
え
た
か

い
ま
経
験
科
学
の
研
究
方
法
の
一
つ
で
あ
る
行
動
科
学
の
手
法
に
よ
っ
て
、
唱
題
行
に
よ
っ
て
感
情
が
鎮
ま
れ
ば
、
心
と
身
体
が
共
に

安
定
し
宗
教
的
な
情
緒
性
が
獲
得
さ
れ
宗
教
的
に
健
康
に
な
る
、
と
い
う
生
理
心
理
状
態
が
誘
導
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら

に
こ
の
修
行
法
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
る
生
理
心
理
状
態
が
意
味
す
る
も
の
は
、
修
行
法
（
宗
教
現
象
）
が
宗
教
的
な
情
緒
性
の
獲
得
を
そ

の
目
的
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

仏
教
と
い
う
宗
教
現
象
の
目
的
が
「
抜
苦
与
楽
の
ケ
ア
」
に
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
宗
教
的
な
情
緒
性
の
獲
得
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
教
化
学
の
と
り
組
み
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
「
教
学
の
現
代
的
解
明
」
は
、
は
じ
め
に

指
摘
し
た
よ
う
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
人
文
科
学
の
手
法
か
ら
思
想
信
条
に
よ
っ
て
論
じ
ら
て
い
る
た
め
、
現
代
教
学
の
問
題
を
そ
の
ま
ま

抱
え
込
む
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
現
代
教
学
の
問
題
が
何
処
に
あ
る
か
を
指
摘
す
れ
ば
、
ま
さ
に
獲
得
さ
れ
た
宗
教
的
な
情
緒
性
（
心
と
身
体
の
体
験
）
を
思
想

信
条
に
よ
っ
て
、
観
念
的
に
論
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
き
の
よ
う
に
宗
教
現
象
が
ヒ
ト
の
宗
教
的
な
情
緒
性
の

獲
得
を
目
的
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
ヒ
ト
の
生
理
心
理
的
な
状
態
の
追
求
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
は
具
体
的
な
「
お
こ
な
い
」

そ
の
も
の
で
あ
る
。
か
た
や
現
代
教
学
は
そ
の
現
象
を
思
想
信
条
に
よ
っ
て
論
ず
る
と
言
う
こ
と
は
、
ヒ
ト
の
「
お
こ
な
い
」（
生
理
心
理

的
な
状
態
）
を
観
念
化
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
お
こ
な
い
」
を
観
念
化
し
思
想
信
条
と
し
て

論
ず
る
現
代
教
学
は
、
人
文
科
学
の
学
問
研
究
と
し
て
は
成
立
す
る
が
、
宗
教
現
象
と
し
て
は
成
立
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
き
に
「
教
化
学
を
要
請
し
た
社
会
状
況
、
現
代
教
学
が
現
代
社
会
の
布
教
教
化
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
宗
教
現
象
の
解
明
に
あ
る
」

と
言
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
う
は
現
代
教
学
は
学
問
で
あ
っ
て
、
宗
教
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
教
化
学
を
要
請
し
た
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社
会
状
況
は
、
学
問
を
求
め
た
の
で
は
な
く
宗
教
現
象
そ
の
も
の
を
希
求
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
教
化
学
と
は
、

現
代
教
学
を
宗
教
現
象
へ
と
、
宗
教
的
な
情
緒
性
が
獲
得
で
き
る
「
お
こ
な
い
」
へ
と
誘
う
学
問
的
な
方
策
だ
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
現
代
教
学
は
学
問
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
さ
ら
に
浅
学
を
省
み
ず
に
言
え
ば
、
思
想
信

条
と
し
て
語
ら
れ
る
日
蓮
教
学
は
、
教
義
学
と
し
て
学
問
的
に
は
成
立
す
る
が
、
宗
教
的
に
は
成
立
し
な
い
と
言
う
こ
と
で
も
あ
る
。
く

り
返
す
が
、
思
想
信
条
と
し
て
語
ら
れ
る
現
代
の
日
蓮
教
学
は
哲
学
的
な
思
惟
の
産
物
、
学
問
的
な
観
念
の
産
物
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
社
会
に
要
請
さ
れ
た
教
化
学
は
、
宗
教
的
な
情
緒
性
が
獲
得
で
き
る
「
お
こ
な
い
」
へ
と
誘
う
学
問
的
な
方
策
で
あ
り
、
さ
ら
に
自

分
自
身
を
自
己
と
し
て
認
識
す
る
見
当
識
（
私
は
誰
、
こ
こ
は
何
処
、
い
ま
は
何
時
）
を
基
軸
と
す
る
心
の
探
究
法
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
宗
教
の
機
能
的
な
側
面
を
補
償
す
る
も
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
く
る
と
、
現
代
教
学
の
問
題
点
が
お
よ
そ
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
教
学
の
観
念
的
な

知
の
あ
り
方
と
、
宗
教
的
に
心
を
探
究
す
る
知
の
あ
り
方
の
断
絶
に
よ
っ
て
、
現
代
教
学
は
現
代
社
会
へ
の
布
教
教
化
に
つ
な
が
ら
ず
、

な
ん
と
も
社
会
的
に
閉
塞
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
る
事
実
は
さ
き
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

４

教
化
学
を
要
請
し
た
社
会
状
況
と
宗
教
的
な
情
緒
性
の
伝
達
に
つ
い
て

だ
い
ぶ
煩
瑣
に
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
こ
の
小
論
の
目
的
は
、「
教
化
学
と
は
何
か
」
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
論
点
は
教
化
学
の
と
り
組
み
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
「
教
学
の
現
代
的
解
明
」
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
教
化
学
を
要
請
し
た
社
会
状
況
、
現
代
教
学
が
現
代
社
会
の
布
教
教
化
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
宗
教
現
象
の
解
明
に
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
宗
教
現
象
は
現
代
教
学
の
観
念
的
な
知
の
あ
り
方
と
、
宗
教
的
に
心
を
探
究
す
る
知
の
あ
り
方

の
断
絶
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
現
代
教
学
の
観
念
的
な
知
の
あ
り
方
と
、
宗
教
的
に
心
を
探
究
す
る
知
の
あ
り
方
の
断
絶
を
理
解
す
る
に
は
、
私
た
ち
僧

侶
が
本
来
も
っ
て
い
た
知
の
あ
り
方
、
宗
教
的
に
心
を
探
究
す
る
知
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
き
な
意
味
で
は
日

本
文
化
が
断
絶
さ
せ
ら
れ
た
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
日
本
人
が
感
性
の
文
化
を
放
棄
す
る
過
程
で
あ
り
、
欧
米
の

理
性
の
文
化
に
よ
っ
て
払
し
ょ
く
さ
れ
る
過
程
で
も
あ
る
で
あ
る
。
現
代
人
は
衣
服
や
食
事
な
ど
の
日
常
生
活
は
欧
米
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
大
多
数
は
自
分
は
純
血
の
日
本
人
だ
と
思
っ
て
疑
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
変
化
の
過
程
が
お
よ
そ
一
四
〇

年
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
て
進
行
し
た
た
め
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
目
に
は
、
日
本
人
の
伝
承
文
化
を
支
え
る
歴
史
や
伝
統
を
失
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
大
づ
か
み
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
そ
の
事
実
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

と
く
に
僧
侶
の
養
成
を
「
檀
林
廃
止
か
ら
帝
国
大
学
令
に
よ
る
教
育
の
変
化
」
と
し
て
眺
め
る
と
、
そ
の
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。
も

と
も
と
伝
統
教
団
の
僧
侶
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
各
門
流
の
学
問
所
は
檀
林
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
は
自
宗
の
教
義
や
経
典
を
学
ぶ
宗
乗

と
他
宗
の
そ
れ
を
学
ぶ
余
乗
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の
一
方
で
僧
堂
に
お
け
る
着
衣
喫
飯
の
修
養
生
活
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
学
ん

だ
観
念
的
な
知
識
に
身
体
性
が
付
加
さ
れ
て
宗
教
的
な
感
性
が
育
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

檀
林
で
は
、
そ
れ
ま
で
各
門
流
の
歴
史
と
伝
統
、
本
山
な
り
の
由
緒
や
故
事
来
歴
と
い
う
宗
教
的
な
権
威
を
支
え
て
き
た「
お
こ
な
い
」、

と
く
に
宗
教
情
操
を
養
っ
て
き
た
法
式
作
法
（
行
規
行
法
）
な
ど
を
継
承
し
、
ど
う
伝
承
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

明
治
時
代
に
な
っ
て
欧
米
の
大
学
を
範
と
し
て
帝
国
大
学
令
な
ど
が
施
行
さ
れ
る
と
、
檀
林
に
蓄
積
さ
れ
た
宗
乗
や
余
乗
な
ど
の
古
典
的

な
知
識
は
大
学
教
育
へ
と
移
譲
さ
れ
た
た
め
、
そ
こ
で
知
識
と
僧
堂
の
修
養
生
活
が
分
離
し
た
た
め
に
宗
教
的
な
感
性
の
あ
り
方
が
変
化

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
た
ち
僧
侶
が
宗
教
現
象
と
宗
教
体
験
と
の
区
別
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
が
あ
る
。

さ
ら
に
檀
林
が
崩
壊
し
た
後
の
宗
門
子
弟
の
教
育
構
造
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
中
で
、
明
治
以
降
ど
の
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
か
と

い
え
ば
、
教
育
構
造
は
西
洋
を
模
し
た
大
学
制
度
に
取
り
込
ま
れ
、
西
欧
流
の
キ
リ
ス
ト
教
学
、
教
義
学
を
模
し
た
宗
学
、
日
蓮
教
学
へ

と
変
化
し
、
日
蓮
聖
人
の
思
想
信
条
を
理
解
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
私
た
ち
は
現
在
の
よ
う
に
、
日
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蓮
聖
人
の
教
学
と
い
う
具
体
的
な
思
想
信
条
が
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
感

覚
は
さ
き
の
よ
う
に
明
治
以
降
に
形
作
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
の
教
え
の
全
体
を
誰
も
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
お
よ
そ
明
治
年
間
な
っ
て
ご
遺
文
が
活
版
印
刷
化
さ
れ
普
及
し
て
か
ら
で
あ
り
、
ま
さ
に
近
現
代
に
な
っ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ

の
経
緯
は
以
下
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
の
は
ず
で
あ
る
。

○
江
戸
期
に
録
内
・
録
外
御
書
が
編
集
書
写
刊
行
さ
れ
る

元
和
年
間
（
一
六
一
五
～
二
三
）
に
録
内
御
書
の
刊
行
始
ま
る

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
録
外
御
書
の
刊
行
始
ま
る

○
録
内
・
録
外
に
対
し
、
遺
文
の
編
年
を
企
て
る
方
法
が
始
ま
る

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
御
書
新
目
録

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
境
妙
庵
目
録

案
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
祖
書
目
次

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
新
撰
祖
書
目
次

○
明
治

十
三
年
（
一
八
八
〇
）
小
川
泰
道
の
高
祖
遺
文
録

○
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
日
蓮
聖
人
御
遺
文
（
縮
刷
遺
文
）

○
大
正
三
年
（
一
九
一
五
）
類
纂
『
高
祖
遺
文
録
』

こ
れ
で
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
、
ま
さ
に
僧
侶
養
成
の
上
で
必
須
で
あ
っ
た
宗
教
的
な
知
識
を
情
緒
性
へ
と
高
め
る
僧
堂
の

修
養
生
活
が
分
離
し
た
た
め
に
、
僧
侶
自
身
の
知
の
あ
り
方
が
変
化
し
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教
に
関
す
る
と
り
組
み
方
が
変
化
し
た
と
言
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
さ
き
に
「
現
代
教
学
の
観
念
的
な
知
の
あ
り
方
と
、
宗
教
的
に
心
を
探
究
す
る
知
の
あ
り
方
の
断
絶
に
よ
っ
て
生
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じ
て
い
る
」
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
現
代
教
学
は
学
問
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
と
言
い
、
思
想
信
条
と
し
て
語
ら
れ
る
現
代

の
日
蓮
教
学
は
哲
学
的
な
思
惟
の
産
物
、
学
問
的
な
観
念
の
産
物
と
言
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
教
化
学
を
要
請
し
た
社
会
状
況
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
要
約
す
れ
ば
僧
侶
養
成
の
上
で
必
須
で
あ
っ
た
宗
教
的
な

知
識
を
情
緒
性
へ
と
高
め
る
（
自
身
の
心
を
探
究
す
る
）
僧
堂
の
修
養
生
活
が
分
離
し
た
た
め
に
、
現
代
の
僧
侶
は
知
識
偏
重
型
と
な
り
、

宗
教
的
な
情
緒
性
の
伝
達
が
出
来
な
い
と
い
う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

あ
え
て
結
語
を
挙
げ
れ
ば
、
教
化
学
と
は
、
現
代
教
学
を
宗
教
現
象
へ
と
、
宗
教
的
な
情
緒
性
が
獲
得
で
き
る
「
お
こ
な
い
」
へ
と
誘

う
学
問
的
な
方
策
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
様
に
し
て
行
わ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
現
在
そ
の
と
り
組
み
と
し
て
行
わ
れ
て
い

る
「
教
学
の
現
代
的
解
明
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
教
化
学
を
要
請
し
た
社
会
状
況
、
現
代
教
学
が
現
代
社
会
の
布
教
教
化
に
つ
な
が
ら

な
い
と
い
う
宗
教
現
象
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
宗
教
的
に
心
を
探
究
す
る
知
の
あ
り
方
、
宗
教
的
な
知
識
を
情
緒
性

へ
と
高
め
る
僧
堂
の
修
養
生
活
の
あ
り
方
を
具
体
化
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
。

次
回
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
宗
教
的
に
心
を
探
究
す
る
知
の
あ
り
方
、
観
心
の
実
際
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
思
う
。
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宗教的情操を獲得する過程について（影山）




