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１
、
問
題
の
所
在

　

本
年
の
中
央
教
化
研
究
会
議
は
昨
年
同
様
、
原
発
問
題
を
主
と
し
て
扱
う
予
定
で
あ
る
。

　

先
年
の
中
央
教
化
研
究
会
議
で
私
は
第
二
分
科
会
「
日
蓮
教
学
か
ら
「
フ
ク
シ
マ
」
を
ど
う
捉
え
る
か
」
の
座
長
を
勤
め
た
。
そ
こ
で
、

被
災
地
か
ら
の
距
離
が
参
加
者
の
感
覚
の
温
度
差
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
ま
た
、「
原
発
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
う
あ

る
べ
き
か
。」
と
い
う
点
は
会
議
で
は
、
座
長
の
力
不
足
も
あ
り
明
確
化
で
き
き
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。

　

そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
教
化
学
と
し
て
原
発
問
題
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

２
、
問
題
の
前
提

　

教
化
学
と
し
て
原
発
問
題
と
向
き
合
う
と
い
っ
て
も
研
究
方
法
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
私
は
か
つ
て
第
十
回
教
化
学
研
究
発
表
大
会
で
「
現
代
と
仏
教
」
と
題
し
て
、
社
会
的
問
題
に
仏
教
が
ど
う
向
き
合
っ
て
い

く
べ
き
な
の
か
を
論
じ
た
。
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そ
こ
で
は
上
原
専
禄
氏
・
末
木
文
美
士
氏
の
文
章
を
引
用
し
た
上
で
、
社
会
と
向
き
合
う
仏
教
者
の
好
ま
し
い
姿
に
関
し
て
下
記
の
よ

う
に
述
べ
た
。

　

上
原
・
末
木
両
氏
の
指
摘
か
ら
考
え
ら
れ
る
社
会
と
向
き
合
う
仏
教
者
の
好
ま
し
い
姿
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

第
一
に
「
現
実
・
現
代
」
に
向
き
合
う
。
同
時
に
、
仏
教
者
で
あ
る
個
人
が
、
仏
典
や
宗
祖
の
根
本
精
神
に
基
づ
き
、
認
識
し
、
行
動

を
と
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

我
々
僧
侶
（
仏
教
者
）
が
社
会
参
加
、
社
会
活
動
を
す
る
と
き
、
外
側
に
お
い
て
は
、

一
般
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
り
社
会
活
動
家
な
り
と
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
己
の
内
側
に
お
い
て
は
、
法
華
経
や

宗
祖
の
言
葉
に
基
づ
く
宗
教
性
や
信
仰
に
貫
か
れ
た
一
つ
の
柱
も
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

拙
者
「
現
代
と
仏
教
─
我
々
は
社
会
と
ど
う
向
き
あ
う
の
か
」（『
教
化
学
研
究
一
』
二
〇
一
〇
年
八
・
九
頁
）

　

今
回
の
フ
ク
シ
マ
原
発
問
題
は
、
環
境
問
題
で
あ
り
、
公
害
問
題
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
あ
る
が
、
過
去
の
研
究
で
、「
仏
教
も
し
く
は
日
蓮
思
想
と
し
て
環
境
問
題
に
ど
う
向
き
合
う
べ
き

な
の
か
」「
公
害
問
題
に
ど
う
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
」
を
論
じ
た
も
の
を
確
認
し
て
み
た
い
。

３
、
環
境
問
題
と
し
て

　

仏
教
と
環
境
に
関
し
て
は
、
立
正
大
学
仏
教
学
部
五
十
周
年
の
論
文
集
『
仏
教
と
環
境
』
に
多
く
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
「
仏
教
が
環
境
を
ど
う
み
た
か
」「
環
境
保
全
に
対
し
て
ど
う
対
応
す
る
か
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

総
じ
て
言
え
ば
、
仏
教
は
環
境
を
三
世
間
（
衆
生
世
間
・
国
土
世
間
・
五
陰
世
間
）
の
う
ち
国
土
世
間
に
お
き
、
我
々
と
は
相
互
依
存

の
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
一
念
三
千
で
も
同
じ
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
一
刹
那
の
心
に
国
土
世
間
も
具
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
考
え
方
は
、
外
境
は
わ
れ
わ
れ
と
ま
っ
た

く
無
関
係
の
外
界
で
は
な
く
、
そ
の
自
然
環
境
を
決
定
す
る
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
一
刹
那
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

�

（
三
友
健
容
「
仏
教
に
お
け
る
理
想
国
土
と
環
境
問
題
へ
の
提
言
」「
仏
教
と
環
境
」『
仏
教
と
環
境
』
三
〇
七
頁
）

　

ま
た
日
本
独
自
の
価
値
観
と
し
て
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
考
え
も
存
在
す
る
。

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
末
木
文
美
士
『
仏
教
VS
倫
理
』
で
下
記
の
如
く
ま
と
め
て
い
る
。

　

草
木
も
国
土
も
す
べ
て
成
仏
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
仏
性
説
の
日
本
独
自
の
展
開
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
初
出
は
安
然
（
八
四
一

～
？
）
の
『
斟し
ん

定じ
ょ
う

草
木
成
仏
私
記
』
で
あ
る
が
、
安
然
の
こ
の
著
作
は
、
思
想
史
的
に
見
て
も
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

草
木
成
仏
説
は
中
国
で
も
主
張
さ
れ
た
が
、
そ
の
根
拠
は
、
主
体
で
あ
る
有
情
が
成
仏
す
れ
ば
、
そ
の
環
境
で
あ
る
無
情
の
草
木
も
成
仏

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
衆
生
の
悟
り
を
め
ざ
す
仏
教
の
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
安
然
は
無
情
の
草
木
自
身
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発
心
し
、
成
仏
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

�

（
末
木
文
美
士
『
仏
教
VS
倫
理
』
ち
く
ま
新
書　

二
〇
〇
六
年
一
七
一
頁
）

　

こ
の
無
情
成
仏
の
思
想
は
日
蓮
聖
人
の
『
四
条
金
吾
釈
迦
仏
供
養
事
』
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

一
念
三
千
と
申
す
法
門
は
、
三
種
の
世
間
よ
り
を
こ
れ
り
。
三
種
の
世
間
と
申
す
は
、
一
に
は
衆
生
世
間
・
二
に
は
五
陰
（
ご
お
ん
）

世
間
・
三
に
は
国
土
世
間
な
り
。
前
の
二
つ
は
且
ら
く
こ
れ
を
置
く
、
第
三
の
国
土
世
間
と
申
す
は
草
木
（
そ
う
も
く
）
世
間
な
り
。
草

木
世
間
と
申
す
は
五
色
の
ゑ
（
絵
）
の
ぐ
（
具
）
は
草
木
な
り
、
画
像
こ
れ
よ
り
起
る
。
木
と
申
す
は
木
像
是
れ
よ
り
出
来
す
。
此
の
画

木
に
魂
魄
（
こ
ん
ぱ
く
）
と
申
す
神
（
た
ま
し
い
）
を
入
る
る
事
は
法
華
経
の
力
な
り
。
天
台
大
師
の
さ
と
り
也
。
此
の
法
門
は
、
衆
生
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に
て
申
せ
ば
即
身
成
仏
と
い
は
れ
、
画
木
に
て
申
せ
ば
草
木
成
仏
と
申
す
な
り
。
止
観
の
明
静
な
る
前
代
い
ま
だ
き
か
ず
と
か
か
れ
て
候

と
、「
無
情
仏
性
或
耳
驚
心
」
等
と
の
べ
ら
れ
て
候
は
是
れ
也
。
此
の
法
門
は
前
代
に
な
き
上
、
後
代
に
も
又
あ
る
べ
か
ら
ず
。
設
（
た

と
）
ひ
出
来
せ
ば
此
の
法
門
を
偸
盗
（
ち
ゆ
う
と
う
）
せ
る
な
る
べ
し
。（
昭
和
定
本
一
一
八
三
頁
）

�（
口
語
訳
）　

一
念
三
千
と
い
う
法
門
は
、
三
種
の
世
間
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
三
種
の
世
間
と
い
う
の
は
、
一
に
衆
生
世
間
、
二
に

五
陰
世
間
、
三
に
国
土
世
間
で
あ
る
。
前
の
二
つ
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
第
三
の
国
土
世
間
の
中
に
は
、
草
木
世
間
が
含
ま
れ
て
い

る
。
草
木
世
間
と
い
う
の
は
、
ま
ず
五
色
の
絵
の
具
は
草
木
を
原
料
と
し
て
い
る
か
ら
、
絵
の
具
で
描
か
れ
た
画
像
は
草
木
か
ら
で
き
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
木
像
は
木
か
ら
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
画
像
と
木
像
に
魂
魄
と
い
う
た
ま
し
い
を
入
れ
る
の
は
法
華
経
の
力
で

あ
る
。
こ
れ
は
天
台
大
師
の
悟
ら
れ
た
一
念
三
千
の
法
門
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
一
念
三
千
の
法
門
は
、
衆
生
の
上
で
い
え
ば
即
身

成
仏
と
な
り
、
画
像
や
木
像
の
上
で
い
え
ば
草
木
成
仏
と
な
る
の
で
あ
る
。
章
安
大
師
が
天
台
大
師
の
摩
訶
止
観
の
法
門
を
讃
歎
し
て

「
止
観
の
法
門
が
こ
れ
ほ
ど
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
前
代
未
聞
で
あ
る
」
と
書
か
れ
、
妙
楽
大
師
が
摩
訶
止
観
輔
行
伝
弘
決
に
「
無
情
の

草
木
に
も
仏
性
が
あ
る
と
説
い
て
、
非
常
に
人
を
驚
か
せ
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
天
台
大
師
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
一
念
三
千
の
法
門
は
、
前
代
に
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
後
々
に
も
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
も
し
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
天

台
の
法
門
を
盗
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
草
木
成
仏
説
が
国
土
成
仏
説
と
も
か
か
わ
り
、
観
心
本
尊
抄
の
四
十
五
字
法
体
段
や
立
正
安
国
思
想
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
国
土
の
成
仏
す
な
わ
ち
安
国
を
阻
む
も
の
に
対
し
て
抗
議
し
た
も
の
が
「
立
正
安
国
論
」
だ
と
い
え
よ
う
。

　

国
土
成
仏
の
思
想
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
具
体
的
に
仏
教
徒
が
お
こ
な
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
関
し
て
、『
仏
教
と
環
境
』
で
何
が
提
案
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さ
れ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
少
欲
知
足
と
く
に
「
知
足
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。（
望
月
海
慧
「
仏
教
思
想
は
環
境
問
題
に
効
果
的
作
用

を
も
た
ら
す
の
か
」
岡
田
行
弘
「
環
境
問
題
に
対
す
る
仏
教
思
想
の
有
効
性
」
三
友
健
容
「
仏
教
に
お
け
る
理
想
国
土
と
環
境
問
題
へ
の

提
言
」
な
ど
）

　

し
か
し
、
岡
田
行
弘
「
環
境
問
題
に
対
す
る
仏
教
思
想
の
有
効
性
」
で
は
、
少
欲
知
足
だ
け
で
は
、
問
題
解
決
に
な
ら
な
い
と
指
摘
し
、

菩
薩
の
利
他
行
の
精
神
を
重
視
し
「
社
会
に
お
い
て
自
分
自
身
よ
り
も
他
者
、
す
な
わ
ち
自
然
環
境
を
優
先
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
態
に
立
っ
た
場
合
、
他
者
を
優
先
す
る
菩
薩
の
利
他
行
は
、
そ
の
指
針
と
し
て
有
効
性
を
発
揮
す
る
と
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
て

い
る
。４

、
公
害
問
題
と
し
て

　

日
蓮
宗
や
日
蓮
宗
僧
侶
が
公
害
問
題
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
茂
田
井
教
亨
「
日
蓮
聖
人
の
教

え
と
公
害
問
題
」（
現
代
宗
教
研
究　

第
六
号　

昭
和
四
十
八
年
三
月
二
十
八
日
発
行
）、
上
原
専
禄
「
誓
願
論
」（『
死
者
・
生
者
─
日
蓮

認
識
へ
の
発
想
と
視
点
─
』）
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
重
要
と
考
え
る
指
摘
を
そ
れ
ぞ
れ
列
挙
し
て
み
よ
う
。

　

前
者
は
「
立
正
安
国
論
」
の
視
点
に
注
目
し

　

多
く
の
人
が
災
害
で
死
ん
で
ゆ
く
、
そ
れ
こ
そ
屍
が
山
を
な
す
と
い
っ
た
あ
の
現
状
を
目
撃
さ
れ
た
聖
人
が
ど
う
に
も
黙
っ
て
い
ら
れ

な
く
な
っ
て
立
ち
上
が
ら
れ
た
と
い
う
事
実
、
こ
れ
が
大
事
な
の
で
す
。（
三
頁
下
）

　

た
だ
政
治
的
な
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
あ
げ
つ
ら
う
の
で
は
な
く
、
一
鎌
倉
市
民
日
蓮
が

と
っ
た
あ
の
気
持
を
わ
れ
わ
れ
が
も
う
一
ぺ
ん
か
み
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
（
四
頁
上
）

　

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
『
諌
暁
八
幡
抄
』
の
「
同
一
苦
」
の
表
現
に
も
注
目
し
て
い
る
。



現代宗教研究　第48号（2014.3）　　96

　

宗
祖
の
場
合
に
は
、
法
華
経
に
そ
む
く
、
反
法
華
、
法
に
よ
る
同
一
の
苦
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
問
題
は
き
わ
め
て
法
華
経
の
教
理
と

つ
な
が
っ
て
い
く
け
れ
ど
、
こ
の
考
え
方
は
社
会
問
題
と
す
れ
ば
、
一
独
占
資
本
の
、
ま
た
、
経
済
成
長
に
だ
け
力
こ
ぶ
を
い
れ
た
ゆ
が

め
ら
れ
た
日
本
の
発
展
の
た
め
に
人
間
の
生
命
を
害
す
る
と
い
う
問
題
。
こ
れ
は
法
華
経
謗
法
と
い
う
こ
と
と
は
、
素
因
は
違
う
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
社
会
の
生
き
方
、
人
間
生
命
を
無
視
す
る
か
軽
視
す
る
か
、
忘
れ
て
い
く
か
、
そ
う
い
う
一
つ
の
同
一
の
因
に
よ
っ
て
、

何
百
何
千
と
い
う
人
が
同
一
の
苦
を
受
く
る
。「
同
一
の
苦
は
日
蓮
一
人
が
苦
な
り
」
と
い
う
受
け
と
め
方
、
出
世
間
の
真
諦
門
に
お
け

る
宗
祖
の
「
同
一
の
苦
」
を
わ
れ
わ
れ
は
今
一
度
、
世
間
的
俗
諦
門
に
お
い
て
、「
同
一
の
苦
」
と
し
て
受
け
と
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。

（
中
略
）

　

宗
祖
は
こ
の
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
「
安
国
論
」
を
お
書
き
に
な
っ
た
の
で
す
。「
日
蓮
一
人
の
苦
と
申
す
べ
し
」
と
い
う
苦
の
意
識
が

あ
っ
た
か
ら
「
安
国
論
」
を
お
書
き
に
な
っ
た
。

　

上
記
の
よ
う
に
「
安
国
論
」
述
作
の
視
点
や
思
い
を
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
般
民
衆
の
目
線
で
あ
り
、
同
じ
く
苦
を
受
け
る
存
在

と
し
て
「
安
国
論
」
は
生
み
出
さ
れ
、
時
の
幕
府
に
上
呈
さ
れ
る
と
い
う
行
動
に
繋
が
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
上
原
氏
は
「
誓
願
論
」
の
中
で

　

新
し
い
問
題
と
し
て
公
害
問
題
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
問
題
は
山
積
し
て
い
ま
し
て
、
な
に
も
公
害
だ
け
が
問
題
で
は
な
い

の
で
す
け
れ
ど
も
現
在
に
お
い
て
は
公
害
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
顕
著
な
象
徴
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
社
会
の
大
き
い
ひ
ず
み
の
歴
史

的
特
徴
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
だ
い
い
ち
「
公
害
」
と
い
う
名
称
が
責
任
回
避
の
表
現
で
す
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
公
害
が
実
は
私
害
に

ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
、
公
害
に
お
け
る
企
業
主
の
責
任
と
い
う
も
の
が
最
初
に
指
摘
さ
れ
、
告
発
さ
れ
、
糾
弾
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
公
害
の
駆
除
と
い
う
も
の
は
も
と
よ
り
「
安
国
」
の
内
容
と
し
て
、
や
は
り
願
行
の
一
つ
に
な
る
は
ず
で
す
。
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し
か
し
、
根
本
的
に
大
切
な
こ
と
は
、「
安
国
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
一
つ
の
政
治
理
念
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
安
国
」

と
は
、
歴
史
的
社
会
的
な
諸
問
題
の
克
服
を
介
し
て
、
国
が
安
泰
に
な
り
、
国
土
が
平
和
に
な
っ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
政
治
動
態
を
意

味
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
仰
改
革
の
直
道
に
よ
っ
て
、
三
界
即
仏
国
と
し
て
顕
現
す
る
高
次
の
「
安
国
」
を
こ
そ
日
蓮
聖
人
は

「
立
正
安
国
論
」
の
最
後
の
段
で
要
望
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
（
中
略
）
①「
立
正
」
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
安
国
」
の
た
ん
な
る
手
段
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
立
正
」
を
通
じ
て
「
安
国
」
と

い
う
事
態
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、「
安
国
」
と
い
う
歴
史
的
事
態
を
媒
介
と
し
て
、
さ
ら
に
「
立
正
」
と
い
う
願
望
が
成
就

さ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
無
限
の
展
開
が
「
立
正
安
国
」
の
理
念
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
政
治
家
に
と
っ
て
な
ら
ば
、

あ
る
い
は
政
治
的
思
考
と
し
て
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
公
害
が
追
放
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
仕
事
は
い
ち
お
う
終
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
②
宗
教
者
の
対
公
害
の
態
度
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
追
放
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
す
む
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
情

況
と
し
て
正
法
が
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
作
業
が
集
約
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
公
害
と
い
う
も
の
に
代
表
さ
れ
た
歴

史
的
社
会
的
な
問
題
に
た
い
し
て
超
然
と
し
て
い
る
宗
教
者
の
信
仰
形
態
は
、
お
そ
ら
く
観
念
論
的
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
公
害
問
題
の
解
決
以
外
に
宗
教
者
の
職
分
な
し
と
主
張
す
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
は
政
治
主
義
的
と
評
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

共
に
、
肯
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
政
治
主
義
へ
の
逸
脱
を
警
戒
す
る
、
と
い
う
名
分
の
も
と
に
、
実
は
惰
眠
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
る
宗

教
が
、
今
の
日
本
に
は
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
日
蓮
宗
も
そ
う
い
う
存
在
で
あ
り
ま
せ
ん
か
。

�

（
上
原
専
禄
『
死
者
・
生
者
─
日
蓮
認
識
へ
の
発
想
と
視
点
─
』
一
〇
一
・
一
〇
二
頁
）

　

上
記
の
よ
う
に
上
原
博
士
は
、
立
正
は
単
な
る
手
段
で
は
な
く
、
願
望
で
も
あ
る
と
し
、
公
害
に
お
い
て
も
、
問
題
解
決
が
た
だ
単
に

問
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
正
法
が
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
作
業
が
集
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
茂
田
井
・
上
原
両
博
士
の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
公
害
問
題
へ
の
対
応
は
、
日
蓮
宗
僧
侶
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
衆
の
目
線
に
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た
ち
、
共
に
生
き
・
苦
し
む
姿
勢
を
持
ち
、
問
題
解
決
を
通
し
て
、
自
己
の
生
き
方
を
問
う
こ
と
が
必
要
と
い
う
点
が
見
え
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。

５
、
私
見
と
し
て
の
原
発
論

　

日
蓮
思
想
と
し
て
環
境
問
題
に
ど
う
向
き
合
う
の
か
？
公
害
問
題
に
ど
う
向
き
合
う
の
か
？　

と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
深
い

問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
論
じ
て
き
た
の
は
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
あ
り
、
も
と
よ
り
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
、

原
発
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

原
発
を
作
り
出
し
て
き
た
思
考
は
、
神
に
模
し
て
人
間
は
創
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
然
や
万
物
は
人
間
が
管
理
す
る
こ
と
が

当
然
で
あ
る
と
い
う
、
一
神
教
的
思
想
構
造
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
点
、
仏
教
は
人
間
と
環
境
（
自
然
や
万
物
）
を
相
互
依
存
関
係
と
考

え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
人
間
は
管
理
者
な
ど
で
は
な
く
共
に
生
き
る
存
在
と
考
え
て
い
き
た
と
い
え
る
。

　

今
回
の
原
発
事
故
は
、
地
震
を
起
因
と
す
る
津
波
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
拙
者
は
地
震
・
津
波
そ
の
も
の
は
自
然
の
活
動
で
あ

り
、
人
間
の
力
で
制
御
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。（
こ
の
点
は
、
昨
年
私
は
教
化
学
発
表
大
会
で
「
震
災
天
罰
論
を
め
ぐ

っ
て
」
で
論
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。）
自
然
災
害
の
規
模
を
予
測
し
、
そ
れ
を
越
え
る
強
度
の
も
の
を
創
り
、
災
害
に
負
け
な
い
施
設

を
つ
く
る
と
い
う
思
考
に
い
た
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
人
間
が
自
然
の
力
を
予
測
し
、
制
御
す
る
事
は
本
当
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
？

　

福
岡
伸
一
『
ロ
ハ
ス
の
思
考
』
で
は
下
記
の
ご
と
き
文
章
が
存
在
し
て
い
る
。

　

人
間
が
環
境
を
強
引
に
操
作
使
用
と
し
た
と
き
、
必
ず
人
間
は
環
境
か
ら
、
操
作
以
上
の
「
報
復
」（
リ
ベ
ン
ジ
）
を
受
け
る
。
そ
れ

は
環
境
が
動
的
な
平
衡
状
態
、
即
ち
流
れ
の
中
に
あ
る
か
ら
だ
。
流
れ
を
ダ
ム
で
堰
き
止
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
流
れ
は
ど
こ
か
に
そ
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
蓄
積
し
、
や
が
て
、
よ
り
大
き
な
力
が
予
期
せ
ぬ
場
所
と
時
刻
に
噴
出
す
る
。（
中
略
）
そ
し
て
、
私
た
ち
は
操
作
の
延
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長
上
に
解
答
は
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
福
岡
伸
一
『
ロ
ハ
ス
の
思
考
』（
ソ
ト
コ
ト
新
書　

二
〇
〇
六
年
六
九
頁
）

　

仏
教
は
こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

拙
者
は
平
成
二
十
四
年
七
月
に
書
い
た
自
坊
の
寺
報
「
本
休
寺
だ
よ
り
」
で
下
記
の
よ
う
に
書
い
た
。

　

今
年
の
夏
の
、
大
飯
原
発
再
可
動
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
原
発
と
の
共
存
の
道
を
模
索
す
る
こ
と
を
政
府
は
決
定
し
た
と
言
え
ま
す
。

実
際
、
我
々
の
便
利
な
生
活
は
、
電
気
に
依
存
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
火
力
の
よ
う
な
有
限
燃
料
に
依
存
す
る
こ
と
も
限
界
が
あ
る

と
思
い
ま
す
の
で
、
あ
る
種
仕
方
が
な
い
と
も
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
原
発
事
故
を
人
災
と
決
め
ま
し
た
の
で
、
人
間
の
力
で
原
発
を
制
御
し
、
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
始
め
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

し
か
し
、
地
震
・
津
波
そ
の
も
の
は
自
然
の
活
動
で
あ
り
、
人
間
の
力
で
制
御
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
あ
と
は
、
自

然
災
害
の
規
模
を
予
測
し
、
そ
れ
を
越
え
る
強
度
の
も
の
を
創
り
、
災
害
に
負
け
な
い
施
設
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

自
然
の
力
を
予
測
し
、
制
御
す
る
事
は
本
当
に
可
能
で
し
ょ
う
か
？　

事
故
の
後
に
は
過
去
の
津
波
の
数
値
を
無
視
し
て
い
た
事
実
が

判
明
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
人
間
の
本
質
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

人
間
は
自
分
の
視
点
で
も
の
を
見
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
の
欲
望
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
、
こ
の
方
が
よ
い
と
い
う
観
点
で
も
の
を
見
て

し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

も
の
ご
と
を
正
し
く
見
る
（
正
見
）
こ
と
は
仏
教
の
修
行
の
基
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
基
本
だ
か
ら
こ
そ
難
し
い
し
、
努
力

目
標
と
も
い
え
ま
す
。
万
人
に
で
き
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
く
言
う
私
も
自
分
の
都
合
の
よ
い
立
場
や
考
え
方
で
も
の
を
見
が
ち
で
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す
。

　
『
法
華
経
』
方
便
品
で
も
十
如
是
で
物
事
を
分
析
す
る
こ
と
と
そ
れ
を
一
連
の
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
き
ま
す
が
、
こ

れ
を
で
き
る
の
は
覚
者
（
悟
っ
た
人
、
欲
望
を
制
御
で
き
た
人
）
だ
け
で
す
。

　

原
発
の
再
稼
動
の
是
非
は
、
我
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
関
わ
る
も
の
で
簡
単
に
答
え
は
出
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
再
稼
働
の
プ
ロ
セ

ス
そ
の
も
の
は
い
さ
さ
か
拙
速
で
、
人
間
の
本
質
も
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

上
記
の
考
え
の
本
質
は
、
人
間
に
は
煩
悩
や
我
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
天
台
教
学
的
に
言
え
ば
、
十
界
互
具
し
て
い
る
凡
夫

は
、
仏
界
も
有
し
て
い
る
が
、
地
獄
界
や
餓
鬼
界
も
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
原
発
の
稼
働
は
危
険
で
あ
り
、
停
止
す
べ
き

と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
原
発
に
頼
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
々
も
多
く
い
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
人
達
の
こ
と
を
考
え
な
く
て
よ
い
わ
け

で
は
な
い
。
エ
コ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
促
進
を
促
す
特
区
地
域
な
ど
に
指
定
し
、
経
済
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
は
か
り
つ
つ
、
新
規
産
業

を
生
み
出
す
と
い
っ
た
努
力
を
促
す
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

教
化
学
と
し
て
は
、
今
回
の
原
発
事
故
か
ら
何
を
生
み
出
し
て
い
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
上
原
氏
の
指
摘
（
先
の
文
章
の

下
線
部
分
①
②
）
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
、
な
に
を
正
し
く
立
て
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
下
記
②
の
文
章
の
「
そ
う
い
う
も
の
」
を
原
発
に
置
き
換
え
た
場
合
を
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
原
発
追
放
が
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
だ
け
で
は
、
宗
教
者
と
し
て
は
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

正
法
の
確
立
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
よ
く
よ
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の

時
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
視
点
は
、
末
木
氏
の
下
記
の
指
摘
で
あ
る
。
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豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
は
ず
の
日
本
は
、
戦
後
の
急
速
で
無
計
画
な
経
済
優
先
の
開
発
に
よ
り
、
自
然
破
壊
と
公
害
の
先
進
国
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
自
然
も
ま
た
他
者
で
あ
り
、
そ
の
痛
み
、
う
め
き
を
聞
く
こ
と
は
、〈
人
間
〉
の
倫
理
の
範
囲
で
は
解
決
で
き
な
い
こ

と
だ
。
ハ
ー
ド
な
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
は
、
自
然
に
も
人
と
同
様
の
権
利
が
あ
る
と
説
く
。
そ
の
よ
う
な
見
方
も
成
り
立
ち
う
る
が
、
た
だ
自

然
を
〈
人
間
〉
の
枠
組
の
中
に
入
れ
て
、
人
と
同
等
と
す
る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
は
ま
た
、
死
者
や
神
々
と
共
有
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
人
だ
け
が
特
権
的
に
利
用
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
自
然
に
い
か
に
向
か
う
か
と
い
う
問
題
も
ま
た
、

超
・
倫
理
の
観
点
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

�

（
末
木
文
美
士
『
仏
教�

VS�

倫
理
』
ち
く
ま
新
書　

二
〇
〇
六
年
一
七
二
頁
）

　

自
然
は
自
然
と
し
て
存
在
し
、
成
仏
す
る
と
日
本
仏
教
は
考
え
て
き
た
。
さ
ら
に
自
然
は
、
わ
れ
わ
れ
生
き
て
い
る
人
間
だ
け
の
所
有

物
で
は
な
い
。
死
者
や
こ
れ
か
生
ま
れ
て
く
る
子
孫
を
も
含
め
た
多
く
の
生
き
物
と
共
生
・
共
苦
し
て
い
く
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

拙
者
は
利
他
的
思
考
の
確
立
こ
そ
が
立
正
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
す
る
か
た
ち
で
少
欲
知
足
や
エ
コ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
思
想

等
が
確
立
さ
れ
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
。


