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総
合
討
論

―
日
中
死
生
学
研
究
の
現
状
と
未
来

竹
内
整
一
｜
東
京
大
学
教
授

王
守
華
｜
中
華
日
本
哲
学
会
名
誉
会
長

【
竹
内
整
一
】　

そ
れ
で
は
、
総
合
討
論
を
始
め
ま
す
。
総
合
討
論
の
進
め
方
と
し
て
、
池
澤
先
生
と
靳
先
生
に
お
互
い
に
総
括

し
た
議
論
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
皮
切
り
に
「
日
中
死
生
学
研
究
の
現
状
と
未
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
に

沿
っ
て
討
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
池
澤
優
】　

今
の
靳
先
生
の
ご
発
表
を
聞
き
、
大
変
う
ま
く
ま
と
め
て
お
ら
れ
、
私
も
あ
の
よ
う
な
形
で
発
表
す
べ
き
だ
っ
た

か
と
思
い
ま
し
た
。
た
だ
、
私
の
能
力
を
も
っ
て
し
て
は
、
東
大
お
よ
び
日
本
に
お
け
る
死
生
学
関
係
の
研
究
状
況
を
ま
と
め
る

こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
は
言
い
つ
つ
も
あ
る
程
度
の
総
括
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
の
仕
事
で
あ
る
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
日
本
側
の
主
催
者
で
あ
る
こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
な
形
で
何
を
目
指
し
て
い
る
か
を
ま
ず

ま
と
め
て
、
そ
の
う
え
で
靳
先
生
の
ご
論
文
に
関
し
て
、
日
本
と
中
国
の
研
究
状
況
を
比
較
し
て
質
問
を
す
る
と
い
う
形
を
と
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
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私
た
ち
の
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
も
と
も
と
二
〇
〇
二
年
に
「
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム　

死
生
学
の
構
築
」
と
し
て

始
ま
り
、
今
年
度
（
二
〇
〇
八
年
度
）
更
新
さ
れ
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム　

死
生
学
の
展
開
と
組
織
化
」
と
い
う

名
称
で
継
続
し
て
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
念
頭
に
は
、
欧
米
に
お
け
る
「
死
生
学
（
死
学
）」（thanatology, death studies

）
の
伝
統

が
あ
り
ま
し
た
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
欧
米
に
お
け
る
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
（thanatology

）
に
は
乗
り
越
え

る
べ
き
限
界
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
に
な
り
ま
す
。

欧
米
に
お
け
る
死
生
学
の
流
れ
も
多
様
で
あ
り
、
簡
単
に
は
ま
と
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
研
究
状
況
と
し
て
は
、
第
一
に
文

献
研
究―

歴
史
的
研
究
と
し
て
の
特
に
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
死
生
観
研
究
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
記
述
的
な

研
究
と
し
て
人
類
学
の
研
究
の
よ
う
な
も
の
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
は
別
に
第
二
の
分
野
と
し
て
、

よ
り
規
範
的
視
点
、
倫
理
研
究
の
よ
う
な
形
で
の
死
の
哲
学
の
研
究
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
後
は
先
ほ
ど
述

べ
ま
し
た
生
命
倫
理
の
よ
う
な
形
で
展
開
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
三
つ
目
の
分
野
と
し
て
、
こ
れ
も
生
命
倫

理
が
出
て
く
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
の
時
期
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
よ
り
実
践
的
な
研
究
と
し
て
、
た
と
え
ば
ホ
ス
ピ
ス
や

タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
よ
う
に
実
践
と
関
わ
る
分
野
へ
の
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
で
は
い
わ
ゆ
る
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
と
い
う
分

野
を
大
き
く
構
成
し
て
い
ま
す
。
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
に
欧
米
の
状
況
は
ま
と
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
欧
米
に
お
け
る
死
生
学
の
研
究
状
況
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え

て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
実
践
的
な
問
題
関
心
と
歴
史
的
な
文
献
研
究
の
と
の
間
に
、
あ
る
種
の
乖
離
、
断
絶
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
二
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
欧
米
の
死
生
学
研
究
は
関
心
が
欧
米
に
偏
っ
て
お
り
、
他
の

文
化
の
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
て
い
な
い
と
い
う
点
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
構
築
を
目
指
し
て
い
る
「
死
生
学
」
は
、
よ
り
包
括
的
・
体
系
的
な
構
築
を
目
指
す
た
め
に
、
三
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つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
ア
ジ
ア
に
重
点
を
置
い
て
、
死
生
の
文
化
、
死
に
関
す
る
文
化
に
つ
い
て
広
く
理
解
す
る
と
い
う
比
較
研
究
で
す
。

ど
の
よ
う
な
文
化
、
考
え
方
、
現
象
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
で
す
。
こ
れ
が
第
一
の
土
台
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
現
実
、
実
践
の
現
場
に
対
す
る
関
心
で
す
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
土
台
に
な
り
ま
す
。
前
の
も
の
を
比
較
研
究
だ

と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
実
践
で
す
。

そ
し
て
比
較
と
実
践
に
よ
っ
て
知
識
の
体
系
を
広
げ
た
う
え
で
、
そ
の
上
に
そ
れ
ら
を
理
論
化
し―

哲
学
と
も
倫
理
と
も

言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が―

、
再
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
三
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
の
三
角
形
が
私
た
ち
の

目
指
し
て
い
る
死
生
学
の
構
造
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
靳
先
生
に
ご
質
問
し
た
い
の
で
す
が
、
靳
先
生
の
論
文
を
拝
読
し
た
限
り
で
は
、
死
生
哲
学
（
死
の
哲
学
）
と
死

に
関
す
る
実
証
科
学
を
、
あ
る
程
度
分
け
て
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、
中
国
に
お
い
て

は
そ
れ
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
融
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
現
状
で
あ
る
の
か
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
竹
内
】　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
池
澤
さ
ん
の
方
か
ら
、
日
本
の
わ
れ
わ
れ
が
や
っ
て
い
る
Ｃ
Ｏ
Ｅ
「
死
生

学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
状
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
靳
先
生
の
包
括
的
な
論
文
に
対
す
る
ご
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
靳
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
靳
鳳
林
】　

私
自
身
、
も
と
も
と
倫
理
学
を
専
門
と
し
て
研
究
を
し
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
死
生
学
を
哲
学
的
な
レ

ベ
ル
で
研
究
し
て
お
り
ま
す
し
、
中
国
国
内
の
研
究
状
況
を
見
て
も
、
一
番
多
い
の
は
哲
学
レ
ベ
ル
の
研
究
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
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私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
死
生
学
の
書
物
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
領
域
も
多
岐
多
様
で
す
。
た
だ
し
、
思
想

的
・
基
礎
的
分
野
で
は
、
死
亡
学
、
死
亡
に
関
す
る
美
学
、
心
理
学
や
哲
学
等
の
書
物
が
多
く
あ
る
も
の
の
、
応
用
・
実
践
分
野

で
は
、
研
究
し
て
い
る
人
は
い
る
の
で
す
が
、
文
献
の
数
は
少
な
い
で
す
。
た
と
え
ば
鄭
教
授
の
『
死
亡
学
』、
私
の
『
死
亡
現

象
学
』
な
ど
は
、
基
本
的
に
は
哲
学
的
観
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

思
想
的
レ
ベ
ル
の
研
究
と
応
用
的
・
実
証
的
レ
ベ
ル
の
研
究
を
ど
の
よ
う
に
融
合
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
今
申
し
ま
し
た

と
お
り
書
物
と
し
て
は
少
な
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
鄭
先
生
の
『
死
生
学
』
は
基
本
的
に
は
哲
学
的
視
点
で
書
か
れ
て
は
い
る

も
の
の
、
そ
の
な
か
で
は
葬
儀
や
祭
祀
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
は
両
者
の
融
合
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
も
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
は
、
死
生
学
と
い
う
学
問
の
基
本
的
な
定
義
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
は
、
ど
う
い
う
分
野
を
設
け
て
研
究
し
て
い
く
の
か
も
不
明
瞭
な
ま
ま
で
す
。

で
す
か
ら
、
抽
象
的
な
研
究
の
進
め
方
、
あ
る
い
は
具
体
的
・
実
証
的
研
究
と
の
連
携
な
ど
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
よ
う

な
研
究
会
議
を
通
し
て
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
が
、
ま
ず
は
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
共
通
認
識
を
踏
ま
え
て
は
じ
め
て
、
両

者
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ご
質
問
へ
の
お
答
え
は
以
上
で
す
。

そ
れ
で
は
、
今
度
は
私
の
方
か
ら
池
澤
先
生
の
論
文
に
関
し
て
、
少
し
ご
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
池
澤
先

生
の
論
文
は
、
一
か
月
前
に
い
た
だ
い
た
時
点
か
ら
、
じ
っ
く
り
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
四
つ
の
質
問
を
用
意
し
た
の
で

す
が
、
時
間
の
制
約
も
あ
り
ま
す
の
で
、
一
つ
に
絞
っ
て
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
生
は
論
文
の
な
か
で
、
世
界
に
は
生
命
倫
理
に
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
式

で
普
遍
的
な
理
性
を
踏
ま
え
た
タ
イ
プ
、
も
う
一
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
タ
イ
プ
、
そ
し
て
三
つ
目
は
相
互
関
連
性
を
特
徴
と
す
る

日
本
的
な
タ
イ
プ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
の
三
つ
以
外
の
タ
イ
プ
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
で
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し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
生
命
倫
理
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
、
中
国
の
い
ず
れ
と
も
大
き
な
違

い
が
あ
る
こ
と
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
お
た
ず
ね
し
た
い
の
で
す
が
、
先
生
の
お
考
え
で
は
、
世
界
で
普
遍
性
の
あ
る
生
命
倫
理
の
構
築
は
可
能
性
と
し
て

あ
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
倫
理
に
絶
対
性
は
あ
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
い
た
し
ま
す
。

【
池
澤
】　

最
初
の
、
三
つ
の
タ
イ
プ
し
か
な
い
の
か
、
と
い
う
ご
質
問
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
発
表
で
も
少
し
触
れ
ま
し
た

が
、
三
つ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
三
つ
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
私
が
読
ん
だ
範
囲
で
は
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
実
際
、
私
が
今
日
扱
っ
た
儒
教
的
生
命
倫
理
も
、
こ
の
三
つ
の
な
か
に
は
入
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
数
は
増
え
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

二
番
目
に
、
私
が
発
表
し
た
よ
う
な
こ
と
を
超
え
て
、
普
遍
的
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
の
獲
得
が
可
能
か
ど
う
か
、
と
い
う

ご
質
問
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
個
人
的
な
思
い
が
か
な
り
入
っ
て
く
る
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
個
人
的
な
感
覚
と
し
て

は
難
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
同
時
に
あ
り
う
る
と
も
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
近
代
的
な
理
性
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
た
と

え
ば
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
が
や
っ
て
い
る
よ
う
な
形
の
、
別
途
の
普
遍
的
な
何
か
を
構
築
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
と
思
う
の
で

す
が
、
実
は
そ
れ
を
や
っ
た
途
端
に
、
そ
の
な
か
に
は
す
で
に
あ
る
一
定
の
も
の
の
考
え
方
が
入
っ
て
い
る
危
険
性
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
。
実
は
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
も
そ
う
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
彼
は
「
普
遍
的
に
し
て
内
容
の
な
い
倫
理
」

と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
す
が
、「
人
間
と
い
う
も
の
は
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
（agreem

ent

）
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
だ
」
と

言
っ
た
時
点
で
、
実
は
内
容
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
十
分
に
内
容
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
感

覚
で
す
。
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
普
遍
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
は
、
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
・
マ
ー
ク
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
考
え
で
す
。
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【
竹
内
】　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
死
生
学
で
の
、
思
想
レ
ベ
ル
と

応
用
レ
ベ
ル
で
の
応
接
の
問
題
、
ま
た
そ
の
普
遍
化
可
能
性
の
問
題
は
、
今

後
と
も
さ
ら
に
議
論
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
で
は
フ
ロ
ア
の
み
な
さ
ん
と
議
論
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
佐
藤
康
邦
】　

靳
先
生
の
今
の
ご
質
問
も
そ
う
で
す
が
、
昨
日
の
夕
食
を

食
べ
な
が
ら
お
話
を
し
て
、
靳
先
生
が
死
生
学
の
な
か
で
も
葬
儀
の
問
題

に
特
別
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
う
か
が
っ
て
い

る
う
ち
に
、
あ
る
重
要
な
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
中
国
で
は
葬
儀
に

お
い
て
宗
教
的
儀
礼
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
や
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

私
に
と
っ
て
は
衝
撃
的
で
し
た
。

わ
れ
わ
れ
大
多
数
の
日
本
人
は
仏
教
の
形
で
葬
式
を
し
ま
す
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
形
骸
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
末
木
先

生
が
昨
日
ご
発
表
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
形
骸
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
お
坊
さ
ん
が
来
て
お
経
を
唱
え
て
く
れ
る
、
お
経

の
な
か
に
は
古
い
人
類
の
精
神
に
つ
い
て
の
知
恵
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
で
普
段
ま
っ
た
く
仏
教
の
信
仰
の
薄
い
わ

れ
わ
れ
で
も
安
心
し
て
い
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。

現
在
、
人
類
四
十
五
億
人
の
ほ
と
ん
ど
が
、
死
の
儀
礼
で
は
宗
教
的
な
形
を
と
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
中
国
の
場
合
、

近
代
史
の
独
特
の
条
件
が
あ
り―

そ
の
な
か
に
は
日
本
の
責
任
も
あ
る
わ
け
で
す
が―

宗
教
的
儀
礼
な
し
で
す
ま
し
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
宗
教
な
し
に
死
の
儀
礼
、
死
の
観
念
と
い
う
も
の
が
、
一
般
の
民
衆
に
お
い
て
処
理
で
き
る
も
の
な
の
か
。
伝

統
の
思
想
と
い
う
こ
と
を
今
、
池
澤
先
生
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
知
識
人
な
ら
と
も
か
く
、
一
般
の
民
衆
が
伝
統
の
宗
教
儀

佐藤康邦氏
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礼
な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
に
関
し
て
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

【
靳
】　

こ
こ
ま
で
に
私
と
池
澤
先
生
が
あ
ま
り
に
も
長
く
お
話
し
し
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
で
き
れ
ば
こ
の
質
問
は
専
門
家

の
鄭
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
鄭
暁
江
】　

死
の
儀
礼
に
関
し
て
で
す
が
、
昨
年
の
下
半
期
に
、
国
務
院
で
葬
儀
に
関
す
る
国
の
規
定
の
改
正
に
つ
い
て
討
論

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
私
が
聞
い
た
話
で
は
、
毎
年
二
九
〇
万
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
国
家
と
し
て
は
で
き
る

だ
け
早
く
死
者
た
ち
を
処
理
し
て
し
ま
い
た
い
、
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

一
方
、
た
と
え
ば
先
日
上
海
で
中
国
民
生
部
の
副
部
長
（
副
大
臣
）
と
議
論
し
た
と
き
、「
上
海
で
は
年
間
十
万
人
の
死
者
が

出
る
が
、
人
生
が
終
わ
る
と
こ
ろ
の
ケ
ア
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
施
設
も
な
い
し
、
大
変
な
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
国
家
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
儀
礼
を
疎
か
に
す
る
理
由
は
そ
れ
な
り
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
は
中
国
は

地
域
も
広
く
国
民
も
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
伝
統
が
あ
る
の
で
、
宗
教
に
類
似
し
た
信
仰
が
多
様
に
存
在
し
、
葬
式
の
な
か
に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
個
人
の
考
え
、
あ
る
い
は
視
察
か
ら
得
た
経
験
で
は
、
各
地
域
で
、
特
に
農
村
や
田
舎
の
方
で

は
そ
の
よ
う
な
宗
教
儀
礼
が
ず
い
ぶ
ん
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
国
家
と
し
て
い
か
な
る
考
え
が
あ
ろ
う
と
も
、
民
間
で
は
信
仰
に

よ
る
葬
儀
が
か
な
り
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
農
村
の
方
で
は
、「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
人
が
そ
う
い
っ
た
宗
教
的
儀

礼
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
各
地
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
儀
礼
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
各
地
域
で
の
信
仰
と
関
わ
っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
都
市
に
お
け
る
人
口
の
多
さ
は
、
儀
礼
と
の
関
わ
り
で
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
す
。
儀
礼
を
行
う
こ
と
を
家
族
が
望
ん

で
い
て
も
、
そ
の
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
十
分
な
対
応
が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
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先
ほ
ど
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
中
国
は
近
・
現
代
に
お
い
て
革
命
が
行
わ
れ
た
特
別
な
国
で
、
革
命
活
動
に
よ
っ
て
す
べ
て
の

宗
教
的
要
素
を
排
除
し
た
の
で
す
が
、
葬
儀
の
改
革
も
そ
の
革
命
の
一
環
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
、
宗
教
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
た
葬
儀
や
儀
礼
が
ど
ん
ど
ん
復
活
し
始
め
て
い
ま
す
。
私
個
人
の
経
験
で
す
が
、
そ
の

よ
う
な
宗
教
儀
礼
で
も
っ
て
葬
儀
を
行
う
こ
と
は
、
死
者
の
親
族
に
と
っ
て
大
き
な
な
ぐ
さ
め
に
な
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
中

国
は
国
が
大
き
い
し
人
口
も
多
い
の
で
、
す
ぐ
に
は
改
革
を
進
め
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
時
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
全
体
的
な
流
れ
と
し
て
は
宗
教
的
色
彩
の
あ
る
葬
儀
が
ど
ん
ど
ん
復
活
し
て
い
ま
す
。
北
京
の
天
寿
堂
な
ど
に

行
け
ば
お
わ
か
り
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
の
よ
う
な
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
今
後
、
葬
儀
の
儀
礼
は
中
国
全
土
で
復
活
し
て
い
く
と
、
私
は
予
測
し
て
お
り
ま
す
。

【
竹
内
】　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
の
葬
送
儀
礼
の
問
題
は
、
本
当
に
大
き
な
問
題
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に

関
連
し
て
の
議
論
が
昨
日
か
ら
何
度
か
出
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
朱
先
生
は
「
死
を
知
り
、
命
を
知
り
、
天
を
楽
し
む
」
と

言
わ
れ
、
鄭
先
生
も
ま
た
「
生
死
を
等
し
く
し
て
そ
こ
で
平
然
と
人
が
死
ん
で
い
け
る
、
死
を
楽
し
む
の
だ
」
と
い
っ
た
よ
う

な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
今
の
儀
礼
の
問
題
も
か
ら
ん
で
く
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
生
死
が
一
つ
で
等
し
い
」、

「
天
を
、
あ
る
い
は
命
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
然
と
死
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
」、
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に

は
ど
う
い
う
レ
ベ
ル
の
認
識
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
し
て
そ
う
し
た
も
の
を
手
に
入
れ
る
手
立
て―

儀
礼
な
り
習
慣
な

り
、
あ
る
い
は
修
行
な
り
信
仰
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
段
階
が
あ
る
か
と
は
思
い
ま
す
が―

は
ど
う
あ
り
う
る
と
お
考
え
な
の
で

し
ょ
う
か
、
ま
た
以
上
の
こ
と
に
関
連
し
て
中
国
の
現
状
で
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
、
形
而
上
的
な
観
念
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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【
張
三
夕
】　

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
少
し
補
足
説
明
を
い
た
し
ま
す
。
中
国
で
は
「
葬
儀
協
会
」
と
呼
ば
れ
る
協
会
組

織
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
民
生
部
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
十
名
か
ら
な
る
専
門
家
委
員
会
が
あ
り
、
私
と
鄭
先
生

も
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
す
。
専
門
家
委
員
会
の
な
か
に
は
、
宗
教
学
の
専
門
家
、
心
理
学
の
専
門
家
も
い
ま
す
。
特
に
今
研
究
し
て

い
る
の
は
、
葬
儀
と
宗
教
儀
式
を
ど
の
よ
う
に
融
合
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
実
質
的
に
は
、
民
間
の
葬
儀
に
お
い
て

は
宗
教
的
要
素
が
か
な
り
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
沿
海
地
域
で
は
い
わ
ゆ
る
仏
教
式
の
や
り
方
で
、
音
楽
も
仏
教

的
な
音
楽
で
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
靳
】　

鄭
先
生
の
お
話
の
補
足
を
若
干
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
国
は
今
、
大
き
な
改
革
の
さ
な
か
に
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
、

中
国
共
産
党
は
伝
統
文
化
の
重
要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
い
最
近
の
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
で
す
が
、「
清
明
節
」

―

こ
れ
は
中
国
の
伝
統
的
な
お
墓
参
り
の
節
句
で
す
が
、
こ
の
日
を
正
式
に
休
日
に
し
、
土
日
を
含
め
て
三
連
休
と
し
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
、
一
般
の
国
民
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
休
日
を
利
用
し
て
い
く
の
か
、
考
え
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
の
葬
儀
、
埋

葬
、
祭
祀
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
や
は
り
伝
統
文
化
の
な
か
の
重
要
性
が
わ
か
っ

て
き
ま
す
の
で
、
転
換
期
の
な
か
で
ど
ん
ど
ん
こ
う
い
う
宗
教
的
要
素
が
増
え
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

【
王
守
華
】　

鄭
先
生
、
張
先
生
、
靳
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
李
聡
（
吉
林
大
学
講
師
）】　

吉
林
大
学
の
李
聡
と
申
し
ま
す
。

死
学
は
一
九
六
〇
年
代
に
は
じ
め
て
ア
メ
リ
カ
で
唱
え
ら
れ
始
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
日
本
で
は
一
九
七
〇
年
代
に
正
式
に
死

生
学
の
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
が
、
中
国
で
は
傅
偉
勲
先
生
が
は
じ
め
て
死
亡
学
を
唱
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
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は
二
つ
の
死
亡
学―

広
義
の
死
亡
学
と
狭
義
の
死
亡
学
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
広
義
の
死
亡
学
は
臨
床
医
学
、
精
神
医
学
、

歴
史
学
、
心
理
学
、
美
学
な
ど
、
全
体
的
な
学
問
を
統
合
し
た
も
の
で
す
が
、
狭
義
の
死
亡
学
は
、
生
と
死
の
体
験
に
基
づ
い
た

人
間
の
知
恵
を
記
す
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
死
生
学
の
な
か
で
は
、
学
問
的
な
レ
ベ
ル
と
個
人
の
階
層
に
基
づ
い
た
知

恵
・
知
識
と
い
っ
た
よ
う
な
、
二
つ
の
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
二
つ
を
ど
の
よ
う
に
区
分
け
し
て
い
く
の
か
。
第
一
に
は
論
理
的
に
ど
う
構
築
し
て
い
く
の
か
、
第
二
に
は
実
践
面
・
応

用
面
で
は
わ
れ
わ
れ
の
ど
う
い
っ
た
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
研
究
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
理
論
と
経
験
の
両
面
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
は
宗
教
的
な
、
特
に
仏
教
的
な
考
え
方
を
応
用
し
、
形
而
上
と

形
而
下
の
関
係
で
解
決
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
形
而
上
で
理
論
化
し
た
も
の
を
形
而
下
へ
浸
透
さ
せ
て
い
く
と
い

う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
森
秀
樹
】　

今
、
李
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
池
澤
先
生
が
ま
と
め
ら
れ
た
比
較
と
実
践
と
論
理
、
こ
れ
も
と

て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
共
感
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
理
論
的
な
研
究
と
実
際
的
な
研
究
も
両
輪
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
こ
の
会
議
に
参
加
し
て
、「
死
」
と
い
う
も
の
が
生
活
の
現
実
と
非
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
死
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
き
て
い
く
と
き
の
契
機
に
し
て
い
く
か
、

そ
う
い
う
問
い
を
死
生
学
は
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
が
、
以
前
に
死
生
学
の
本
を
編
集
し
た

と
き
も
、
そ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
「
死
」
と
い
う
も
の
の
現
状
を
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
方
針
を
と
り
ま
し
た
。
日
本
社
会

で
は
現
実
に
は
非
常
に
死
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
ど
い
こ
と
が
日
本
で
起
こ
っ
て
い
る
、
そ
れ
に
対

し
て
わ
れ
わ
れ
は
何
を
契
機
に
し
て
、
死
に
つ
い
て
ど
う
問
い
続
け
ら
れ
る
か
、
を
考
え
た
わ
け
で
す
。

た
だ
、
私
が
一
番
言
い
た
い
こ
と
は
、
私
た
ち
は
死
の
前
で
は
、
死
を
適
当
に
処
理
し
た
り
、
う
ま
く
丸
め
込
ん
で
し
ま
う
こ
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と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
、
死
と
い
う
も
の
の
「
わ
か
り
に
く
さ
」
を
引
き
ず
っ
て
生
き
て
い
く
以
外
に
な
い
。

死
の
学
問
と
い
う
の
は
、
論
理
に
せ
よ
現
実
に
せ
よ
、
技
術
的
な
処
理
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
常
に
死
と
「
正
対
」
し
て
そ
の
こ

と
を
わ
れ
わ
れ
の
人
生
に
生
か
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
な
い
と
、
た
と
え
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

死
の
普
遍
的
な
倫
理
、
テ
ー
ゼ
が
で
き
た
途
端
に
、
先
ほ
ど
池
澤
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
新
し
い
解
釈
が
生
ま
れ
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の
論
理
を
選
ぶ
場
合
、
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
昨
日
、
私
は
、

大
分
辛
口
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
断
章
取
義
と
い
う
の
も
だ
い
た
い
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
入
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
避
け
、
技
術
的
に
、
現
実
も
理
論
も
含
め
て
処
理
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
や
め
、
死
と
い
う
も
の
を
常

に
問
い
続
け
る
と
い
う
姿
勢
が
、
死
生
学
が
学
問
で
あ
る
以
上
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【
李
萍
】　

ま
ず
、
竹
内
先
生
の
出
さ
れ
た
天
と
道
の
哲
学
が
認
識
概
念
な

の
か
と
い
う
ご
質
問
に
対
し
て
、
若
干
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
天

と
道
は
、
第
一
に
は
認
識
的
な
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
と

同
時
に
第
二
に
は
そ
れ
は
、
政
治
的
な
理
念
、
道
徳
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

も
あ
る
わ
け
で
す
。
中
国
の
天
と
道
は
徳
（
モ
ラ
ル
）
に
よ
っ
て
実
践
的

に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
中
国
で
は
、
天
と
道
、
天
道
、

本
体
論
と
い
う
も
の
も
あ
る
し
、
そ
れ
ら
が
徳
に
よ
っ
て
実
践
的
に
実
現

さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
哲
学
や

西
洋
哲
学
の
徳
（
モ
ラ
ル
）
と
同
じ
で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。

次
に
池
澤
先
生
に
ご
質
問
し
た
い
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
池
澤
先
生
が
、
東

森秀樹氏
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京
大
学
の
死
生
学
の
研
究
に
は
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
、
ア
ジ
ア
で
広
く
比
較

研
究
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
何
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
何
を
ベ
ン
チ

マ
ー
ク
と
し
て
、
ど
う
い
う
具
体
的
な
哲
学
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
っ
て
比
較
研
究
し
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル

で
の
比
較
研
究
を
行
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
た
ず
ね
し
た
い
。
比
較
研
究
を
す
る
際
に
、
な
に
か
コ
ア
・
コ
ン
セ
プ
ト
が
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
コ
ア
・
コ
ン
セ
プ
ト
は
何
か
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
池
澤
先
生
に
お
た
ず
ね
し
ま
す
が
、
現
実
的
あ
る
い
は
実
践
的
な
側
面
に
対
す
る
注
目
を
述
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
が
、
ア
ジ
ア
に
重
点
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
中
国
あ
る
い
は
韓
国
の
臨
床
的
な
実
践
に
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
か
。

【
竹
内
】　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
う
か
が
っ
た
の
は
、
今
、
中
国
の
人
た
ち
の
具
体
的
な
生
活
の
な
か
で―

森
下
さ
ん
の
表
現
で
言
え
ば
、
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
な
か
で
、
ど
れ
だ
け
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
を
聞
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
ご
説
明
い
た
だ
い
た
、
天
や
命
が
政
治
に
な
り
、
同
時
に
道
徳
、
宗
教
と
な
る
と
い
う

こ
と
は
日
本
で
も
同
じ
な
の
で
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
い
と
し
て
も
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

【
池
澤
】　

私
へ
の
質
問
が
二
点
あ
り
ま
し
た
が
、
時
間
が
な
い
の
で
手
短
に
お
答
え
し
ま
す
。

ま
ず
、
比
較
研
究
に
お
い
て
何
が
ベ
ー
ス
に
な
る
の
か
、
統
一
的
な
視
点
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
質
問
だ
と
思
い
ま
す

が
、
統
一
的
な
視
点
は
あ
る
意
味
で
は
あ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
だ
複
数
あ
る
と
い
う
段
階
で
す
。
つ
ま
り
、
歴

史
研
究
に
せ
よ
、
人
類
学
的
研
究
に
せ
よ
、
思
想
研
究
に
せ
よ
、
死
に
関
す
る
比
較
的
な
視
点
は
す
で
に
あ
る
程
度
の
蓄
積
が
あ

り
、
そ
の
な
か
で
は
お
の
お
の
ベ
ー
ス
は
あ
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
ベ
ー
ス
を
ま
だ
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
に
統
合
し
て
い
ま
せ
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ん
。
現
状
で
は
統
合
し
よ
う
と
い
う
段
階
に
も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
複
数
的
存
在
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
が
第
一
点
で
す
。

第
二
点
は
実
践
的
な
側
面
に
お
い
て
も
他
文
化
に
注
目
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
と
え
ば
ホ
ス
ピ
ス
な
ど
を
考
え
る
う
え
で
は
、
国
内
の
例
は
当
然
で
す
が
、
国
外
の
例
も
見
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
必
須
で
す
の
で
、
当
然
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
王
】　

時
間
の
制
約
も
あ
り
ま
す
の
で
、
質
疑
応
答
は
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
後
に
竹
内
先
生
よ
り
、

総
合
討
論
に
つ
い
て
の
と
り
ま
と
め
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
竹
内
】　
「
東
ア
ジ
ア
の
死
生
学
へ
」
と
題
し
て
、
死
生
学
の
問
題
を
と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
、
特
に
中
国
と
日
本
の
違
い
と
い

う
問
題
に
限
定
し
て
討
論
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
死
生
学
と
い
う
こ
と
、
特
に
東
ア
ジ
ア
の
死
生
学
と
し
て
構
造
化
し

言
語
化
す
る
こ
と
の
非
常
に
難
し
い
問
題
も
さ
ま
ざ
ま
に
提
出
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な

幅
広
い
、
ま
た
奥
深
い
文
化
・
伝
統
が
、
特
に
東
洋―

中
国
、
日
本
に
は
厚
い
歴
史
的
な
文
化
・
伝
統
が
あ
る
わ
け
で
す
し
、

そ
の
違
い
を
含
め
た
多
様
性
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
に
特
有
な
状
況
に
お
い
て
、
い
か
に
有
効

な
も
の
と
し
て
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
考
え
て
い
け
る
か
、
本
当
に
大
事
な
問
題
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
回
の
よ

う
に
交
流
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
も
こ
う
し
た
形
で
ず
っ
と
研
究
し
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
痛
感
い
た
し
ま
し
た
。
二
日
間
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


