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【
林
鎮
国
】　

そ
れ
で
は
、
最
後
の
総
合
討
論
の
時
間
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
林
鎮
国
と
申
し
ま
し
て
、
国
立
政
治
大
学
哲
学
系
と
宗
教
学
大
学
院
の
教
員
で
す
。
た
い
へ
ん
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、

今
日
は
午
前
中
ず
っ
と
授
業
が
あ
り
ま
し
て
、
最
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
来
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
状
態
で
す
。
た
い
へ
ん
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
き
ほ
ど
午
前
中
の
論
文
も
拝
読
い
た
し
ま
し
た
が
、
竹
内
先
生
が
述
べ
ら
れ
た
日
本
人
の
死
生
観
に
関
す
る
論
に
、
た
い
へ

ん
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
死
生
学
と
い
う
学
問
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
と
、
そ
の
よ

う
な
感
想
を
持
ち
ま
し
た
。（
笑
）

日
本
人
の
感
覚
で
は
、
死
と
は
日
常
の
一
部
で
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
私
た
ち
が
い
ま
死
生
学
を
や
っ
て
い
る

と
い
う
の
は
、
学
者
が
あ
ま
り
に
頭
を
使
い
す
ぎ
て
、
牽
強
付
会
の
よ
う
な
か
た
ち
で
死
生
学
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

そ
の
よ
う
に
感
じ
る
わ
け
で
す
。

総
合
討
論

司
会　

林
鎮
国
｜
台
湾
国
立
政
治
大
学
教
授
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こ
の
よ
う
な
考
え
す
ぎ
や
牽
強
付
会
と
い
う
の
は
、
私
自
身
も
二
十
年
前
に
経
験
し
た
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
、
蔡
先
生
が
論

文
の
最
初
に
あ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
傳
偉
勲
先
生
、―

こ
の
方
は
台
湾
で
死
生
学
を
提
唱
さ
れ
た
方
な
の
で
す
が
、
そ
の
御
著

書
を
拝
読
し
た
わ
け
で
す
。
私
は
そ
の
傳
偉
勲
先
生
の
学
生
で
あ
り
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
、
八
〇
年
代
に
た
い
へ
ん
流

行
し
て
い
た
死
生
学
と
い
う
も
の
に
触
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
問
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
た
ら
い
い
の
か
と
い

う
こ
と
が
、
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
、
私
自
身
も
よ
く
わ
か
ら
な
い

よ
う
な
も
の
を
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。

さ
き
ほ
ど
竹
内
先
生
の
論
文
を
拝
読
し
て
、
救
い
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
死
生
の
問
題
で
は
な
く
、
死
生
学
の
問
題
で
あ
る
、

と
思
い
ま
し
た
。
い
ま
お
話
し
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
だ
け
で
、
決
し
て
今
日
一
日
の
討
論
を
完

全
に
脱
構
築
し
き
っ
て
し
ま
お
う
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
に
五
分
く
ら
い
で
、
本
日

の
議
論
の
反
省
や
ご
意
見
な
ど
を
述
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に
蔡
先
生
と
竹
内
先
生
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
、
研
究
会
等
で

現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
状
に
つ
い
て
少
し
ご
報
告

い
た
だ
き
、
今
後
我
々
が
発
展
し
て
い
く
方
向
や
協
力
関
係
な
ど
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
ま
ず
竹
内
先
生
か
ら
ご
発
言
い
た
だ
け
ま
す
か
。

【
竹
内
整
一
】　

死
生
学
を
す
る
こ
と
が
不
幸
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
ま
ず
申
し
あ
げ
た
い
の
は
、
死
生
学
が
、「D

eath study

」
で
は

林鎮国氏
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な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
と
で
池
澤
先
生
か
ら
も
ご
報
告
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
東
大
の
死
生
学
は
「D
eath and Life Studies

」、
死
と
生
と
を
ば
ら
ば
ら

に
し
な
い
で
考
え
よ
う
と
い
う
学
問
で
し
て
、
あ
く
ま
で
不
可
避
の
死
と
い
う
も

の
を
も
ち
な
が
ら
、
ど
う
生
き
生
き
と
し
て
生
と
い
う
も
の
を
考
え
う
る
と
い
う

学
問
で
す
し
、
ま
た
、
本
居
宣
長
な
ど
も
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
死
ん
で
ど

う
な
る
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
牽
強
付
会
的
に
あ
れ
こ
れ
し
よ
う
と
い
う
学
問
で

あ
り
ま
せ
ん
。

今
日
の
議
論
は
本
当
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
、
感
想
や
申
し
あ
げ
た
い
こ
と

も
多
々
あ
る
の
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
も
ご
提
案
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も

ぜ
ひ
、
こ
う
い
う
試
み
は
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

台
湾
と
日
本
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
・
伝
統
を
担
い
な
が
ら
、
死
生
観
・
死
生
学

を
論
じ
る
と
い
う
今
日
の
研
究
会
議
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
私
に
と
っ
て
実
り
の
多
い
会
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中

で
も
、
私
の
頭
に
い
ま
一
番
残
っ
て
い
る
の
は
、
死
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
死

後
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
台
湾
の
先
生
方
の
発
表
さ
れ
た
中
身
が
、
非
常
に
能

動
的
と
い
う
か
、
主
体
的
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
場
合
で
す
と
、
死
や
死
後
と
い
う
も
の
を
む
し
ろ
「
あ

き
ら
め
」
と
し
て
受
け
と
め
て
、
そ
の
よ
う
な
感
受
性
に
よ
っ
て
、―

「
救

い
」
と
い
う
言
葉
が
そ
こ
に
あ
て
は
ま
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
生
の

竹内整一氏（左）、林鎮国氏（右）
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世
界
で
受
け
と
め
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
過
去
を
撤
回
し
た
り
変
更
し
た
り
、
あ
る
い
は
解
除
す
る
と
い
う
よ
う
な
試
み

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
が
、
日
台
の
死
生
観
に
関
す
る
一
番
鮮
や
か
な
違
い
と
し
て
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

日
本
人
が
、
死
や
死
後
を
そ
う
い
う
か
た
ち
で
受
け
と
め
て
い
る
こ
と
は
、「
死
ん
だ
ら
み
な
仏
に
な
る
」
と
い
う
発
想
と
言

い
ま
す
か
、
あ
る
意
味
で
生
前
の
こ
と
の
善
し
悪
し
は
問
わ
な
い
「
怨
親
平
等
」
と
い
う
考
え
方
に
通
底
す
る
も
の
で
も
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
恨
む
者
も
親
し
い
者
も
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
み
な
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
れ
は
、
さ
き
ほ

ど
も
少
し
申
し
あ
げ
た
「
本
覚
論
」
的
発
想
と
も
か
か
わ
り
ま
し
て
、
や
や
も
す
る
と
、
た
と
え
ば
戦
争
問
題
な
ど
の
責
任
の

と
り
方
に
お
い
て
、
非
常
に
曖
昧
な
、
無
責
任
な
人
間
観
に
な
る
と
批
判
を
さ
れ
る
考
え
方
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
で
す
の
で
、

や
は
り
そ
の
よ
う
な
発
想
の
背
景
に
は
、
そ
の
人
々
な
り
の
死
生
観
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
お
互
い
に
理
解
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。

【
金
森
修
】　

午
前
中
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
を
専
門
に
し
て
い
ま
し
て
、
今
日
の
三
人
の
日
本
側
の
発

表
者
は
、
池
澤
さ
ん
が
中
国
、
竹
内
さ
ん
が
日
本
の
専
門
家
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
的
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
の
ご
発
言
を

な
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
広
く
東
洋
学
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
私
は
お
二
人
と
は
違
い
、
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
ま
っ

た
く
の
素
人
な
の
で
す
。
で
す
の
で
、
こ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
っ
と
も
普
通
で
平
凡
な
日
本
人
が
感
じ
た
感
想
を
申
し
あ
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。

四
人
の
先
生
の
お
話
は
そ
れ
ぞ
れ
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
領
域
に
関
し
て
素
人
で
平
凡
な
日
本
人
と
し
て
驚
い
た

の
が
、
や
は
り
道
教
を
め
ぐ
る
二
人
の
先
生
の
お
話
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
亡
く
な
っ
た
人
に
い
ろ
い
ろ
手
を
施
し
て
、
そ
れ
を

仙
人
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
話
は
、
ま
っ
た
く
は
じ
め
て
う
か
が
っ
た
話
な
の
で
、
非
常
に
驚
き
ま
し
た
。

い
ま
マ
イ
ク
を
い
た
だ
い
た
趣
旨
と
は
若
干
ず
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
死
生
学
な
い
し
生
死
学
そ
の
も
の
の
中
で
、
生
や
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死
に
関
し
て
学
問
的
に
考
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
我
々
が
生
き
て
い
る

現
代
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
我
々
の
生
も
死
も
政
治
的
な
対
象
に
な
り
つ

つ
あ
る
の
で
は
な
い
か―

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
関
連
し
た
こ
と
を
一
つ
だ
け
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
ま
さ
に
今
年

（
二
〇
〇
九
年
）、
日
本
で
臓
器
移
植
法
の
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
は
、
先
進

国
の
中
で
比
べ
る
と
、
な
か
な
か
臓
器
移
植
の
数
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
政
府
の
方
針
が
変
わ
り
、
い
ま
ま
で
は
臓
器
移
植
を
し
ま
す
と
い
う
明
確
な

意
思
を
示
す
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い
と
で
き
な
か
っ
た
臓
器
移
植
が
、
こ
れ
か

ら
は
そ
の
逆
に
な
っ
て
、
生
前
に
明
確
に
「
し
な
い
」
と
言
わ
な
い
か
ぎ
り
、
家

族
の
同
意
が
あ
れ
ば
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
も
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
決
ま
っ
て
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま

で
は
中
立
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
、
知
ら
な
い
人
に
臓
器
提
供
す
る
と

い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
の
が
、
今
後
は
親
族
に
優
先
提
供
す
る
と
い
う
可
能
性

が
出
て
き
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
長
年
一
緒
に
暮
ら
し
て
き
た
家
族
が
、
他
の

家
族
の
死
を
待
つ
、
家
族
の
死
を
願
う
と
い
う
よ
う
な
無
惨
な
こ
と
に
な
る
可
能

性
も
あ
る
。

こ
う
い
う
よ
う
な
状
況
の
中
に
、
我
々
の
生
と
死
も
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と

池澤優氏（左）、金森修氏（右）
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に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
今
後
議
論
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【
池
澤
優
】　

私
に
は
、
東
京
大
学
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
容
を
説
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
ご
要
望
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

お
お
ま
か
に
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

我
々
は
ふ
だ
ん
「
死
生
学
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
正
式
に
は
、
二
〇
〇
二
年
に
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ

ム
「
生
命
の
文
化
・
価
値
を
め
ぐ
る
「
死
生
学
」
の
構
築
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
で
、
こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
と
い
う

の
はcenter of excellence 
の
略
で
、
二
十
一
世
紀
か
ら
の
新
た
な
学
術
拠
点
を
つ
く
る
と
い
う
目
的
で
、
日
本
政
府
が
資
金
を
出

し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
と
い
う
取
り
組
み
で
す
。

当
初
は
五
年
計
画
で
し
た
が
、
二
〇
〇
七
年
に
更
新
さ
れ
、
今
度
は
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
死
生
学
の
展
開
と
組

織
化
」
と
名
称
を
変
更
し
ま
し
た
が
、
事
実
上
継
続
し
て
、
現
在
八
年
目
に
な
り
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
二
〇
一
二
年
ま

で
の
予
定
で
す
。

こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
あ
げ
る
に
あ
た
り
、
我
々
が
「
死
生
学
」（D

eath and Life Studies

）
と
い
う
枠
組
み
で

始
め
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
（「
死
学
」）
の
伝
統
と
い
う
も
の
を
見
据
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
の
で
は
な
く
、
心
理
学
や
社
会
心
理
学
に
重
心
が
か
た
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
ア
メ
リ
カ
流
の
タ

ナ
ト
ロ
ジ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
る
種
の
問
題
点
と
い
う
か
限
界
の
よ
う
な
も
の
も
考
慮
し
、
も
う
少
し
多
角
的
な
観
点
か
ら
死

と
、
そ
し
て
生
を
見
つ
め
な
お
せ
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

我
々
が
考
え
た
死
生
学
の
見
取
り
図
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
（
図
１
）。
こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
中
心
が
あ
る

と
い
う
捉
え
方
で
す
。
そ
の
中
心
の
一
つ
は
、
死
に
関
す
る
哲
学
的
、
あ
る
い
は
、
あ
る
意
味
で
批
判
的
な
考
察
で
す
。

二
つ
目
の
中
心
は
、
現
実
に
、
社
会
の
各
地
の
文
化
に
お
い
て
、
死
に
か
か
わ
る
文
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
死
が
ど
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の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、

デ
ィ
ス
ク
リ
プ
テ
ィ
ヴ
な
、
あ
る
い
は
歴
史
学
的
な
研
究

に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
三
番
目
、
最
後
が
現
場
と
の
接
点
で
あ
り
ま
し

て
、
典
型
的
に
は
医
療
現
場
と
連
携
し
て
い
く
と
い
う
試

み
で
す
。
医
療
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
方
た
ち
む
け
の

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
な
ど
、
現
実
へ
の
か
か
わ
り
で
す
ね
。

こ
の
三
つ
の
極
を
総
合
的
・
有
機
的
に
統
合
し
、
個
々

の
分
野
に
分
散
し
な
い
、
総
合
的
な
生
と
死
に
関
す
る
知

の
構
築
を
め
ざ
す
と
い
う
の
が
、
我
々
の
死
生
学
の
構
想

の
中
心
部
分
に
あ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
文
献
研
究
と
臨
床
現
場
を
両
端
と
し
て
、
そ

れ
ら
か
ら
得
ら
れ
た
知
を
哲
学
的
な
考
察
へ
昇
華
さ
せ
る
、

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
文
献
研
究
と
臨
床
現
場
へ
と

回
流
さ
れ
る
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
我
々
の
目
指

し
て
い
る
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。

【
林
】　

い
ま
の
池
澤
先
生
の
ご
報
告
は
、
台
湾
側
も
非

常
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
今
後
、
政
治
大
学

III. 東大死生学の主要な課題領域

文化・思想の

比較研究

死生学理論と

哲学の構築

実践の現場

への関与

文化の差異・

歴史の蓄積を

踏まえて

文理の垣根・

理論と実践の

乖離を超えて

社会のニーズに応える

臨床の知を目指して

死生学

G C O E

① 死生学教育の充実

② 社会への発信

図 1　東京大学「死生学」プロジェクトの主要な課題領域
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で
も
研
究
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
と
て
も
よ
い
参
考
に
な
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
次
に
、
蔡
先
生
に
ご
発
言
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
蔡
彥
仁
】　

三
人
の
先
生
か
ら
ご
感
想
や
紹
介
を
う
か
が
い
ま
し
て
、
特
に
最
後
に
池
澤
先
生
が
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
、
Ｃ
Ｏ

Ｅ
の
方
針
や
構
成
な
ど
を
、
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
お
聴
き
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
Ｃ
Ｏ
Ｅ
の
取
り
組
み
を
背
景
に
、
台
湾
と

日
本
が
死
生
学
の
分
野
で
協
力
し
て
い
け
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

死
生
学
と
い
う
の
は
、
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
る
学
問
で
、
精
神
治
療
や
、
老
後
の
ケ
ア
、
安
楽
死
、
臓
器
移
植
な
ど
の
問
題

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
医
療
現
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
中
心
に
、
死
生
学
に
関
連
づ
け
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

今
回
の
七
名
の
発
表
者
は
、
す
べ
て
人
文
学
の
分
野
、
た
と
え
ば
、
哲
学
・
文
学
・
文
化
・
宗
教
の
立
場
か
ら
死
生
学
を
考
え

て
い
ま
す
が
、
今
日
の
七
本
の
論
文
を
通
し
て
、
日
本
・
中
国
・
台
湾
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
や
伝
統
に
も
と
づ
い
て
死
生
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
盤
は
や
は
り
儒
教
・
仏
教
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
・
感
想
を
持
ち
ま
し

た
。
今
後
、
こ
う
い
っ
た
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、
日
台
の
さ
ら
な
る
研
究
協
力
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
午
後
、
李
先
生
と
謝
先
生
が
報
告
さ
れ
た
道
教
に
関
す
る
ご
発
表
に
つ
い
て
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
政
治
大
学
の
宗
教
学

大
学
院
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
視
し
、
特
に
民
間
信
仰
を
中
心
に
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
喪
葬
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
そ

の
指
導
に
も
携
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
ご
発
表
内
容
も
、
今
後
の
交
流
・
研
究
に
い
か
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
日
特
に
感
激
し
た
の
は
、
日
本
の
三
先
生
か
ら
、
非
常
に
有
意
義
な
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
す
。
今
後
も
共
通
の

テ
ー
マ
を
設
け
て
、
宗
教
や
文
化
を
越
え
、
さ
ら
な
る
深
い
研
究
を
一
緒
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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【
林
】　

そ
れ
で
は
続
い
て
、
李
豐
楙
先
生
か
ら
ご
発
言
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

【
李
豐
楙
】　

そ
れ
で
は
私
も
、
現
在
台
湾
の
各
大
学
で
進
め
ら
れ
て
い
る
「
死

生
学
」
の
現
状
に
つ
い
て
、
少
し
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
つ
の
方
向
性
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
申
し
あ
げ
た
傳
偉
勲
先
生
の
ご
研
究

の
あ
と
、
南
華
大
学
で
死
生
学
研
究
所
と
い
う
も
の
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
点
に

関
し
て
は
蔡
先
生
が
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
一
つ
に
は
南
華
大
学
の
よ

う
に
学
術
的
な
方
向
に
発
展
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
も
う
一
つ

別
の
方
向
と
し
て
、
喪
葬
に
関
す
る
事
業
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
側
面
で
す
。

こ
の
喪
葬
事
業
は
、
た
い
へ
ん
大
き
な
事
柄
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
こ
と

に
関
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
も
、
毎
年
非
常
に
多
く
の
研
究
会
や
、
集

会
が
開
か
れ
て
お
り
ま
す
。

二
つ
目
は
、
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
台
湾
大
学
の
楊
国

樞
教
授
が
「
死
生
学
」
を
提
唱
さ
れ
て
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
台
湾
の
大
学

に
お
い
て
、―
ど
う
も
政
治
大
学
に
は
ま
だ
な
い
よ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も

―

、「
死
生
学
」
も
し
く
は
「
死
亡
哲
学
」
と
い
っ
た
選
択
科
目
が
開
設
さ
れ

て
い
ま
す
。

特
に
こ
う
い
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
設
定
に
積
極
的
な
の
が
、
医
学
系
の
大
学

蔡彥仁氏（左）、李豐楙氏（中央）、徐翔生氏（右）
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や
看
護
学
校
で
す
。
と
い
う
の
も
、「
死
生
学
」
の
問
題
は
、
彼
ら
の
仕
事
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
問
題
で
す
し
、
さ
き
ほ
ど
の

お
話
に
も
あ
っ
た
臓
器
移
植
と
い
っ
た
問
題
に
も
結
び
つ
い
て
く
る
科
目
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
臨
床
的
な
問
題
を
扱
う
よ

う
な
医
師
に
よ
る
教
育
だ
け
で
な
く
、
宗
教
学
や
哲
学
を
や
っ
て
い
る
学
者
に
よ
る
教
育
も
含
め
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
、
医
師
に

な
る
前
に
受
け
さ
せ
て
い
ま
す
。

各
医
学
院
の
「
死
生
学
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
で
は
、
か
つ
て
は
欧
米
の
著
作
の
翻
訳
を
使
う
の
が
主
流
だ
っ
た
の
で
す

が
、
い
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
欧
米
の
も
の
か
ら
、
仏
教
や
道
教
の
よ
う
な
、
我
々
の
地
場
社
会
に
根
ざ
し
た
も
の
へ
と
、
徐
々

に
重
心
が
移
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
死
生
学
」・「
死
亡
学
」
の
本
土
化
と
も
言
え
る
よ
う
な
動
き
は
無
視
で
き
な
い

流
れ
で
あ
り
、
特
に
台
湾
大
学
の
医
学
部
な
ど
で
は
、
そ
う
い
っ
た
傾
向
が
顕
著
で
す
。
医
療
技
術
は
世
界
共
通
で
す
が
、
し
か

し
、
死
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
や
は
り
我
々
が
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
文
化
体
系
と
い
う
も
の
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
三
つ
目
に
、「
生
命
教
育
」
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
っ
た
こ
と
が

起
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
特
に
若
い
人
達
の
生
命
倫
理
に
関
す
る
意
識
の
問
題
、
ま
た
若
い
人
達
の
自
殺
の
現
象
、
自
殺
の
若

年
化
と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
っ
た
も
の
と
向
き
あ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
「
生
命
教

育
」
と
い
う
授
業
は
、
主
に
宗
教
学
や
倫
理
学
の
側
面
か
ら
開
講
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
特
に
輔
仁
大
学
・
台
湾
大
学
な
ど
で
積
極

的
に
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

四
つ
目
に
、
医
学
技
術
が
世
界
共
通
だ
と
し
て
も
、
観
念
は
絶
対
に
違
っ
て
い
る
わ
け
で
、
特
に
臓
器
移
植
と
い
う
も
の
に
向

き
あ
っ
た
と
き
に
、
台
湾
で
も
や
は
り
親
戚
を
優
先
す
る
と
い
っ
た
問
題
に
直
面
し
て
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
こ
と
を
議
論
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
後
、「
死
生
学
」
は
学
術
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
の
で
、
今
後
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も
東
京
大
学
と
こ
の
よ
う
な
機
会
を
も
っ
て
交
流
を
し
、
と
も
に
研
究
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
を
希
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

【
林
】　

次
に
徐
先
生
、
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
で
き
ま
す
か
。

【
徐
翔
生
】　

そ
れ
で
は
、
本
日
私
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
、
日
本
と
中
国
の
心
中
も
の
に
ま
つ
わ
る
死
生
観
の
違
い
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
発
表
し
た
の
か
、
そ
の
動
機
の
と
こ
ろ
を
簡
単
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
大
学
時
代
、
も
と
も
と
文
学
作
品
が
好
き
で
、
日
本
の
文
学
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
川
端
康
成
や
太
宰
治
、
三
島

由
紀
夫
と
い
っ
た
よ
う
な
作
家
の
作
品
を
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
、
私
の
好
き
な
作
家
が
自
殺
し
て
死
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
あ
と
、
さ
ら
に
夏
目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
や
森
鴎
外
の
「
阿
部
一
族
」
と
い
う

よ
う
な
も
の
を
読
み
ま
し
た
。
こ
の
二
人
の
作
家
は
自
殺
し
て
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
作
品
の
な
か
に
は
つ
ね

に
死
の
影
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
語
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
武
士
道
で
す
と
か
、

近
松
門
左
衛
門
の
作
品
な
ど
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
日
本
に
留
学
し
て
、
日
本
に
い
る
間
に
、
日
本
人
の
死
生
観
に
関
す
る
研
究
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

い
ま
に
至
る
ま
で
二
十
年
の
間
、
文
学
作
品
、
古
典
的
な
作
品
の
中
の
、
生
死
に
か
か
わ
る
現
象
と
い
う
も
の
を
調
べ
て
き
た
わ

け
で
す
。
最
近
は
比
較
宗
教
学
・
宗
教
哲
学
的
な
観
点
か
ら
、
日
本
の
死
生
学
と
い
う
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

う
い
う
こ
と
で
今
回
の
発
表
に
な
っ
た
わ
け
で
、
日
本
と
中
国
の
心
中
も
の
の
文
学
に
見
ら
れ
る
死
生
観
の
違
い
と
い
う
も
の
を

通
し
て
、
日
本
人
と
中
国
人
の
死
生
観
の
違
い
を
、
本
日
報
告
い
た
し
ま
し
た
。

私
個
人
の
考
え
で
す
け
れ
ど
も
、
世
界
中
の
様
々
な
文
学
の
テ
ー
マ
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
愛
や
死
と
い
っ
た
も
の
が
、
多
く
の
文
学
作
品
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
、
そ
う
考
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え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
中
国
と
日
本
を
比
べ
ま
す
と
、
愛
に
対
す
る
考
え
方
は
、
日
本
と
中
国
の
間
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い

が
な
い
よ
う
に
感
じ
る
の
で
す
が
、
死
に
対
す
る
考
え
方
に
関
し
て
は
、
非
常
に
大
き
な
違
い
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
さ
き
ほ
ど
の
拙
論
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
も
し
問
題
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
ご
指
導

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
私
が
死
生
観
を
勉
強
し
て
考
え
て
き
た
こ
と
を
、
ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
さ
に
そ
の
言
葉
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
語
で
は
死
生
観
・
死
生
学
と
い
う
の
で
す
が
、
台
湾
で
は
こ
れ
を
生
死

学
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
日
本
の
研
究
は
、
基
本
的
に
死
を
中
心
に
し
て
い
て
、
生
に
対
す
る
研
究
が
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
私
が
台
湾
で
論
文
を
発
表
す
る
際
に
も
、
多
く
の
方
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
ご
叱
責
を
受
け
る
わ
け
で
す
。

私
は
か
つ
て
、
竹
内
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
で
、
日
本
の
思
想
を
勉
強
し
ま
し
た
。
ま
た
、
私
の
死
生
学
の
先
生
は
、
東
京
大

学
の
宗
教
学
の
教
授
、
島
薗
進
先
生
で
す
。
以
前
、
島
薗
先
生
に
、
な
ぜ
日
本
人
は
死
ば
か
り
に
言
及
し
て
生
に
言
及
し
な
い
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
島
薗
先
生
は
、
生
と
い
う
も
の
は
そ
の
範
囲
が
非
常
に

広
い
の
で
、
ど
こ
を
切
り
口
に
し
て
、
ど
こ
か
ら
入
っ
て
い
っ
て
討
論
す
れ
ば
い
い
の
か
が
非
常
に
難
し
い
、
と
い
う
お
答
え
を

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
死
と
い
う
現
象
か
ら
入
っ
て
い
く
、
そ
う
で
な
い
と
、
生
の
全
貌
と
い
う
も
の

を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
。
し
か
し
、
も
し
、
死
と
い
う
観
点
か
ら
生
を
討
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
死

生
学
の
研
究
に
大
き
な
助
け
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
を
本
日
質
問
さ
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
で
、
私
個
人
の
経
験
と
し
て
こ
の
よ
う
な
解
答
を
申
し
あ
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【
林
】　

そ
れ
で
は
、
最
後
の
時
間
を
フ
ロ
ア
の
方
に
開
放
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
す
が
、
も

し
何
か
質
問
が
あ
れ
ば
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
福
間
聡
（
東
京
大
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員
）】　

蔡
先
生
に
質
問
が
あ
り
ま
す
。
た
い
へ
ん
興
味
深
い
ご
発
表
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
に
大
規
模
な
仕
方
で
、
死
生
観
に
か
か
わ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
の
で
す
が
、
医
療
の
分
野
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
は
い
く
つ
か
の
調
査
実
績
が
あ
り
ま
す
。
老
人
ホ
ー
ム
、
ホ
ス
ピ
ス
な

ど
の
終
末
期
医
療
の
施
設
な
ど
で
主
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
東
大
の
死
生
学
も
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
医
学

部
の
中
川
恵
一
先
生
が
、
が
ん
患
者
と
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
医
療
従
事
者
の
方
の
死
生
観
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お

こ
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

も
し
台
湾
で
も
、
そ
う
い
っ
た
医
療
分
野
で
の
死
生
観
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
が
あ
れ
ば
、
限
ら
れ
た
領
域
で
す

け
れ
ど
も
、
日
本
と
台
湾
の
、
実
証
的
な
死
生
観
に
か
か
わ
る
比
較
研
究
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
、
台
湾
で
は
そ
う
い
う
医

療
の
分
野
で
の
死
生
観
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
蔡
】　

そ
の
よ
う
な
調
査
は
台
湾
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
死
生
観
は
、
医
療
社
会
学―

医
学
の
中
で
も
社
会
学
的
分

野
で
は
非
常
に
大
切
な
問
題
で
す
の
で
、
医
学
部
、
も
し
く
は
、
医
学
校
に
お
い
て
、
そ
う
い
っ
た
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
な
大
き
な
規
模
の
も
の
が
あ
る
か
は
、
い
ま
ち
ょ
っ
と
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
多
か
れ
少
な
か

れ
、
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
が
ん
末
期
患
者
に
関
す
る
も
の
、
安
楽
死
、
そ
れ
か
ら
堕
胎
、
さ
ら
に
自
殺
な
ど
の
テ
ー

マ
に
関
す
る
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
さ
き
ほ
ど
福
間
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
も
の
は
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
調
査
、
焦
点
調
査
と
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言
わ
れ
る
も
の
で
、
私
が
い
ま
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
サ
ン
プ
ル
調

査
と
い
っ
て
、
少
し
手
法
が
違
い
ま
す
。
サ
ン
プ
ル
調
査
の
よ
う
な
非
常

に
広
い
人
を
対
象
に
す
る
調
査
を
現
在
の
台
湾
で
お
こ
な
う
の
に
は
、
少

し
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
調
査
で
は
、
政
府
の
機
密

情
報
で
あ
る
と
か
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ

た
も
の
に
ど
う
し
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で

す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
る
多
く
の
方
が
、
自
分
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
外

に
漏
ら
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
や
、
政
府
か
ら
の
圧
力

で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
阻
害
要
素
と
い
う
の
が
多
か
れ
少
な
か
れ
あ

り
、
学
者
の
方
で
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
す
る
顧
慮
を
持
っ
て
お
り
ま

す
。
た
だ
、
が
ん
患
者
に
対
す
る
も
の
の
よ
う
な
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
調
査

は
比
較
的
実
施
し
や
す
い
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

【
フ
ロ
ア
】　

先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

徐
先
生
に
お
尋
ね
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
生
は
論
文
の
中
で
日

本
と
中
国
の
二
つ
の
心
中
物
を
比
較
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
二
つ
の
作

品
の
時
代
背
景
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
も
の
は
十
八
世
紀
の

作
品
で
、
中
国
の
も
の
は
三
世
紀
の
作
品
で
す
。
さ
き
ほ
ど
、
三
世
紀
に
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は
仏
教
は
す
で
に
中
国
に
伝
来
し
て
い
た
と
先
生
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
当
時
仏
教
は
す
で
に
中

国
に
伝
来
し
て
は
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
広
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
浄
土
思
想
も
隋
・
唐
以
降
に
よ
う
や
く
盛
ん
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
の
で
、
浄
土
思
想
の
来
世
と
い
う
発
想
を
中
国
人
は
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る

の
は
、
少
し
早
計
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

二
つ
目
の
質
問
は
、
論
文
の
中
で
先
生
が
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
で
す
。
日
本
人
が
、
浄
土
思
想
の

影
響
を
受
け
て
、
殉
情
（
愛
情
の
た
め
に
命
を
絶
つ
こ
と
）
や
来
世
に
対
し
て
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
が
ち
で
あ
る
一
方
で
、

中
国
人
は
、
道
教
や
儒
教
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
現
実
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
り
、
殉
情
や
来
世
を
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
描

写
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
多
く
な
い
、
と
い
う
ご
指
摘
で
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
私
が
知
り
た
い
の
は
、
中
国
人
の
現
実
重
視
と

い
う
性
格
は
心
理
学
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
も
と
も
と
そ
の
民
族
が
持
っ
て
い
る
心
理
的
特
質
と
文
化
的
影
響

の
、
ど
ち
ら
が
因
で
ど
ち
ら
が
果
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
日
本
人
は
死
と
い
う
も
の
を
と
か
く
美
化
し
が
ち
で
す
。
こ
れ
は
日
本
人
の
本
来
的
特
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
後
に
仏
教
を
吸
収
し
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
仏
教
の
浄
土
思
想
の
影
響
を
受
け
た
後
に
、
死
を
美

化
し
は
じ
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
と
同
様
に
、
中
国
も
浄
土
思
想
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
が
、
浄
土
思
想
が
来
世
に
対
す
る

好
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
か
き
立
て
て
自
殺
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
に
よ
る
と
、
日
本
の
心
中
物
に

は
浄
土
思
想
の
影
響
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
正
統
な
仏
教
思
想
で
は
自
殺
を
奨
励
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
あ

り
ま
せ
ん
し
、
も
し
仏
教
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
が
お
尋
ね
し
た
い
の
は
、
心
中
は
本
来
的
な
日
本
の
文
化
な
の
か
、
そ
れ
と
も
仏
教
の
影
響
を
受
け
て

の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
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【
徐
】　

ま
ず
、
な
ぜ
三
世
紀
の
中
国
の
文
学
作
品
と
、
十
七
世
紀
の
心
中
物
と
を
比
べ
た
か
を
申
し
ま
す
と
、
こ
の
論
文
に
取

り
あ
げ
た
中
国
の
心
中
物
は
、
中
国
の
た
だ
唯
一
の
心
中
物
で
、
他
に
心
中
物
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。

ま
た
、
日
本
で
は
い
つ
か
ら
死
が
美
化
さ
れ
て
き
た
か
に
関
し
て
は
、『
古
事
記
』
に
は
死
後
黄
泉
の
国
に
行
く
と
い
う
記
述

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
当
時
の
日
本
人
は
死
と
い
う
事
実
を
認
め
て
は
い
て
も
、
死
を
美
化
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
と
思
い
ま

す
。
や
は
り
仏
教
が
入
っ
て
か
ら
、
特
に
浄
土
教
が
入
っ
て
か
ら
、
日
本
人
は
死
を
美
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

【
フ
ロ
ア
】　

蔡
先
生
の
調
査
中
の
観
念
の
定
義
に
関
し
て
質
問
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
貧
し
い
人
々
は
死
後
に
生
ま
れ
変

わ
る
と
い
う
よ
う
に
、
先
生
は
台
湾
の
民
間
レ
ベ
ル
で
の
仏
教
の
影
響
の
大
き
さ
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
お
考
え
の
よ
う
で
す
が
、

そ
れ
と
は
別
に
、
祖
先
を
祀
る
こ
と
で
祖
先
の
加
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
の
発
想
は
、
儒
家
の
孝
道
倫
理
の
思
想

に
よ
る
も
の
で
す
。
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
道
教
は
様
々
な
仏
教
思
想
を
吸
収
し
た
後
、
さ
き
の
民
俗
信
仰
と
同
様
に
、
死
後

転
生
の
観
念
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
は
仏
教
思
想
の
影
響
の
境
界
線
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

【
伊
藤
由
希
子
（
東
京
大
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員
）】　

本
日
、
李
先
生
と
謝
先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、
鎮
魂
、
魂
を
鎮
め
る
と
い
う

こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
り
ま
し
た
。

竹
内
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
も
、
両
先
生
の
お
話
で
、
台
湾
の
人
々
は
、
死
者
の
魂
を
鎮
め
る
べ
く
、
生
者

の
側
か
ら
死
者
に
対
し
て
具
体
的
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
く
と
い
う
点
に
、
と
て
も
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

日
本
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
有
名
な
菅
原
道
真
と
い
う
高
官
が
左
遷
さ
れ
た
先
で
不
遇
の
死
を
遂
げ
た
後
、
京
で
様
々
な
異
変

が
起
き
た
こ
と
を
道
真
の
祟
り
だ
と
し
て
、
そ
の
魂
を
鎮
め
る
た
め
、
道
真
を
天
神
、
つ
ま
り
神
と
し
て
祀
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、



総合朗論

218

元
寇
の
際
に
元
側
の
犠
牲
者
、
つ
ま
り
敵
方
を
祀
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
自
分
に
と
っ
て
親
し
く
な
い
死
者
の
魂
を
鎮
め
よ
う
と

す
る
例
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
鎮
魂
、
魂
を
鎮
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
た
ち
が
親
し
く
は
な
い
死
者
に

対
し
て
も
、
と
に
か
く
怒
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
、
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
魂
を
鎮
め
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
を
お
願
い
し
、
は
た
ら

き
か
け
る
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

台
湾
の
場
合
、
親
し
く
な
い
者
や
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
敵
方
の
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
き
か
け
、
鎮
魂
を
す

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
し
た
ら
ど
う
い
う
か
た
ち
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

【
李
】　

簡
単
に
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

疎
遠
な
人
、
深
い
関
係
が
な
い
人
に
対
し
て
も
、
日
本
で
は
鎮
魂
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
し
た

が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
台
湾
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
鎮
魂
の
儀
式
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
人
々
を
お
祀
り
す

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
具
体
的
な
も
の
の
一
つ
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
を
祀
る
と
い
う
例
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
台
湾
に

入
っ
て
き
た
オ
ラ
ン
ダ
人
を
祀
っ
て
い
た
お
墓
が
、
あ
る
種
の
祭
祀
を
お
こ
な
う
場
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
例
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
も
う
一
つ
、
日
本
軍
が
台
湾
を
統
治
し
て
い
た
と
き
に
軍
人
が
神
格
化
さ
れ
、
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
例
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
、
死
者
と
な
っ
た
軍
人
が
怒
っ
た
り
、
祟
り
を
な
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
鎮
め
で
も

あ
り
、
あ
る
種
の
宗
教
活
動
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
さ
き
ほ
ど
、
儒
教
と
道
教
を
ど
う
規
定
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
は
か
っ
て
い
く
の
か
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
質
問
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
確
か
に
非
常
に

難
し
い
問
題
で
、
今
後
私
も
そ
う
簡
単
に
お
お
ざ
っ
ぱ
な
分
け
方
を
し
て
は
い
け
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
い
ま
の
と
こ
ろ
は
そ
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の
よ
う
に
お
答
え
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
す
が
、
今
後
気
を
つ
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
林
】　

討
論
は
こ
こ
ま
で
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【
竹
内
】　

会
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
政
治
大
学
の
み
な
さ
ん
に
、
あ
ら
た
め
て
御
礼

を
申
し
あ
げ
ま
す
。
会
場
・
食
事
・
送
迎
等
、
特
に
徐
先
生
に
は
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

【
蔡
】　

私
も
宗
教
学
大
学
院
を
代
表
し
ま
し
て
、
遠
路
は
る
ば
る
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
東
京
大
学
の
研
究
者
の
み
な
さ

ま
に
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
ご
発
表
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま

た
、
今
回
の
会
議
の
準
備
を
中
心
と
な
っ
て
し
て
く
だ
さ
っ
た
徐
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
ま

た
持
て
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

閉
会




