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二
日
間
に
わ
た
り
、
十
三
本
の
興
味
深
い
発
表
を
聞
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
お
互
い
に
関
連
の
な
い
個
別
の
も
の

で
は
な
く
、
一
貫
し
た
基
本
理
念
を
提
示
し
ま
し
た
。
こ
の
基

本
理
念
を
、「
道
徳
的
哲
学
的
教
義
と
し
て
の
仏
教
」「
現
代
世

界
に
お
け
る
仏
教
団
体
の
地
位
と
役
割
」
と
簡
潔
に
特
徴
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
が
仏
教
発
祥
と
そ
の
広
ま
り
の
歴
史
を
詳
細
に
研
究

す
れ
ば
、
紀
元
一
世
紀
に
は
す
で
に
仏
教
が
そ
の
発
祥
の
地
で

あ
る
イ
ン
ド
の
国
境
を
越
え
、
北
方
、
東
方
や
西
方
へ
急
速
な

動
き
を
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
、
ビ
ル
マ
や
イ
ン
ド
シ
ナ
、
オ
セ
ア
ニ
ア
諸
島
、
中

央
ア
ジ
ア
、
チ
ベ
ッ
ト
、
中
国
、
日
本
は
、
仏
教
と
、
仏
教
に

伴
う
イ
ン
ド
文
化
の
影
響
下
に
あ
り
ま
し
た
。
西
洋
で
は
、
仏

教
は
シ
ル
ダ
リ
ヤ
川
と
ア
ム
ダ
リ
ヤ
川
の
間
の
土
地
ま
で
広
ま

り
、
そ
し
て
か
の
地
で
紀
元
八
世
紀
に
ア
ラ
ブ
の
侵
略
で
地
位

を
失
い
ま
し
た
。

現
代
に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
上
述
し
た
地
域
の
多
く

で
仏
教
信
仰
が
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
仏
像
と
釈
尊
の
教
え
は
、
東
欧
と
西
欧
、
ア
メ
リ

カ
に
と
っ
て
す
ら
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。
た
し
か

仏
教
の
現
代
的
意
義
と
池
田
博
士
の
行
動
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に
仏
教
は
、
こ
う
し
た
大
き
な
領
域
に
お
い
て
、
ご
く
わ
ず
か

な
部
分
し
か
占
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
で
は
、
古

代
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
う
し
た
地
域
で
布
教
者
た
ち
が
活
動
し

て
お
り
、
仏
教
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
見
れ
ば
、
彼
ら
の

活
動
の
強
化
と
発
展
に
は
疑
い
も
な
く
将
来
性
が
見
込
ま
れ
る

の
で
す
。

他
民
族
世
界
の
住
人
は
、
仏
教
の
ど
こ
に
惹
か
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
？
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
布
教
者
た

ち
、
そ
れ
は
黄
色
や
赤
の
僧
服
を
着
て
、
手
に
鈴
を
持
っ
た
僧

侶
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
そ
の
よ
う
な
僧
に
出
会
う
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
）。
第
一
に
、
そ
れ
は
仏
教
文
献
と
釈
尊
の
教
え
に
大
変
よ
く

精
通
し
て
い
る
人
間
や
仏
教
団
体
に
代
表
さ
れ
ま
す
。
団
体
は
、

精
神
的
、
物
質
的
救
済
を
求
め
て
や
っ
て
来
る
者
す
べ
て
を
援

助
し
ま
す
。
西
方
お
よ
び
東
方
に
数
多
く
い
る
貧
し
い
子
ど
も

た
ち
の
た
め
に
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
事
な
の
は
、

世
界
の
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
、
そ
れ
は
平
和

で
あ
り
、
戦
争
が
な
い
状
態
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
川
田
洋
一

所
長
が
論
文
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
団
体
は
、

平
和
を
守
り
支
え
る
点
で
有
益
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
爆

破
や
テ
ロ
行
為
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
頻
繁
に
揺
ら
い
で
い
る
不

安
に
満
ち
た
私
た
ち
の
世
界
で
、
仏
教
は
平
和
を
守
り
保
障
す

る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
基
本
的
思
想
な
の
で
す
。

釈
尊
の
教
え
に
注
目
し
、
そ
れ
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
神
話
で

あ
り
叙
事
詩
の
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
現
れ
る
神
々
へ
の
信

仰
と
何
が
違
う
の
か
示
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
神
々
は
魔
族
た
ち

と
常
に
戦
い
、
内
紛
を
起
こ
し
、
そ
の
行
動
に
お
い
て
は
道
徳

的
に
特
別
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
戦
争
の

必
要
性
を
論
じ
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
義
務
は
戦
う
こ
と
で
あ
る

と
説
明
し
ま
す
。『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
中
で
神
々
は
、
戦
闘

の
両
陣
営
の
相
談
役
と
し
て
登
場
し
、
ま
さ
に
そ
の
助
言
が
、

一
つ
の
種
族
に
よ
る
別
の
種
族
の
壊
滅
へ
と
導
く
の
で
す
。
流

血
、
殺
戮
、
殺
人
を
も
た
ら
す
最
強
の
武
器
の
描
写
、
こ
れ
が
、

我
々
が
目
に
す
る
バ
ラ
タ
族
の
子
孫
の
戦
い
で
す
。
ク
リ
シ
ュ

ナ
神
は
戦
う
ひ
と
つ
の
種
族
の
元
帥
と
し
て
登
場
し
ま
す
。

一
方
、
多
く
の
経
典
の
中
で
釈
尊
は
、
地
方
政
治
の
政
治
的

助
言
者
と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
釈
尊
の
時
代
に

は
、
釈
尊
が
関
与
し
た
り
、
釈
尊
の
承
認
を
得
た
戦
い
は
ひ
と

つ
も
起
き
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
は
敵
を
防
ぐ
必

88
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要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
釈
尊
の
教
え
は
、
政
治
的
安
定
と
地
上

の
生
命
の
保
護
を
呼
び
か
け
て
い
ま
し
た
。
仏
教
が
地
上
の
平

和
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
す
る
た
め
の
大
き
な
力
の
源
泉
で
あ

る
現
代
に
あ
っ
て
、
主
要
な
強
国
や
そ
の
指
導
者
た
ち
は
仏
教

を
過
小
評
価
し
、
十
分
な
関
心
を
向
け
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
が
出
版
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
治

家
や
政
治
団
体
の
関
心
を
引
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
平
和
を
愛
す
る
心
、
そ
れ
は
、
仏
教
誕
生
の

瞬
間
か
ら
、
仏
教
に
本
質
的
に
内
在
す
る
要
素
で
あ
る
の
で
す
。

イ
ン
ド
に
暮
ら
す
諸
民
族
間
の
社
会
的
不
平
等
、
神
々
に
よ

り
支
え
ら
れ
て
い
る
カ
ー
ス
ト
制
度
の
発
達
と
い
っ
た
状
況
に

お
い
て
、
釈
尊
と
同
じ
人
物
が
現
れ
る
、『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』

第
六
巻
の
人
気
の
場
面
で
あ
る
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』

を
例
と
し
て
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
釈
尊
は
、
人
々
の
平
等
の

た
め
に
立
ち
上
が
り
、
人
々
に
精
神
的
生
活
様
式
を
守
る
よ
う

訴
え
ま
し
た
。「
教
義
擁
護
の
た
め
の
」
仏
教
教
団
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
カ
ー
ス
ト
や
社
会
各
層
の
人
間
が
入
る
こ
と
が
で
き
、
彼

ら
全
員
が
平
等
で
あ
り
、
精
神
的
生
活
を
送
っ
た
の
で
す
。

善
と
愛
、
人
間
へ
の
尊
敬
の
理
念
を
も
つ
仏
教
は
、
人
権
を

守
る
現
代
の
運
動
の
真
の
支
柱
で
す
。
現
代
に
最
も
大
切
な
の

が
、
道
徳
的
、
精
神
的
問
題
に
関
す
る
仏
教
の
立
場
で
す
。
仏

教
は
民
族
や
人
種
的
特
徴
に
よ
っ
て
人
を
分
け
ま
せ
ん
。
さ
ま

ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
凶
暴
な
民
族
主
義
と
、
そ
れ
に
結
び
つ
く
暴

力
に
反
対
し
ま
す
。
そ
の
他
の
多
く
の
点
で
も
、
仏
教
は
人
々

を
結
び
つ
け
、
憎
み
合
い
や
敵
意
の
応
酬
と
は
正
反
対
の
位
置

に
あ
り
ま
す
。
釈
尊
は
人
々
が
お
互
い
に
尊
敬
に
満
ち
た
関
係

を
結
ぶ
よ
う
呼
び
か
け
ま
し
た
。『
法
華
経
』
の
第
二
十
品
を
思

い
出
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
釈
尊
は
弟
子
た
ち
に
、
不
軽
菩

薩
の
説
話
を
語
っ
て
い
ま
す
。
不
軽
菩
薩
は
、
出
会
う
人
す
べ

て
に
敬
礼
し
、「
私
は
あ
な
た
を
深
く
敬
い
ま
す
」
と
語
り
ま
し

た
。
人
々
は
彼
を
変
人
と
し
て
嘲
笑
し
、
腹
を
立
て
、
石
を
投

げ
つ
け
ま
し
た
。
し
か
し
菩
薩
は
彼
ら
に
叫
ん
だ
の
で
す
。「
私

は
あ
な
た
を
深
く
敬
い
ま
す
」
と
。

釈
尊
と
キ
リ
ス
ト
の
教
え
は
、
十
戒
だ
け
で
な
く
、
行
動
や

振
る
舞
い
に
お
い
て
も
た
い
へ
ん
似
て
い
ま
す
。
思
想
的
・
政

治
的
に
攻
撃
的
な
動
き
が
、
私
た
ち
の
眼
前
で
、
社
会
を
第
三

次
世
界
大
戦
に
巻
き
込
み
つ
つ
あ
る
今
、
両
者
は
共
に
、
た
い

へ
ん
重
要
で
大
き
な
精
神
的
な
力
で
あ
る
の
で
す
。
池
田
大
作
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先
生
が
宣
言
さ
れ
た
新
し
い
人
道
主
義
の
広
ま
り
は
、
地
上
の

平
和
を
守
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
今
回

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
私
た
ち
の
同
志
で
あ
る
日
本
の
東
洋
哲

学
研
究
所
の
研
究
員
の
方
々
の
学
術
構
想
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
仏
教
と
平
和
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
と
人
権
、

仏
教
と
女
性
の
地
位
と
い
っ
た
、
現
代
の
最
重
要
な
諸
問
題
で

す
。
こ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
切
実
か
つ
大
切
な
問
題
点
で
す
。

地
球
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
も
た
い
へ
ん
重
要
で
す
。
有
害
物
質
、

石
油
や
そ
の
他
の
化
学
物
質
の
大
気
へ
の
絶
え
間
な
い
廃
棄
、

河
川
や
海
の
汚
染
、
森
林
破
壊
と
森
林
の
住
人
で
あ
る
野
生
動

物
や
鳥
た
ち
の
残
虐
な
殺
戮
、
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
が
、
人

間
の
健
康
に
暗
い
影
を
落
と
し
、
労
働
能
力
を
失
わ
せ
、
寿
命

を
縮
め
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
新
し
い
現
象
で
あ

り
、
釈
尊
や
キ
リ
ス
ト
が
、
正
し
く
正
直
で
清
ら
か
な
生
活
を

人
々
に
説
い
て
い
た
時
代
に
は
無
か
っ
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

釈
尊
や
キ
リ
ス
ト
の
教
え
は
、
大
地
に
善
き
種
を
広
げ
ま
し
た
。

そ
れ
が
私
た
ち
の
時
代
に
、
現
代
の
仏
教
徒
た
ち
や
キ
リ
ス
ト

教
徒
た
ち
の
布
教
の
中
で
芽
を
出
し
、
最
も
困
難
な
状
況
を
生

き
抜
く
一
助
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
多
く
の
経
典
の
中
に
、

自
然
や
、
私
た
ち
の
周
り
の
世
界
お
よ
び
仏
教
の
聖
地
に
対
す

る
思
い
や
り
に
満
ち
た
態
度
の
説
話
が
見
ら
れ
ま
す
。
い
く
つ

か
の
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。『
金
光
明
経
』
の
中
で
は
、
流
水
長

者
の
寓
話
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
貯
水
池
が
干
上
が
っ

た
た
め
、
水
無
し
で
残
さ
れ
た
十
万
匹
の
魚
を
救
い
ま
し
た
。

彼
は
百
匹
の
象
を
集
め
、
そ
の
上
に
水
の
入
っ
た
容
器
を
積
み
、

貯
水
池
を
満
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ま

せ
ん
。
魚
た
ち
は
飢
え
に
苦
し
み
、
流
水
長
者
に
襲
い
か
か
っ

た
の
で
す
。
そ
の
と
き
彼
は
再
び
魚
に
合
っ
た
食
料
を
象
に
載

せ
、
魚
た
ち
に
腹
一
杯
食
べ
さ
せ
ま
し
た
。
同
じ
『
金
光
明
経
』

に
は
、
統
治
者
の
王
子
で
あ
る
菩
薩
が
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た

空
腹
の
虎
に
自
身
の
身
体
を
与
え
て
い
ま
す
。
母
親
の
虎
は
、

す
っ
か
り
弱
っ
て
お
り
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
を
食
べ

る
と
い
う
、
恐
ろ
し
い
罪
を
犯
す
と
こ
ろ
で
し
た
。
菩
薩
は
母

も
子
ど
も
た
ち
を
も
救
っ
た
の
で
す
。
多
く
の
本
生
譚
（
釈
尊
の

前
世
譚
）
に
は
、
隠
者
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
練
手
管
に
訴
え
な
が

ら
、
木
こ
り
の
斧
か
ら
素
晴
ら
し
い
木
々
を
守
っ
た
物
語
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

十
九
世
紀
の
偉
大
な
学
者
、
啓
蒙
思
想
家
、
人
道
主
義
者
た



仏教の現代的意義と池田博士の行動91

「東洋学術研究」第45巻第２号

ち
は
、
女
性
へ
の
必
要
な
敬
意
が
欠
け
て
い
る
国
家
を
、
文
明

国
家
と
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と
断
じ
て
い
ま
す
。
長

い
間
釈
尊
は
、
仏
教
教
団
へ
の
女
性
の
受
け
入
れ
を
許
可
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
や
釈
尊
の
叔
母
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ

ィ
や
他
の
女
性
た
ち
に
よ
る
説
得
は
、
女
性
も
清
浄
で
慎
ま
し

い
生
活
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
成
仏
す
る
価
値
の
あ
る
こ
と
を

示
し
ま
し
た
。
三
蔵
内
の
ひ
と
つ
の
経
典
全
部
（『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー

タ
ー
』）
が
、
自
身
の
仲
間
の
僧
侶
た
ち
と
の
哲
学
論
争
に
勝
利

し
、
仏
教
教
義
に
通
暁
し
た
、
才
能
豊
か
な
女
性
の
仏
弟
子
た

ち
に
捧
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
女
性
は
成
仏
で
き
る
か
と
い
う
問

題
は
、
肯
定
的
に
解
決
さ
れ
て
い
ま
す
。『
法
華
経
』
の
中
に
は
、

娑
竭
羅
龍
王
の
娘
が
、
生
き
な
が
ら
教
え
の
す
べ
て
の
段
階
を

経
て
成
仏
し
た
話
が
あ
り
ま
す
。
私
は
日
本
で
、
仏
教
団
体
の

女
性
た
ち
と
出
会
い
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
の
謙
虚
さ
と
優
雅
さ
、

釈
尊
の
教
義
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
関
し
て
私
に
出
さ
れ
た
深

い
質
問
と
そ
の
知
識
に
、
た
い
へ
ん
な
満
足
を
得
ま
し
た
。

こ
こ
で
仏
教
文
献
と
仏
教
哲
学
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る

「
仏
教
学
」
へ
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
ロ
シ
ア
で
は
学
問
に

対
す
る
経
済
事
情
の
た
め
、
仏
教
学
は
、
本
来
、
世
界
の
人
文

科
学
の
中
で
占
め
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
世
界
文
明
に
お
け
る
仏

教
の
客
観
的
役
割
を
研
究
す
る
学
問
」
と
い
う
地
位
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
思
想
の
複
合
体
と
し
て
の
仏
教
の
人

道
主
義
的
役
割
に
、
百
年
前
に
注
目
し
た
の
が
、
ロ
シ
ア
の
偉

大
な
仏
教
学
者
で
あ
り
哲
学
者
の
Ｆ
・
Ｉ
・
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
イ

で
し
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
残
念
な
こ
と
に
、
ソ
ビ

エ
ト
時
代
の
ロ
シ
ア
に
存
在
し
た
体
制
は
、
彼
と
彼
の
弟
子
た

ち
に
、
そ
の
才
能
す
べ
て
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ

た
の
で
す
。
で
す
が
、
ご
承
知
の
通
り
、
実
り
多
き
思
想
が
跡

形
も
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ソ
ビ
エ
ト

連
邦
で
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
始
ま
る
前
に
、
当
研
究
所
で
は

と
て
も
若
い
人
々
が
、
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
イ
に
よ
り
始
め
ら
れ
た

研
究
の
継
承
に
乗
り
出
し
た
の
で
す
。
私
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
オ
ス

ト
ロ
フ
ス
キ
ー
と
Ｖ
・
Ｉ
・
ル
ド
イ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
、
世
親
の
著
書
『
倶
舎
論
』
の
本
格
的
な
学
術
的
翻
訳

と
解
釈
に
携
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
文
献
は
、
仏
教
の
正
真
正
銘

の
百
科
事
典
で
す
。『
倶
舎
論
』
の
研
究
を
基
盤
に
、
二
十
年
間

で
彼
ら
に
よ
り
書
か
れ
た
の
が
、
仏
教
の
基
本
思
想
に
捧
げ
ら

れ
た
莫
大
な
量
の
書
物
で
す
。
そ
の
研
究
の
い
く
つ
か
の
成
果



92

が
、
本
日
私
た
ち
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
彼

ら
は
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
イ
の
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
、
仏
教
学
研

究
の
今
後
の
発
展
の
た
め
に
、
才
能
あ
る
者
た
ち
を
探
し
教
育

す
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
こ
と
を
申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま

す
。
教
え
子
や
同
志
た
ち
が
彼
ら
に
加
わ
っ
て
か
ら
現
在
ま
で
、

当
研
究
所
で
は
最
も
権
威
あ
る
仏
教
学
派
が
形
成
さ
れ
て
き
た

の
で
す
。
彼
ら
の
指
導
に
従
っ
て
学
位
論
文
を
書
き
学
位
審
査

に
通
っ
た
の
が
、
仏
教
の
古
文
書
の
研
究
を
継
承
し
て
い
る
サ

フ
ァ
ラ
リ
・
シ
ョ
マ
ク
マ
ド
フ
で
す
。
本
日
彼
は
、
ロ
シ
ア
仏

教
学
に
と
っ
て
新
し
い
テ
ー
マ
で
あ
る
、
十
三
世
紀
の
日
本
の

仏
教
者
・
日
蓮
の
仏
教
革
新
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。

『
法
華
経
』
の
学
問
研
究
の
始
祖
と
考
え
ら
れ
る
日
蓮
か
ら
、
こ

の
真
に
稀
有
な
経
典
の
テ
キ
ス
ト
の
現
代
的
研
究
へ
の
橋
を
私

た
ち
は
架
け
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
経
典
の
七
│
八
世
紀
の
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
写
本
が
、
私
た
ち
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
保
管

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
海
外
で
の
展
示
会
に
何
回
か
出
展
さ

れ
ま
し
た
。
仏
教
に
お
い
て
多
く
の
未
解
決
の
課
題
が
残
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
主
要
な
典
拠
と
な
り
う
る
の

が
『
法
華
経
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
、『
法
華
経
』
を
基
盤
と
し
た
在
家
の
道
徳
的
規
範
の

分
析
の
試
論
を
発
表
し
た
の
が
、
当
研
究
所
の
仏
教
学
グ
ル
ー

プ
の
精
力
的
な
研
究
者
で
あ
る
Ｔ
・
Ｖ
・
エ
ル
マ
コ
ワ
で
す
。

当
研
究
所
の
極
東
室
長
で
あ
る
Ａ
・
Ｓ
・
マ
ル
テ
ィ
ノ
フ
の

学
術
的
洞
察
力
を
十
分
に
評
価
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
彼

は
そ
の
学
術
人
生
す
べ
て
を
、
中
国
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

歴
史
の
研
究
に
捧
げ
ま
し
た
。
そ
の
分
野
の
数
少
な
い
一
人
と

し
て
彼
は
、
儒
教
の
研
究
に
引
き
続
き
集
中
し
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
彼
は
、
中
国
に
お
け
る
儒
教
と
そ
の
文
化
の
歴
史
的

役
割
を
た
い
へ
ん
よ
く
認
識
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
聴
か
れ
た
マ
ル
テ
ィ
ノ
フ
の
論
文
の
中
で
、
儒
教
は
人

類
の
文
化
史
に
ユ
ニ
ー
ク
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
確

に
示
さ
れ
ま
し
た
。
儒
教
は
、
仏
教
や
そ
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
儒

教
自
身
も
一
定
の
変
化
を
遂
げ
て
い
た
の
で
す
。
歴
史
的
な
過

去
の
儒
教
、
そ
し
て
今
日
に
お
け
る
そ
の
役
割

―
こ
れ
は
学

術
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
。

私
た
ち
が
本
日
詳
し
く
触
れ
た
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
や
儒

教
は
、
こ
う
表
現
す
る
の
が
許
さ
れ
る
な
ら
、「
人
間
が
人
間
化



す
る
」
た
め
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
の
で
す
。

す
で
に
私
が
少
し
触
れ
た
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
側
面
に
言

及
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
池
田
大
作
先
生
の
功
績
は
、
博
士

が
仏
教
経
典
に
基
づ
き
、
現
代
の
人
道
主
義
の
理
論
を
構
築
し

た
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、「
新
し
い
人
道
主
義
」

の
理
論
な
の
で
す
。
そ
う
呼
ぶ
ほ
う
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

周
知
の
通
り
、
人
道
主
義
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
現
象
と
し
て
、

文
化
の
主
要
な
対
象
が
人
間
で
あ
る
と
す
る
思
想
と
し
て
起
こ

り
ま
し
た
。
時
代
が
変
わ
り
、
釈
尊
が
呼
び
か
け
た
人
道
主
義

も
、
新
し
い
状
況
で
新
た
な
特
徴
を
帯
び
て
い
る
の
で
す
。
そ

れ
は
、
他
者
へ
の
人
道
的
態
度
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
生
活
の

た
め
の
人
間
的
な
環
境
の
樹
立
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
や
戦
争
か
ら
人

類
社
会
を
守
る
こ
と
、
学
び
、
働
き
、
休
息
の
と
れ
る
機
会
を

社
会
に
提
供
す
る
こ
と
で
す
。
マ
ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
、

戯
曲
『
ど
ん
底
』
の
中
で
、
一
人
の
登
場
人
物
の
口
か
ら
、「
人

間
―
―
な
ん
と
誇
ら
し
く
響
く
こ
と
だ
ろ
う
」
と
の
言
葉
を
言

わ
せ
て
い
ま
す
。
池
田
大
作
先
生
は
、「
人
間
で
あ
る
こ
と
」
を

誇
ら
か
に
述
べ
て
い
ま
す
。
人
間
の
中
に
、「
未
来
の
釈
尊
」
の

モ
デ
ル
を
、
善
と
正
義
の
新
た
な
社
会
の
創
造
者
を
見
て
い
る

か
ら
で
す
。

最
後
に
、
東
洋
哲
学
研
究
所
お
よ
び
当
研
究
所
と
の
間
に
開

始
さ
れ
た
建
設
的
協
力
は
、
形
式
的
な
も
の
で
な
く
、
意
義
あ

る
学
術
的
事
業
で
あ
る
と
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後

も
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
現
代
仏
教

学
の
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
長

期
計
画
を
立
て
、
そ
れ
を
実
現
し
て
こ
そ
、
東
洋
学
術
界
の
注

目
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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