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今
回
の
年
次
大
会
は
、
二
〇
〇
七

年
七
月
二
十
一
日
と
二
十
二
日
の
二

日
間
、
埼
玉
県
草
加
市
の
獨
協
大
学

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
東
京
か
ら

三
十
分
以
上
も
電
車
に
揺
ら
れ
て
、

こ
の
地
に
わ
ざ
わ
ざ
お
越
し
下
さ
っ

た
参
加
者
の
方
々
に
ま
ず
お
礼
を
申

し
上
げ
た
い
。

　

七
月
二
十
一
日
午
前
中
に
は
、
プ

レ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
行
わ
れ
、
講

読
部
門
が
北
野
裕
通
氏
と
米
山
優

氏
、
そ
し
て
自
由
茶
話
部
門
は
岡
田

勝
明
氏
と
小
林
信
之
氏
と
に
よ
っ
て

担
当
さ
れ
ま
し
た
。
と
く
に
『
善
の

研
究
』
の
講
読
部
門
に
多
く
の
方
が

集
ま
り
ま
し
た
。
同
日
午
後
の
講
演

会
で
は
、
大
石
昌
史
氏
と
酒
井
潔
氏

と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
講
演

を
な
さ
れ
、
そ
の
後
活
発
な
質
疑
応

答
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

七
月
二
十
二
日
は
、
午
前
中
に
清

水
高
志
氏
、
石
井
砂
母
亜
氏
、
岡
野

利
津
子
氏
が
研
究
発
表
を
さ
れ
ま
し

た
。日
頃
の
研
究
成
果
が
披
露
さ
れ
、

密
度
の
濃
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

引
き
続
き
午
後
に
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
西
田
に
お
け
る
哲
学
と
宗
教
」

と
が
催
さ
れ
ま
し
た
。延
原
時
行
氏
、

山
田
邦
男
氏
、
築
山
修
道
氏
の
キ
リ

ス
ト
教
、
禅
、
真
宗
の
立
場
か
ら
の

考
究
が
示
さ
れ
、
Ｊ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク

氏
の
絶
妙
と
も
言
え
る
司
会
に
よ
っ

て
、
会
場
全
体
が
生
き
生
き
と
動
い

た
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
会
を
盛
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
全

て
の
方
々
に
お
礼
を
述
べ
さ
せ
て
頂

い
て
、以
上
を
大
会
報
告
と
し
ま
す
。

（
文
責
・
松
丸
壽
雄
）　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
点

　

二
〇
〇
七
年
の
西
田
哲
学
会
で
開

催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
西

田
に
お
け
る
哲
学
と
宗
教
」
と
い
う

テ
ー
マ
に
つ
い
て
三
人
の
パ
ネ
リ
ス

ト
が
キ
リ
ス
ト
教
、
禅
仏
教
、
浄
土

真
宗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
考
察

し
た
。

　

延
原
時
行（
敬
和
学
園
大
学
教
授
）

は
、
西
田
哲
学
の
企
図
を
上
田
閑
照

の
西
田
解
釈
「
純
粋
経
験
・
自
覚
・

場
所
」
に
則
っ
て
検
証
し
た
。
そ
こ

で
出
て
き
た
第
一
の
問
題
提
起
で

は
、
西
田
の
純
粋
経
験
の
哲
学
に
言

う
「
純
粋
経
験
」
の
真
意
は
、
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
のcrea

tiv
ity

や
ト
マ

ス
のesse

に
似
た
、
形
而
上
学
的

究
極
者
と
し
て
のth

e p
u

re a
ct o

f 

ex
p
erien

cin
g

に
あ
っ
た
と
示
唆

さ
れ
た
。
延
原
氏
の
恩
師
で
あ
っ
た

滝
沢
克
己
に
よ
っ
て
こ
れ
は
「
直
覚

そ
の
も
の
」
で
あ
り
、「
体
験
内
容
」

で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
第
二
の

問
題
提
起
は
、「
自
覚
」
の
哲
学
は
、

宗
教
的
態
度
の
焦
点
で
あ
る
「
純
粋

経
験
」
の
活
動
展
開
の
根
源
に
「
動

静
の
合
一
」の
原
理
を
見
極
め
る「
神

哲
学
」
を
確
立
し
た
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
要
す
る
に
、「
⒜
絶
対
自

由
の
意
思
が
、
⒝
翻
っ
て
己
自
身
を

見
た
時
、
⒞
そ
こ
に
無
限
な
る
世
界

の
創
造
的
発
展
が
あ
る
」。
こ
う
し

た
背
景
の
下
に
、
西
田
が
最
後
の
宗

教
論
に
お
い
て
、「
神
は
我
々
の
自

己
に
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
現
れ

る
」
と
語
る
時
、「
⒟
自
己
成
立
の

根
源
⒠
神
又
は
佛
の
呼
声
・
宗
教
心

（
宗
教
的
自
覚
）」
の
三
極
構
造
が
浮

か
び
上
が
り
、
こ
れ
が
直
ち
に
「
神

の
自
己
否
定
に
よ
る
存
在
構
造
」
の

哲
学
的
洞
察
へ
と
転
入
し
て
ゆ
く
：

「
⒢
絶
対
の
無
⒣
絶
対
⒤
絶
対
の

有
」。
か
く
し
て
氏
は
、
⒟
即
⒢
＝

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
と
い

う
所
に
、
宗
教
心
と
神
と
の
等
根
源

的
「
逆
対
応
」
が
洞
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
西
田
の

P
a
n

th
eism

u
s

が
み
え
る
と
論
じ

た
。

　

つ
づ
い
て
、
山
田
邦
男
（
羽
衣
国

際
大
学
教
授
）
は
西
田
の
言
う
「
禅

的
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
、
最
晩
年

の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世

界
観
」
を
主
な
手
が
か
り
と
し
な
が

ら
、
三
つ
に
分
け
て
述
べ
た
。
⑴
宗

教
的
立
場
（
平
常
底
）

：

西
田
は
「
宗

教
的
立
場
」
を
「
平
常
底
の
立
場
」

の
「
徹
底
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い

る
。「
平
常
底
」
は
禅
語
で
あ
り
、

そ
の
限
り
西
田
が
基
本
的
に
禅
的
立

場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
の
規
定
と
並
列
さ
せ
る
形

で
、西
田
は
「
宗
教
的
立
場
」
を
「
立

場
な
き
立
場
」と
も
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
す
べ
て
の
宗
教
の
立
場
が
そ

こ
に
還
滅
す
る
と
共
に
、「
立
場
」

と
し
て
す
べ
て
の
宗
教
の
立
場
が
そ

こ
か
ら
成
立
す
る
、
そ
の
否
定
と
肯

定
と
の
運
動
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し

た
。
⑵
宗
教
的
関
係
を
示
す
「
逆
対

応
」
と
は
、
我
々
が
自
己
の
罪
悪
性

や
有
限
性
を
徹
底
的
に
自
覚
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
「
絶
対
的
一
者
」
に
接
す

る
と
い
う
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ

と
は
特
に
浄
土
真
宗
に
お
け
る
仏
と

衆
生
と
の
関
係（
悪
人
正
機
の
教
義
）

に
み
ら
れ
る
と
氏
は
解
釈
し
た
。
⑶

　

 

西
田
哲
学
会
第
五
回
年
次
大
会
報
告

第 五 号

題字　上田閑照

発
行
・
西
田
哲
学
会
事
務
局

　

〒
九
二
九–

一
一
二
六

　
　

石
川
県
か
ほ
く
市
内
日
角
一
番
地

　
　
　
　

石
川
県
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
内

　
　

電
話（
〇
七
六
）二
八
三–

六
六
〇
〇

　

西
田
に
お
け
る
哲
学
と
宗
教

Ｊ
・
Ｗ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク



西田哲学会会報（第五号）平成19年11月 1 日発行 （ � ）

西
田
の
宗
教
観
の
基
礎
に
は
「
禅
的

な
も
の
」
が
あ
る
一
方
で
、
真
宗
的

な
側
面
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
仏
教

に
お
け
る
両
極
と
さ
れ
る
二
つ
の
立

場
が
、
西
田
自
身
の
「
心
霊
上
の
事

実
」
を
共
に
構
成
し
て
い
た
と
推
察

さ
れ
る
。
西
田
は
し
か
し
、「
禅
宗

と
い
い
、
浄
土
真
宗
と
い
い
、
大
乗

仏
教
と
し
て
、固
、同
じ
立
場
に
立
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
例

え
ば
「
我
々
の
自
己
は
、
動
物
的
で

も
な
け
れ
ば
、
天
使
的
で
も
な
い
。

こ
の
故
に
我
々
は
迷
え
る
自
己
で
あ

る
。
一
転
し
て
そ
の
矛
盾
的
自
己
同

一
に
お
い
て
安
住
の
地
を
見
出
す
の

で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
「
安
住
の

地
」に
お
い
て
も｢

動
物
的｣

と「
天

使
的
」
と
の
矛
盾
（
自
己
矛
盾
）
が

な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
そ

の
矛
盾
が
矛
盾
の
ま
ま
で
自
己
同
一

の
所
に
於
い
て
あ
り
、
そ
こ
に
我
々

は｢

安
住
の
地｣

を
見
出
す
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
真
宗
で
横
超
（
自
然
法

爾
）、
禅
で
脱
落
（
平
常
底
）
と
言

わ
れ
る
所
で
あ
る
。「
立
場
な
き
」

立
場
と
し
て
、
禅
宗
と
真
宗
と
は
こ

こ
に
帰
一
す
。
そ
し
て
、
こ
の
帰
一

す
る
所
が
西
田
の
言
う
「
禅
的
な
る

も
の
」
で
あ
る
と
氏
は
論
じ
た
。

　

第
三
の
発
表
者
、
築
山
修
道
（
大

谷
大
学
教
授
）
は
、
西
田
に
お
け
る

「
宗
教
と
哲
学
の
基
本
的
関
係
」、「
宗

教
の
規
定
」、「
宗
教
心
」、「
宗
教
問

題
の
在
処
」
な
ど
、
西
田
が
宗
教
を

問
い
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
と

も
基
本
的
に
し
て
肝
要
な
点
・
視
座

と
考
え
て
い
た
も
の
が
何
で
あ
る
か

を
、
本
論
考
の
方
向
づ
け
の
た
め
に

確
認
し
た
。
次
に
、「
西
田
の
真
宗
・

親
鸞
理
解
の
特
色
と
そ
の
意
義
」を
、

『
宗
教
論
』
に
お
い
て
何
度
も
繰
り

返
し
使
用
さ
れ
て
い
る
「
横
超
」「
自

然
法
爾
」「
義
な
き
を
義
と
す
」「
親

鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
な
ど
の

真
宗
用
語
を
、
西
田
が
如
何
よ
う
な

文
脈
と
意
味
に
お
い
て
使
用
し
て
い

る
か
を
手
が
か
り
に
、
解
き
明
か
し

た
。
そ
の
結
果
、
西
田
が
真
宗
・
親

鸞
の
宗
教
の
核
心
的
本
質
を
何
処
ま

で
も
「
絶
対
悲
願
の
真
の
他
力
宗
」

と
し
て
場
所
的
論
理
的
に
把
握
し
、

そ
こ
に
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」

と
し
て
の
「
即
非
の
論
理
」・「
背
理

の
理
」
を
徹
見
し
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
が
彼
の
「
名
号
観
」
に
象

徴
的
に
（
逆
対
応
的
表
現
と
し
て
）

表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

西
田
の
か
か
る
真
宗
理
解
は
、
さ
ら

に
、
真
宗
に
お
け
る
「
宗
教
と
現
実

の
歴
史
的
世
界
」
の
積
極
的
・
創
造

的
関
わ
り
の
可
能
性
を
論
理
的
に
呈

示
し
、
現
実
肯
定
の
積
極
的
評
価
を

も
た
ら
し
た
（
例
え
ば
、
絶
対
的
受

動
か
ら
は
絶
対
的
能
動
が
出
て
来
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
）。
つ
ま
り
、

真
宗
は
西
田
の
宗
教
哲
学
的
知
見
に

よ
っ
て
、
新
た
な
可
能
性
を
開
示
さ

れ
た
と
同
時
に
、
新
た
な
る
課
題
を

も
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
事
は
、
逆
に
、
宗
教
的
事
実
が

哲
学
に
さ
ら
な
る
反
省
と
説
明
の
可

能
性
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
含
意

す
る
。
か
く
し
て
そ
こ
に
は
、
宗
教

と
哲
学
の
相
互
限
定
が
見
ら
れ
る
と

氏
は
結
論
し
た
。

　

パ
ネ
リ
ス
ト
の
間
お
よ
び
会
場
と

の
や
り
取
り
で
三
時
間
半
の
濃
密
な

学
術
的
時
間
を
満
喫
し
た
が
、
そ
の

出
発
点
は
宗
教
を
心
霊
上
の
事
実
と

す
る
西
田
の
発
言
で
あ
っ
た
。
西
田

の
哲
学
論
そ
の
も
の
は
「
事
実
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
」、
そ
れ
に
関

連
し
て
「
西
田
自
身
は
一
体
ど
の
よ

う
に
宗
教
と
哲
学
と
の
境
界
線
を
引

い
た
か
」、
等
々
の
質
問
が
あ
っ
た
。

　

延
原
氏
の
発
題
は
自
身
の
宗
教
観

と
ど
う
噛
合
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

疑
問
に
対
し
て
、
氏
は
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
の
「
形
而
上
学
は
飛
行
機
に

よ
る
飛
翔
の
如
し
、
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
で
飛
び
立
ち
、
ま
た
事
実
の

世
界
に
着
陸
し
て
、
検
証
に
身
を
委

ね
る
」
と
い
う
方
法
に
学
ぶ
と
示
唆

し
た
。
そ
し
て
心
霊
上
の
事
実
を
死

の
自
覚
ま
で
掘
り
下
げ
た
所
で
、
突

如
、
神
の
構
造
の
問
題
と
し
て
「
絶

対
者
は
、
無
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
絶
対
有
と
な
る
」
と
観
じ
た
時
、

哲
学
へ
の
転
入
が
起
こ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
氏

は
滝
沢
の
「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原
事

実
」
論
も
抽
象
論
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
問
に
答
え
て
、
一
九
六
〇
年

の
火
事
の
経
験
か
ら
（
ヨ
ブ
記
と
共

に
）「
神
よ
、
な
ぜ
私
に
」
の
叫
び

の
内
に
祈
り
の
実
存
構
造
を
知
る
に

至
り
、
そ
の
延
長
線
上
で
滝
沢
に
出

会
っ
て
納
得
し
た
と
の
べ
た
。

　

山
田
氏
に
と
っ
て
、
西
田
は
、
一

方
で
は
猛
烈
な
禅
修
行
を
し
見
性
も

し
て
い
る
が
、
他
方
で
は
親
鸞
の
言

う
「
悪
人
正
機
」
を
深
く
肯
定
し
て

い
る
。
こ
の
禅
的
な
も
の
と
真
宗
的

な
も
の
と
が
共
に
西
田
の
「
心
霊
上

の
事
実
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
両

者
を
い
か
に
し
て
自
己
の
内
で
落
着

さ
せ
る
か
が
宗
教
的
実
存
と
し
て
の

西
田
の
課
題
で
あ
っ
た
と
答
え
た
。

し
か
も
、
西
田
は
し
ば
し
ば
「
物
と

な
っ
て
考
え
、
物
と
な
っ
て
行
う
」

と
述
べ
た
が
、
西
谷
啓
治
も
哲
学
者

と
し
て
の
西
田
に
つ
い
て
「
哲
学
す

る
こ
と
に
な
り
き
る
」
と
評
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
田
に
と
っ
て

は
「
哲
学
す
る
こ
と
」
が
そ
の
ま
ま

禅
の
実
践
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
で

あ
ろ
う
と
主
張
し
た
。

　

築
山
氏
は
、
と
り
わ
け
山
田
氏
の

提
題
に
よ
れ
ば
、
西
田
は
「
宗
教
的

立
場
」
を
「
立
場
な
き
立
場
」
と
規

定
し
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
の
立
場
を

「
平
常
底
の
徹
底
」
と
い
う
が
、
そ

れ
自
体
が
ま
さ
し
く
哲
学
的
立
場
か

ら
の
哲
学
的
言
表
で
あ
る
と
言
い
う

る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
宗
教
つ
ま

り
禅
自
身
は
自
ら
の
立
場
を
如
何
よ

う
に
表
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と

問
う
。か
か
る
問
い
に
対
し
て
氏
は
、

哲
学
と
宗
教
の
相
違
点
な
い
し
共
通

点
を
端
的
に
現
示
す
る
こ
と
に
な
る

と
応
答
し
た
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に

つ
い
て
、
西
田
な
ら
ど
の
よ
う
に
応

答
す
る
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
、
氏

は
こ
う
論
じ
た
。
端
的
に
哲
学
の
立

場
か
ら
は
、
場
所
的
論
理
（
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
）
的
に
何
処
ま
で
も

言
葉
に
よ
っ
て
事
実
の
事
実
性
を
そ

れ
が
何
で
あ
る
か
を
説
明
す
べ
く
尽

く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、

禅
の
立
場
か
ら
は
、
一
定
の
表
現
形

式
な
ど
は
な
く
、
多
様
な
可
能
性
が

あ
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
も
そ
れ

は
全
存
在
的
・
人
格
的
な
霊
性
的
・

自
覚
的
応
答
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え
ば
、
黄
檗
の
「
一
打
」、

臨
済
の
「
一
喝
」
の
如
き
で
あ
る
。

特

別

寄

稿

　

実
は
最
近
に
な
っ
て
私
自
身
に
大

き
な
転
機
が
生
じ
た
。
七
、
八
年
前

か
ら
私
な
り
の
一
つ
の
宗
教
的
、
哲

学
的
廻
心
が
生
じ
た
の
で
、
果
し
て

こ
れ
が
本
物
で
あ
る
か
ど
う
か
、
爾

来
、
自
分
を
観
察
し
、
私
自
身
の
不

安
、
心
配
、
迷
い
、
対
立
、
人
間
関

係
等
の
す
べ
て
の
苦
悩
が
、
今
回
の

廻
心
に
よ
っ
て
果
し
て
現
実
に
超
え

ら
れ
た
か
、
引
続
き
反
省
検
討
し
て

き
た
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
確
信

を
得
た
の
で
、
こ
の
度
そ
れ
を
記
述

す
る
こ
と
に
し
た
。今
ま
で
と
同
様
、

現
在
も
喜
怒
哀
楽
、
感
情
の
起
伏
は

断
続
の
信
よ
り
常
住
、
絶
対
の
信
へ

―

西
田
哲
学
を
契
機
と
し
て―

海

邉

忠

治
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激
し
く
往
来
し
て
い
る
。
し
か
し
今

ま
で
の
よ
う
に
そ
れ
ら
が
私
の
根
本

苦
悩
と
な
る
こ
と
は
無
く
な
っ
て
き

た
。

　

私
は
い
つ
も
思
っ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
何
か
心
に
感
じ
る
も
の
が

あ
っ
て
、
法
悦
に
ひ
た
り
、
あ
る
い

は
精
神
的
高
揚
を
感
じ
た
時
に
は
、

絶
対
者
と
一
体
で
あ
り
、
自
分
は
最

高
の
信
を
得
、
不
動
の
信
を
得
た
と

思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
時
を

経
て
何
ら
か
の
逆
境
に
お
い
て
、
悲

哀
を
感
じ
た
時
に
は
、
絶
対
者
か
ら

離
れ
た
不
安
を
感
じ
る
自
分
を
情
け

な
く
感
じ
て
き
た
。
あ
あ
、
自
分
は

ま
だ
永
続
的
な
信
を
得
て
い
な
い
の

だ
、
断
続
的
に
信
し
か
な
い
の
だ
、

と
つ
く
づ
く
思
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
繰
り
返
し
が
今
ま
で
の
私

の
人
生
で
あ
っ
た
。
何
と
か
永
続
的

な
信
を
得
た
い
。
常
住
、絶
対
の
信
、

大
安
心
を
得
た
い
と
心
に
あ
せ
っ
て

き
た
。し
か
し
遅
ま
き
な
が
ら
、や
っ

と
今
に
な
っ
て
、
私
な
り
に
会
得
さ

れ
て
き
た
も
の
が
あ
り
、
対
立
断
続

に
あ
り
な
が
ら
常
住
の
一
を
、
凡
夫

相
対
の
身
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
底
に

不
離
な
る
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

　

顧
み
る
と
、
今
ま
で
の
私
は
、
自

分
を
中
心
と
し
て
、
絶
対
者
を
自
分

の
向
う
に
、
外
に
、
対
象
的
に
見
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
私
自
身
、
そ
の

時
点
で
は
、
そ
れ
に
ま
っ
た
く
気
付

い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今

か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、結
果
的
、

現
実
的
に
は
そ
う
な
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

自
分
に
真
実
の
信
仰
が
得
ら
れ
な
い

の
は
、
信
仰
が
足
り
な
い
か
ら
だ
と

し
て
、
絶
対
者
に
向
か
っ
て
一
生
懸

命
に
信
を
得
よ
う
と
努
力
す
る
。
そ

う
い
う
あ
り
方
で
は
お
そ
ら
く
何
年

か
か
っ
て
も
常
住
の
信
は
得
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
は
絶
対
者
は
、
私
の
対
象
と
し

て
私
の
向
う
に
あ
り
、
私
を
中
心
と

し
て
対
象
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
。
故
に
絶
対
者
と
私
と
は
対

象
的
二
の
関
係
に
な
っ
て
く
る
。
対

象
的
二
で
あ
る
か
ら
、
ひ
っ
つ
い
た

り
離
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
法
悦

を
感
じ
た
時
に
は
絶
対
者
と
一
体
で

あ
り
、
悲
哀
を
感
じ
た
時
に
は
絶
対

者
と
離
れ
る
と
い
う
の
で
は
、
永
続

的
な
信
、常
住
の
信
と
は
言
え
な
い
。

常
住
、
絶
対
の
信
に
お
い
て
は
、
私

自
身
が
常
に
絶
対
者
に
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
。
絶
対
と
相
対
の
私
と
が
対

象
的
、
対
立
的
二
の
関
係
で
は
な
く

し
て
、
離
れ
よ
う
に
も
離
れ
ら
れ
な

い
、
不
二
の
関
係
に
な
っ
て
く
る
と

思
う
。

　

本
来
、
相
対
は
絶
対
と
の
関
係
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
絶
対
と
相

対
と
は
絶
対
に
逆
な
る
も
の
で
あ

り
、
相
互
否
定
的
関
係
が
あ
る
が
、

同
時
に
本
来
不
二
に
し
て
一
如
な
る

も
の
で
あ
る
。
絶
対
者
を
仏
と
呼
ぶ

な
ら
ば
、
仏
と
私
と
の
関
係
は
、
絶

対
と
相
対
、
無
限
と
有
限
、
全
体
と

個
、
一
と
多
、
空
と
有
の
関
係
で
あ

り
、
両
者
は
離
れ
よ
う
と
し
て
も
離

れ
ら
れ
な
い
必
然
関
係
に
あ
る
。
結

論
的
に
言
え
ば
相
対
、有
限
の
私
は
、

絶
対
、
無
限
の
仏
な
く
し
て
は
あ
り

得
な
い
。
絶
対
者
の
自
己
否
定
、
す

な
わ
ち
仏
の
大
悲
に
よ
っ
て
の
み
相

対
の
私
は
成
立
す
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
具
体
的
に

言
え
ば
、
相
対
の
私
が
あ
り
、
私
が

働
い
て
い
る
こ
と
が
、
裏
か
ら
言
え

ば
実
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
、
仏
の

大
悲
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら

な
い
。
逆
に
絶
対
者
の
自
己
否
定
、

仏
の
大
悲
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
相
対
の
私
が
あ

り
、
私
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
外
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

普
通
に
は
、
神
の
摂
理
と
私
、
仏

意
、
大
悲
と
私
と
が
対
立
的
に
二
と

し
て
あ
り
、
摂
理
、
仏
意
、
大
悲
に

私
が
従
う
。
私
の
生
が
摂
理
や
仏
意

に
操
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
私
を
仏
に
お

任
せ
す
る
と
い
う
場
合
に
も
、
仏
と

私
が
対
立
、
対
象
的
に
二
と
し
て
考

え
ら
れ
、
私
か
ら
か
か
る
対
象
的
仏

に
身
を
任
せ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に

両
者
は
対
立
的
二
で
あ
る
の
で
は
な

く
、
実
は
神
の
摂
理
、
仏
の
大
悲
の

働
い
て
い
る
こ
と
が
、裏
を
返
せ
ば
、

そ
の
ま
ま
私
が
あ
る
、
私
が
働
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が

実
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
、
大
悲
が

働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
自

体
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
あ
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
者
の

自
己
否
定
的
働
き
、
大
悲
の
働
き
た

だ
一
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
両
者
は

逆
対
応
的
に
一
の
関
係
、
裏
表
の
関

係
で
あ
る
。
表
の
私
が
あ
り
、
私
が

生
き
、
か
つ
働
い
て
い
る
こ
と
が
、

実
は
裏
で
絶
え
ざ
る
絶
対
者
の
自
己

否
定
、
仏
の
大
悲
が
働
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
大
悲

の
働
き
が
私
の
働
き
と
な
る
の
は
、

両
者
の
働
き
が
本
来
、
逆
対
応
的
に

一
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

絶
対
者
、
仏
と
私
と
は
、
こ
の
よ

う
に
絶
対
的
に
離
れ
ら
れ
な
い
必
然

関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
真
に
気
付

く
こ
と
が
本
来
の
人
間
の
あ
り
方
、

常
住
の
信
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
論
理
構
造
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

拙
著
「
苦
悩
と
け
て
絶
対
の
信
へ―

西
田
哲
学
を
契
機
と
し
て―

」（
法

藏
館
）
を
ご
一
覧
下
さ
い
。

エ

ッ

セ

イ

　

人
と
一
緒
に
も
の
を
習
う
と
い
う

の
は
、
大
体
二
つ
の
習
い
方
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。

　

伝
受
型

：

伝
統
を
教
わ
っ
て
、
自

分
が
そ
れ
を
守
っ
て
、
次
の
人
に
伝

え
る
と
い
う
学
習
法
で
あ
る
。
ま
る

で
一
つ
の
容
器
か
ら
、
も
う
一
つ
の

容
器
に
、
貴
重
な
液
体
を
注
ぐ
様

に
。
こ
う
い
う
時
、
大
事
な
条
件
は

三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
液
体
を
受
け

る
容
器
は
逆
さ
ま
で
あ
れ
ば
困
る
。

そ
う
い
う
状
態
で
は
何
も
入
ら
な
い

か
ら
。
そ
れ
は
、
生
徒
が
寝
て
い
る

と
か
、
集
注
し
て
い
な
い
と
か
。
先

生
が
話
し
て
も
、
何
も
生
徒
の
頭
に

入
ら
な
い
。
第
二
の
条
件
は
、
受
け

る
容
器
は
一
応
逆
さ
ま
で
は
な
い
け

ど
、
底
に
穴
が
空
い
て
れ
ば
、
ま
た

困
る
。
先
生
は
液
体
を
い
っ
ぱ
入
れ

て
も
、
容
器
に
残
ら
ず
出
て
来
る
。

生
徒
が
折
角
教
え
て
も
ら
っ
た
事
を

忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
伝

統
が
途
絶
え
る
。
第
三
の
条
件
は
、

受
け
る
容
器
は
ま
た
綺
麗
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ゴ
ミ
と
か
毒
と
か
が

入
っ
て
い
れ
ば
、
受
け
た
液
体
が
変

化
し
て
、
次
の
人
の
為
に
は
、
も
う

安
全
な
飲
み
物
で
は
な
く
な
る
。
生

徒
は
自
分
勝
手
な
意
見
を
以
て
、
伝

統
に
混
ぜ
た
り
、
伝
統
を
歪
曲
し
た

り
す
る
の
は
い
け
な
い
。

　

つ
ま
り
、
生
徒
は
一
生
懸
命
に
先

生
の
言
う
事
を
聞
い
て
、
正
し
く
理

解
し
て
、
そ
れ
を
確
り
と
覚
え
て
、

自
分
の
意
見
を
混
ぜ
な
い
で
、
次
の

世
代
に
伝
え
る
と
、
世
代
か
ら
世
代

へ
、
伝
統
の
流
れ
が
上
手
く
行
く
。

一
般
的
に
言
う
と
、
こ
の
教
え
方
は

丁
度
、
数
学
と
自
然
科
学
の
教
え
方

哲
学
サ
ロ
ン

：

語
り
合
い
と
相
互
主
観
性

イ
ー
エ
ン
・
メ
ギ
ー
ル

（Ian　

M
egill

）
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に
相
応
し
い
。
今
ま
で
の
科
学
の
伝

統
が
有
っ
て
、
生
徒
が
一
先
ず
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
受
け
る
。
後
に
、
実
験

に
よ
っ
て
、
デ
ー
タ
が
増
え
て
も
、

そ
の
科
学
の
根
本
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム

に
は
、
飛
躍
的
な
変
わ
り
が
滅
多
に

な
い
。
生
徒
は
先
生
の
教
え
て
い
る

事
に
討
論
す
る
な
ら
、
授
業
が
始
ま

ら
な
い
。
先
生
は
二
た
す
二
は
四
、

水
はH

2 O

で
あ
る
と
教
え
た
ら
、

生
徒
は
そ
れ
に
つ
い
て
言
う
こ
と
は

先
ず
な
い
。
そ
の
ま
ま
承
知
す
る
だ

け
が
生
徒
の
役
割
で
、
習
う
と
い
う

の
は
言
わ
れ
た
事
を
、
そ
の
ま
ま
確

り
と
覚
え
る
だ
け
。

　

さ
て
、
も
う
一
つ
の
人
と
の
学
習

法
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

弁
証
型

：

先
ず
最
初
に
、
先
生
と

生
徒
の
立
場
は
、
前
の
伝
受
型
の
習

い
方
と
違
っ
て
、
上
下
関
係
で
は
な

く
て
、
イ
コ
ー
ル
と
な
る
。
極
端
に

い
え
ば
、
先
生
と
生
徒
と
い
う
立
場

は
最
初
か
ら
無
い
。
そ
れ
と
も
、
二

人
と
も
は
先
生
で
、
二
人
と
も
生
徒

で
あ
る
。
併
し
、
そ
う
い
う
状
態
の

中
で
、
授
業
が
ど
う
や
っ
て
進
む
か
。

そ
の
カ
ギ
は
二
人
と
も
は
、
知
っ
て

い
る
事
と
知
ら
な
い
事
が
ど
ち
ら
も

い
っ
ぱ
い
有
る
。
但
し
、
一
人
の
分

か
ら
な
い
事
は
、
も
う
一
人
は
分
か
っ

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
先
ず
、
お

互
い
の
知
識
を
補
う
こ
と
は
出
来
る
。

　

で
も
、
さ
ら
に
素
晴
ら
し
い

事
も
あ
る
。
二
人
の
語
り
合
い 

dialogue/dialektike 

に
よ
っ
て
、

二
人
と
も
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
事

が
発
見
で
き
る
。
今
ま
で
の
伝
統
に

存
在
し
な
か
っ
た
事
が
、
二
人
の
語

り
合
い
／
弁
証
法
に
よ
っ
て
現
わ
れ

て
く
る
。
自
分
の
意
見
を
主
張
し
な

が
ら
、
そ
の
意
見
を
発
展
さ
せ
る
。

相
手
が
私
の
言
う
事
を
聞
い
て
く
れ

て
い
る
お
陰
で
、
私
が
私
を
発
見
し

て
い
く
。
激
し
い
討
論
の
中
で
も
、

相
手
の
個
に
よ
っ
て
こ
そ
、
私
は
個

と
な
っ
て
、
個
と
し
て
成
長
す
る
。

相
手
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
は
な

い
か
。

　

こ
の
弁
証
型
学
習
法
に
も
、
大
事

な
条
件
が
有
り
ま
す
。
前
に
述
べ
た

様
に
、
二
人
の
イ
コ
ー
ル
な
立
場
は

基
本
的
な
条
件
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
語
り
合
い
は
必
ず
し
も
始
ま
ら
な

い
。
相
手
を
聞
く
耳
も
無
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
私
と
し
て
の
自
我
は
、
相

手
を
他
我
と
し
て
認
め
て
い
る
限

り
、
本
当
の
語
り
合
い
は
出
来
る
。

私
は
相
手
を
主
と
し
て
見
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
併
し
、
私
も
ま
た
主
で

あ
る
。
主
が
二
人
、
客
は
い
な
い
。

我
と
汝
の
状
態
の
中
で
私
達
の
語
り

合
い
が
進
む
。
そ
う
い
う
相
互
主
観

性
、
相
互
に
一
生
懸
命
に
聞
く
耳
、

相
互
に
正
直
に
向
く
顔
が
、
本
当
は

愛
の
態
度
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
知

れ
な
い
。

　

而
も
、
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、

若
し
そ
う
い
う
相
互
的
向
き
合
い
は

私
達
の
個
と
し
て
の
存
在
・
発
展
の

根
本
原
因
で
有
っ
て
、
私
達
の
本
当

の
語
り
合
い
と
新
し
い
発
見
の
必
要

条
件
で
も
有
る
な
ら
、
今
度
こ
う
い

う
風
に
表
現
す
る
の
は
許
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
愛
は
存
在
と
知
恵
の

必
要
条
件
で
あ
る
…
。

　

勿
論
、
前
の
伝
受
型
の
習
い
方
で

も
、
個
は
個
に
よ
っ
て
個
と
な
る
。

生
徒
が
一
生
懸
命
に
従
っ
て
も
、
思

わ
ず
、
間
違
え
る
事
が
多
い
。
正
し

く
伝
統
を
活
か
す
た
め
に
は
、
自
分

に
克
つ
必
要
が
あ
る
。生
徒
の
個
が
、

伝
統
と
い
う
動
か
し
難
い
個
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
、
成
長
す
る
。
止
揚
を

果
た
す
弁
証
法
は
生
徒
と
先
生
と
の

間
だ
け
で
は
な
く
、
寧
ろ
生
徒
と
伝

統
そ
の
者
と
の
直
接
的
な
ぶ
つ
か
り

合
い
で
あ
る
。

　

併
し
、
僕
は
文
系
に
所
属
す
る
西

洋
人
で
、
や
は
り
弁
証
型
の
習
い
方

に
慣
れ
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、

そ
の
方
が
好
き
。
そ
れ
故
、
初
め
て

の
西
田
哲
学
学
会
で
も
、
読
書
会
で

は
な
く
、
敢
え
て
哲
学
サ
ロ
ン
に
参

加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
丁
度
僕
の

抱
い
て
い
た
希
望
に
応
え
て
、
哲
学

サ
ロ
ン
に
て
の
私
達
の
語
り
合
い
は

大
い
に
僕
の
哲
学
的
成
長
を
促
し
て

く
れ
た
。心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 　
「
西
田
哲
学
雑
感
」

 
 

三 

宅 　

浩　

　

か
ほ
く
市
に
あ
る
西
田
哲
学
館

を
、「
夏
期
哲
学
講
座
」
や
他
の
用

事
で
訪
ね
る
た
び
ご
と
に
、
こ
の
建

物
の
立
地
状
況
や
構
造
に
私
は
圧
倒

さ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
建
て
て
く

だ
さ
い
と
ば
か
り
に
、
そ
の
丘
の
眼

下
に
は
な
だ
ら
か
な
山
並
み
を
背
景

と
し
な
が
ら
、
か
ほ
く
市
の
に
ぎ
に

ぎ
し
く
も
穏
や
か
な
風
景
が
広
が
っ

て
い
る
。
春
ま
だ
浅
い
時
季
に
は
、

は
る
か
に
立
山
連
峰
や
白
山
が
流
麗

な
白
い
山
肌
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

梅
雨
に
入
れ
ば
、
霞
の
移
ろ
い
が
時

間
の
流
れ
を
際
立
た
せ
る
。
そ
う
し

た
立
地
状
況
の
も
と
で
、
整
然
と
し

た
外
観
と
は
裏
腹
に
、
建
物
の
内
部

は
か
な
り
複
雑
な
構
造
を
し
て
い

る
。
ま
ず
、
こ
の
建
物
の
ホ
ー
ル
は

地
下
に
あ
る
。
西
田
、
お
よ
び
西
田

哲
学
に
関
す
る
展
示
場
に
示
さ
れ
て

い
る
順
路
は
、
正
し
い
方
向
を
決
し

て
示
さ
な
い
。
建
物
に
お
け
る
位
置

案
内
の
表
示
も
、
何
か
怪
し
い
。
一

階
の
入
口
か
ら
地
下
の
男
子
ト
イ
レ

に
行
こ
う
と
し
て
も
、
降
り
る
螺
旋

状
の
階
段
を
進
む
方
向
を
間
違
え
る

と
、
同
じ
階
段
を
先
に
行
く
振
り

返
っ
た
若
い
女
性
か
ら
不
審
な
顔
を

さ
れ
て
し
ま
う
、
等
々
。
私
は
圧
倒

さ
れ
て
し
ま
う
。
建
物
の
外
観
と
内

部
構
造
の
関
係
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の

建
物
そ
の
も
の
が
、
そ
う
し
た
意
味

で
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
を
地

で
行
く
も
の
だ
と
納
得
し
て
い
る
の

は
、
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
ど
こ
ま
で
も
興
味
が
尽
き

ず
、
何
度
来
館
し
て
も
飽
き
る
こ
と

が
な
い
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
こ
れ

も
安
藤
忠
雄
先
生
の
ヒ
ュ
ー
モ
ア
・

セ
ン
ス
の
お
か
げ
な
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
魅
力
は
西
田
哲
学
に
も
通

じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

も
、
き
っ
と
私
一
人
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　

西
田
哲
学
は
そ
の
独
創
性
ゆ
え

に
、
い
か
な
る
事
由
に
よ
る
と
し
て

も
ひ
と
た
び
哲
学
を
学
ぼ
う
と
す
る

人
に
対
し
て
、
独
特
の
磁
力
を
発
し

て
い
る
。
も
は
や
理
屈
で
は
な
く
、

『
善
の
研
究
』
の
テ
キ
ス
ト
が
放
つ

精
妙
に
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
も
の
に
魅

了
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
ひ
と
た

び
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
西
田
哲
学

特
有
の
果
て
し
な
く
大
き
な
思
索
の

渦
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の

底
知
れ
な
さ
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
も
す
れ
ば
自
分
の
居
場
所
を
と
ら

え
る
こ
と
さ
え
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ

て
し
ま
う
自
分
に
気
づ
い
て
愕
然
と

す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
ろ
う
。

言
う
な
れ
ば
、
西
田
哲
学
の
麗
し
い

外
観
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
内
部
構
造

の
複
雑
さ
に
辟
易
し
て
、
ま
た
も
や

「
私
は
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う

事
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
人
々
も
少
な

く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と

が
ま
た
、
あ
る
意
味
で
自
分
イ
ジ
メ

的
な
志
向
に
繋
が
る
と
言
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
た
ま
ら
な
い
西
田

哲
学
の
魅
力
を
示
し
て
い
る
。

　

西
田
哲
学
館
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ

の
好
奇
心
を
そ
そ
る
も
の
は
、
西
田
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波
の
内
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
日
常
的
な
波
が

突
き
崩
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
日
常
を
支
え
る
「
音
楽
的
な

も
の
」
は
、
作
用
し
え
な
く
な
る
。

そ
の
と
き
人
の
心
は
張
り
裂
け
て
し

ま
う
、
と
い
う
事
態
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

心
を
痛
め
て
い
る
人
が
少
な
く
な

い
時
代
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え「
癒
し
」

を
求
め
る
気
風
も
あ
る
。
し
か
し
五

感
の
内
に
そ
れ
を
求
め
て
も
、
一
時

的
な
効
果
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
喜
怒
哀
楽
の
情
を
越
え
た
と

こ
ろ
に
心
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
響
い
て
く
る
、
よ
り
「
根

源
的
な
音
楽
」
を
と
ら
え
る
た
め
に
、

心
を
無
に
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る

べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
あ
ふ

れ
、
流
れ
て
い
る
精
妙
な
音
楽
に
触

れ
る
と
き
、
ま
こ
と
に
「
私
は
圧
倒

さ
れ
る
」
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に

個
が
個
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る

契
機
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
西
田
哲

学
を
め
ぐ
っ
て
人
間
の
文
化
に
資
す

る
「
音
楽
的
な
も
の
」
の
浅
か
ら
ぬ

意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

引
用
文
献　

西
田
幾
多
郎
、
三
木 

清
『
師
弟
問
答 

西
田
哲
学
』（
書
肆

心
水
、
二
〇
〇
七
）、
十
一
頁
。

催
に
あ
わ
せ
て
、
二
〇
〇
七
年
七
月

二
十
一
日
、
獨
協
大
学
に
て
理
事
会
が

開
催
さ
れ
た
。
出
席
者
・
議
決
権
行
使

者
は
十
五
人
で
あ
っ
た
。
議
題
・
報
告

事
項
は
以
下
の
通
り
。

1　

第
六
会
年
次
大
会
に
つ
い
て
。

　

 　

平
成
二
十
年
七
月
二
十
六
日

（
土
）、
二
十
七
日
（
日
）
に
石
川
県

西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
（
石
川
県

か
ほ
く
市
）
に
て
開
催
す
る
こ
と
が

了
承
さ
れ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い

て
は
今
後
検
討
を
進
め
て
い
く
。

2　

二
〇
〇
六
年
度
会
計
報
告

　

 　

会
計
報
告
な
ら
び
に
会
計
監
査
報

告
が
提
示
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。

3　

編
集
委
員
会
報
告

　

 　

「
会
報
」
な
ら
び
に
「
年
報
」
の

構
成
原
案
・
発
行
計
画
に
つ
い
て
報

告
が
な
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。

4　

西
田
哲
学
研
究
基
金
に
つ
い
て

　

 　

西
田
哲
学
研
究
基
金
運
営
委
員
会

よ
り
選
考
結
果
が
報
告
さ
れ
、
白
井

雅
人
氏
、
ブ
レ
ッ
ト
・
デ
ー
ビ
ス
氏

の
二
名
に
研
究
助
成
金
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
応
募
者
の

推
薦
を
理
事
各
位
に
求
め
る
と
と
も

に
、
応
募
要
領
に
つ
い
て
は
別
途
発

表
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

5　

研
究
発
表
の
応
募
に
つ
い
て

　

 　

海
外
在
住
の
会
員
や
外
国
語
を
母

語
と
す
る
会
員
に
も
発
表
の
応
募
を

広
く
促
し
て
い
く
と
の
方
針
が
確
認

さ
れ
た
。

6　

次
回
理
事
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

 　

二
〇
〇
七
年
十
一
月
初
旬
に
東
京

に
て
開
催
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。

西
田
哲
学
研
究
会
の
ご
案
内

・
西
田
哲
学
研
究
会
［
於
東
京
］

　

西
田
哲
学
研
究
会
は
、
日
本
大
学
大

学
院
に
籍
を
お
く
社
会
人
学
生
達
が
卒

業
後
も
更
に
研
究
の
場
を
持
ち
、
研
究

を
続
け
た
い
と
の
願
い
か
ら
、
八
年
前

に
発
足
し
ま
し
た
。
主
な
活
動
は
読
書

会
の
開
催
と
機
関
誌
『
場
所
』
の
発
行

で
す
。

　

読
書
会
は
小
坂
国
継
先
生
に
ご
指
導

を
お
願
い
し
、
西
田
幾
多
郎
の
論
文
を

逐
次
、
輪
読
し
て
い
ま
す
。
当
初
の
読

書
会
は
社
会
人
学
生
が
中
心
で
し
た

が
、
現
在
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
の

哲
学
研
究
者
の
集
ま
り
と
な
り
ま
し

た
。
教
育
、
医
療
、
宗
教
、
芸
術
、
心

理
、
福
祉
、
経
済
、
文
学
な
ど
の
諸
分

野
の
方
達
で
す
。
哲
学
は
全
て
の
学
問

の
根
本
と
い
わ
れ
る
様
に
、
各
会
員
は
、

社
会
の
様
々
の
分
野
に
お
け
る
様
々
な

問
題
意
識
か
ら
、
哲
学
的
思
索
へ
と
誘

わ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
月
一
回

の
読
書
会
は
参
加
費
無
料
で
、
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の

来
会
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

研
究
発
表
の
場
と
し
て
機
関
紙
『
場

所
』
を
発
行
し
て
い
ま
す
。『
場
所
』

の
中
に
は
西
田
哲
学
と
直
接
、
関
わ
ら

な
い
論
文
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
哲
学

の
内
包
し
て
い
る
豊
か
な
可
能
性
ゆ
え

と
捉
え
て
い
ま
す
。『
場
所
』
各
号
の

色
は
日
本
の
色
、
和
の
色
を
用
い
、
表

紙
に
目
次
を
載
せ
て
い
ま
す
。
主
な
大

学
の
教
室
あ
る
い
は
図
書
館
に
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
お
読
み
頂
け
れ
ば
幸

哲
学
の
特
徴
を
暗
示
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
つ
ま
り
両
者
は
と
も
に
い

わ
ゆ
る
微
妙
な
調
和
の
内
に
あ
り
、

と
も
に
響
き
合
っ
て
い
る
。
そ
う
し

た
両
者
の
共
振
す
る
軌
道
上
に
は
、

実
に
精
妙
な
調
べ
が
溢
れ
て
い
る
。

西
田
先
生
は
三
木
清
と
の
対
談
の
冒

頭
で
、
三
木
に
日
本
文
化
の
根
本
的

な
特
徴
と
は
な
に
か
と
問
わ
れ
て
、

西
田
先
生
は
「
ギ
リ
シ
ア
人
は
彫
塑

的
だ
が
、
日
本
人
は
音
楽
的
な
と
こ

ろ
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
ま
た
同
対
談

録
の
他
の
箇
所
で
も
、「
音
楽
的
」

と
い
う
こ
と
の
文
化
的
な
重
要
性
を

示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
さ
に
「
音

楽
的
」
な
響
き
合
い
が
西
田
哲
学
と

西
田
哲
学
館
の
あ
い
だ
に
あ
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
も
「
音

楽
的
な
も
の
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
次
第
を
た
ど
っ

て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
い
わ
ゆ
る
「
気
分
」

の
中
で
営
ま
れ
て
い
る
。「
気
分
」
は

一
種
絶
え
ず
動
く
波
で
あ
る
と
と
ら

え
ら
れ
る
。「
気
分
」
は
、
そ
れ
自
身

が
波
長
を
持
っ
て
動
い
て
い
る
の
だ

か
ら
「
音
楽
的
な
も
の
」
だ
と
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は

そ
う
し
た
「
音
楽
的
な
も
の
」
に
つ

ね
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
れ
わ

れ
の
「
気
分
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
波

に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活

は
形
成
さ
れ
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
が

持
つ
喜
怒
哀
楽
の
情
は
、
そ
う
し
た

総

会

報

告

　

第
五
回
年
次
大
会
の
総
会
は
、
二
日

目
の
七
月
二
十
二
（
日
）、
午
後
一
時

四
〇
分
よ
り
メ
イ
ン
会
場
で
あ
る
小
講

堂
で
行
わ
れ
た
。
出
席
者
は
約
六
〇
名
、

司
会
進
行
は
、
理
事
の
秋
富
が
担
当
し

た
。

　

ま
ず
、
大
熊
理
事
か
ら
二
〇
〇
六
年

度
会
計
報
告
お
よ
び
会
計
監
査
報
告
が

行
わ
れ
、
出
席
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
。
次
年
度
へ
の
繰
越
額
も
増
え
健
全

な
財
政
状
態
で
は
あ
る
が
、
若
干
の
会

費
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
場
を
お

借
り
し
て
納
入
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
た
い
。

　

つ
い
で
、岡
田
編
集
委
員
長
よ
り
『
西

田
哲
学
会
報
』
と
『
西
田
哲
学
会
年
報
』

各
第
四
号
の
刊
行
、
お
よ
び
今
後
の
編

集
計
画
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
。

特
に
会
報
は
全
会
員
の
声
を
反
映
で
き

る
媒
体
で
あ
る
の
で
、
幅
広
く
原
稿
を

募
り
た
い
旨
、
編
集
委
員
長
か
ら
の
呼

び
か
け
が
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
来
年
度
の
大
会
が
、
平
成

二

十

年

七

月

二

十

六

日
（

土

）、

二
十
七
日
（
日
）
の
二
日
間
、
石
川
県

西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
で
開
催
さ
れ

る
こ
と
が
、
秋
富
よ
り
報
告
さ
れ
、
総

会
は
終
了
し
た
。
な
お
、
総
会
は
、
学

会
員
が
公
的
に
意
見
交
換
で
き
る
唯
一

の
場
で
あ
る
の
で
、
積
極
的
な
意
見
や

提
案
を
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

（
文
責　

秋
富
）　

理
事
会
報
告

　

西
田
哲
学
会
第
五
会
年
次
大
会
の
開
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い
で
す
。
ま
た
特
別
寄
稿
と
し
て
、
小

野
寺
功
、
鈴
木
亨
、
竹
村
牧
男
、
浅
見

洋
、
田
中
久
文
、
小
坂
国
継
等
、
諸
先

生
の
論
文
を
既
刊
号
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。
各
先
生
方
に
は
、
西
田
哲
学
研
究

会
の
活
動
の
趣
旨
を
よ
く
ご
理
解
い
た

だ
い
た
上
、
玉
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
き

感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
当
研
究
会
に
関
心
の
あ
る
方

は
左
記
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

〒
一
六
七―

〇
〇
五
一

　

東
京
都
杉
並
区
荻
窪

四―

二
五―

一
一―

七
〇
一

　

西
田
哲
学
研
究
会
事
務
局

　

nishidaphi@
m

x9.ttcn.ne.jp

　
　・

西
田
哲
学
研
究
会
［
於
京
都
］

　

西
田
哲
学
会
創
設
の
記
事
を
新
聞
紙

上
に
見
つ
け
た
時
は
驚
き
ま
し
た
。
一

般
に
も
参
加
を
呼
び
か
け
て
あ
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
し
て
西
田
哲
学
が
東
洋
と

西
洋
の
思
想
を
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
独

自
の
思
索
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
る
と
、
雲
の
上
に
放
置

し
て
い
た
哲
学
の
高
い
高
い
ハ
ー
ド
ル

が
、
急
に
す
う
ー
っ
と
降
り
て
き
た
ら

し
く
（
⁉
）、
い
つ
の
ま
に
か
京
大
会

館
で
の
研
究
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

斬
新
な
哲
学
の
風
に
吹
か
れ
な
が
ら

深
く
呼
吸
が
で
き
る
場
所
を
与
え
ら

れ
、
と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
研
究
会
は
故
西
谷
啓
治
先
生
を
中

心
に
四
十
年
以
上
も
前
に
始
ま
っ
た
由

緒
あ
る
も
の
で
あ
る
そ
う
で
す
。
年
に

四
回
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
も
あ
り
が
た

く
、
西
田
哲
学
の
懐
の
深
さ
を
感
じ
ま

す
。

　

私
の
専
門
は
臨
床
心
理
学
で
す
。
ユ

ン
グ
心
理
学
と
東
洋
思
想
と
い
う
大
き

な
柱
の
間
に
立
た
さ
れ
長
ら
く
途
方
に

く
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
迷
い
に

対
す
る
道
し
る
べ
す
ら
、
西
田
哲
学
は

当
然
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
の
に
気
づ

き
ま
し
た
。
時
空
を
超
え
、
難
解
と
い

う
ベ
ー
ル
や
表
層
的
な
専
門
分
野
の
相

違
な
ど
容
易
に
突
き
抜
け
て
脳
裏
に
飛

び
込
ん
で
く
る
西
田
哲
学
の
光
は
、
ま

る
で
埋
蔵
経
の
よ
う
で
す
。

　

た
だ
私
の
場
合
は―

一
万
メ
ー
ト
ル

上
空
か
ら
降
り
て
き
た
ハ
ー
ド
ル
の
こ

と
で
す
が―

、
考
え
る
次
元
が
低
す
ぎ

ま
す
と
、
み
な
さ
ん
の
足
手
ま
と
い
に

な
り
ま
す
か
ら
、
百
尺
に
近
づ
け
る
努

力
を
自
ら
に
課
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い

こ
と
を
こ
こ
に
宣
言
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

な
お
お
問
い
合
わ
せ
は
、
大
谷
大
学

教
授
築
山
修
道
先
生
の
も
と
へ
。

（
森
下
温
美
）

「
日
本
の
哲
学
思
想
の
可
能
性
」

　

日
本
の
哲
学
思
想
が
、
他
の
伝
統
の

下
に
立
つ
哲
学
思
想
や
現
代
日
本
・
現

代
世
界
に
対
し
て
有
し
う
る
意
義
と
可

能
性
に
つ
い
て
、
国
学
、
和
辻
倫
理
学
、

九
鬼
哲
学
、
西
田
哲
学
な
ど
を
手
が
か

り
と
し
て
議
論
す
る
催
し
で
す
。
自
由

参
加
（
無
料
）
で
す
の
で
ど
な
た
さ
ま

も
ふ
る
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

日 

時　

二
〇
〇
七
年
十
一
月
十
日
（
土
）

午
後
三
時
よ
り
午
後
五
時
三
十
分
ま

で
場 

所　

立
正
大
学
大
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

パ 

ネ
ラ
ー

：

野
崎
守
英
氏
、
坂
部
恵
氏
、

大
橋
良
介
氏
。

司 

会　

板
橋
勇
仁
氏
。

問 

い
合
わ
せ
先

：

哲
学
科
事
務
室
（
文

学
部
共
同
研
究
室
内
）
TEL 

FAX 

〇
三

（
五
四
八
七
）
三
三
八
一

　

月
・
水
・
金
の
各
曜
日
午
後
が
連
絡

可
能
な
時
間
帯
で
す
。

　

第
一
回
の
西
田
哲
学
研
究
基
金
交
付

と
し
て
、
昨
二
〇
〇
六
年
度
は
、
三
人

の
応
募
者
の
な
か
か
ら
、
慎
重
審
査

の
結
果
、
下
記
の
二
名
に
そ
れ
ぞ
れ

三
十
万
円
を
交
付
し
ま
し
た
。

白
井
雅
人
氏
（
上
智
大
学
大
学
院
博
士

後
期
課
程
在
籍
中
）

研
究
計
画

：

「
特
に
「
弁
証
法
的
一
般

者
と
し
て
の
世
界
」
以
降
の
後
期
西
田

哲
学
に
つ
い
て
の
研
究
」 

ブ
レ
ッ
ト
・
デ
ー
ビ
ス
氏
（A

ssistant 

渾
身
口
に
以
っ
て
虚
空
に
掛
り
、

東
西
南
北
の
風
を
問
は
ず
、

一
等
他
と
般
若
を
談
ず
。

滴ち
ん
ち
ろ
り
ん
ち
ん
ち
ろ
り
ん

丁
東
了
滴
丁
東
。

　
　
　

―

如
浄
の
風
鈴
頌
よ
り―

立
正
大
学
哲
学
科

　
　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
西
田
哲
学
研
究
基
金
」

に
つ
い
て

編
集
後
記

　
「
会
報
第
五
号
」、
無
事
お
届
け
で

き
る
こ
と
を
、編
集
委
員
の
田
中
裕
・

森
哲
郎
と
も
ど
も
、
関
係
者
各
位
に

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
号
の
ペ
ー

ジ
数
は
、
従
来
の
四
ペ
ー
ジ
か
ら
六

ペ
ー
ジ
に
増
加
し
て
い
ま
す
。「
会

報
」
は
情
報
交
換
、「
年
報
」
は
研

究
発
表
の
場
に
と
い
う
の
が
、
基
本

的
な
編
集
方
針
で
す
。
し
か
し
、「
年

報
」
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
西
田
哲

学
に
ふ
れ
る
「
会
報
」
へ
と
、
少
し

舵
を
向
け
た
結
果
、
増
ペ
ー
ジ
と

な
っ
た
次
第
で
す
。

　

特
別
寄
稿
を
お
願
い
し
た
海
邊
忠

治
氏
は
相
愛
大
学
名
誉
教
授
で
九
十

歳
に
お
な
り
で
す
。
イ
ー
エ
ン
・
メ

ギ
ー
ル
氏
は
新
潟
大
学
で
英
語
を
教

え
て
お
ら
れ
ま
す
。
三
宅
浩
氏
は
古

く
か
ら
の
宇
ノ
気
の
夏
季
哲
学
講
座

参
加
者
で
す
。
東
京
の
研
究
会
案
内

は
島
田
洋
子
氏
に
お
願
い
し
ま
し

た
。
京
都
の
研
究
会
参
加
者
の
森
下

温
美
氏
は
臨
床
心
理
士
と
し
て
研
究

活
動
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

編
集
後
改
め
て
通
読
し
て
、「
又

被
風
吹
別
調
中
（
ま
た
風
に
別
調

の
中
に
吹
か
る
）」
と
い
う
読
後
感

を
持
ち
ま
し
た
。
さ
ら
に
先
日
訪

れ
た
仙
厓
（
臨
済
宗
古
月
派
、
博

多
の
聖
福
寺
住
職
、
一
七
五
〇
～

一
八
三
七
）の「
回
顧
展
」で
見
た「
直

指
人
心　

見
性
成
仏　

更
問
如
何　

南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
か
れ
た
掛
け

軸
（
右
隅
に
は
、「
達
磨
忌
や  

尻

の
ね
ふ
と
か　

痛
と
御
坐
る
」
と
あ

る
）
も
し
ら
ず
し
ら
ず
思
い
浮
か
び

ま
し
た
。
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た

方
々
に
感
謝
で
す
。

　
「
年
報
」
の
公
募
論
文
へ
の
多
数

の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（
編
集
委
員
長　

岡
田
勝
明
）　

P
rofessor, L

oyola C
ollege in 

M
aryland

）

研
究
計
画
：
“Con

tin
en

tal an
d 

Japanese Philosophy
:com

parative 
A

pproaches to the K
yoto School

”

　

今
年
二
〇
〇
七
年
度
の
交
付
基
金
を

公
募
し
ま
す
。
一
件
に
つ
き
三
十
万
円

か
ら
五
十
万
円
で
、
数
件
の
採
択
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
審
査
結
果
は
、
西
田

哲
学
会
の
『
年
報
』
に
報
告
し
ま
す
。

応
募
要
領
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

提
出
書
類

（
ⅰ
）
履
歴
書

（
ⅱ
）
研
究
計
画

（
ⅲ
） 

提
出
先
・
郵
便
番
号
六
〇
六―

八
五
〇
一　

京
都
市
左
京
区
吉

田
本
町
、
京
都
大
学
文
学
研
究

科
、
気
多
雅
子
研
究
室

（
ⅳ
） 

締
め
切
り
・
二
〇
〇
八
年
四
月

十
五
日
必
着

備
考
・
二
年
以
内
に
、
研
究
成
果
報
告

を
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
報
告
形
態
は
、
刊
行
物
の
コ

ピ
ー
、
抜
き
刷
り
、
あ
る
い
は
四
千
字

程
度
の
報
告
文
書
と
し
、
提
出
先
は
上

記
の
気
多
研
究
室
と
し
ま
す
。

西
田
哲
学
研
究
基
金
委
員
会

　

二
〇
〇
七
年
度
代
表　

松
丸
壽
雄

　

『
年
報
』
巻
末
の
応
募
要
領
に
し
た

が
っ
て
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。
た
く
さ
ん

の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
次
号
第
五
号
掲
載
分
は
、

二
〇
〇
八
年
二
月
末
を
も
っ
て
締
め
切

り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『
西
田
哲
学
会
年
報
』
掲
載

論
文
の
公
募
に
つ
い
て西田哲学会のURL　http://www.nishida-philosophy.org

事務局のメールアドレス　info@nishida-philosophy.org
編集委員岡田のメールアドレス　okada@himeji-du.ac.jp


