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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
質
疑
応
答

司
会
（
尾
崎
先
生
）：
そ
れ
で
は
定
刻
と
な
り
ま
し
た
の
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
本
日
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
圭
室
先
生
・
田
中
先
生
・
秋
津
先
生
・
武
井
先
生
に
お
願
い
し
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
壇
上
に
上
が
っ
て
い
た
だ
き
、
外
部
の
皆
様
方
の
ご
質
問
へ
の
回
答
も
含
め
、
本
発
表
に
対
し
て
改
め
て
御
意
見
、
御
考
察

を
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
、
各
先
生
方
に
は
、
時
間
の
関
係
で
言
い
足
り
な
か
っ
た
こ
と
、
ほ
か
の
先
生
の
ご
発
表
も
伺

っ
た
上
で
の
御
意
見
な
ど
を
、
一
言
ず
つ
賜
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
最
初
に
圭
室
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

圭
室
先
生
：
そ
れ
で
は
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
一
七
七
二
年
に
開
山
瑩
山
禅
師
の
国
師
号
を
取
り
ま
す
。
そ
の
国
師
号
を
取
る
こ
と
に
よ

っ
て
總
持
寺
の
権
威
を
永
平
寺
よ
り
高
い
も
の
に
し
、
永
平
寺
の
住
職
は
天
皇
か
ら
勅
賜
禅
師
号
を
も
ら
う
だ
け
で
す
が
、
国
師
号
と

い
う
の
は
そ
れ
よ
り
も
う
一
つ
上
の
位
で
す
。
總
持
寺
が
何
故
そ
ん
な
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
転
衣
の
収
入
を

増
や
す
た
め
で
す
。
転
衣
二
百
人
分
で
約
一
億
円
に
な
り
ま
す
。
そ
の
一
億
円
が
年
間
の
總
持
寺
の
収
入
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
總
持

寺
の
収
入
の
九
十
一
％
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
増
や
す
こ
と
が
大
変
重
要
な
こ
と
で
し
た
。
一
方
、
永
平
寺
は
寺
領
が
七
十
石
で
す
。
石

高
も
總
持
寺
の
四
百
石
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
低
い
の
で
永
平
寺
と
し
て
も
転
衣
の
数
を
増
や
さ
な
い
と
経
営
が
で
き
な
い
状
況
で
し

た
。
こ
の
た
め
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
永
平
寺
と
總
持
寺
は
そ
の
転
衣
の
数
を
競
争
し
て
取
り
合
う
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
本
末
制
度

か
ら
言
う
と
總
持
寺
末
寺
が
九
十
五
％
の
た
め
、
当
然
そ
の
数
を
取
れ
る
こ
と
で
当
時
の
経
営
は
安
定
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
こ
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の
火
災
の
前
の
年
に
總
持
寺
は
い
ろ
ん
な
今
ま
で
の
借
財
を
可
能
な
限
り
返
済
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
末
寺
に
対
し
て
年
間
、
今
の
お

金
に
す
る
と
約
五
千
円
ず
つ
拠
出
さ
せ
て
ほ
し
い
と
言
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
を
続
け
て
い
け
ば
借
財
は
全
部
返
せ
る
と
い
う
こ
と
を

寺
社
奉
行
に
訴
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
関
三
刹
が
間
に
入
っ
て
潰
し
ま
す
。
で
は
な
ぜ
関
三
刹
が
潰
し
た
と
言
い
ま
す
と
、
江
戸
時
代
の

永
平
寺
の
住
職
は
一
六
六
〇
年
か
ら
明
治
元
年
ま
で
の
約
二
百
二
十
年
間
は
總
持
寺
妙
高
庵
の
通
幻
派
の
末
寺
で
す
。
そ
の
住
職
が
交

替
で
永
平
寺
の
住
職
を
し
て
い
ま
し
た
。
総
持
寺
の
末
寺
の
住
職
が
永
平
寺
の
住
職
に
次
々
に
な
っ
て
い
る
の
は
大
変
矛
盾
が
あ
り
ま

す
。
曹
洞
宗
の
場
合
に
は
他
の
宗
派
と
少
々
異
な
る
の
は
関
三
刹
と
い
う
の
が
両
本
山
よ
り
非
常
に
強
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
関
三
刹
は
寺
社
奉
行
の
下
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
関
三
刹
は
幕
府
か
ら
朱
印
地
を
百
石
ず
つ
も
ら

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
永
平
寺
も
總
持
寺
も
幕
府
か
ら
朱
印
地
は
も
ら
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
朱
印
地
を
も
ら
う
と
ど
う
な
る
か
と
い
い

ま
す
と
幕
府
で
い
ろ
ん
な
行
事
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
が
参
加
す
る
と
本
山
よ
り
将
軍
に
近
い
地
位
に
関
三
刹
が
参
加
す

る
の
で
す
。
こ
れ
は
寺
社
奉
行
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
た
め
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
関
三
刹
が
非
常
に
力
を
持
っ
た
と
こ
ろ
永
平
寺
の

住
職
を
交
代
で
関
三
刹
が
や
る
と
い
う
こ
と
自
分
達
が
決
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
常
に
永
平
寺
と
總
持
寺
が
対
立
す
る
時
に

は
関
三
刹
が
永
平
寺
側
に
つ
く
た
め
、
總
持
寺
と
し
て
は
前
田
家
の
力
を
借
り
な
い
と
様
々
な
問
題
が
解
決
し
な
い
の
で
す
。
そ
の
転

衣
の
問
題
も
加
賀
の
前
田
家
に
お
願
い
し
前
田
家
の
力
で
寺
社
奉
行
の
条
件
を
変
更
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
結
果
十
年
ほ
ど
は
永
平
寺

の
方
は
転
衣
が
減
少
し
ま
す
。
そ
の
た
め
永
平
寺
は
経
営
が
苦
し
く
な
り
一
方
總
持
寺
は
条
件
が
よ
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
時
期
も
あ

り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
詳
し
く
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
そ
れ
を
追
加
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

司
会
：
圭
室
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
田
中
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

田
中
先
生
：
失
礼
し
ま
す
、
田
中
で
す
。
私
は
本
日
の
報
告
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
と
言
う
よ
り
も
私
自
身
の
興
味
関
心
を
先
に
述
べ
さ
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せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
近
年
寺
院
経
営
の
悪
化
に
言
及
す
る
書
籍
が
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
は
そ
う
し
た
現
象
は
、

現
代
の
み
に
表
出
す
る
現
象
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
観
察
す
る
と
、
何
度
も
こ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を

乗
り
越
え
て
今
日
の
寺
院
は
そ
の
地
域
の
中
核
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
今
日
は
、
群
馬
県
の
雙
林

寺
史
料
も
使
用
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
資
料
と
總
持
寺
祖
院
に
残
さ
れ
て
い
る
資
料
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
わ
か
る
の
か
と
言
う
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
の
受
け
止
め
が
い
か
が
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
の
ち
ほ

ど
お
寄
せ
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
簡
単
で
す
が
以
上
で
す
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
秋
津
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

秋
津
先
生
：
私
は
今
回
、
三
法
幢
地
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
例
え
ば
田
中
先
生
は
、
三
法
幢
地
で
は
な
い
寺
院
で

あ
る
、
法
地
や
平
僧
地
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
圭
室
先
生
は
勧
化
の
話
を
さ
れ
て
、
三
法
幢
地
は
恐
ら
く
あ
る
程
度
お
金
を
持
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
寺
格
の
寺
院
へ
優
先
し
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
よ
く
理
解
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
他
の
先
生
の
発
表
か
ら
自
身
の
発
表
の
内
容
に
対
し
て
も
色
々
な
示
唆
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
研
究
が
、
現
在
も
曹
洞
宗
の
制
度
史
の
中
心
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
が
未
だ
に
続
い
て
い
る
の
に
対

し
て
、
武
井
先
生
の
発
表
を
伺
っ
て
い
ま
す
と
、
寺
社
の
伝
奏
に
つ
い
て
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
、
道
正
庵
を
通
じ
た
単
線
的
な
経

路
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
複
線
的
な
経
路
が
あ
る
な
ど
も
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
總
持
寺
祖
院
資
料
を
使
い
な
が
ら
、

過
去
の
研
究
を
見
直
し
て
い
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
他
の
先
生
の
発
表
か
ら
も
改
め
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
方
に
何
か
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
際
に
ま
た
色
々
と
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
以
上
で
す
。
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司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
武
井
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

武
井
先
生
：
武
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
勅
願
所
と
い
う
、
か
な
り
ニ
ッ
チ
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
や
は
り
分
か
ら
な
い

こ
と
だ
ら
け
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
点
だ
け
付
け
加
え
て
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
お
配
り
し
た
資
料
の
四
ペ
ー

ジ
に
、
月
照
寺
と
秋
葉
寺
と
い
う
お
寺
が
新
た
に
勅
願
所
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
書
き
ま
し
た
が
、
月
照
寺
の
方
は
勅
願
所
に
な
っ

て
か
ら
、
お
よ
そ
四
、五
十
年
経
っ
た
後
に
、
曹
洞
宗
と
は
関
係
が
な
い
、
御
室
御
所
の
推
薦
を
受
け
て
長
日
の
勅
願
所
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
長
日
と
い
う
の
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
表
現
で
、
た
だ
の
勅
願
所
と
長
日
の
勅
願
所
の
具
体
的
な
違
い
も
あ
ま
り
は
っ
き
り

し
な
い
で
す
し
、
な
ぜ
御
室
御
所
か
ら
推
薦
さ
れ
て
い
る
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
詳
細
な
プ
ロ
セ
ス
が
分
か
ら
な

い
こ
と
だ
ら
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ま
だ
ま
だ
掘
り
尽
く
す
に
は
時
間
が
か
か
り
そ
う
な
テ
ー
マ
だ
と
個
人
的
に
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
自
分
自
身
が
、
曹
洞
宗
と
朝
廷
の
関
係
を
専
門
的
に
研
究
し
て
き
た
人
間
で
は
な
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
う
い
っ
た

と
こ
ろ
に
詳
し
い
方
が
い
れ
ば
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
変
励
み
に
な
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
会
場
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ご
視
聴
の
皆
様
か
ら
何
点
か
質
問
を
お
受
け
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
こ
こ
で
各
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
圭
室
先
生
へ
の
質
問
で
す
。
能
州
公
用
留
に
関
し
て
は
、
他
の
先
生
も
何
度
か
触
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
圭
室
先
生
も
発
表

の
最
後
に
触
れ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
も
う
少
し
詳
し
く
お
話
を
い
た
だ
き
た
い
と
言
う
点
と
、
そ
れ
を
実
際
に
刊
行
の
予
定

が
あ
る
の
で
す
か
と
言
う
質
問
も
あ
り
ま
し
た
。
能
州
公
用
留
に
つ
い
て
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
他
の
先
生
も
触
れ
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
も
う
少
し
ご
紹
介
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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圭
室
先
生
：
は
い
、
分
か
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
能
州
公
用
留
と
い
う
の
は
能
登
の
「
能
」
と
そ
し
て
普
通
の
九

州
の
「
州
」
い
う
字
で
す
。
能
登
の
国
の
公
用
留
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
總
持
寺
が
能
登
に
存
在
し
た
か
ら
そ

の
よ
う
な
名
前
な
の
で
す
。
こ
れ
は
要
す
る
に
幕
府
か
ら
ど
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
末
寺
か
ら
ど
の
よ
う
な
問
題
が

持
ち
込
ま
れ
た
か
、
主
に
本
末
関
係
や
住
職
が
亡
く
な
っ
た
時
に
そ
の
後
任
者
を
三
人
推
薦
し
ま
す
が
、
そ
の
中
で
様
々
な
紛
争
が
お

こ
り
ま
す
と
本
山
に
そ
れ
が
持
ち
込
ま
れ
る
と
言
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
内
容
に
つ
い
て
、
詳
し
く
、
元
旦
か
ら

大
晦
日
ま
で
書
き
綴
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
公
的
な
日
記
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
か
る
べ
き
担
当
の
人
が
毎
年
書
い
て
お
り
ま
す
。
な

ぜ
そ
れ
が
總
持
寺
に
古
い
の
が
残
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
お
お
よ
そ
五
院
輪
番
制
度
と
い
う
の
が
確
立
す
る
の
が
江
戸
時
代
の
初

期
な
の
で
す
。
輪
番
で
す
か
ら
、
末
寺
か
ら
毎
年
違
っ
た
人
が
上
が
っ
て
き
て
本
山
を
運
営
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
前
例
で

ど
ん
な
こ
と
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
全
く
分
か
ら
な
い
状
態
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
そ
の
毎
日
を
非
常
に
詳
し
く
公
的
な

日
記
と
し
て
書
い
て
お
か
な
い
と
次
の
年
の
住
職
が
様
子
が
わ
か
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
ほ
か
の
宗
派
に
は
な

い
の
で
す
が
、
永
平
寺
で
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
輪
番
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
輪
番
で
違

う
人
が
毎
年
交
代
し
て
住
職
に
な
っ
て
い
く
。
加
え
て
七
十
五
日
ず
つ
で
五
院
の
住
職
が
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、

様
々
な
情
報
を
き
ち
ん
と
揃
え
て
お
か
な
い
と
本
山
の
中
で
の
行
事
も
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
た
め
に
作
り
上
げ
た

も
の
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
村
の
總
持
寺
が
あ
る
門
前
村
の
様
子
も
詳
細
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
内
容
で
そ
れ
を
長

く
続
け
て
き
て
い
る
の
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
情
報
と
し
て
あ
り
が
た
い
わ
け
で
す
。
当
時
の
幕
府
か
ら
お
寺
に
出
し
た
法
令
な
ど
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
日
記
に
は
し
っ
か
り
と
書
き
写
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
わ
か
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
加
え
て
金
沢

藩
領
で
す
か
ら
前
田
家
の
法
令
も
出
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
も
日
記
を
通
じ
て
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
関
三
刹
と
い
う
の
は

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
が
寺
社
奉
行
の
下
に
組
織
さ
れ
て
曹
洞
宗
を
支
配
す
る
幕
府
側
の
窓
口
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
関
三
刹
の
記



― 94 ―

録
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
能
州
公
用
留
は
非
常
に
便
利
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
宗
派
は
記
録
す
る
必
要
が
逆
に
言

う
と
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人
の
住
職
が
ず
っ
と
繫
い
で
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
人
ま
た
は
そ
の
周
り
の
人
の
要
領
が
良
け
れ
ば
、
長
く
様

々
な
行
事
が
続
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
点
、
總
持
寺
の
場
合
に
は
、
他
の
宗
派
の
本
山
と
は
様
子
が
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
重
ね
て
の
質
問
で
す
が
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
一
六
四
〇
年
位
か
ら
幕
末
ま
で
の
二
百
五
十

年
間
と
言
う
こ
と
で
、
冊
数
は
三
百
を
超
え
る
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

圭
室
先
生
：
そ
う
で
す
ね
。
現
在
整
理
し
た
の
は
三
百
五
十
冊
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
ほ
か
の
宗
派
は
江
戸
時
代
の
中
期
ぐ
ら
い
の
元
禄
の

末
年
ぐ
ら
い
か
ら
の
日
記
は
多
く
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
極
め
て
断
片
的
な
形
で
あ
り
組
織
的
に
残
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
た
め
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
能
州
公
用
留
は
非
常
に
良
い
資
料
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
田
中
先
生
に
対
し
ま
し
て
、
同
じ
よ
う
な
趣
旨
に
な
り
ま
す
が
二
点
ご
ざ

い
ま
す
。
一
点
は
、
本
末
帳
は
寛
永
年
間
と
今
日
ご
発
表
い
た
だ
い
た
宝
永
年
間
、
さ
ら
に
延
享
と
続
く
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
書
式
や
記
載
内
容
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
ま
た
宝
永
年
間
の
場
合
は
、
事
例
で
上
げ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
地
域
に
よ
り
大
き

く
異
な
り
ま
す
が
、
私
の
記
憶
で
は
延
享
の
も
の
は
形
式
が
確
立
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
辺
の
違
い
が
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ

れ
か
ら
も
う
一
点
は
、
本
末
帳
は
曹
洞
宗
だ
け
で
は
な
く
て
各
宗
派
横
断
的
に
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
ご
質
問
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

本
末
帳
の
実
態
、
曹
洞
宗
の
実
情
、
そ
れ
か
ら
各
宗
派
の
江
戸
期
の
本
末
政
策
と
し
て
の
本
末
帳
と
い
う
、
二
点
お
答
え
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
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田
中
先
生
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
特
に
延
享
の
本
末
帳
と
宝
永
の
本
末
帳
を
比
較
す
る
と
分
か
り
や
す
い
か
と
思
い

ま
す
。
た
だ
今
尾
崎
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
七
四
〇
年
代
の
半
ば
に
で
き
た
延
享
の
本
末
帳
は
、
非
常
に
統
一
性
を
持

っ
て
記
述
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
延
享
の
本
末
帳
を
作
る
と
き
に
そ
れ
ぞ
れ
宗
派
、
あ
る
い
は
幕
府
か
ら
の

指
示
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
宗
派
内
で
雛
形
を
準
備
し
、
そ
の
雛
形
に
し
た
が
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
が
延
享
の
本
末
帳
に

な
り
ま
す
。
他
方
で
本
日
確
認
し
た
宝
永
の
本
末
帳
は
、
お
そ
ら
く
雛
形
を
提
示
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
僧
録
寺
院
に
対
し
て
、

と
に
か
く
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
あ
る
自
分
の
配
下
に
あ
る
寺
院
を
書
き
あ
げ
な
さ
い
と
い
う
指
示
だ
け
を
出
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま

す
。
要
す
る
に
、
雛
形
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
僧
録
寺
院
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
寺
院
を
記
載
し
て
い
ま
し
、
そ
れ
が
總
持
寺

祖
院
に
九
十
冊
集
ま
っ
た
「
宝
永
の
本
末
帳
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
点
、
他
宗
派
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
六
三
〇
年
代
半
ば
頃
の
成
立
の
「
寛
永
の
本

末
帳
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
で
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

宗
派
に
よ
っ
て
は
多
く
の
遺
漏
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
延
享
の
本
末
帳
に
関
し
て
は
、
私
が
特
に
確
認
し
た
宗
派
で
い
う

と
天
台
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
他
の
宗
派
に
関
し
て
も
、
ほ
ぼ
全
く
同
じ
時
期
に
本
末
帳
を
作
成
し
、
あ
る
い
は
分
限
帳
と
呼
ば
れ
る
寺

院
の
書
き
上
げ
を
残
し
て
い
ま
す
。
檀
家
が
何
軒
か
、
あ
る
い
は
そ
の
檀
家
か
ら
収
入
が
ど
の
程
度
で
あ
る
の
か
、
田
畑
の
所
持
耕
地

面
積
な
ど
を
記
し
た
も
の
を
作
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
宗
派
横
断
的
に
延
享
年
間
に
作
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
で
は
こ
の
宝
永
年
間
の
本
末
帳
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
や
は
り
他
宗
派
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
今
の
時
点
で
は
曹
洞
宗
の
宗
派
内
で
独
自
に
集
め
た
も
の
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
を
今
の
と
こ
ろ
は
推
測
し
て
い
ま
す
。

た
だ
こ
れ
は
結
論
で
は
な
い
と
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
に
な
り
ま
す
。

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
再
確
認
で
す
が
、
そ
う
考
え
る
と
宝
永
年
間
の
物
は
、
曹
洞
宗
が
独
自
に
何
ら
か
の
必
要
に
応
じ
て
、
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先
ほ
ど
か
ら
出
て
い
る
勧
化
な
ど
の
目
的
で
作
製
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仮
定
で
結
構
で
す
が
、
ど
の
様
に
考
え
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
か
。

田
中
先
生
：
当
時
の
人
に
聞
か
な
い
と
何
と
も
言
え
な
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
た
だ
今
の
と
こ
ろ
な
ぜ
宝
永
年
間
だ
っ

た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
答
え
は
今
私
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
ふ
う
に
申
し
上
げ
る
し
か
な
い
で
す
。

司
会
：
そ
れ
か
ら
延
享
の
も
の
に
関
し
て
は
他
宗
派
も
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
土
地
の
台
帳
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で

す
か
。

田
中
先
生
：
延
享
年
間
に
は
「
分
限
帳
」
と
呼
ば
れ
る
資
料
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
ま
す
。
特
に
有
名
な
の
が
、

天
台
宗
に
お
い
て
こ
の
本
末
帳
の
作
成
時
期
と
ほ
ぼ
時
期
を
一
に
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
の
分
限
帳
で
す
。
ど
こ
に
寺
院
が
あ
っ
て
、
そ

の
寺
院
に
は
葬
祭
檀
家
が
何
軒
、
祈
禱
檀
家
が
何
軒
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
は
い
く
ら
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
田
畑
を
ど

れ
ぐ
ら
い
持
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
を
書
き
上
げ
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
他
の
宗
派
で
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
本
末
帳
の
作
成
に
合

わ
せ
て
、
同
様
の
調
査
を
し
て
い
る
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

司
会
：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

田
中
先
生
：
あ
の
圭
室
先
生
か
ら
追
加
が
あ
り
ま
す
。
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圭
室
先
生
：
お
寺
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
に
中
世
の
寺
と
近
世
の
寺
と
成
立
の
仕
方
が
違
い
ま
し
て
、
中
世
の
寺
と
い
う
の
は
ス
ポ

ン
サ
ー
が
い
ま
し
て
例
え
ば
守
護
と
か
地
頭
で
す
。
こ
れ
は
永
平
寺
な
ど
も
そ
う
で
す
し
、
總
持
寺
も
そ
う
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
有

力
な
人
が
い
て
そ
の
人
の
家
の
菩
提
を
弔
う
と
い
う
よ
う
な
形
で
お
寺
を
援
助
し
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
中
世
の
寺
と
い
う
も
の
が
で

き
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
弟
子
た
ち
が
お
寺
を
次
々
に
作
っ
て
い
く
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
近
世
の

お
寺
と
い
う
の
は
一
六
四
〇
年
代
に
寺
請
制
度
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
て
日
本
人
全
員
が
ど
こ
か
の
お
寺
に
所
属
し
な
い
と
キ
リ
シ
タ

ン
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
幕
法
で
そ
う
い
う
形
で
決
め
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
ど
う
し
て
も
ど
こ
か
の
お
寺
に
所
属

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
日
本
人
全
員
が
仏
教
徒
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
キ
リ
シ
タ
ン
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、

と
い
う
こ
と
は
逆
に
近
世
の
お
寺
と
い
う
の
は
村
で
あ
る
い
は
町
で
人
々
が
寺
請
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
お
寺
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

講
を
作
っ
て
い
き
そ
れ
で
お
金
を
出
し
て
御
堂
で
あ
っ
た
も
の
を
寺
に
昇
格
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
本
山
に
頼
み
末
寺
を
作
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
形
が
大
体
一
六
四
〇
年
そ
し
て
一
六
六
〇
年
に
な
り
ま
す
と
日
本
人
全
員
に
今
度
は
戸
籍
を
作
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
各
村
単
位
で
作
る
よ
う
に
な
る
と
、
ま
た
そ
の
村
単
位
で
戸
籍
を
作
る
時
に
は
必
ず
寺
請
証
文
と
言
っ
て
お
寺
の
住
職
に
身

分
保
障
を
し
て
も
ら
う
資
料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
寺
の
な
い
村
に
と
っ
て
は
村
と
し
て
寺
を
お
願
い
し
て
作
っ
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
寺
が
だ
い
た
い
整
備
さ
れ
る
の
は
一
七
〇
〇
年
前
後
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
總
持
寺
が
所
在
し
て
い
る
能

登
半
島
で
は
圧
倒
的
に
強
い
の
は
東
本
願
寺
系
統
の
浄
土
真
宗
で
す
。
浄
土
真
宗
の
お
寺
だ
け
で
も
鳳
至
郡
と
い
う
と
こ
ろ
に
百
以
上

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
曹
洞
宗
の
總
持
寺
が
本
山
で
あ
り
な
が
ら
明
治
初
年
の
寺
院
明
細
帳
に
よ
れ
ば
鳳
至
郡
に
は
曹
洞
宗
の
寺
は
四
ケ

寺
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
浄
土
真
宗
が
強
い
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
江
戸
時
代
の
早
い
時
点
で
つ
ま
り

東
本
願
寺
と
西
本
願
寺
が
北
陸
地
方
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
總
持
寺
が
末
寺
を
つ
く
っ
て
い
く
時
期
が
遅
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
も
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
寺
請
制
度
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
段
階
で
一
六
四
〇
年
代
に
寺
が
作
ら
れ
て
き
た
時
、

そ
の
時
に
早
く
手
を
打
っ
た
と
こ
ろ
が
数
多
い
檀
家
を
握
っ
て
い
ま
す
。
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司
会
：
圭
室
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
秋
津
先
生
へ
の
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
点
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
点
は

実
際
に
寺
格
が
下
が
っ
た
、
つ
ま
り
随
意
会
地
な
ど
を
返
上
し
た
寺
院
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
。
第
二
点
は
、
洞
寿
院

の
例
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
永
平
寺
と
関
三
刹
か
ら
免
牘
が
出
て
い
る
と
す
る
と
、
決
定
す
る
の
は
ど
こ
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
ほ
ど
関
三
刹
と
永
平
寺
の
力
関
係
と
う
い
点
に
関
し
て
は
圭
室
先
生
も
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
許
認
可
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

秋
津
先
生
：
は
い
、
ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
寺
格
が
下
が
る
と
そ
の
後
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
話
で
す
が
、
例
え
ば

先
ほ
ど
返
上
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
例
え
ば
昭
和
ぐ
ら
い
の
寺
格
帳
な
ど
を
見
て
み
ま
す
と
、
寺
格
が
三
法
幢
地
で
な
く
な
っ
た
寺

院
に
関
し
ま
し
て
は
、
基
本
的
に
は
法
地
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
近
代
も
含
め
て
、
後
に
再
認

可
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
基
本
的
に
は
法
地
の
ま
ま
で
過
ご
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
例
外
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
個
々
の

事
例
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
寺
格
を
下
げ
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
経
済
的
基
盤
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
く
る
よ
う
で

す
。
そ
の
た
め
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
回
復
し
な
い
限
り
は
、
再
び
三
法
幢
地
に
な
る
の
を
認
め
ら
れ
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
し
、

再
申
請
を
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
寺
格
が
下
が
っ
た
後
、
再
申
請
を
す
れ
ば
、
再
認

可
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
現
実
問
題
と
し
て
そ
う
い
っ
た
申
請
が
あ
る
の
か
に
関
し
ま
し
て
は
、
あ

ま
り
例
は
多
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
の
ご
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
三
法
幢
地
の
寺
格
を
誰
が
決
め
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
常
恒
会
地
に
関
し
て
は
変
遷
が

あ
り
ま
し
て
、
最
初
期
は
、
特
に
関
三
刹
と
金
沢
の
大
乗
寺
の
免
牘
の
文
言
か
ら
、
永
平
寺
の
独
断
で
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
元
禄
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
関
三
刹
に
申
請
を
出
し
ま
し
て
、
寺
社
奉
行
の
評
定
を
経
て
、
関
三
刹
が
そ
の
決
定
通
知
を
永
平



― 99 ―

パネルディスカッション・質疑応答

寺
に
送
り
、
永
平
寺
が
免
牘
を
発
給
す
る
と
い
う
順
番
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
寺
格
の
決
定
方
法
に
関
し
て
は
変
遷
が
あ
り
ま
す
。

元
禄
に
お
い
て
変
更
が
な
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
熊
谷
の
龍
淵
寺
の
裁
判
で
、
常
恒
会
地
の
免
牘
を
、
最
初
は
永
平
寺
の
独

断
で
出
せ
て
い
た
も
の
が
、
次
第
に
寺
社
奉
行
の
判
断
を
得
な
け
れ
ば
出
せ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
片
法
幢
地
・
随

意
会
地
は
、
基
本
的
に
は
関
三
刹
の
判
断
で
決
定
が
で
き
た
よ
う
で
す
。
そ
の
違
い
は
や
は
り
龍
淵
寺
の
裁
判
だ
と
思
い
ま
す
。

常
恒
会
地
の
免
牘
に
関
し
て
は
、
近
世
の
後
期
に
な
る
と
、
永
平
寺
か
ら
の
免
牘
は
な
く
な
り
ま
し
て
、
関
三
刹
か
ら
の
免
牘
だ
け

に
な
っ
て
い
く
と
い
う
変
更
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
免
牘
が
永
平
寺
で
な
く
總
持
寺
か
ら
発
給
さ
れ
て
い
る
特
例
も
あ
り
、
金
沢
の
宝
円

寺
・
天
徳
院
と
、
高
岡
の
瑞
龍
寺
が
該
当
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
寺
社
奉
行
の
評
定
の
後
、
関
三
刹
か
ら
の
決
定
通
知
が
送
ら
れ
る
と
い

う
経
路
が
で
き
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
寺
院
は
地
域
的
・
寺
格
的
に
總
持
寺
と
深
い
縁
が
あ
る
こ
と
や
、
前
田
家
と
の
関
係
か
ら
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
十
分
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

司
会
：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
武
井
先
生
へ
の
質
問
で
す
。
何
点
か
あ
り
ま
す
が
、
一
点
は
朝
廷

と
宗
教
の
関
係
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
言
う
こ
と
で
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
の
か
と
言
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
資

料
に
上
げ
た
月
照
寺
関
係
の
資
料
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
祖
院
に
伝
来
し
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
資
料
が
總
持
寺
に
入
っ
た
経
緯
な
ど

に
関
し
て
の
質
問
で
す
。
最
後
に
、
月
照
寺
が
勅
願
所
に
な
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
を
推
薦
し
た
武
家
伝
奏
側
の
記
録
は
確
認
で
き
る
の

か
、
と
い
う
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

武
井
先
生
：
は
い
、
ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
点
目
で
す
が
、
そ
も
そ
も
朝
廷
や
天
皇
の
研
究
と
い
う
の
は
戦
後
を
経
て
も

取
り
組
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
す
。
戦
時
の
こ
と
を
省
み
る
あ
ま
り
、
天
皇
や
朝
廷
の
こ
と
を
深
く
研
究
す
る
と

い
う
流
れ
が
し
ば
ら
く
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
一
つ
の
原
因
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
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ど
ち
ら
か
と
い
う
と
朝
廷
や
天
皇
と
い
っ
た
存
在
の
権
威
を
否
定
す
る
見
方
と
い
う
の
が
流
布
し
て
い
た
中
で
、
や
は
り
史
料
な
ど
を

見
て
い
く
と
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
朝
廷
や
天
皇
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
役
割

を
し
っ
か
り
と
持
っ
て
活
動
し
て
い
た
の
で
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
流
れ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
流
れ
の
延
長
線
上
で
、
朝
廷
と
宗
教
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
テ
ー
マ
の
よ
う
に
し
て
研
究
す
る
人
た
ち
も
み
え
始
め
た
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
今
で
は
特
に
、
朝
廷
と
寺
社
の
研
究
が
か
な
り
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
例
え
ば
、
江
戸
時
代

に
災
害
な
ど
が
あ
る
と
、
天
皇
が
特
定
の
寺
社
に
対
し
て
祈
禱
を
し
な
さ
い
と
い
う
風
に
命
じ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、

社
会
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
天
皇
が
ど
れ
ほ
ど
宗
教
施
設
と
し
て
の
神
社
や
お
寺
な
ど
を
用
い
て
い
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
目
線
か

ら
の
研
究
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
補
足
的
に
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
各
宗
派
と
天
皇
、
す
な

わ
ち
勅
願
所
の
研
究
と
い
う
の
は
、
各
宗
派
そ
れ
ぞ
れ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
あ
ま
り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
個
人
的
に
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
深
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

二
点
目
の
、
月
照
寺
の
史
料
が
な
ぜ
總
持
寺
に
伝
来
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
私
も
確
実
な
こ
と
を
言
え
な
い
の
で

す
が
、
勅
願
所
に
な
る
に
あ
た
り
天
皇
の
祈
願
を
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
勅
願
所
に
な
っ
た
お
寺
は
お
葬
式
が
で
き
ま
せ
ん
。
死
の
穢

れ
を
忌
む
関
係
で
、
お
坊
さ
ん
が
天
皇
に
穢
れ
を
移
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
お
葬
式
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
お
葬
式
を
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
る
と
、
お
檀
家
さ
ん
が
亡
く
な
る
な
ど
の
時
に
お
葬
式
を
別
の
僧
侶
に
頼
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、

い
ろ
い
ろ
な
関
係
の
中
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
、
總
持
寺
な
ど
に
対
し
て
、
勅
願
所
が
祈
願
し
て

い
る
間
、
別
の
お
寺
や
僧
侶
が
お
葬
式
を
す
る
と
い
う
前
提
を
と
り
あ
え
ず
把
握
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
勅
願
所
に
な
っ
た

経
緯
や
、
そ
の
延
長
線
上
で
特
別
な
事
情
や
様
々
な
制
限
が
あ
る
た
め
に
、
カ
ク
カ
ク
シ
カ
ジ
カ
こ
う
い
う
形
で
勅
願
所
に
な
り
ま
し

た
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
メ
モ
書
き
が
残
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
個
人
的
に
は
想
像
し
て
お
り
ま
す
が
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な

い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
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そ
れ
と
最
後
で
す
け
れ
ど
も
、
武
家
伝
奏
と
い
う
の
は
少
し
特
殊
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
武
家
伝
奏
と
は
何
な

の
か
と
言
い
ま
す
と
、
公
家
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
二
名
が
、
幕
府
と
の
取
次
ぎ
を
し
ま
す
。
こ
の
二
名
は
当
然
、
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

何
々
家
と
い
う
固
定
し
た
家
だ
け
が
や
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
武
家
伝
奏
に
な
れ
る
家
の
内
の
二
名
が
た
ま
た
ま
そ
の
時
期
に
、

朝
廷
や
幕
府
、
あ
る
い
は
武
家
伝
奏
が
担
当
す
る
寺
社
の
取
次
ぎ
を
し
て
い
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
月
照
寺
が
勅
願

所
に
な
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
時
の
武
家
伝
奏
が
窓
口
と
な
っ
て
、
朝
廷
や
幕
府
と
の
連
絡
を
し
て
い
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
現
状
、
近
世
に
つ
い
て
は
、
武
家
伝
奏
を
担
当
し
た
公
家
の
日
記
や
記
録
が
、
完
全
で
は
な
い
で
す
が
残
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
情
報
を
拾
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

司
会
：
武
井
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
だ
何
件
か
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
本
日
は
大
変
長
時
間
に
わ
た
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
大
変
残
念
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
残
り
の
質
問
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ご
質
問
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
は
、
こ
の
場
を

借
り
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。


