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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
質
疑
応
答

パ
ネ
リ
ス
ト
　
　
圭
室
　
文
雄

　
　
　
　
　
　
　
尾
﨑
　
正
善

　
　
　
　
　
　
　
松
田
　
陽
志

　
　
　
　
　
　
　
山
口
　
正
章

　
　
　
　
　
　
　
宮
地
　
清
彦

司
　
　
　
会
　
　
下
室
　
覚
道

司
会
　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
質
疑
応
答
に
移
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
　
　
最
初
に
、
本
日
の
ご
講
演
を
お
聞
き
し
て
、
少
々
ま
と
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
れ
ば
、
基
調
講
演
の
圭
室
先
生
に
は
、「
近
世
に
お

け
る
峨
山
派
の
動
向
」
を
発
表
し
て
頂
き
、
峨
山
派
が
中
世
に
引
き
続
き
近
世
に
お
き
ま
し
て
も
更
に
強
固
・
強
力
に
な
っ
た

と
い
う
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
続
い
て
尾
崎
先
生
に
は
「
峨
山
禅
師
の
御
功
績
―
檀
信
徒
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
ま
し
て
、
檀
信
徒
か
ら
の
ご
寄
進

を
多
く
受
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
理
由
は
祈
祷
や
受
戒
に
よ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
峨
山
禅
師
の
お
人
柄
に
よ
り
ま
し
て
多
く
の

寄
進
を
受
け
た
。
そ
れ
に
よ
り
僧
団
が
維
持
さ
れ
、
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
そ
れ
か
ら
松
田
先
生
に
は
「
峨
山
禅
師
の
禅
風
―
『
山
雲
海
月
』
を
中
心
と
し
て
―
」
と
題
さ
れ
ま
し
て
、
峨
山
禅
師
の
著
述

で
あ
り
ま
す
『
山
雲
海
月
』
を
ご
紹
介
頂
き
、
峨
山
禅
師
の
厳
し
い
禅
風
を
お
話
頂
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
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山
口
老
師
に
は
「
峨
山
禅
師
の
弟
子
た
ち
」
と
題
さ
れ
ま
し
て
、
弟
子
方
、
特
に
二
十
五
哲
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
優
秀
な
弟
子

方
の
ご
紹
介
と
人
々
と
の
つ
な
が
り
、
自
分
だ
け
良
け
れ
ば
良
い
と
い
う
精
神
で
は
駄
目
で
あ
る
と
い
う
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
宮
地
先
生
に
は
「
五
院
輪
住
制
度
に
つ
い
て
―
そ
の
和
合
の
精
神
を
考
え
る
」
と
題
さ
れ
ま
し
て
、
總
持
寺
の
輪
住
制
度
の
こ

と
、
そ
れ
か
ら
特
に
一
味
同
心
、
和
合
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
精
神
と
し
て
古
来
か
ら
あ
り
、
こ
の
精
神
を
瑩
山
禅
師
、
峨
山

禅
師
も
お
持
ち
に
な
っ
て
教
団
が
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
現
代
の
我
々
も
「
和
合
」
と
い
う
考
え

方
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
頂
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
そ
こ
で
会
場
の
皆
様
か
ら
の
ご
質
問
の
前
に
、
先
ず
、
各
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
何
か
ご
発
表
で
言
い
足
り
な
い
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
願
い
致
し
ま
す
。

圭
室
　
先
ほ
ど
は
時
間
の
制
約
も
あ
り
お
話
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、寺
院
の
成
立
に
つ
い
て
は
中
世
と
近
世
で
は
か
な
り
違
い
ま
す
。

　
　
　
　
中
世
で
は
開
基
檀
那
と
言
わ
れ
る
有
力
な
外
護
者
（
ス
ポ
ン
サ
ー
）
が
お
り
、寺
院
は
開
基
檀
那
の
菩
提
所
と
し
て
建
立
さ
れ
、

代
々
の
開
基
檀
那
が
菩
提
寺
の
経
営
を
支
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
戦
国
時
代
の
下
克
上
の
世
の
中
に
な
る
と
、
開
基
檀
那
が

そ
の
地
位
を
失
い
、
そ
の
た
め
多
く
の
寺
が
経
営
不
振
に
陥
り
廃
寺
に
な
っ
た
例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
勿
論
そ
の
よ
う
な

中
で
民
衆
の
葬
祭
に
活
路
を
見
出
し
た
寺
院
も
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
近
世
の
寺
院
の
成
立
は
各
地
に
残
る
地
誌
や
寺
院
明
細
帳
に
よ
り
ま
す
と
成
立
の
時
期
は
大
別
す
る
と
二
つ
の
時
期
に
分
け
ら

れ
ま
す
。
第
一
は
寛
永
末
期
（
一
六
三
八
～
一
六
四
三
）
頃
、
第
二
は
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
一
六
七
二
）
で
す
。
何
れ
も
幕

府
の
宗
教
行
政
と
緊
密
に
拘
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
第
一
の
寛
永
期
は
島
原
の
乱
が
終
息
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
本
格
化
し
、
日
本
人
全
員
に
寺
請
証
文
の
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
、

家
族
単
位
で
提
出
が
命
ぜ
ら
れ
た
時
期
で
す
。
こ
の
た
め
多
く
の
寺
が
必
要
と
成
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
檀
家
制
度
の
成
立
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の
契
機
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
第
二
の
寛
文
期
は
全
国
の
大
名
領
に
宗
門
奉
行
が
置
か
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
が
一
段
と
厳
し
く
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

寺
請
証
文
の
作
成
と
、
そ
れ
を
集
約
し
た
町
村
単
位
の
宗
旨
人
別
改
帳
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
何
れ
に
も
寺
院
の
住
職
が

関
与
し
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
も
寺
院
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の
段
階
で
檀
家
制
度
が
確
立
し
ま
す
。
宗
旨
人
別
改
帳

の
作
成
は
そ
の
後
毎
年
行
わ
れ
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
に
檀
家
制
度
は
ま
す
ま
す
強
化

さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
中
世
の
寺
院
は
開
基
檀
那
の
菩
提
供
養
の
た
め
成
立
し
、
近
世
の
寺
院
は
寺
請
制
度
実
施
の
た
め
政
治
的
に
作

ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。

尾
﨑
　
今
の
圭
室
先
生
の
お
話
を
受
け
ま
す
と
、
や
は
り
瑩
山
禅
師
の
精
神
と
は
、『
洞
谷
記
』
の
中
に
書
か
れ
る
、
師
檀
関
係
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
の
点
を
峨
山
禅
師
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
時
代
背
景
も
当
然
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
鎌
倉
の
末
か
ら
室
町
期
、南
北
朝
の
騒
乱
と
い
う
、非
常
に
不
安
定
な
時
期
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
興
隆
し
て
い
た
寺
院
が
、

廃
止
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
様
な
こ
と
も
当
然
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
そ
の
よ
う
な
時
期
に
曹
洞
宗
教
団
、
特
に
山
口
老
師
が
仰
っ
た
よ
う
に
全
国
展
開
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
地
域
の
方
が
た
の
信

頼
、
信
仰
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
大
切
さ
を
、
修
行
の
段
階
か
ら
し
っ
か
り
と
、
育
て
て
い

く
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
　
　
　
そ
れ
か
ら
、『
観
音
堂
縁
起
』（
總
持
寺
中
興
縁
起
）
の
中
、
瑩
山
禅
師
の
言
葉
に
、「
諸
人
同
心
し
て
合
力
し
、
当
寺
の
山
門

を
立
て
、
圓
通
の
冥
応
を
仰
ぐ
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
皆
が
力
を
合
わ
せ
、
山
門
を
復
興
し
、
観
音
を
ま
つ
る
と
い
う
こ
と
を

願
い
と
す
る
こ
と
が
、
書
か
れ
て
い
ま
す
。
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こ
こ
に
も
、
宮
地
先
生
の
言
っ
た
「
一
味
同
心
」
と
い
う
こ
と
が
、
表
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
そ
う
し
た
思
い
を
し
っ
か
り
と
相
承
し
、
受
け
継
い
で
、
そ
の
地
域
に
根
差
し
た
活
動
を
し
た
か
ら
こ
そ
多
く
の
信
頼
を
得
、

土
地
の
寄
進
を
受
け
、
そ
し
て
弟
子
を
育
て
る
基
盤
出
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
ど
ち
ら
が
先
か
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
信
頼
さ
れ
る
か
ら
多
く
の
方
か
ら
依
頼
さ
れ
る
、
そ
れ
に
応
え

た
結
果
、
土
地
を
寄
進
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
信
頼
に
足
る
方
だ
か
ら
、
弟
子
も
集
ま
っ
て
来
た
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
た
だ
単
に
厳
し
い
禅
風
、
優
れ
た
指
導
だ
け
で
は
、
弟
子
は
集
ま
っ
た
と
し
て
も
、
育
て
あ
げ
る
だ
け
の
経
済
的
な
基
盤
を
作

り
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
、
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
田
　
私
の
発
表
は
こ
の
従
来
ま
で
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
『
山
雲
海
月
』
と
い
う
文
献
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ

り
な
が
ら
、
本
文
を
余
り
詳
細
に
お
話
し
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
日
も
資
料
で
は
冒
頭
の
一
番
最
初
の
一
説
し

か
挙
げ
て
い
な
い
わ
け
で
す
け
ど
も
、
延
宝
本
と
言
わ
れ
て
い
る
刊
行
本
に
お
き
ま
し
て
は
、
峨
山
禅
師
の
法
語
に
な
り
ま
す

が
、「
山
僧
年
已
に
八
十
有
九
」
と
い
う
こ
と
で
こ
の
八
十
九
歳
の
時
の
説
示
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
中
世
の
書
写
本
に
は
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
が
、
先
程
読
ん
だ
跋
文
の
所
で
は
こ
の
「
遺
教
の
御
語
な
り
」
と
い
う
こ

と
で
非
常
に
こ
の
最
晩
年
の
説
諭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
跋
文
で
は
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
延
宝
本
を
編

集
す
る
潭
水
と
い
う
人
が
こ
れ
に
更
に
具
体
化
す
る
様
な
脚
色
を
お
そ
ら
く
加
え
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
八
十
九
歳
の
時

の
非
常
に
極
め
て
厳
し
い
嗣
法
門
人
に
対
す
る
説
諭
と
い
う
も
の
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
の
『
山
雲
海
月
』
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　『
山
雲
海
月
』
の
延
宝
本
は
全
体
三
巻
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
発
表
で
は
申
し
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
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た
が
、
三
巻
構
成
の
最
初
の
上
巻
の
部
分
は
か
な
り
法
語
文
献
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
か
、
一
つ
の
法
語
文
献

と
し
て
元
々
あ
っ
た
物
で
は
な
い
か
と
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
巻
や
下
巻
に
な
り

ま
す
と
、
か
な
り
公
案
や
機
関
に
対
す
る
拈
提
の
言
葉
が
、
断
続
的
に
続
い
て
お
り
ま
す
。
上
巻
に
関
し
て
は
、
現
在
私
共
が

読
み
ま
し
て
も
、
弟
子
達
や
法
孫
に
対
す
る
峨
山
禅
師
の
託
す
る
思
い
と
言
っ
た
よ
う
な
も
の
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
法
語
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　「
夜
話
」
と
い
う
の
は
非
定
期
で
、
夕
方
か
ら
夜
に
夜
半
に
か
け
て
の
こ
の
説
法
と
い
う
形
で
、
こ
の
『
山
雲
海
月
』
の
説
法

は
説
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
上
巻
の
最
後
に
は
「
夜
既
に
四
五
更
に
到
る
」
と
い
う
箇
所
が
あ
り
ま
す
。「
四
五
更
」
と
い
う
の

は
夜
半
の
午
前
一
時
か
ら
朝
方
の
五
時
ぐ
ら
い
の
時
を
指
し
ま
す
の
で
、
本
当
に
こ
の
夜
半
を
通
じ
た
こ
の
説
法
が
こ
の
『
山

雲
海
月
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
合
わ
せ
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
口
　
で
は
、
二
点
だ
け
補
足
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
最
初
に
明
峰
禅
師
の
弟
子
と
峨
山
禅
師
の
弟
子
と
特
色
が
違
う
と
言
い
ま
し
た
け
れ

ど
も
、更
に
言
え
ば
、明
峰
禅
師
は
七
十
四
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
、峨
山
禅
師
は
二
十
年
近
く
生
き
ら
れ
る
わ
け
で
、

明
峰
禅
師
が
亡
く
な
っ
た
後
、
今
度
は
明
峰
禅
師
の
弟
子
を
峨
山
禅
師
が
多
く
引
き
取
る
と
い
う
事
実
が
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
峨
山
門
下
に
て
大
活
躍
し
た
無
底
良
韶
禅
師
、
通
幻
寂
霊
禅
も
の
最
初
は
明
峰
禅
師
の
弟
子
で
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

峨
山
禅
師
の
弟
子
と
言
い
な
が
ら
も
、
実
際
は
そ
の
人
格
形
成
、
或
い
は
修
行
の
過
程
に
お
い
て
明
峰
禅
師
の
影
響
が
非
常
に

大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
単
に
峨
山
禅
師
の
弟
子
だ
け
な
く
て
、
明
峰
禅
師
の
弟
子
で
あ
っ

た
こ
と
が
、
峨
山
禅
師
の
弟
子
二
十
五
哲
と
な
っ
て
か
ら
も
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
二
点
目
で
す
が
、
今
、
松
田
先
生
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
「
八
十
有
九
」
の
所
で
こ
の
『
山
雲
海
月
』
云
々
と
い
う
所
が
ご
ざ

い
ま
し
た
け
ど
も
、
実
は
峨
山
禅
師
、
九
十
一
ま
で
生
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
多
く
が
七
十
代
、
八
十
代
の
時
の
お
弟
子
さ
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ん
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
代
で
考
え
て
も
、
我
々
坊
さ
ん
は
五
十
、六
十
歳
な
っ
た
ら
弟
子
は
も
う
作
ら
な
い
ぐ
ら
い

の
風
潮
は
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
峨
山
禅
師
は
本
当
に
亡
く
な
る
直
前
迄
、
そ
し
て
、
そ
の
時
そ
の
時
に
応
じ
て
、
来
た
人
に
一

人
ひ
と
り
ゆ
っ
く
り
と
指
導
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
「
官
に
は
針
を
も
容
れ
ず
、
私
に
は
馬
車
を
も
通
ず
」

と
本
当
に
気
持
ち
が
あ
る
の
な
ら
ば
自
分
の
所
に
来
な
さ
い
と
親
切
心
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
如
実
な
例
が
私
の
お
寺
の
御
開
山
の
通
幻
さ
ま
は
非
常
に
口
臭
が
強
く
て
、
と
て
も
悩
ん
で
お
り
ま
し
た
。
あ
る
時
、
峨
山

禅
師
に
相
談
し
た
所
、「
毎
朝
梅
干
を
一
個
ず
つ
食
し
な
さ
い
」
と
、
親
切
な
指
導
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
食
し
た
と
こ
ろ
口
臭

が
消
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
が
今
、
總
持
寺
や
永
平
寺
で
も
御
上
壇
で
梅
干
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
先
駆

け
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
峨
山
禅
師
が
一
人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
て
丁
寧
に
指
導
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
良
く
分
か
り
ま
す
。
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
じ
ゃ
な
く
て
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
教
え
だ
っ
た
。
し
か
も
、
七
十
代
、
八
十
代
、

九
十
代
に
至
る
ま
で
、
晩
年
に
至
る
ま
で
積
極
的
に
教
化
活
動
、
弟
子
の
育
成
と
い
う
も
の
に
あ
た
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私

た
ち
も
皆
さ
ん
自
身
も
色
い
ろ
な
教
え
と
か
流
れ
と
か
そ
の
地
で
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

宮
地
　
道
元
禅
師
関
連
書
籍
は
、
例
え
ば
書
店
に
行
く
と
必
ず
書
棚
に
ず
ら
っ
と
並
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
瑩
山
禅
師
あ
る
い
は
峨
山
禅

師
関
連
書
籍
は
書
店
に
行
っ
て
も
な
か
な
か
手
に
取
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
も
同
じ
思
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今

日
の
私
の
発
表
、
そ
し
て
他
の
先
生
方
の
発
表
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
瑩
山
禅
師
も
峨
山
禅
師
も
、
今
の
こ
の
世
の
中
に
も

通
じ
る
教
え
を
非
常
に
多
く
残
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
、
や
は
り
宗
門
内
で
も
っ
と
今
日
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
て
、
宗
門
内
に
も
っ
と
教
え
を
広
め
て
い
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

に
よ
っ
て
、
宗
門
の
未
来
と
私
ど
も
の
日
々
の
生
活
も
よ
り
潤
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
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司
会
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
会
場
の
皆
様
か
ら
の
ご
質
問
で
す
が
、
ま
ず
「
峨
山
禅
師
の
著
書
『
山
雲
海
月
』
の

一
番
大
切
な
内
容
を
一
言
で
表
現
し
て
頂
き
た
い
」
と
い
う
大
変
難
し
い
禅
問
答
の
よ
う
な
ご
質
問
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
ど
な
た
か
答
え
て
頂
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

松
田
　
難
し
い
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
峨
山
禅
師
が
、『
山
雲
海
月
』
で
言
い
た
い
こ
と
を
一
言
で
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
く
、
特

に
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
様
に
、
公
案
禅
の
展
開
の
な
か
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
経
緯
が
あ
り
ま
す
の
で
、
非
常
に
難
解
な
内
容

を
多
く
含
ん
で
い
る
の
が
こ
の
『
山
雲
海
月
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
一
言
で
ま
と
め
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い

の
で
す
が
、
こ
の
『
山
雲
海
月
』
と
い
う
の
は
、
非
常
に
説
法
の
対
象
を
限
定
し
て
い
ま
す
。「
三
五
人
」
と
い
う
非
常
に
限
ら

れ
た
、
嗣
法
相
続
を
承
け
た
お
弟
子
の
中
で
も
、
お
そ
ら
く
太
源
宗
真
禅
師
や
通
幻
寂
霊
禅
師
等
の
極
め
て
親
密
な
る
弟
子
た

ち
に
対
し
て
、
峨
山
禅
師
が
最
晩
年
言
い
残
し
て
お
く
様
に
説
法
を
こ
の
行
っ
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
て
い
る
も
の
が
『
山
雲

海
月
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
一
言
で
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
嗣
法
し
た
弟
子
た
ち
は
、
今
度
は
峨
山
禅
師
の
教
え
を
自
ら
の
教

え
と
し
弟
子
た
ち
に
説
い
て
い
く
わ
け
で
す
し
、
実
際
に
多
く
の
弟
子
た
ち
が
大
変
多
く
の
門
人
達
を
育
成
す
る
わ
け
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
緯
か
ら
も
、
そ
し
て
『
山
雲
海
月
』
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
峨
山
禅
師
と
い
う
人
が
こ
の
嗣
法

し
た
弟
子
た
ち
に
求
め
た
こ
と
は
、
や
は
り
こ
の
自
分
の
教
え
を
断
絶
さ
せ
な
い
様
に
相
承
を
し
て
い
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と

が
、
一
番
強
い
主
張
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
相
承
と
い
う
こ
と
が
、『
山
雲
海
月
』
と
い
う
文
献

を
あ
り
が
た
く
頂
い
た
り
、
和
尚
さ
ん
の
教
え
を
た
だ
聞
い
て
分
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
済
ま
せ
て
は
い
け
な
い
の
だ
な
、
と

い
う
様
な
、
自
分
が
こ
の
日
々
の
修
行
と
か
、
生
活
の
中
に
こ
の
確
認
し
て
い
く
と
か
、
証
明
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
っ
て

相
承
を
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
様
な
こ
と
を
、
恐
ら
く
峨
山
禅
師
と
い
う
人
は
嗣
法
の
門
人
に
対
し
て
最
後
に
託
し
て
い
る
の
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で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
具
体
的
に
こ
う
い
う
教
え
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
主
体
的
な
参
学
に
よ
っ
て
伝
え
あ
ら
わ
し
い
く
姿
勢
と
い
う
も
の

こ
そ
が
『
山
雲
海
月
』
に
貫
か
れ
て
い
る
、
最
も
大
事
な
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
な
り
に
思
っ
て
お

り
ま
す
。

司
会
　
松
田
先
生
に
は
難
し
い
ご
質
問
に
お
答
え
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
会
場
に
は
、
仏
教
文
化
研
究
所
の
特
別
顧

問
で
あ
り
、
鶴
見
大
学
前
学
長
で
あ
り
、
東
大
名
誉
教
授
で
あ
り
ま
す
木
村
清
孝
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
突
然

で
恐
縮
で
す
が
、
何
か
ご
質
問
が
あ
れ
ば
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

木
村
　
本
日
は
、
先
生
方
、
本
当
に
中
身
の
あ
る
講
演
及
び
ご
発
表
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
又
、
今
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
か
ら
補
足
的
に

お
話
頂
い
た
こ
と
で
、
実
は
質
問
し
た
い
な
と
思
っ
て
い
た
こ
と
の
幾
つ
か
は
消
え
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま

ず
そ
の
こ
と
を
ご
報
告
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
　
　
　
せ
っ
か
く
ご
指
名
頂
き
ま
し
た
し
、こ
の
よ
う
な
機
会
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、最
初
に
松
田
先
生
に
お
伺
い
し
ま
す
。

私
も
『
山
雲
海
月
』
に
は
大
変
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
何
度
か
目
を
通
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
峨
山
禅
師
ご
自

身
の
お
考
え
が
ど
れ
だ
け
き
ち
ん
と
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
な
か
な
か
読
み
取
る
の
が
難
し
い
な
と
感
じ
ま
す
。
た
だ
、
先

ほ
ど
の
松
田
先
生
の
お
話
で
少
し
安
心
し
た
の
で
す
が
、
上
巻
は
、
あ
る
程
度
、
信
頼
性
が
高
い
様
な
気
は
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
と
も
あ
れ
、
や
は
り
延
宝
本
の
出
現
そ
の
も
の
が
、
思
想
的
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
中
世

の
宗
門
に
は
公
案
を
重
視
し
て
進
め
て
き
た
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
一
種
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
。

そ
う
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
を
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
る
か
と
い
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う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
宮
地
先
生
の
お
話
し
で
、
先
生
は
峨
山
禅
師
の
「
和
合
」「
一
味
同
心
」
を
聖
徳
太
子
以
来
の
伝
統

と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
確
か
に
日
本
思
想
史
の
面
か
ら
は
、
そ
う
い
う
押
さ
え
方
も
大
事
な
の
か
と
は
思
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
他
方
、
仏
教
で
は
、
も
と
も
と
仏
法
僧
の
僧
、
僧
伽
の
理
想
、
あ
る
い
は
基
本
と
し
て
「
和
」
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

ご
承
知
の
通
り
、「
和
合
衆
」
と
い
う
表
現
も
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

　
　
　
　
高
祖
さ
ま
の
お
言
葉
に
あ
る
「
僧
は
勝
友
な
る
が
故
に
帰
依
す
」
の
中
の
勝
友
も
、
和
合
し
て
修
行
に
励
む
、
そ
れ
ゆ
え
に
勝

れ
た
友
、
仲
間
た
ち
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
仏
教
の
一
つ
の
重
要
な
教
義
と
し
て
、「
六
和
敬
」
も
あ
り
ま
す
。

宮
地
先
生
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
も
し
も
ご
見
解
が
あ
れ
ば
お
聞
き
し
た
い
で
す
。

　
　
　
　
以
上
で
す
。
お
二
人
の
先
生
方
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

松
田
　
ご
質
問
頂
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
延
宝
本
の
成
立
に
つ
き
ま
し
て
先
生
の
ご
意
見
を
お
伺
い
い
た
し
ま
し
て
、
私

の
考
え
て
お
り
ま
し
た
こ
と
を
少
し
補
っ
て
頂
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
非
常
に
ち
ょ
っ
と
気
を
強
く
し
た
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
確
か
に
こ
の
延
宝
本
が
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出

来
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
こ
の
嗣
法
門
人
の
間
だ
け
で
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
の
間
だ
け
で
伝
授
さ
れ
て
き
た
も
の

が
、
光
を
当
て
ら
れ
て
、
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
意
義
を
持
っ
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
こ
の
延
宝
年
間
と
い
う
年
で
す
が
、
こ
の
年
代
は
非
常
に
曹
洞
宗
と
い
う
教
団
に
と
り
ま
し
て
は
色
い
ろ
な
出
来
事
が
こ
れ
か

ら
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
、
丁
度
最
初
の
時
期
と
い
う
様
な
感
覚
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
江
戸
時
代
と
そ
れ
以
前
の
こ
の
中
世

の
曹
洞
宗
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
ガ
ラ
ッ
と
傾
向
が
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
一
つ
に
は
江
戸
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時
代
に
な
り
、
圭
室
先
生
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
こ
の
曹
洞
宗
が
全
国
規
模
の
教
団
と
し
て
認
知
さ

れ
て
統
制
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
地
方
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
単
位
で
ま
と
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
が
、
全
国
規
模
の
教

団
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
し
く
は
、
中
国
の
明
か
ら
黄
檗
宗
と
い
う
新
た
な
禅
宗
の
一
派
が
入
っ
て
く
る
。

そ
う
い
う
頃
の
時
期
は
こ
の
延
宝
年
間
の
少
し
前
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。
延
宝
五
年
に
そ
の
『
山
雲
海
月
』
が
刊
行
さ
れ
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
意
味
で
曹
洞
宗
の
人
た
ち
の
中
で
自
分
た
ち
の
宗
旨
、
宗
旨
や
教
団
と
い
う
も
の
の
独
自
性
と
い
う
の

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
か
、
も
し
く
は
、
こ
の
教
団
の
一
体
性
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
形
で
こ
の
確
認
し
て
い
け
ば
良
い
の
か

と
い
う
こ
と
が
江
戸
時
代
の
初
期
に
、
改
め
て
問
題
意
識
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
こ
う
い
う
中
世
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き

た
著
作
が
、
改
め
て
別
な
意
義
を
も
っ
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
、
刊
行
さ
れ
て
い
く
と
い
う
様
な
こ
と
が
起
き
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
例
え
ば
曹
洞
宗
に
と
っ
て
は
現
在
、
宗
旨
の
根
幹
は
道
元
禅
師
だ
と
い
う
様
に
良
く
言

わ
れ
る
の
で
す
が
、
道
元
禅
師
と
い
う
人
に
光
を
当
て
ら
れ
る
の
も
、
実
は
こ
の
後
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
お
そ
ら
く
な
っ
て

い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
こ
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
出
た
も
の
と
い
う
風
に
、
刊
行
さ
れ
た
も
の

と
い
う
風
に
位
置
付
け
て
も
良
い
の
で
は
な
い
の
か
な
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

宮
地
　
木
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、メ
ン
タ
ル
面
あ
る
い
は
信
仰
心
の
部
分
に
お
い
て
、必
ず
「
サ
ン
ガ
の
伝
統
と
し
て
の
和
」

「
六
和
行
」
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
を
無
視
し
て
宗
教
者
と
し
て
活
動
す
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
僧
堂
生
活
は

当
然
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
瑩
山
禅
師
そ
し
て
峨
山
禅
師
が
ご
活
躍
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、

や
は
り
教
団
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
、
平
た
く
言
え
ば
大
き
く
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
か
ら
他
宗
派
と
の
兼
ね
合
い
・
関
係
も
あ
っ

た
は
ず
で
す
。
曹
洞
宗
と
し
て
他
宗
派
と
の
大
が
か
り
な
直
接
交
渉
は
無
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
深
く
内
部
事
情
を
知
っ
て
い

た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、「
あ
そ
こ
の
宗
派
は
こ
う
い
う
風
に
し
て
い
た
」
と
か
「
こ
う
い
う
風
に
活
動
し
て
い
る
な
」
く



パネルディスカッション・質疑応答

― 75 ―

ら
い
の
レ
ベ
ル
の
情
報
は
入
っ
て
来
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
今
回
私
の
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
も
他
宗
派
の
動
向
を
い
く
つ
か
挿
ま

せ
て
頂
い
た
の
も
、そ
の
た
め
で
す
。
そ
れ
ら
の
情
報
を
加
味
し
つ
つ
、で
は
曹
洞
宗
と
し
て
独
自
性
を
ど
こ
に
持
っ
て
行
っ
て
、

そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
具
体
的
な
形
に
し
て
打
ち
出
せ
ば
、
よ
り
修
行
僧
や
檀
信
徒
が
増
え
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
教
団
が
大

き
く
な
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
若
干
宗
教
者
と
し
て
ど
う
か
と
い
う
切
り
口
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
道
元
禅
師
の
意
を
く
ん
で
教
団
を
大
き
く
し
て
い
か
ん
と
す
る
中
で
、
様
々
な
要
素
に
目
配
り
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い

と
、
お
そ
ら
く
瑩
山
禅
師
も
峨
山
禅
師
も
お
考
え
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
太
子
信
仰
は
日
本
に
古
来
あ
る
信
仰

で
す
か
ら
、
こ
れ
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
民
衆
に
訴
え
て
い
く
、
少
し
言
い
方
が
過
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
よ
り
教
団
を
大
き
く
し
て
い
く
こ
と
を
お
そ
ら
く
運
営
面
で
計
算
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。
要
す

る
に
、
当
時
の
宗
教
者
は
教
理
教
学
面
と
実
際
の
教
団
運
営
面
の
両
方
を
柱
と
し
て
持
っ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
片
方
、
教
団

運
営
面
に
お
い
て
、
太
子
信
仰
、
あ
る
い
は
冒
頭
に
申
し
ま
し
た
よ
う
な
地
蔵
信
仰
な
ど
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
修
行

僧
や
檀
信
徒
の
精
神
面
に
近
づ
き
、
さ
ら
に
教
団
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
私
の
発

表
は
、
二
つ
の
柱
を
持
っ
て
い
た
う
ち
の
一
つ
を
強
調
し
た
と
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

司
会
　
松
田
先
生
、
宮
地
先
生
、
お
答
え
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
時
間
だ
い
ぶ
迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、

閉
会
の
辞
を
大
本
山
總
持
寺
副
監
院
石
田
征
史
老
師
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

石
田
征
史
老
師
　
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
石
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
大
本
山
総
持
寺
の
共
催
と
い
う
立
場
で
、
閉
会
の
言
葉
を
一
言
述

べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
各
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
き
ま
し
て
、
本
当
に
貴
重
な
研
究
の
成
果

を
丁
寧
な
形
で
発
表
し
て
頂
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
更
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
で
ま
た
ご
補
足
・
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ご
教
示
頂
き
ま
し
た
。
本
当
に
峨
山
禅
師
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
だ
け
の
成
果
が
出
来
る
こ
と
は
な
か
な
か
貴
重
な
機
会
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
今
後
も
こ
の
研
究
を
更
に
深
め
て
い
っ
て
頂
け
れ
ば
と
思
う
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
本
年
は
、峨
山
禅
師
様
の
六
五
〇
回
大
遠
忌
と
い
う
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。こ
の
迫
っ
て
く
る
十
月
御
本
法
要
に
向
け
て
こ
う
い
っ

た
企
画
が
非
常
に
有
益
な
一
助
と
な
る
こ
と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
大
遠
忌
が
無
事
円
成
に
向
け
て
、
更
な
る
皆
様
方
の

ご
協
力
・
ご
一
助
を
賜
り
た
い
と
お
願
い
し
な
が
ら
、
閉
会
の
言
葉
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


