
今
年
度
、
仏
教
学
科
の
第
二
学
年
に
進
ま
れ
た
諸
君
は
、
五
月
の
始
め
の
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
一
三
九
名
と
い
う
よ
う
に
報
告
を
受

け
て
お
り
ま
す
。
め
で
た
く
進
級
さ
れ
ま
し
て
、
本
学
仏
教
学
会
に
ご
入
会
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
歓
迎
の
意
を
表
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
今
年
度
も
第
二
学
年
の
諸
君
は
、
専
門
分
野
の
主
要
科
目
と
し
て
昨
年
度
に
引
き
続
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
演
習
を
受
講
さ
れ
て
、

仏
教
学
の
基
礎
的
な
学
び
を
身
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
年
度
も
、
仏
教
学
会
に
お
迎
え
し
た
歓
迎
の
意
味
の
一
端
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
お
話
し
を
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
早
速
タ
イ
ト
ル
を
提
出
せ
よ
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
許
さ
れ
た
時
間
、
あ
れ
こ
れ
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
な
講
演
題
目
に
致
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
お
話
し
を
進
め
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
思
い
浮
か
ん
だ
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
本
学
の
仏
教
学
の
歴
史

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
本
学
で
仏
教
学
と
い
う
名
乗
り
を
挙
げ
た
の
は
一
体
い
つ
ご
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
、
先
ず
念
頭
に
浮
か
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
先
輩
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
課
題
に
た
ち
向
か
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、
本
学
の
仏
教
学
の
歴
史
の
重
み
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
も
う
一
つ
の
思
い

と
い
た
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
仏
教
学
の
流
れ
に
置
か
れ
て
い
る
私
た
ち
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
お
互
い
に
心
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
仏
教
学
に
携
わ
る
者
の
身
の
引
き
締
ま
る
課
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
よ
っ
て
違
う

仏
教
学
の
重
み

片
野
道
雄
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か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
方
も
仏
教
学
の
世
界
を
歩
む
に
あ
た
っ
て
、
基
本
的
に
一
体
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
受
け
と
め
て
い
っ
た
ら

い
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
是
非
と
も
持
っ
て
頂
き
た
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
こ
に
「
仏
教
学
の
重

み
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
提
出
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
第
一
番
目
の
点
で
あ
り
ま
す
が
、
本
学
に
お
い
て
「
仏
教
学
」
と
い
う
名
称
で
名
乗
り
ま
し
た
の
は
、
一
九
二
○
年
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
以
前
は
「
余
乗
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
広
く
仏
教
を
学
と
し
て
世
界
に
解
放
し
て
い
く
ん
だ
と

い
う
、
そ
う
い
う
大
胆
な
発
想
が
仏
教
学
と
い
う
学
の
名
乗
り
の
許
で
な
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
一
九
二
○
年
で
あ
り
ま

す
と
、
今
か
ら
七
十
八
年
も
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
永
い
歴
史
の
経
過
に
は
色
々
な
こ
と
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
少

な
く
と
も
そ
の
開
設
当
時
の
仏
教
学
に
お
い
て
何
が
託
さ
れ
て
い
た
か
、
い
さ
さ
か
で
も
そ
の
一
端
が
確
認
で
き
た
ら
と
思
う
こ
と
で
あ

そ
れ
も
、
当
時
の
こ
と
が
記
録
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
諸
君
た
ち
に
配
付
さ
れ
て
い
ま

す
学
生
手
帳
の
始
め
の
方
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
そ
の
部
分
は
確
か
め
る
機
会
は
な
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の

手
帳
の
二
ペ
ー
ジ
目
に
「
開
校
の
辞
」
が
あ
り
ま
す
。
三
ペ
ー
ジ
以
下
に
は
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
と
い
う
文
面
が
見
ら
れ
ま
す
。

「
開
校
の
辞
」
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
清
沢
満
之
初
代
学
長
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
特
に
そ
の
中
で
も
、
大
切
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
て

い
る
事
柄
は
、
「
我
々
に
於
い
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
、
本
学
で
の
学
び
の
基

本
は
自
己
の
信
念
の
確
立
で
あ
り
、
「
そ
れ
を
他
に
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
告
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
な
ど
が
当
然
背
お
わ
れ
、
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
拝
察
す
る
の
で
す
が
、
’
九
二
五
年
の
佐
々
木
月
椎
学
長
の
挨
拶
の
言

葉
が
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
非
常
に
輝
か
し
い
文
面
で
も
っ
て
大
谷
大
学
の
あ
る
べ
き
方
向
性
が
見
定
め
ら

れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
「
樹
立
の
精
神
」
の
中
に
は
、
ま
さ
し
く
仏
教
学
と
い
う
も
の
は
こ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
こ
う
い
う

願
い
の
許
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
、
本
学
の
仏
教
学
は
大
谷
大
学
で
こ
う
い
う
位
置
づ
け
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
て
、
そ

り
ま
す
。
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し
て
、
こ
の
よ
う
に
仏
教
学
と
い
う
も
の
は
歩
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
委
細
に
つ
い
て
は
、
み
な
さ
ん
方
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
そ
の
樹
立
の
精
神
を
「
開
校
の
辞
」
と
併
せ
て
読
ん
で
頂
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。
少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
「
樹
立
の
精
神
」
の
中
で
今
日
と
重
ね
て
読
む
と
そ
れ
な
り
の
興
味
を
提
供
す
る
も
の
も
あ

り
ま
し
て
、
そ
の
一
つ
に
、
ド
イ
ツ
と
い
う
国
は
学
の
自
由
を
尊
び
、
フ
ラ
ン
ス
は
資
格
を
得
る
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
紳
士
を
造
る
、
ア

メ
リ
カ
は
実
益
を
重
ん
ず
、
と
い
う
よ
う
な
大
胆
な
そ
の
当
時
の
見
方
が
披
瀝
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
「
樹
立
の
精
神
」
の
中
で
仏
教
学
の
営
為
と
し
て
重
要
な
言
葉
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
先
に
も
述
べ
ま
す
よ
う
に
、
そ
の

第
一
と
し
て
、
仏
教
を
学
界
に
解
放
し
た
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
国
民
一

般
に
普
及
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
在
り
方
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
「
樹
立
の
精
神
」
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
、

そ
れ
は
一
つ
光
っ
た
文
面
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教
を
学
界
に
解
放
す
る
と
い
う
視
点
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
、
難
し
い

課
題
が
含
ま
れ
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
学
は
決
し
て
単
な
る
知
識
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
教
の
学
び
を

通
じ
て
、
あ
る
い
は
、
仏
教
へ
の
真
剣
な
尋
ね
方
を
通
し
て
仏
教
と
い
う
も
の
を
学
界
に
解
放
し
て
い
く
、
そ
れ
は
知
識
で
は
収
ま
ら
な

い
、
人
間
の
行
き
方
に
係
わ
る
深
い
事
柄
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
、
佐
々
木
先
生
の
こ
の
大
谷
大
学
、
あ
る
い
は
、
仏
教
学
に
対
す
る
大
き
な
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
、
好
意
的
に
引

き
受
け
て
下
さ
っ
て
い
る
先
生
に
つ
い
て
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
、
日
本
に
お
け
る
京
都
学
派
の
哲

学
の
大
先
輩
で
あ
り
ま
す
、
西
田
幾
多
郎
と
い
う
先
生
は
、
佐
々
木
先
生
の
目
指
す
も
の
は
世
界
的
な
仏
教
研
究
の
セ
ン
タ
ー
た
ら
し
め

よ
う
と
い
う
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
に
、
西
田
先
生
は
佐
々
木
先
生
の
目
指
さ
れ
る
も
の
に
対

し
て
、
非
常
に
期
待
の
込
め
ら
れ
た
言
葉
で
伝
え
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
鈴
木
大
拙
先
生
も
ま
た
、
佐
々
木
先

生
の
そ
う
い
う
情
熱
に
絆
さ
れ
て
、
東
京
に
お
い
て
す
で
に
地
位
、
役
職
を
得
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
わ
ざ
わ
ざ
本
学
大
谷
大
学

へ
お
迎
え
で
き
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
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鈴
木
先
生
は
非
常
に
多
く
の
業
績
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
『
入
拐
伽
経
」
を
そ
の
原
典
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
や
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
な
ら
び
に
、
漢
訳
を
駆
使
し
て
原
典
研
究
を
も
の
せ
ら
れ
て
、
さ
ら
に
は
、
禅
と
か
浄
土
思
想
を
通
じ
て
仏
教

を
世
界
的
な
視
野
に
お
け
る
仏
教
と
し
て
、
特
に
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
例
を
顧

み
ま
す
と
き
、
仏
教
学
の
歩
み
と
い
う
点
で
も
多
々
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
、
大
谷
大

学
は
、
そ
の
仏
教
学
の
名
乗
り
の
時
点
か
ら
大
変
な
大
学
と
し
て
の
志
願
が
実
現
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
来
、

七
十
余
年
と
い
う
経
過
を
経
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ど
を
思
い
ま
す
と
き
、
私
ど
も
の
抱
え
て
い
る
仏
教
学
は
深
い
願

い
の
か
か
っ
た
歴
史
の
重
み
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
さ
ら
さ
ら
伝
統
に
溺
れ
よ
な
ど
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
大
き
な
深
い
背
景
と
い

う
か
、
願
い
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
非
常
に
力
強
い
も
の
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
わ

れ
わ
れ
の
仏
教
学
の
取
組
み
に
勇
気
づ
け
る
事
柄
と
し
て
、
ま
た
、
あ
る
時
期
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
の
東
洋
学
の
関
係
者
か
ら
、
仏
教
を
含
む

東
洋
思
想
と
い
う
も
の
が
世
界
精
神
史
の
上
に
喚
起
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
特
に
、
近
代
の
物
質
文
明
、
東
西
の
冷

戦
と
い
う
社
会
状
況
の
中
に
あ
り
ま
し
て
、
あ
る
い
は
、
東
西
文
化
の
交
流
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、
東
洋
の
文
化
と
か
精
神
、

と
り
わ
け
、
仏
教
思
想
と
い
う
も
の
が
顧
み
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
し
き
り
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
洋
学
者
た
ち
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
提
言
を
し
て
い
る
方
々
の
中
に
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
も
と
よ
り
、
牧
師
さ
ん
の
東
洋
学

者
も
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
と
い
う
も
の
を
含
め
て
、
東
洋
思
想
は
現
代
と
い
う
世
相
に
お
い
て
大
事
な
役
割
を
も
っ
て
い
る

ん
だ
、
と
い
う
言
い
方
で
提
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
行
き
詰
ま
っ
た
時
代
状
況
に
お
い
て
、
解
毒
剤
と
し
て
東
洋
の
仏

教
の
果
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
そ
こ
に
は
見
通
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

近
年
、
そ
の
よ
う
な
近
代
文
明
に
対
す
る
海
外
か
ら
の
反
省
の
声
が
、
印
象
と
し
て
小
々
ト
ー
ン
が
落
ち
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
が
、
今
な
お
そ
れ
ら
の
識
者
か
ら
の
要
請
は
聞
き
と
ど
め
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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一
方
、
最
近
非
常
に
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
耳
に
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
『
大
河
の
一
滴
」
と
い
う
の
は
、
著
者
ご
自
身
の
人
生

体
験
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
、
人
生
の
苦
し
み
と
絶
望
の
崖
壁
に
あ
っ
て
、
そ
の
事
実
に
あ
き
ら
め
、
覚
悟
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
、
人
生
の
苦
し
み
、
悩
み
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
そ
こ
に
身
を
置
く
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
マ
イ
ナ
ス
思

考
に
よ
っ
て
、
自
分
と
い
う
も
の
を
見
据
え
て
い
く
生
き
方
を
述
べ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
マ
イ
ナ
ス
思
考
に
視
座
を
置
く

と
き
、
却
っ
て
真
の
希
望
と
生
き
る
勇
気
が
湧
き
、
人
生
の
立
ち
上
が
り
が
容
易
と
な
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
貴
重

な
人
間
理
解
の
体
験
が
綴
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

い
さ
さ
か
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
随
筆
を
通
じ
て
、
プ
ラ
ス
思
考
と
マ
イ
ナ
ス
思
考
を
見
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ

ら
の
人
間
の
現
生
存
の
捉
え
方
の
善
し
悪
し
を
述
べ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
な
り
に
読
者
に
説
得
力
を
も
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
こ
こ
で
、
考
え
よ
う
と
し
ま
す
の
は
、
一
体
、
仏
教
学
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
思
考
に
つ
い
て
ど
う
い
う
こ
と

そ
こ
で
、
国
内
に
眼
を
向
け
て
、
最
近
、
話
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
書
物
の
二
、
三
に
つ
い
て
仏
教
学
の
視
座
か
ら
管
見
す
る
こ
と
に

致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
三
年
ほ
ど
前
で
あ
り
ま
し
た
か
、
一
時
の
流
行
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
脳
内
革
命
」
（
②
春
山
茂
雄
、

サ
ン
マ
ー
ク
出
版
、
一
九
九
六
）
と
い
う
書
物
が
、
ま
た
、
こ
こ
最
近
に
は
「
大
河
の
一
滴
」
（
五
木
寛
之
、
幻
冬
舎
、
一
九
九
八
）
と

い
う
本
が
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
両
方
と
も
折
々
に
も
の
せ
ら
れ
た
文
章
を
集
録
さ
れ
た
も
の
で
、
読
み
や
す
い
部
類

に
属
す
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
鋭
い
視
点
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
『
脳
内
革
命
」
で
印
象
に
残
っ
た
と
こ
ろ
を
述
べ
ま
す
と
、
左
の
脳
と

右
の
脳
と
の
そ
の
作
用
の
ご
く
簡
単
な
特
色
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
々
の
生
活
や
学
習
し
て
積
み
重
ね
て
い
る
事
柄
は
左
の
脳
を
使
っ

て
い
る
、
そ
し
て
、
一
方
の
右
の
脳
は
五
百
万
年
前
か
ら
の
遺
伝
子
を
蓄
え
て
い
て
、
十
数
年
の
蓄
積
で
は
な
し
に
、
人
類
誕
生
以
来
の

知
恵
が
右
の
脳
に
は
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
代
は
、
左
の
脳
ば
か
り
を
用
い
て
い
て
、
非
常
に
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
っ
て
い

る
。
も
っ
と
右
の
脳
を
使
う
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
そ
の
右
の
脳
を
使
う
に
は
プ
ラ
ス
思
考
、
プ
ラ
ス
発
想
が
有
効

で
あ
る
と
言
う
の
で
す
。
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が
言
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
私
自
身
、
問
題
と
し
て
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
も
う
一
冊
の
耆
物
を
と
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
学
の
国
文
学
の
、
最
近
お
纒
め
に
な
ら
れ
た
村
井
英
雄
先
生

の
「
日
本
を
知
る
」
シ
リ
ー
ズ
の
「
司
馬
遼
太
郎
』
（
大
巧
社
、
完
老
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
司
馬
さ
ん
の
提
言

さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
明
日
を
非
常
に
危
倶
し
て
お
ら
れ
る
文
面
の
結
び
の
所
で
、
明
日
の
日
本
を
建
設
的
に
考
え

て
い
く
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
こ
と
が
心
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
二
つ
は
、
気
概
の
あ
る
人
で
あ

り
、
そ
し
て
、
私
心
の
な
い
人
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
二
つ
の
要
素
を
持
ち
あ
わ
せ
た
人
々
に
よ
っ
て
明
日
の
日
本
は
背
負

わ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
司
馬
さ
ん
の
提
言
を
村
井
先
生
は
紹
介
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
今
日
、
あ
る
い
は
、
現
代
と

い
う
状
況
を
考
え
ま
す
と
き
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て
走
っ
て
い
る
か
判
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
況
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
混
迷

す
る
時
代
社
会
に
お
い
て
、
司
馬
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
、
志
と
心
は
日
本
人
に
と
っ
て
の
誇
り
で
あ
る
と

い
う
信
念
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
明
日
の
日
本
を
救
う
と
い
う
、
期
待
さ
れ
る
そ
の
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
気
概
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
志
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
志
を
も
っ
た
人
が
一
向
に
現
れ
な
い
こ
と
へ
の
警
鈍
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま

た
、
私
心
の
な
い
人
、
仏
教
の
上
で
了
解
し
ま
す
と
、
無
我
に
も
と
づ
く
無
心
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
私
心
と
い
う
も
の
を

無
に
し
て
い
く
人
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
を
特
に
司
馬
さ
ん
は
生
涯
を
通
じ
て
確
か
め
つ
つ
、
重
視
す
べ
き
示
唆
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ

う
／
で
あ
、
り
ま
す
。

そ
の
中
の
、
志
と
い
う
こ
と
は
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
夢
を
託
し
な
が
ら
邇
進
し
て
い
く
、
非
常
に
勇
敢
な
前
進
を
も
た
ら
す
心
の
蹄
動

で
あ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
が
、
一
方
の
私
心
の
な
い
人
、
そ
の
よ
う
な
無
心
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
何
か
そ
こ
に
は
わ
れ
わ

れ
の
仏
教
学
の
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
こ
と
へ
の
期
待
と
い
い
ま
す
か
、
仏
教
に
よ
る
確
か
め
が
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
私
に
は
思

わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
混
迷
を
引
き
起
こ
し
て
い
ま
す
要
因
に
、
物
質
本
意
の
志
向
と
と
も
に
、
余
り
に
も
他
を
省
み
な
い
私

心
の
一
辺
倒
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
世
界
や
日
本
の
昨
今
の
色
々
の
事
件
や
事
柄
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を
踏
ま
え
て
も
、
私
心
が
常
に
中
心
に
動
い
て
い
て
、
そ
れ
が
国
で
あ
っ
た
り
、
民
族
で
あ
っ
た
り
、
宗
教
で
あ
れ
、
個
人
的
な
次
元
で

あ
れ
、
そ
れ
が
暴
走
し
て
い
て
、
現
代
は
あ
る
側
面
と
し
て
、
人
と
し
て
の
道
を
見
失
い
、
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
私
心
の
克
服
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
仏
教
の
上
で
確
か
め
る
と
す
れ
ば
、
先
人
は
、
初
期
仏
教
以
来
、
人
類

の
運
命
は
わ
れ
わ
れ
の
心
の
奥
底
の
我
が
よ
く
克
服
せ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
心
せ
ら
れ
て
き
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
た

か
と
記
憶
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
釈
尊
以
来
全
仏
教
の
歴
史
の
歩
み
の
上
で
、
確
認
せ
ら
れ
て
く
る
こ
と
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
因
ん
で
考
え
る
の
で
す
が
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
阿
含
の
仏
教
を
通
じ
て
、
三
法
印
と
か
四
法
印
で
言
わ
れ
て

い
ま
す
中
に
、
無
我
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
旗
印
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
仏
教
も
次
第
に
時
代
を
経
て
、

部
派
仏
教
と
か
阿
毘
達
磨
仏
教
、
あ
る
い
は
、
大
乗
仏
教
や
密
教
に
、
他
方
、
南
方
へ
の
仏
教
展
開
、
中
国
仏
教
や
日
本
仏
教
、
あ
る
い

は
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
仏
教
展
開
の
広
が
り
の
中
に
あ
り
ま
し
て
、
無
我
と
い
う
仏
陀
釈
尊
の
理
念
が
や
は
り
そ
の
基
本
と
し
て
受
け
継
が

れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
学
の
仏
教
学
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
そ
れ
ぞ
れ
造
詣
の
深
い
先
生
か
た
が
お
見
え

で
す
の
で
、
大
い
に
利
用
し
て
学
び
を
深
め
て
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
イ
ン
ド
学
分
野
に
進
ん
で
お
ら
れ
る
方
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

関
心
の
許
で
の
研
究
に
あ
り
な
が
ら
、
よ
り
基
本
的
な
課
題
と
し
て
無
我
と
い
う
も
の
が
如
何
に
展
開
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
視

野
に
置
か
れ
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
部
派
仏
教
の
一
つ
の
姿
と
し
て
阿
毘
達
磨
仏
教
と
い
う
歩
み
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
お
け
る
無
我
の
思
想
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
大
切
な
学
び
の
分
野
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
阿
毘
達
磨
仏
教
を
背
景
に
し
て
、
ま
た
、
大
乗
の

仏
教
は
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
大
乗
の
仏
教
は
大
乗
と
し
て
の
無
我
の
仏
教
展
開
と
し
て
大
き
な
意
味
あ
い
を
持
っ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
先
の
司
馬
さ
ん
の
私
心
の
な
い
人
と
い
わ
れ
る
の
は
無
我
を
実
践
す
る
人
と
も
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す

が
、
大
乗
に
お
い
て
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
無
自
性
、
空
、
或
い
は
、
空
性
．
シ
ユ
ー

ン
ニ
ャ
タ
ー
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
改
め
て
思
想
的
に
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
無
我
と
い
う
釈
尊
の
思
想
を
、
そ
の
釈
尊
の
意
図
を
尋
ね
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つ
つ
、
空
性
と
い
う
用
語
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
点
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
乗
と
し
て
の
空
性
思
想
は
「
般

若
経
』
以
来
と
言
え
ま
す
が
、
ま
た
、
そ
れ
ら
仏
典
の
意
図
を
深
く
探
求
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
著
作
さ
れ
た
当
時
の
仏
教
者
の
テ
キ
ス
ト

類
、
す
な
わ
ち
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
ア
ー
リ
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
、
ア
サ
ン
ガ
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
な
ど
の
論
耆
も
重
要
な
資
料
と
な
り
ま

す
。
空
、
あ
る
い
は
、
空
性
と
い
う
言
葉
は
日
常
的
な
語
感
で
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
空
性
と
い

う
の
は
あ
る
論
書
に
お
き
ま
し
て
、
縁
起
し
て
い
る
も
の
、
関
係
性
に
あ
る
も
の
と
述
べ
て
い
ま
す
。
空
と
い
っ
て
も
決
し
て
虚
無
性
を

言
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
単
に
何
も
無
い
と
い
う
よ
う
な
空
っ
ぽ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
経
験
世
界
に
お
い
て
二
元
的
に
物
事
を
捉

え
て
い
る
人
間
の
分
別
に
あ
っ
て
、
二
つ
に
分
け
た
も
の
が
、
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
独
自
に
有
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
関
係
し
あ
っ

て
在
り
え
て
い
る
と
い
う
縁
起
思
想
を
通
し
て
空
性
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
大
地
の
地
平
と
で
も
言
え
る
か

と
考
え
ま
す
が
、
虚
無
的
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
な
地
平
と
し
て
の
人
間
存
在
の
事
実
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

無
我
が
空
性
と
い
う
確
か
め
を
通
し
て
提
起
さ
れ
て
く
る
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
現
生
存
の
在
り
方
に
係
わ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
空
性
は
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
の
ほ
か
、
ゼ
ロ
ネ
ス
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
ゼ
ロ
の
概
念
は
空
性
か
ら
き
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ

に
は
、
プ
ラ
ス
発
想
あ
る
い
は
プ
ラ
ス
思
考
で
も
な
く
、
ま
た
、
マ
イ
ナ
ス
思
考
で
も
な
い
、
仏
陀
正
覚
の
知
恵
の
世
界
が
窺
わ
れ
て
く

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
知
恵
の
世
界
は
縁
起
が
如
実
に
知
見
さ
れ
て
い
く
は
た
ら
き
に
お
い
て
実
効
せ
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
プ

ラ
ス
に
捉
え
た
り
、
マ
イ
ナ
ス
と
し
て
の
捉
え
方
が
無
意
味
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
意
味
か
ら
仏
陀
の
知
恵
は
ゼ
ロ
思

る
の
で
あ
り
ま
す
ｃ
そ
う
い
う
除

ラ
ス
に
捉
え
た
り
、
マ
イ
ナ
ス
Ｌ

考
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

司
馬
さ
ん
の
「
私
心
の
無
い
人
」
は
私
の
了
解
か
ら
推
測
し
ま
す
と
、
「
ゼ
ロ
思
考
に
裏
打
ち
さ
れ
た
人
」
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ゼ
ロ
思
考
と
い
う
こ
と
は
私
の
思
い
で
、
あ
る
い
は
、
私
の
考
え
で
ゼ
ロ
で
あ

る
と
い
う
の
で
は
勿
論
な
い
の
で
す
。
仏
陀
の
正
覚
の
知
恵
の
眼
（
仏
智
）
を
通
じ
て
私
た
ち
の
現
実
を
見
直
す
と
、
そ
れ
は
互
い
に
関

係
し
て
い
る
、
縁
起
で
あ
る
、
ゼ
ロ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
確
か
め
ら
れ
て
く
る
ゼ
ロ
思
考
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
プ
ラ
ス
思
考
、
あ
る
い
は
、
マ
イ
ナ
ス
思
考
に
よ
っ
て
よ
り
強
い
人
間
の
生
き
方
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
プ
ラ
ス

と
か
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
こ
と
は
人
に
よ
っ
て
種
々
で
あ
り
ま
し
て
、
人
間
の
現
生
存
の
地
平
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
、
仏
智
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
ゼ
ロ
思
考
と
い
う
も
の
が
現
代
と
い
う
時
代
状
況
に
あ
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
課
題
と
し
て
改
め
て
確

認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
ゼ
ロ
思
考
を
通
じ
て
、
自
己
と
は
何
か
と
い
う
確
か
め
も
必
然

的
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ゼ
ロ
は
プ
ラ
ス
で
も
な
い
し
、
マ
イ
ナ
ス
で
も
な
い
。
ま
た
、
よ
く
耳
に
し
ま
す
、

「
百
を
求
め
て
、
ゼ
ロ
に
し
な
い
」
と
い
う
ゼ
ロ
の
意
味
で
も
な
い
。
難
解
で
不
可
解
な
用
語
で
は
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
の
学
び
の
一
つ

の
要
と
し
て
、
そ
れ
を
縁
起
の
思
想
と
併
せ
て
確
か
め
て
い
た
だ
い
た
ら
、
と
い
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
司
馬
さ
ん

の
警
鐘
か
ら
し
ま
す
と
、
そ
の
様
な
こ
と
に
心
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
明
日
の
日
本
が
思
考
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。

す
で
に
時
間
が
き
て
お
り
ま
す
。
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
締
め
括
り
を
し
ま
す
。
始
め
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
佐
々
木

月
樵
先
生
は
、
本
学
の
仏
教
学
の
展
望
と
し
て
、
仏
教
の
学
び
を
通
し
て
仏
教
を
学
と
し
て
学
界
に
解
放
し
て
い
く
こ
と
を
お
考
え
に
な

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
先
生
は
そ
の
言
莱
の
結
び
の
と
こ
ろ
で
、
各
自
、
純
真
の
人
間
と
な
っ
て
頂
き
た
い
と
願
い
を
込
め
て
語

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
純
真
に
し
て
、
本
当
に
自
ら
の
人
間
な
る
も
の
を
受
け
と
め
て
い
く
、
純
真
な
人
間
に
な
っ
て
欲
し
い
こ
と
を
、
そ

の
「
樹
立
の
精
神
」
の
終
わ
り
の
方
で
は
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
佐
々
木
先
生
の
言
葉
を
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
こ
れ
か
ら

三
年
間
、
仏
教
学
の
輝
か
し
い
中
身
を
受
け
と
め
て
頂
き
た
い
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
か
ら
の
取
組
が
自
分
自
身
の
問
題
解
明
だ
け

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
界
や
人
類
の
問
題
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
が
切
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ

に
仏
教
学
の
歴
史
の
重
み
を
痛
感
し
つ
つ
、
ま
た
、
仏
智
に
も
と
づ
く
ゼ
ロ
の
発
想
、
ゼ
ロ
思
考
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
な
か
で
、
現

代
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
の
重
み
と
い
う
も
の
も
、
そ
こ
に
出
て
く
る
の
で
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
話
し
を
進
め
て
き
た
こ
と
で
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諸
君
た
ち
を
大
谷
大
学
仏
教
学
会
に
お
迎
え
し
ま
し
て
、
歓
迎
の
第
一
部
と
し
て
の
記
念
講
演
は
こ
れ
を
も
っ
て
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
別

す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




