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開
催
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
日
（
土
）

会

場

広
島
大
学

東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス

日
本
道
教
学
会

第
六
十
九
回
大
会
要
項日

本

道

教

学

会
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日
本
道
教
学
会
第
六
十
九
回
大
会
案
内

拝
啓

仲
秋
の
候

ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
こ
と
と
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。

本
学
会
第
六
十
九
回
大
会
を
来
た
る
十
一
月
十
日
（
土
）
に
広
島
大
学
に
お
い
て
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
参
会
の
方
は
、
同
封
の
郵
便
振
替
票
を
ご
使
用
に
な
り
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
十
月
三
十
一
日
（
水
）

ま
で
に
参
加
費
等
を
お
振
込
く
だ
さ
い
。
ま
た
振
替
受
領
証
は
当
日
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

敬
具

平
成
三
十
年
十
月
十
日

日
本
道
教
学
会

会
長

丸
山

宏

第
六
十
九
回
大
会
準
備
委
員
長

有
馬

卓
也

会
員
各
位
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横

組

頁

( 4 )

第
六
十
九
回
大
会
日
程
次
第

受
付
（
十
時
）

午
前
の
部

開
会
式
（
十
時
半
～
十
時
四
五
分
）

挨
拶

日
本
道
教
学
会
会
長

丸
山

宏

広
島
大
学
文
学
研
究
科
長

久
保
田
啓
一

研
究
発
表
（
十
時
四
十
五
分
～
十
二
時
十
五
分
）

古
代
中
国
に
お
け
る
厲
鬼
観
念
の
展
開
に
つ
い
て
―
疫
病
と
の
関
係
を
中
心
に
―

董

伊
莎
（
関
西
大
学
）

司
会

有
馬

卓
也
（
広
島
大
学
）

現
存
す
る
呪
術
治
療
の
様
相
―
江
蘇
省
中
部
沿
海
の
「
鬼
交
」
を
め
ぐ
っ
て
―

孫

瑾
（
広
島
大
学
）

司
会

三
浦

國
雄
（
四
川
大
学
）



( 5 )

古
霊
宝
経
に
見
え
る
経
典
観
に
つ
い
て

―
「
元
始
旧
経
」
を
中
心
に
―

林

佳
恵
（
日
本
道
教
学
会
会
員
）

司
会

山
田

利
明
（
日
本
道
教
学
会
会
員
）

休
憩
（
十
二
時
十
五
分
～
十
三
時
半
）

記
念
写
真
撮
影

昼
食

午
後
の
部

研
究
発
表
（
十
三
時
半
～
十
五
時
半
）

尹
志
平
『
清
和
真
人
北
遊
語
録
』
に
お
け
る
『
道
徳
経
』
受
容
に
つ
い
て

日
比
野
晋
也
（
関
西
大
学
）

司
会

森

由
利
亞
（
早
稲
田
大
学
）

明
末
江
南
士
大
夫
の
宗
教
生
活

石
野

一
晴
（
慶
応
義
塾
大
学
）

司
会

三
浦

秀
一
（
東
北
大
学
）

( 6 )

現
代
に
お
け
る
養
生
実
践
か
ら
見
る
伝
統
的
道
教
煉
養
の
新
し
い
形
態
を
め
ぐ
っ
て

黄

啓
文
（
政
治
大
学
）

司
会

野
村

英
登
（
二
松
學
舎
大
学
）

信
仰
に
お
け
る
図
像
と
そ
の
継
承

―
敦
煌
古
墓
画
磚
と
莫
高
窟
壁
画
に
お
け
る
天
、
山
と
西
王
母
の
描
写
を
中
心
と
し
て
―

荒
見

泰
史
（
広
島
大
学
）

司
会

遊
佐

昇
（
明
海
大
学
）

総
会
（
十
五
時
四
十
五
分
～
十
八
時
）

懇
親
会
（
十
八
時
～
二
十
時
）
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研
究
発
表
要
旨

古
代
中
国
に
お
け
る
厲
鬼
観
念
の
展
開
に
つ
い
て
―
疫
病
と
の
関
係
を
中
心
に
―

関
西
大
学

董

伊
莎

厲
鬼
と
い
う
の
は
後
嗣
の
な
い
、
凶
死
な
ど
の
原
因
に
よ
っ
て
災
い
、
特
に
疫
病
を
も
た
ら
す
鬼
神
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
厲
鬼
は
祖
先
や
一
般
死
者
及
び
精
怪
（
妖
怪
や
霊
的
存
在
）
の
場
合
も
あ
り
、
多
様
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
思
想
的
由
来
が
ど
の
よ
う
な
変
容
や
変
容
や
展
開
を
経
て
今
の
一
般
化
し
た
概
念

に
至
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
疫
病
を
も
た
ら
す
厲
鬼
の
場
合
、
人
鬼
の
面

が
漢
末
ま
で
稀
薄
だ
っ
た
こ
と
は
十
分
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

現
存
文
献
に
お
け
る
厲
祭
に
つ
い
て
は
『
礼
記
』
祭
法
篇
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
見
え
る
七
祀
・
五
祀
に

お
け
る
厲
は
あ
く
ま
で
祖
先
祭
祀
の
範
囲
で
捉
え
ら
れ
、
神
格
の
善
悪
は
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
後
に
儒
教
的
祭

祀
対
象
に
お
け
る
徳
の
価
値
標
準
に
従
っ
て
厲
が
再
定
義
さ
れ
、
多
く
の
礼
典
資
料
で
祭
祀
す
べ
き
人
鬼
が
祖
先
や
「
民
に

功
烈
有
る
」
人
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
一
部
の
悪
し
き
死
者
が
祭
祀
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
一
方
、
祖
先
祭
祀
と
関
係

な
く
伯
有
や
杜
伯
な
ど
有
名
な
怨
魂
は
復
讐
者
と
し
て
特
定
の
人
を
害
す
る
と
さ
れ
、
子
産
の
説
に
よ
っ
て
厲
鬼
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
睡
虎
地
秦
簡
「
日
書
」
甲
種
の
「
詰
」
篇
に
は
実
体
を
持
つ
鬼
が
疫
病
を
引
き
起
こ
す
内
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容
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
感
染
の
範
囲
は
か
な
り
限
ら
れ
、
鬼
の
性
格
も
人
鬼
よ
り
精
怪
に
近
い
。
ま
た
、
駆
疫
の
儺
儀
で

追
い
払
う
対
象
に
は
精
怪
や
神
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
厲
鬼
の
選
定
に
は
疫
病
を
引
き
起
こ
す

力
を
持
つ
と
い
う
効
用
面
も
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
厲
鬼
と
い
う
概
念
は
実
に
多
岐
な
由
来
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
後
嗣
の
な
い
人
鬼
の
厲
と
疫
病
を
も
た
ら
す
厲
は
根
本
的
に
共
通

す
る
と
は
言
い
難
い
。

漢
末
以
降
に
な
る
と
、
「
敗
軍
の
将
」
の
霊
が
疫
病
を
引
き
起
こ
す
と
さ
れ
、
厲
鬼
信
仰
が
新
し
い
展
開
を
見
せ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
す
で
に
先
学
に
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
巫
祝
信
仰
の
展
開
の
ほ
か
、
筆
者
は
災
異
思
想
の
成
立
と
展
開
も

そ
の
一
つ
の
条
件
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
天
譴
説
に
お
い
て
災
異
の
発
生
は
冤
罪
・
冤
死
の
人
に
よ

る
と
い
う
考
え
が
あ
る
か
ら
で
、
怨
魂
と
疫
病
は
統
治
者
の
過
失
と
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
罰
と
い
う
一
種
の
因
果
関
係

に
な
る
。
同
時
に
、
自
然
感
応
の
面
に
お
い
て
死
者
の
怨
恨
は
陰
陽
の
気
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
災
異
を
引

き
起
こ
す
と
い
う
気
の
構
造
論
は
、
疫
病
が
陰
陽
の
気
の
乱
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
考
え
と
重
な
る
。
こ
う

し
て
、
恨
み
を
持
つ
人
鬼
が
大
規
模
な
疫
病
を
引
き
起
こ
す
力
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
疫
病
が
多
発
し

た
漢
末
に
は
疫
病
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
民
間
宗
教
者
が
そ
う
し
た
ブ
ー
ム
に
拍
車
を
か
け
、
つ
い
に
厲
鬼
信
仰
に
新
展
開

が
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
生
ま
れ
た
新
た
な
厲
鬼
は
あ
る
種
強
い
力
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
後
に
瘟
神

な
ど
多
様
な
神
格
に
展
開
す
る
条
件
の
一
つ
に
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
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現
存
す
る
呪
術
治
療
の
様
相
―
江
蘇
省
中
部
沿
海
の
「
鬼
交
」
を
め
ぐ
っ
て

広
島
大
学

孫

瑾

魏
晋
南
北
朝
の
医
学
文
献
に
「
鬼
交
」
と
い
う
病
気
は
見
ら
れ
る
。
「
鬼
交
」
と
は
鬼
と
交
わ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
、

そ
う
診
断
さ
れ
た
患
者
は
み
な
同
質
の
症
状
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
い
き
な
り
歌
っ
た
り
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
、
幽
霊
な

ど
を
見
た
と
い
う
よ
う
な
う
わ
言
を
言
っ
た
り
、
或
い
は
誰
か
と
話
し
て
い
る
よ
う
に
独
り
言
を
言
っ
た
り
す
る
と
い
う
も

の
で
、
心
神
喪
失
症
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
近
い
。「
鬼
交
」
の
病
因
の
解
釈
は
そ
の
病
名
の
通
り
鬼
の
祟
り
と
す
る
。
一
方
で
、

合
理
的
な
医
学
理
論
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
摂
生
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
こ
と
を
病
因
の
一
側
面
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
じ

て
治
療
方
法
も
医
学
系
と
呪
術
系
の
両
方
を
含
む
。
ま
た
当
時
の
道
教
文
化
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、「
鬼
交
」
は
隋
・
唐
の
医

学
文
献
に
お
い
て
「
注
」
と
い
う
病
気
に
繋
が
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
場
合
祖
先
の
祟
り
と
共
に
「
注
」
の
症
状
と
さ
れ

て
い
る
。
金
・
元
時
代
に
な
っ
て
か
ら
中
国
伝
統
医
学
が
巫
術
か
ら
分
離
し
、「
鬼
交
」
の
治
療
も
お
お
よ
そ
呪
術
か
ら
離
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

金
・
元
以
降
の
医
学
文
献
に
お
い
て
は
呪
術
治
療
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
隋
・
唐
以
前
と
は
大
き
な
断
層
が
存

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
歴
史
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。「
鬼
交
」
を
例
と
し
て
、
中
國
江
蘇
省
の

中
部
沿
海
の
村
に
近
年
で
も
こ
う
い
っ
た
病
気
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
呪
術
治
療
が
存
し
て
い
る
。
当
地
の
民
衆
は
病
院
に

行
っ
て
も
治
ら
な
い
病
気
が
あ
れ
ば
、
巫
女
の
所
に
向
か
い
て
病
因
を
問
い
仙
薬
を
求
め
る
。
文
献
記
述
と
同
じ
く
、
当
地
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の
「
鬼
交
」
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
女
性
に
起
こ
る
。
そ
の
病
因
に
つ
い
て
一
番
典
型
的
な
の
は
、
死
ん
だ
男
の
靈
が
女
性
に

憑
依
し
て
そ
の
女
性
の
口
に
よ
っ
て
「
こ
の
女
と
夫
婦
に
な
る
」
と
話
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
国
民
俗
的
調
査
に
は

た
ま
た
ま
「
神
と
交
わ
る
」
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
死
ん
だ
人
と
交
わ
る
」
実
例
は
あ
ま
り
に
も
珍
し
い
。
こ

れ
ら
情
報
は
中
国
民
俗
文
化
的
研
究
、
特
に
呪
術
治
療
を
通
し
て
中
国
医
学
思
想
を
闡
明
す
る
と
い
う
課
題
に
と
っ
て
非
常

に
貴
重
で
あ
る
と
考
え
る
。

中
国
民
俗
思
想
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
呪
術
治
療
を
主
な
対
象
と
す
る
も
の
が
少
な
い
。
ま
た
、
江
蘇
省
中
部
沿
海

に
対
す
る
研
究
は
ほ
ぼ
行
わ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
発
表
者
は
こ
の
地
域
へ
の
呪
術
治
療
を
中
心
と
す
る
調
査
の
必
要

性
を
感
じ
、
今
年6

月
に
初
歩
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
。
今
回
は
そ
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
分
析

し
て
発
表
す
る
一
方
、
古
代
医
学
文
献
に
お
け
る
「
鬼
交
」
の
呪
術
治
療
の
記
述
と
対
照
し
て
、
鬼
神
病
因
論
・
呪
術
治
療

の
歴
史
的
変
遷
を
論
じ
て
み
る
。
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古
霊
宝
経
に
見
え
る
経
典
観
に
つ
い
て

―
「
元
始
旧
経
」
を
中
心
に
―

日
本
道
教
学
会
会
員

林

佳
恵

周
知
の
よ
う
に
、
劉
宋
の
道
士
陸
修
静
（406

～477

）
は
、
そ
の
著
述
「
靈
寶
經
目
序
」（
『
雲
笈
七
籤
』（H

Y1026

）

巻
四
）
や
「
太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
表
」
（H

Y528

）
の
中
で
、
霊
宝
経
の
神
話
伝
承
的
「
歴
史
」
の
記
述
を
通
し
て
明
確

な
霊
宝
経
観
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
元
始
旧
経
」
は
、
元
始
天
尊
所
説
の
「
十
部
三
十
六
帙
」
の
経
で
あ
り
、
六
天

の
支
配
が
始
ま
る
と
大
羅
天
に
還
る
が
、
劉
宋
の
世
に
至
る
と
、
そ
の
瑞
兆
と
し
て
地
上
に
出
現
し
始
め
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
古
霊
宝
経
の
内
容
を
承
け
、
或
は
そ
こ
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
陸
修
静
の
経
典

観
で
あ
っ
て
、
古
霊
宝
経
自
体
の
経
典
観
で
は
な
い
。
古
霊
宝
経
の
作
者
は
、
自
分
が
編
む
経
典
を
ど
の
様
な
も
の
と
し
て

認
識
し
て
い
た
の
か
？
換
言
す
れ
ば
、
古
霊
宝
経
は
い
か
な
る
経
典
観
の
も
と
で
作
ら
れ
た
の
か
？
こ
れ
は
、
古
霊
宝
経
の

宗
教
活
動
と
し
て
の
道
敎
史
上
に
於
け
る
位
置
付
け
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
議
論
す
る
余
地
は
あ
る
と
考
え
る
。
但
し
、

そ
の
際
に
は
、
陸
修
静
の
視
点
を
離
れ
て
古
霊
宝
経
を
眺
め
る
必
要
が
あ
る
。
敦
煌
文
書
（
ペ
リ
オ2861.2

＋
ペ
リ
オ2256

）

中
に
発
見
さ
れ
た
、
古
霊
宝
経
の
目
録
で
あ
る
敦
煌
本
「
霊
宝
経
目
録
」
で
「
元
始
旧
経
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
経
典
に
は
、

天
界
の
紫
微
宮
に
秘
蔵
さ
れ
る
「
経
」
や
、
元
始
天
尊
が
敷
演
し
た
「
十
部
妙
経
」
に
言
及
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の

事
柄
は
、
前
述
の
陸
修
静
の
「
元
始
旧
経
」
に
関
す
る
記
述
に
相
似
し
て
見
え
る
為
、
陸
修
静
の
霊
宝
経
観
に
沿
う
形
で
解

釈
・
理
解
さ
れ
る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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本
報
告
で
は
、
古
霊
宝
経
に
内
在
す
る
経
典
観
を
理
解
す
る
為
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
主
に
「
元
始
旧
経
」
に
散
見
す

る
紫
微
宮
秘
蔵
の
「
経
」
と
「
十
部
妙
経
」
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
を
経
典
の
記
述
か
ら
考
察
し
、
少
な
く
と
も
敦
煌
本
「
霊

宝
経
目
録
」
で
「
元
始
旧
経
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
経
典
の
一
部
に
は
、
古
霊
宝
経
独
自
の
視
点
が
有
り
、
そ
こ
に
窺
え
る

経
典
観
は
、
陸
修
静
が
「
元
始
旧
経
」
に
対
し
て
持
つ
経
典
観
と
は
、
完
全
に
は
同
じ
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
る
。
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尹
志
平
『
清
和
真
人
北
遊
語
録
』
に
お
け
る
『
道
徳
経
』
受
容
に
つ
い
て

関
西
大
学

日
比
野
晋
也

本
発
表
で
取
り
上
げ
る
『
清
和
真
人
北
遊
語
録
』
は
丘
処
機
を
継
い
で
全
真
教
を
率
い
た
尹
志
平(1169~1251)

の
語
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
尹
志
平
は
最
初
、
七
真
の
一
人
馬
丹
陽
に
弟
子
入
り
し
、
つ
い
で
劉
処
玄
に
師
事
し
た
あ
と
、
明

昌2

年
（1191

）
に
丘
処
機
に
師
事
し
た
。
こ
れ
以
降
は
丘
処
機
が
教
導
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
尹
志
平
は
丘
処
機

が
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
招
聘
に
応
じ
た
西
遊
を
行
う
き
っ
か
け
を
作
っ
た
人
物
で
あ
り
、
丘
処
機
亡
き
後
の
教
団
を
率
い
、

教
団
組
織
を
整
え
た
七
真
に
つ
い
で
有
力
な
道
士
で
あ
っ
た
。

『
清
和
真
人
北
遊
語
録
』
は
弟
子
の
問
い
に
尹
志
平
が
答
え
る
形
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
丘
処
機
の
み
な
ら
ず
、

王
重
陽
や
馬
丹
陽
の
言
葉
の
引
用
も
あ
り
、
当
時
の
全
真
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
教
理
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を

知
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
で
あ
る
。
ま
た
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
尹
志
平
が
『
道
徳
経
』
の
講
義
も
行
っ

て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
全
真
教
に
は
禅
の
不
立
文
字
的
な
面
が
見
ら
れ
、
一
般
に
経
典
へ
の
執
着
は
戒
め
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
例
外
の
経
典
も
あ
り
、『
道
徳
経
』
は
そ
の
一
つ
と
し
て
王
重
陽
時
代
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
。
劉
処
玄
は
自

ら
『
道
徳
経
』
の
注
を
著
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
重
要
な
経
典
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
彼
ら
は
特
に
養
生
思

想
を
旨
と
す
る
「
河
上
公
注
」
を
重
視
し
て
い
た
。
馬
丹
陽
も
そ
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
お
り
、
尹
志
平
も
「
河
上
公
注
」

に
つ
い
て
は
、「
修
行
の
人
聴
受
し
得
て
用
最
も
多
き
者
は
、
河
上
公
に
如
く
は
莫
し
」
と
い
い
、
ま
た
「
弟
子
経
中
の
「
出
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生
入
死
之
義
」
を
問
う
。
師
曰
く
「
河
上
公
注
」
を
取
る
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
尹
志
平
は
「
河
上
公
注
」
以
外
に
も
宋
の
徽
宗
注
や
蘇
軾
注
な
ど
様
々
な
注
を
取
り
上
げ
、
弟
子
た
ち
に
講
義
し
て

い
る
。
全4

巻
で
構
成
さ
れ
る
『
清
和
真
人
北
遊
語
録
』
は
、
そ
の
う
ち
巻
三
と
巻
四
の2

巻
に
わ
た
っ
て
『
道
徳
経
』
の
講

義
で
あ
る
こ
と
を
見
て
も
、
尹
志
平
の
『
道
徳
経
』
へ
の
傾
倒
が
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

全
真
教
の
布
教
は
七
真
が
各
地
に
散
ら
ば
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
彼
ら
に
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
弟
子
が
お
り
、

各
人
が
王
重
陽
の
教
え
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
伝
え
て
い
た
。
こ
れ
は
、
教
義
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
取
れ
て
い
な
か
っ
た
と

も
い
え
る
。『
長
春
真
人
西
遊
記
』
に
よ
れ
ば
、
丘
処
機
は
死
去
が
近
づ
く
さ
な
か
、
全
真
教
の
教
義
を
整
理
し
撰
述
し
よ
う

と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
尹
志
平
が
『
道
徳
経
』
の
講
義
を
行
い
、
王
重
陽
ら
の
言
葉
も
交
え
て
弟
子
た
ち
に
説
法
を
行
っ

た
の
は
、
あ
る
意
味
で
丘
処
機
の
意
思
を
継
ぎ
、
教
義
を
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
発
表
で
は
『
清
和
真
人
北
遊
語
録
』
に
見
ら
れ
る
『
道
徳
経
』
の
講
義
内
容
と
「
河
上
公
注
」
の
取
り
上
げ
方

を
比
較
分
析
し
、
全
真
教
に
お
け
る
『
道
徳
経
』
受
容
の
様
相
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
試
み

た
い
。
加
え
て
徽
宗
注
や
蘇
軾
注
も
視
野
に
入
れ
、
全
真
教
と
宋
代
道
教
と
の
思
想
的
流
れ
に
つ
い
て
も
触
れ
み
た
い
。
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明
末
江
南
士
大
夫
の
宗
教
生
活

慶
応
義
塾
大
学

石
野

一
晴

士
大
夫
は
道
教
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
明
末
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
思
想

史
的
に
は
三
教
合
一
が
唱
え
ら
れ
、
道
士
と
士
大
夫
層
と
の
交
流
も
日
常
的
に
行
わ
れ
た
。
と
き
に
は
士
大
夫
自
身
が
扶
乩

に
関
わ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
蔵
書
家
の
書
棚
に
は
道
教
関
係
の
書
物
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
仏
教
関
係
書
籍
の
数
を

上
回
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
王
世
貞
の
広
め
た
曇
陽
大
師
の
昇
仙
譚
に
人
々
が
熱
狂
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
明
末
社
会
に
は
道
教
思
想
の
影
響
が
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
た

が
、
従
来
の
研
究
は
概
説
的
な
も
の
が
多
く
、
個
別
の
士
大
夫
に
注
目
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
報
告
者
が
注
目
す
る
の
は
屠
隆
（
一
五
四
三
―
一
六
〇
五
）
で
あ
る
。
浙
江
鄞
縣
の
出
身
で
あ
る
彼
は
文
学
者
、

戯
曲
家
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
三
教
合
一
を
唱
え
仏
教
、
道
教
に
関
す
る
議
論
を
盛
ん
に
行
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い

る
。
彼
の
人
脈
は
非
常
に
広
く
、
王
世
貞
・
王
錫
爵
・
汪
道
昆
・
范
欽
・
沈
一
貫
な
ど
時
の
名
士
た
ち
と
書
簡
を
交
わ
し
、

そ
の
話
題
は
曇
陽
な
ど
道
教
に
関
わ
る
話
題
に
も
及
ん
だ
。
本
報
告
は
、
こ
れ
ら
屠
隆
の
文
集
中
に
見
ら
れ
る
文
章
を
検
討

し
、
仏
道
修
行
に
励
み
曇
陽
大
師
へ
の
弟
子
入
り
を
し
た
屠
隆
の
宗
教
生
活
を
統
合
的
に
と
ら
え
、
彼
を
軸
に
明
末
社
会
に

お
け
る
士
大
夫
の
宗
教
生
活
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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現
代
に
お
け
る
養
生
実
践
か
ら
見
る

伝
統
的
道
教
煉
養
の
新
し
い
形
態
を
め
ぐ
っ
て

政
治
大
学

黃

啟
文

道
家
の
養
生
法
の
実
践
は
、
内
丹
学
の
発
展
の
歴
史
的
観
点
の
中
で
、
清
の
末
期
か
ら
中
華
民
国

初
期
に
か
け
て
の
時
代

は
、
陳
攖
寧
が
こ
の
領
域
の
代
表
を
担
っ
て
い
た
。
陳
攖
寧
は
煉
養
技
術
を
用
い

た
伝
統
的
な
手
法
を
、
科
学
的
な
角
度
と

組
み
合
わ
せ
解
釈
し
、
さ
ら
に
当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ

て
、
自
ら
の
論
述
を
公
開
し
、
そ
れ
ま
で
世
に
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
修
煉
の
内
容
を
広
め
、
当
時
の
社

会
の
注
目
を
集
め
た
。
そ
の
後
、
新
中
国
は
こ
の
修
煉
を
基
礎
か
ら
発
展
さ
せ

て
い
き
、
１
９
９
０
年
代

に
は
「
気
功
熱
」
の
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
。
そ
し
て
こ
の
ブ
ー
ム
は
世
界
中
の
学
者
た
ち
の

注
目
を

集
め
広
く
考
察
さ
れ
た
。
で
は
、
２
１
世
紀
に
な
っ
た
現
在
で
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

筆
者
は
、
２
０
１
５
年
１
月
２
７
日
か
ら
北
京
、
上
海
、
台
湾
で
養
生
文
化
を
広
め
、
煉
養
を
実
践
し
て
い
る
団
体
に
つ

い
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
重
ね
て
き
た
。
三
年
に
渡
る
調
査
を
経
て
、
華
人
社
会
の
健
康
を
追
求
す
る
「
養
生
實
踐
」
と

い
う
概
念
が
、「
陳
攖
寧
仙
学
」
と
「
気
功
熱
」
を
経
て
、
推
し
廣
め
ら
れ
な
が
ら
現
代
化
し
た
過
程
を
、
本
研
究
で
は
以
下

の
い
く
つ
か
の
側
面
に
分
け
て
説
明
を
行
う
。
初
め
の
側
面
で
は
、
伝
統
文
化
に
対
す
る
理
解
の
強
調
、
つ
ま
り
中
医
（
中

国
の
伝
統
的
医
学
）
と
道
家
の
養
生
理
念
の
思
想
か
ら
出
発
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
背
景
に
あ
る
文
化
の
ル
ー
ツ
と
関
連

性
を
掘
り
下
げ
、
そ
の
次
に
、
現
代
西
洋
医
学
を
併
用
し
、「
養
生
實
踐
」
の
有
効
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。
つ
ま
り
、
フ

ィ
ー
ル
ド
調
査
の
過
程
の
中
で
、
煉
養
と
関
連
し
て
い
る
ケ
ー
ス
の
医
療
効
果
の
有
無
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
筆
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者
は
更
な
る
試
み
と
し
て
、
全
体
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
過
程
を
通
し
て
、
こ
の
、「
養
生
實
踐
」
が
ど
ん
な
宗
教
的
な
意

味
合
い
を
持
つ
か
を
研
究
し
た
。

煉
養
を
実
践
し
て
い
る
団
体
の
修
煉
内
容
は
、
伝
統
文
化
の
理
解
を
深
め
る
上
で
、
４
つ
の
要
点
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
目
は
経
典
（
中
国
の
古
い
書
物
）
と
い
う
課
程
の
講
述
で
あ
る
。
例
え
ば
黄
帝
内
経
、
道
德
経
、
心
経
、
菜
根
譚

や
王
陽
明
的
心
学
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
道
徳

経
や
心
経
を
中
心
と
し
た
経
典
を
書
き
写
す
こ
と
に
よ
る
経

典
瞑
想
。
三
つ
目
は
、
道
家
内
丹
の
秘
訣
及
び
呼
吸
の
主
な
意
味
を
含
む
、
静
功
の
練
習
。
そ
し
て
最
後
は
、
動
功
の
練
習

で
あ
る
。
道
家
の
太
極
拳
、
華
佗
五
禽
戲
、
さ
ら
に
達
摩
易
筋
經
の
動
き
の
要
点
を
組
み
合
わ
せ
、
動
功
の
４
式
を
習
得
す

る
。筆
者

は
以
上
に
述
べ
た
４
部
分
に
内
在
す
る
道
家
と
中
医
文
化
に
お
け
る
ル
ー
ツ
及
び
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

伝
統
文
化
に
対
す
る
理
解
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
の
側
面
で
は
、「
医
学
的
効
果
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
く
。
主
に

西
洋
医
学
を
併
用
し
、
病
気
を
患
っ
て
い
る
煉
養
者
た
ち
が
医
療
機
関
を
通
し
て
健
康
診
断
を
行
う
際
に
、
医
療
的
臨
床
デ

ー
タ
を
提
供
し
、
煉
養
者
の
「
養
生
實
踐
」
を
行
う
前
後
を
比
較
し
、「
養
生
實
踐
」
が
修
煉
者
自
身
に
実
際
ど
の
よ
う
な
効

果
が
あ
る
の
か
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
科
学
臨
床
医
療
デ
ー
タ
と
「
養
生
實
踐
」
の
効
果
が
結
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
た
上
で
、「
養
生

實
踐
」
の
現
代
化
に
つ
い
て
の
理
念
を
さ
ら
に
説
明
す
る
。（
こ
こ
で
は
高
血
圧
及
び
肥
満
患
者
を

対
象
と
し
た
ケ
ー
ス
を
用
い
る
）

最
後
に
、
全
体
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
実
践
過
程
を
通
し
て
、
「
養
生
實
踐
」
が
ど
ん
な
宗
教
的
意
味
合
い
を
持
っ
て
新

し
く
形
作
ら
れ
た
か
を
述
べ
て
い
く
。
本
研
究
の
研
究
対
象
と
な
っ
た
煉
養
団
体
が
言
う
に
は
、
個
人
で
あ
っ
て
も
グ
ル
ー

プ
全
体
で
あ
っ
て
も
、
健
康
を
追
求
す
る
と
い
う
観
念
が
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
健
康
を
追
求
す
る
中
で
人
々
は
文
化
信
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念
を
感
得
し
、
そ
の
感
得
が
人
々
の
動
静
功
法
の
修
養
を
繰
り
返
し
実
践
す
る
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
修
養
過
程
に
お

け
る
心
身
の
「
儀
式
性
」
及
び
個
人
と
グ
ル
ー
プ
間
に
お
け
る
実
質
的
そ
し
て
仮
想
的
な
場
所
で
の
施
術
に
よ
り
生
み
出
さ

れ
た
「
重
複
性
」
と
「
実
践
性
」
を
持
つ
特
質
、
さ
ら
に
健
康
追
求
と
い
う
日
常
的
形
態
の
宗
教
的
「
現
象
」、
こ
れ
ら
の
要

素
こ
そ
が
、
現
代
を
生
き
る
華
人
が
形
作
る
宗
教
性
の
新
形
態
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
養
生
実
践
、
宗
教
性
、
中
医
、
道
教
、
內
丹
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信
仰
に
お
け
る
図
像
と
そ
の
継
承

―
敦
煌
古
墓
画
磚
と
莫
高
窟
壁
画
に
お
け
る
天
、
山
と
西
王
母
の
描
写
を
中
心
と
し
て
―

広
島
大
学

荒
見

泰
史

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
図
像
が
、
信
仰
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

図
像
は
、
信
仰
の
場
の
視
覚
的
要
素
を
担
い
、
心
の
奥
底
に
沁
み
つ
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
信
仰
の
場
に
限
ら
ず
、
音

や
香
り
を
含
め
た
五
感
の
中
で
視
覚
は
強
い
刺
激
を
も
つ
。
こ
う
し
た
感
覚
情
報
は
、
言
語
、
文
字
に
よ
る
知
覚
情
報
と
結

び
つ
き
、
信
仰
の
場
を
よ
り
荘
厳
な
も
の
と
す
る
重
要
な
要
素
と
な
る
。

そ
う
し
た
図
像
の
中
に
は
、
時
代
を
越
え
、
さ
ら
に
は
信
仰
、
宗
教
を
越
え
て
引
き
継
が
れ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、

「
卍
」
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
図
像
で
あ
る
。
卍
は
「
万
」
と
も
訳
さ
れ
、『
長
阿
含
経
』
中
に
仏
の
様
相
を
表
し
て
「
胸
有

万
字
」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
仏
像
の
胸
の
部
分
に
「
卍
」
が
表
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
か
く
て
仏
教
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
は
、
地
図
上
の
寺
院
を
表
す
記
号
と
し
て
も
卍
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
卍
の
使
用

は
仏
教
に
限
ら
れ
な
い
。
新
石
器
時
代
こ
ろ
か
ら
イ
ン
ド
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
な
ど
、
様
々
な
地
域
で
見
ら
れ
、
吉
祥
あ
る
い

は
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
、
宗
教
を
越
え
て
様
々
な
宗
教
遺
跡
な
ど
か
ら
こ
の
類
型
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

ま
た
、
仏
像
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
座
像
と
い
う
ス
タ
イ
ル
も
人
々
の
印
象
に
は
強
く
残
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
椅
子

に
座
る
「
椅
坐
形
」
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
「
胡
座
」
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
胡
坐
の
像
と
い
う
類
型

( 20 )

は
、
仏
教
中
国
伝
来
早
期
の
後
漢
の
仏
像
に
見
ら
れ
る
前
に
、
す
で
に
前
漢
時
代
の
西
王
母
に
も
見
ら
れ
、
し
か
も
の
ち
に

仏
教
の
座
像
が
現
れ
る
地
域
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
仏
の
座
像
の
形
状
が
西
王
母
信
仰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
と
言
う
。

仏
像
に
よ
く
見
ら
れ
る
光
背
な
ど
も
、
様
々
な
信
仰
、
宗
教
で
用
い
ら
れ
る
。
も
と
も
と
神
仏
や
聖
人
な
ど
、
偉
大
な
徳

や
聖
な
る
力
を
持
つ
も
の
が
光
を
発
す
る
と
形
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
始
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
早
く
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

の
ミ
ス
ラ
神
に
す
で
に
そ
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
、
先
の
西
王
母
坐
像
に
も
光
背
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト

教
の
聖
人
の
背
景
に
同
様
の
光
背
が
描
か
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
類
似
性
は
、
偶
然
の
一
致
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
主
と
し
て
①
異
な
る
信
仰
が
一
時
代
一
地
域
に
共
存
し

た
た
め
に
融
合
し
拡
散
す
る
場
合
、
②
も
と
の
信
仰
が
新
た
な
信
仰
に
飲
み
込
ま
れ
受
け
継
が
れ
て
い
く
場
合
、
な
ど
様
々

な
信
仰
の
融
合
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
図
像
の
継
承
が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
発
表
で
は
、
敦
煌
資
料
を
中
心
と
し
て
、
天
界
の
描
写
、
天
界
を
表
現
す
る
た
め
に
描
か
れ
る
太
陽
、
月
、
山
、
そ
し

て
西
王
母
の
図
像
に
つ
い
て
紹
介
し
、
こ
う
し
た
信
仰
を
越
え
た
継
承
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
敦
煌
に
は
仏
教
浸
透
以

前
と
見
ら
れ
る
時
代
か
ら
宋
元
時
代
ま
で
の
豊
富
な
図
像
資
料
及
び
文
献
資
料
が
残
さ
れ
、
そ
こ
に
は
様
々
な
信
仰
と
そ
の

融
合
の
様
相
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
上
で
大
変
興
味
深
い
資
料
と
思
わ
れ
る
。
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切
り
取
っ
て
ご
利
用
下
さ
い

出
張
依
頼
状

日
本
道
教
学
会
第
六
十
九
回
大
会
を
、
来
た
る
十
一
月
十
日
（
土
）
に
広
島
大
学
東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス

に
お
い
て
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
貴
学

氏
を

ご
派
遣
い
た
だ
き
た
く
、
依
頼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
三
十
年
十
月
五
日

日
本
道
教
学
会

会
長

丸
山

宏

第
六
十
九
回
大
会
準
備
委
員
長

有
馬

卓
也

様
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室
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