
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
7
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

矢

島

道

彦

一
、
藤
井
隆
道
氏
の
発
表
「
古
典
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
言
葉
と
人
間
」
に
つ
い
て

古
典
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
人
間
論
を
主
題
と
す
る
な
か
で
、
と
く
に
「
言
葉
」
を
取
り
上
げ
た
の
が
藤
井
氏
の
「
古
典
イ
ン
ド
思

想
に
お
け
る
言
葉
と
人
間
」
で
あ
る
。
と
く
に
言
葉
と
意
味
に
関
す
る
ニ
ヤ
ー
ヤ
と
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
両
派
に
お
け
る
態
度
の
違
い
に

つ
い
て
、
藤
井
氏
は
き
わ
め
て
簡
潔
に
し
か
も
平
明
に
説
明
し
て
く
れ
た
。「
平
明
」
と
い
う
の
は
、
難
解
な
は
ず
の
領
域
の
研
究
で

あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
読
み
手
と
し
て
全
く
の
素
人
で
あ
る
私
に
す
ら
、
充
分
に
わ
か
る
言
葉
で
藤
井
氏
が
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
へ
の

感
謝
を
込
め
た
賛
辞
で
あ
る
。

古
い
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
は
、
補
助
文
献
を
除
い
て
、
す
べ
て
神
の
啓
示
に
よ
る
天
啓
文
学
（
シ
ュ
ル
テ
ィ
）
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
に
対

し
て
聖
者
が
創
作
し
た
聖
伝
文
学
（
ス
ム
リ
テ
ィ
）
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
藤
井
氏
は
右
の
よ
う
に
ニ
ヤ
ー

ヤ
と
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
両
派
の
相
違
点
を
本
論
の
な
か
で
明
確
に
し
て
か
ら
、
最
後
に
「
付
論
」
と
し
て
「
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
：
人

が
語
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
言
葉
は
無
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
一
節
を
追
加
し
て
、
法
称
の
ヴ
ェ
ー
ダ
批
判
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
く

れ
た
。
こ
の
付
論
の
な
か
で
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
の
一
方
の
好
敵
手
で
あ
っ
た
法
称
の
見
解
を
対
比
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
と

意
味
に
関
す
る
仏
教
の
立
場
を
い
よ
い
よ
浮
き
彫
り
に
し
、
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
大
会
テ
ー
マ
に
相
応
し
い
充
実
し
た
も
の
に
し
た
と
思
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わ
れ
る
。

二
、
一
色
大
悟
氏
の
発
表
「
近
代
日
本
の
縁
起
解
釈
論
争
に
み
る
人
間
観

説
一
切
有
部
の
三
世
両
重
縁
起
説
を
め
ぐ
っ
て

」
に
つ
い
て

一
色
氏
の
発
表
に
つ
い
て
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
み
て
、
お
そ
ら
く
部
派
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
研
究
を
専
門
と
さ
れ
る
氏
の
自
身
の
立

場
か
ら
、
大
会
テ
ー
マ
に
相
応
し
い
縁
起
解
釈
と
し
て
木
村
泰
賢
の
縁
起
解
釈
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
た
い
、
あ
る
い
は
よ
り
積
極
的

に
、
む
し
ろ
木
村
寄
り
の
再
評
価
を
企
て
た
い
、
と
い
っ
た
意
図
を
も
っ
て
の
発
表
か
と
勝
手
に
想
像
し
た
。
し
か
し
実
際
は
、
木
村

泰
賢
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
代
表
的
な
論
者
た
ち
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
比
較
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
を
新
た
な
視
点
か

ら
と
ら
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
の
縁
起
論
争
に
つ
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
論
者
と
い
え
ば
、
た
し
か
に
一
色
氏
が
取
り
上
げ
た
木
村
泰
賢
・

宇
井
伯
寿
・
赤
沼
智
善
・
和
辻
哲
郎
の
四
氏
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
論
争
に
つ
い

て
、
一
色
氏
は
「
そ
も
そ
も
か
れ
ら
の
縁
起
論
争
は
何
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
問
い
直
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
仏

教
学
界
に
お
い
て
、
か
れ
ら
四
氏
の
著
作
が
も
っ
ぱ
ら
文
献
学
的
な
原
始
仏
教
研
究
の
先
駆
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
き
て
、
著
作
そ
れ

自
体
は
研
究
対
象
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。「
著
作
そ
れ
自
体
」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。
一
色
氏
い
わ
く
、「
木
村
ら
自
身

の
発
言
を
参
照
す
れ
ば
、
縁
起
論
争
は
仏
陀
あ
る
い
は
初
期
経
典
の
縁
起
説
を
単
に
文
献
学
が
客
観
的
に
研
究
す
る
途
上
で
起
こ
っ
た

確
執
と
い
っ
た
表
現
に
は
収
ま
ら
な
い
、
別
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
」。
こ
う
し
て
氏
は
自
ら
の
関
心
が
旧
来
の
文
献

学
的
な
研
究
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
か
ら
、
興
味
深
い
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。

木
村
泰
賢
は
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
の
序
文
で
、
自
ら
の
著
作
を
「
新
し
い
形
成
に
お
け
る
一
種
の
阿
毘
達
磨
論
書
」
で
あ
る
と
ま

で
い
い
、
経
典
の
意
味
を
紙
面
に
現
わ
れ
な
い
「
裏
面
的
意
義
で
推
し
つ
め
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
表
現
し
、
加
え
て
そ
の
執
筆
の
動
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機
と
し
て
、「
混
濁
せ
る
大
乗
宗
教
を
洗
浄
す
る
標
準
を
確
か
む
る
」
た
め
の
「
原
始
仏
教
主
義
」
を
提
唱
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
と
、

一
色
氏
に
よ
っ
て
木
村
の
主
張
が
紹
介
さ
れ
る
と
、
な
る
ほ
ど
木
村
の
『
思
想
論
』
が
単
な
る
文
献
学
的
な
研
究
で
は
な
く
、
あ
る
種

強
烈
な
宗
教
的
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
若
手
の
文
献
学
者
で
あ
る
一
色
氏
が
、
こ
こ
で
は
氏

自
身
の
文
献
学
的
な
成
果
の
公
表
と
い
う
目
的
を
捨
て
お
い
て
、
大
会
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
縁
起
説
に
関
す
る
論
争
史
の
な
か
に
「
人

間
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
、
木
村
ら
の
縁
起
論
争
を
先
行
研
究
と
し
て
で
は
な
く
、
研
究
対
象
そ
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。

一
色
氏
の
論
考
は
、
要
す
る
に
木
村
ら
の
縁
起
論
の
な
か
に
「
人
間
」
を
問
う
新
た
な
意
欲
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
。

本
大
会
の
趣
旨
で
あ
る
「「
人
間
」
定
義
の
新
次
元
」
の
探
究
の
一
助
と
し
て
、
一
色
氏
が
縁
起
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
戦
わ
さ
れ
た
木

村
ら
近
代
の
代
表
的
仏
教
学
者
の
間
の
思
想
論
争
を
好
個
の
材
料
と
し
て
持
ち
出
し
た
の
は
、
そ
れ
自
体
が
卓
見
で
あ
り
、
と
く
に
木

村
と
宇
井
の
縁
起
解
釈
の
特
徴
を
『
俱
舎
論
』・
姉
崎
の
解
釈
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。

そ
し
て
そ
の
「
検
証
」
を
通
じ
て
示
し
得
た
こ
と
は
、
一
色
氏
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
木
村
ら
四
者
が
い
ず
れ
も
初
期
経
典
に
見

ら
れ
る
十
二
縁
起
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
各
人
各
様
の
人
間
観
を
込
め
た
解
釈
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
人
間
観
は
仏
教
観
と
表
裏

一
体
に
あ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

思
う
に
、
発
表
を
通
じ
て
一
色
氏
が
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
冒
頭
の
「
問
題
の
所
在
」

に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
仏
教
の
有
効
性
」
や
「
仏
教
の
正
当
性
」
の
問
い
直
し
に
つ
い
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
求
め
る

こ
と
は
無
理
だ
っ
た
の
か
。
論
文
の
末
尾
で
「
人
間
の
定
義
の
更
新
は
仏
教
の
更
新
と
軌
を
一
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
い
、

「
し
た
が
っ
て
仏
教
の
側
か
ら
新
次
元
の
人
間
観
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
活
動
は
、
仏
教
自
身
の
再
解
釈
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
で
宗
教
伝
統
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
学
術
的
に
語
ら
れ
る
の
か
、
発
表
者
の
関
心
を
引
い
て
や
ま
ず
、
ま
た
そ
れ

自
体
が
仏
教
研
究
の
対
象
と
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
が
、
な
ら
ば
仏
教
の
側
か
ら
新
次
元
の
人
間
観
を
提
示

す
る
た
め
に
、
一
色
氏
自
身
の
縁
起
解
釈
も
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
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仏
教
の
縁
起
論
に
は
、
が
ん
ら
い
胎
生
学
的
な
解
釈
な
ど
が
入
り
込
む
余
地
は
全
く
な
か
っ
た
と
考
え
る
が
、
三
世
両
重
の
縁
起
解

釈
へ
の
批
判
は
昔
か
ら
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
も
色
々
で
、
ひ
と
ま
と
め
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
の
イ
ン
ド

学
や
仏
教
学
の
研
究
者
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
森
章
司
氏
（
ネ
ッ
ト
文
書
⑫
「
死
後
・
輪
廻
は
あ
る
の
か

「
無
記
」「
十
二
縁

起
」「
無
我
」
の
再
考

」
二
〇
〇
四
年
十
一
月
六
日
）
の
よ
う
に
、
三
世
両
重
の
よ
う
な
縁
起
解
釈
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
葬
送

儀
礼
が
成
り
立
た
な
い
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
あ
る
種
の
危
惧
を
表
明
す
る
人
も
い
る
。
輪
廻
や
輪
廻
我
が
実
体
的
に
勝
義
に
お
い
て

存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
、
仏
教
的
な
葬
送
儀
礼
が
成
り
立
ち
得
な
い
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
お
い
て
お
こ
う
。
仏
教
の
救
済
論
と
し
て
、
輪
廻
の
思
想
が
不
可
欠
な
も
の
と
は
私
に
は
思
わ
れ
な
い
し
、
ブ
ッ
ダ
自
身
、

そ
う
し
た
（
輪
廻
に
）
限
定
し
た
形
で
は
、
苦
し
み
か
ら
の
解
放
に
つ
い
て
語
り
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。

こ
れ
が
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ら
ば
、「
わ
れ
わ
れ
は
ア
ー
ト
マ
・
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
（
ātm
avādin）
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
・
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン

（
lokavādin）
で
あ
る
」
と
当
初
か
ら
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
が
、
仏
教
と
は
そ
の
点
で
ス
タ
ン
ス
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い

る
。縁

起
解
釈
の
現
代
に
お
け
る
有
効
・
有
用
な
あ
り
方
と
い
え
ば
、
文
献
学
的
な
正
当
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー

の
思
想
運
動
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
一
つ
の
妥
当
な
解
釈
の
方
向
性
は
見
え
て
き
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ア
ン

ナ
・
メ
イ
シ
ー
な
ど
の
縁
起
論
な
ど
は
、
筆
者
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
映
っ
て
い
る
（
か
つ
て
環
境
関
連
の
市
民
運
動
に
身
を
投
じ

た
と
き
に
、
私
は
メ
イ
シ
ー
の
縁
起
思
想
に
出
会
っ
て
感
銘
を
覚
え
た
）。
今
後
一
色
氏
自
身
が
ど
の
よ
う
な
自
ら
の
縁
起
理
解
を
わ

れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
る
か
、
楽
し
み
で
あ
る
。

255

セッション№7の発表に対するコメント（矢島道彦）



三
、
山
畑
倫
志
氏
の
発
表
「
ジ
ャ
イ
ナ
教
聖
者
伝
の
展
開
と
人
間
観
の
変
容
」
に
つ
い
て

山
畑
氏
の
発
表
論
文
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
い
わ
ゆ
る
聖
者
伝
の
歴
史
的
変
容
に
関
わ
る
論
考
で
あ
る
。
発
表
の
タ
イ
ト
ル
に
ジ
ャ
イ

ナ
教
や
祖
師
伝
な
ど
の
文
字
が
あ
る
の
を
み
て
、
気
安
く
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
役
を
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
じ
つ
は
大
変
後
悔
し

て
い
る
。
氏
の
専
門
領
域
は
大
変
広
い
よ
う
で
あ
り
、
言
語
に
つ
い
て
も
ア
パ
ブ
ラ
ン
シ
ャ
や
古
グ
ジ
ャ
ラ
テ
ィ
ー
か
ら
近
代
諸
語
に

至
る
ま
で
イ
ン
ド
の
言
語
史
を
広
く
お
さ
え
た
上
で
研
究
を
進
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

要
旨
を
み
て
訊
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
の
一
つ
が
、
氏
の
い
う
「
二
種
類
の
（
ジ
ャ
イ
ナ
教
）
聖
者
伝
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ

が
論
文
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
ク
リ
ア
ー
な
形
で
提
示
さ
れ
る
の
か
、
興
味
を
抱
い
た
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
多
種
多
様
な
ジ
ャ

イ
ナ
教
の
聖
者
伝
文
学
を
、
氏
は
あ
え
て
十
二

十
三
世
紀
を
境
に
二
種
類
に
分
け
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
や
意
味
に
つ
い
て
山
畑
氏

が
ど
の
よ
う
に
述
べ
る
か
に
も
興
味
を
持
っ
た
。

山
畑
氏
は
「
古
典
的
聖
者
伝
」
と
い
う
も
の
を
想
定
し
、
ど
う
や
ら
そ
の
最
後
は
ヘ
ー
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
六
十
三
偉
人
伝
（
ト
リ

シ
ャ
ス
テ
ィ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
古
典
的
な
文
語
と
し
て
の
性
質
が
強
く
、
地
域
性
が
強
く
出
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
聖
者
伝
は
、
い
わ
ば
ト
リ
シ
ャ
ス
テ
ィ
に
向
か
っ
て
、
分
量
が
長
大
に
な
る
と
と
も
に
、

形
式
も
洗
練
さ
れ
て
い
く
と
し
、「
特
に
ア
パ
ブ
ラ
ン
シ
ャ
の
聖
者
伝
に
サ
ン
デ
ィ
、
バ
ン
ダ
の
形
式
が
広
く
用
い
ら
れ
た
」
と
し
て

お
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
文
学
の
「
多
様
性
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
く
に
言
語
や
宗
教
の
多
様
性
が
そ
の
多
様
性
を
生
ん
だ
と
以
前
か
ら
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
多
様
性
の
な
か
に
あ
っ
て
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
聖
者
伝
に
も
歴
史
的
に
明
確
な
変
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、

お
そ
ら
く
山
畑
氏
の
ユ
ニ
ー
ク
な
見
方
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
の
言
語
史
の
上
で
は
、
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
諸
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語
の
時
代
を
経
て
、
さ
ら
に
ア
パ
ブ
ラ
ン
シ
ャ
の
段
階
を
経
て
、
徐
々
に
近
代
語
の
特
徴
を
そ
な
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
が

十
世
紀
頃
か
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
イ
ン
ド
の
言
語
史
の
大
枠
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
よ
り
詳
し

く
検
討
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

山
畑
氏
は
論
文
の
な
か
で
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
聖
者
伝
の
変
容
に
関
し
て
、
と
く
に
十
二
世
紀
以
降
、
イ
ン
ド
西
部
で
発
展
し
た
ラ
ー

ソ
ー
文
学
に
つ
い
て
詳
し
く
取
り
扱
っ
て
く
れ
た
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
文
学
作
品
に
み
ら
れ
る
傾
向
の
変
化
を
政
治
状
況
の
変

化
と
突
き
合
わ
せ
て
、「
聖
者
伝
文
学
の
形
式
が
ラ
ー
ソ
ー
に
置
き
換
わ
る
時
期
と
チ
ャ
ウ
ル
キ
ヤ
朝
が
政
治
的
な
基
盤
を
失
っ
て
い

く
時
期
と
が
概
ね
一
致
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
図
式
化
も
行
っ
て
お
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
ま
た
グ

ジ
ャ
ラ
ー
ト
及
び
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
両
州
を
含
む
地
域
に
数
多
く
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
聖
地
が
造
営
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
聖
地
を
紹
介
す

る
「
聖
地
型
」
の
ラ
ー
ソ
ー
文
学
も
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
氏
が
聖
者
伝
の
変
容
の
問
題
を
、
社
会

的
・
政
治
的
な
状
況
も
踏
ま
え
て
考
察
を
行
い
、
そ
の
関
連
性
を
納
得
の
い
く
形
で
提
示
し
得
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
ろ
う
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
け
る
聖
地
の
造
営
は
、
聖
者
の
伝
記
文
献
、
と
く
に
サ
マ
ヴ
ァ
サ
ラ
ナ
と
呼
ば
れ
る
祖
師
た
ち
の
説
法
の
情
景
描

写
と
の
関
係
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
関
連
す
る
図
像
や
儀
礼
な
ど
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
の
考
察
も
今
後
視
野
に
入
れ
て
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
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