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池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
と
文
化
の
開
花

ロ
ケ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ

栗
原
淑
江　

訳

特
別
公
開
講
演
会
よ
り

　

本
日
は
、
池
田
大
作
Ｓ
Ｇ
Ｉ
（
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）

会
長
、
川
田
洋
一
博
士
、
お
よ
び
イ
ン
ド
創
価
学
会
副
議
長
で

あ
る
ア
カ
ー
シ
・
オ
オ
ウ
チ
博
士
の
ご
厚
情
に
よ
り
、
こ
の
よ

う
に
東
京
を
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き
、
私
に
と
っ
て
最
高
に
素

晴
ら
し
い
日
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
年
は
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
八
十
歳
を
迎
え
ら
れ
た
、
特

別
な
佳
節
の
年
で
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
人
生
に
お
い
て

三
つ
の
重
要
な
節
目
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
六
十
歳

を
迎
え
る
節
目
で
、
そ
れ
は
一
回
り
の
年
月
の
満
了
を
意
味
し

ま
す
。
第
二
の
大
き
な
節
目
は
、
八
十
歳
を
迎
え
る
時
で
す
。

イ
ン
ド
で
は
、
八
十
年
と
は
「
一
千
回
の
満
月
」
を
迎
え
る
年

と
さ
れ
ま
す
。
生
ま
れ
て
か
ら
八
十
歳
を
迎
え
る
ま
で
に
、
満

月
が
約
千
回
、
訪
れ
る
か
ら
で
す
。
八
十
歳
を
迎
え
ら
れ
た
池

田
会
長
は
、「
一
千
回
の
満
月
」
を
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

中
国
で
も
、
清
朝
に
お
い
て
、
八
十
歳
は
重
要
な
儀
式
が
行

わ
れ
る
佳
節
で
し
た
。〔
第
六
代
皇
帝
〕
乾け
ん

隆り
ゅ
う

帝
は
、
六
十
歳

に
達
し
た
折
に
、
次
の
よ
う
に
誓
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
私
は
、

八
十
歳
に
な
る
ま
で
に
、
仏
教
経
典
を
満
洲
語
に
訳
し
終
え
、

出
版
す
る
だ
ろ
う
」
と
。
実
際
に
は
、
経
典
の
翻
訳
は
七
年
間
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で
完
了
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
出
版
は
、
皇
帝
が
八
十
歳
に
な

る
ま
で
、
す
な
わ
ち
「
一
千
回
の
満
月
」
が
訪
れ
る
ま
で
、

十
三
年
間
、
待
た
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

千
と
い
う
数
字
は
、
力
強
い
数
を
意
味
し
ま
す
。
ま
た
、
月

は
イ
ン
ド
で
は
特
別
な
意
義
を
も
ち
ま
す
。
月
は
、「
甘
露（
不
死
）

の
雨
」
を
意
味
す
る
の
で
す
。
月
が
人
間
に
「
不
死
の
雨
」
を

降
ら
せ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
は
、
力
の
限
り
社
会
に
貢

献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
「
一
千
回
の
満
月
」
と
い
う
至
高
の
規
準
に
か
な
う
人
こ
そ
、

ほ
か
な
ら
ぬ
池
田
大
作
会
長
で
あ
り
ま
す
。
会
長
は
、「
価
値
」

の
創
造
に
徹
し
て
こ
ら
れ
、そ
れ
ら
の
「
価
値
」
を
階
級
や
信
条
、

国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
中
の
人
々
に
広
め
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
会
長
は
、
歴
史
や
社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
宗
教

的
な
概
念
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
区
別
を
超
越
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
会
長
は
、
人
間
こ
そ
が
最
高
の
存
在
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
会
長
は
、最
も
賢
明
で
卓
越
し
た
人
物
な
の
で
あ
り
、

二
十
一
世
紀
に
あ
っ
て
、
人
類
に
「
甘
露
（
不
死
）
の
雨
」
を
降

ら
せ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
類た
ぐ
い
ま
れ
な
る
貢
献
は
、

「
一
千
回
の
満
月
」
に
も
ま
さ
る
称
号
に
値
す
る
も
の
で
す
。

　

今
朝
、
私
は
、
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
に
目
を
通
し
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
女
性
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
女
の
商
標
は
「
ソ
マ
ル
タ
（Som

arta

）」

と
い
う
も
の
で
し
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、「Som

a

」
は
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
「
月
」
で
、「A

m
rita

」
は
「
甘
露
」
を
意
味
し

ま
す
。
月
が
人
類
に
「
甘
露
（
不
死
）
の
雨
」
を
降
ら
せ
る
と
い

う
考
え
を
、
こ
の
よ
う
に
日
本
で
発
見
し
、
と
て
も
う
れ
し
く

思
い
ま
し
た
。
こ
の
商
標
は
、
お
そ
ら
く
、
経
典
に
由
来
す
る

の
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
は
皆
、
こ
れ
か
ら
も
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
、
末
永
く
、

人
類
に
「
甘
露
（
不
死
）
の
雨
」
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、

心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

「
神
中
心
」
か
ら
「
生
命
中
心
」
へ

　
　
　

パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

　

さ
て
、
パ
ー
リ
経
典
の
『
ニ
カ
ー
ヤ
』
あ
る
い
は
中
国
の
『
阿

含
経
』
で
は
、
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
王
（
波は

し斯
匿の
く

王
）
の
物
語
が

語
ら
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
王
の
国
に
は
、
悪
名

高
き
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
（A

ngulim
ala

）
と
い
う
獰ど
う
も
う猛
な
強
盗
が
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住
ん
で
い
ま
し
た
。「A
nguli

」
と
は
「
指
」
の
意
味
で
、「m

ala

」

と
は
髪
飾
り
の
意
味
で
す
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は
、
千
本
の
指

で
作
っ
た
髪
飾
り
を
、
自
分
の
母
親
に
贈
る
と
い
う
誓
い
を
立

て
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
古
代
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の

一
例
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
王
は
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
を
捕
ら
え
よ

う
と
、
兵
士
の
大
隊
を
送
り
ま
し
た
が
、
捕
ら
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
最
終
的
に
は
、
王
自
身
が
、
大

隊
と
と
も
に
彼
を
捕
ら
え
に
出
向
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
王
が

首
都
を
出
発
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
釈
尊
が
出
家
者
た
ち
と
と

も
に
歩
い
て
く
る
の
が
見
え
ま
し
た
。

　

釈
尊
は
、
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
王
に
い
い
ま
し
た
。「
新
参
の

こ
の
出
家
者
に
敬
意
を
お
払
い
く
だ
さ
い
。
私
達
は
、
彼
を
ア

ヒ
ム
サ
カ
（A

him
saka

＝
非
暴
力
を
好
む
者
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

彼
は
も
う
暴
力
を
振
る
わ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
。
釈
尊
は
王
に
、

「
こ
の
ア
ヒ
ム
サ
カ
こ
そ
、
か
つ
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
強
盗
ア
ン

グ
リ
マ
ー
ラ
で
す
」
と
説
明
し
た
の
で
す
。

　

現
代
社
会
に
も
、
多
く
の
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
存
在
し
ま
す
。

彼
ら
は
、
私
た
ち
か
ら
指
を
奪
お
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
て
、

博士は1927年生まれ。仏教をはじめ東洋思想研究の世界的権威であり、池田SGI会長と

対談集『東洋の哲学を語る』を発刊している（３月19日、東京・戸田記念国際会館で）
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生
命
そ
の
も
の
を
奪
お
う
と
す
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
暴
力

が
、
世
界
中
に
は
び
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な

か
で
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
発
表
さ
れ
る
「
平
和
提
言
」
や
、

平
和
へ
の
断
固
と
し
た
献
身
的
な
行
動
は
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ

と
釈
尊
の
物
語
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
す
。

　

プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
王
は
、
釈
尊
に
、「
あ
な
た
は
誰
に
も
で

き
な
い
や
り
方
で
、
こ
の
恐
れ
ら
れ
た
強
盗
を
出
家
者
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
」
と
い
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
釈
尊
の
真

価
が
発
揮
さ
れ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
と
同
様
に
、
池
田
会
長
が
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
た
思

想
を
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
ご
功
績
は
、
い
つ
の

日
か
、
平
和
の
問
題
を
人
類
の
関
心
事
の
焦
点
と
さ
せ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
人
類
が
お
か
れ
た
状
況
の
改
善
を
め
ざ
す
会
長
の

偉
大
な
る
貢
献
は
、
百
九
十
以
上
の
国
・
地
域
に
『
法
華
経
』

の
価
値
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
平
和
こ
そ
が
人
間
生
活
に
と

っ
て
最
重
要
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
も
た
ら
し
て
こ
ら

れ
た
の
で
す
。

　

平
和
と
は
、
戦
争
状
態
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
心

の
中
の
平
和
も
意
味
し
ま
す
。
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
は
る
か

昔
に
釈
尊
が
行
っ
た
と
同
じ
行
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
会
長
は
、

い
わ
ば
、
釈
尊
の
精
神
を
体
現
し
た
菩
薩
で
あ
り
ま
す
。
日
本

の
国
は
、
三
つ
の
経
典
が
説
く
価
値
に
基
盤
を
お
い
て
き
ま
し

た
。『
勝
し
ょ
う

鬘ま
ん

経
』、『
金こ
ん
こ
う光
明み
ょ
う

経
』
お
よ
び
『
法
華
経
』
で
す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
今
ふ
た
た
び
、『
法
華
経
』
に
説
か
れ

た
「
価
値
」
に
対
す
る
、
日
本
の
人
々
の
関
わ
り
を
新
た
に
さ

せ
て
お
ら
れ
ま
す
。『
法
華
経
』
は
万
人
に
開
か
れ
た
経
典
で
す
。

開
か
れ
た
経
典
と
い
う
の
は
、
ド
グ
マ
が
な
く
、
戒
律
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
啓
発
さ
れ
た
良
心
こ
そ
、
私
た

ち
の
戒
律
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
良
心
は
「
価
値
」

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
「
価
値
」
か
ら
、
何
を
す
べ
き
か
、

何
を
す
べ
き
で
な
い
か
が
明
確
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
開
か
れ
た
経
典
は
、
時
間
と
空
間
を
超
え
て
、
人
間

の
「
価
値
」
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
「
価
値
」

は
、
変
化
し
、
発
展
し
、
あ
る
い
は
衰
退
し
ま
す
。
価
値
体
系

の
な
か
に
お
い
て
、
量
的
お
よ
び
質
的
な
変
動
が
生
じ
る
の
で

す
。『
法
華
経
』
は
、
仏
教
経
典
の
な
か
で
も
、
最
も
深
遠
な
経

典
の
一
つ
で
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
生

命
を
賭
し
て
、
献
身
的
に
こ
の
経
典
の
思
想
を
広
め
て
お
ら
れ
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ま
す
。
会
長
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
不
滅
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
新
た

な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
七
百

年
前
に
、日
本
（
日
）
と
蓮
華
（
蓮
）、す
な
わ
ち
日
本
と
「
価
値
」

は
一
体
で
あ
る
と
語
り
ま
し
た
。

　

テ
ロ
や
原
理
主
義
、
暴
力
の
圧
倒
的
な
力
が
蔓
延
す
る
世
界

に
あ
っ
て
、「
価
値
」
が
伝
播
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日

本
は
Ｇ
８
〔T

he Group of Eight　

先
進
国
首
脳
会
議
に
出
席
す
る

八
カ
国
。
日
・
米
・
英
・
仏
・
独
・
伊
・
加
・
露
〕
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

り
、
西
側
の
世
界
で
尊
敬
を
集
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
は
、

そ
の
経
済
力
や
秘
め
た
力
に
よ
っ
て
、
世
界
中
に
平
和
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
き
わ
め
て
ま
れ
な
ア
ジ
ア

の
国
で
も
あ
り
ま
す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
い
く
つ
か
の
シ
ス
テ
ム
を
調
和
さ
せ

る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
世
界
の

政
治
の
舞
台
で
は
、「
国
益
」
が
も
の
ご
と
を
支
配
し
て
い
る
た

め
に
、
不
安
定
な
状
態
が
存
在
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
つ
ね
に
存
在
す
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
種
の
暴
力
も
、

つ
ね
に
存
在
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
暴
力
は
制
限
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
限
界
を
決
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠

な
の
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
限
界
の
決
定
に
貢
献
す
る
の
は
、
何
な
の
で
し

ょ
う
か
。
生
命
全
般
、
お
よ
び
人
間
存
在
が
、
そ
の
核
心
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
生
命
お
よ
び
人
間
の
発
展
が
核
心
で
あ

る
こ
と
が
、
ひ
と
た
び
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
戦
争
の
回

避
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
も
高
い
「
価
値
」

を
も
つ
も
の
は
生
命
で
す
。
生
命
は
、
私
た
ち
の
存
在
の
基
盤

な
の
で
す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、『
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
』〔
ア
ー
ノ

ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
と
の
対
談
集
〕
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、

生
命
の
優
越
性
に
つ
い
て
広
範
囲
に
か
つ
明
確
に
、
指
摘
さ
れ

ま
し
た
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
用
語
で
い
え
ば
、
会
長
の
見
解
は

生
命
中
心
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
神
中
心
の
ド
グ
マ
は
避
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

生
命
中
心
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
人
間
は
暴
力
の
方

向
に
は
向
か
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
人
間
に
暴
力
を
用
い

る
よ
う
要
求
す
る
神
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の

ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
神
が
彼
に
イ
ラ
ク
に
侵
攻
す
る
よ
う
要

求
し
た
と
語
り
ま
し
た
。
し
か
し
、生
命
中
心
主
義
に
あ
っ
て
は
、
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神
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
要
求
し
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

何
を
な
す
べ
き
か
、
何
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
を
私
た
ち
に

告
げ
る
の
は
、
良
心
な
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
良
心
は
、
生
命
の
概
念
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ

ま
す
。
私
た
ち
に
は
、
命
を
奪
う
権
利
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
食
物
に
す
る
た
め
に
動
物
を
殺
し
て
も
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
的
に
中
庸
的
な
、
バ
ラ
ン
ス
感

覚
の
あ
る
限
度
は
存
在
し
ま
す
。
生
命
に
お
け
る
す
べ
て
は
、

相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、

神
中
心
の
シ
ス
テ
ム
は
、
私
た
ち
を
絶
対
不
変
の
も
の
に
無
理

に
従
わ
せ
ま
す
。
人
間
中
心
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
人

間
が
最
重
要
で
す
。
人
間
こ
そ
、
行
為
の
第
一
の
関
心
事
な
の

で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
人
間
中
心
的
な
視
点
か
ら
す
る
と
、
自
然
は
重

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
家
た
ち
は
、

生
態
系
を
傷
つ
け
た
り
、
自
然
を
破
壊
し
た
り
、
激
し
く
汚
染

す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
人
間
の
ニ
ー
ズ

に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
ま
す
。
人
間
に
は
ニ
ー
ズ
が

あ
り
、
若
干
の
汚
染
も
や
む
を
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
そ
れ
は
節
度
を
も
っ
た
、
中
庸
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。

　

自
然
の
も
つ
固
有
の
可
能
性
と
人
間
の
ニ
ー
ズ
と
の
調
和
を
、

最
高
の
智
慧
に
よ
っ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間

中
心
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
、
人
間
は
自
然
と
と
も
に
生
き

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
神
中
心
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お

い
て
は
、
神
に
よ
る
計
画
は
絶
対
的
な
も
の
で
す
。
そ
の
計
画

は
神
聖
な
も
の
な
の
で
、
そ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
中
心
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
、
生
命
が

最
高
の
価
値
を
も
ち
、
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
相
対
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
す
べ
て
は
、
時
間
と
空
間
に
よ
っ

て
条
件
づ
け
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
、
人
々
は
肉
を

食
べ
ま
す
が
、
イ
ン
ド
で
は
、
人
口
の
半
分
は
、
肉
を
食
べ
ま

せ
ん
。
人
間
が
海
を
汚
染
し
た
り
、
巨
大
な
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

を
破
壊
す
る
権
利
が
な
い
の
は
た
し
か
で
す
。
人
間
が
手
当
た

り
し
だ
い
に
生
物
を
殺
す
な
ら
ば
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
は
侵
害

さ
れ
、
惨
憺
た
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　

西
欧
で
は
、
自
然
の
神
聖
さ
と
い
う
考
え
方
が
欠
け
て
い
ま
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す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
と
き
、

最
初
に
行
っ
た
の
が
木
を
切
り
倒
す
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
、

木
は
神
聖
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
異
教
的
で
あ
る

と
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
泉
も
、
神
聖
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
た
た
め
に
、
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
間
中
心
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
生
命
に
関
わ
る
も

の
す
べ
て
は
神
聖
と
さ
れ
ま
す
。
神
聖
さ
、あ
る
い
は
清
浄
さ
は
、

神
の
よ
う
な
外
部
の
代
表
者
の
既
得
物
で
は
な
く
、
こ
の
地
球

上
に
お
け
る
、
ま
さ
し
く
こ
の
生
命
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
す
。

漢
字
の
「
天
」
に
お
い
て
、
一
番
上
の
線
は
価
値
の
シ
ス
テ
ム

で
あ
り
、
下
の
第
二
線
は
自
然
を
表
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

二
つ
が
機
能
し
、
両
者
を
結
ぶ
空
間
に
あ
る
の
が
「
人
」
な
の

で
す
。
漢
字
の
「
天
」
は
、
こ
の
三
つ
の
筆
遣
い
に
お
い
て
、

三
つ
の
重
要
な
概
念
を
秘
め
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
生
命
、

自
然
、
そ
し
て
「
価
値
」
の
概
念
で
す
。
こ
れ
ら
三
つ
は
調
和

の
う
ち
に
機
能
し
ま
す
が
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
バ
ラ
ン
ス
を
創

造
す
る
た
め
に
は
、
調
和
が
重
要
な
の
で
す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
対
談
集『
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
』で
は
、

こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
が
生
命
を
豊
か
に
し
、
平
和
を
実
現
す
る

た
め
に
果
た
す
役
割
が
、
雄
弁
に
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
が
生
命
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
、
平
和
に
つ
い
て
考

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
平
和
は
戦
争
が
な
い
状
態
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
の
終
し
ゆ
う

焉え
ん

で
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

　

一
部
の
人
々
は
非
常
に
多
く
の
食
物
を
も
ち
、
そ
れ
ら
を
む

だ
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
世
界
中
に
空
腹
な
人
々

が
存
在
す
る
の
で
す
。
半
分
の
人
口
が
食
物
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
国
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、す
べ
て
の
局
面
に
お
い
て
、

人
間
の
生
命
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う

す
る
と
き
、
平
和
が
実
現
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
戦
争
の

最
前
線
に
お
け
る
平
和
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
の
幾
百
万
も
の

人
々
の
生
活
に
お
け
る
平
和
な
の
で
す
。

価
値
創
造
に
献
身
す
る
「
責
務
」
が

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
と
く
に
経
済
的
な
面
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

は
、「
価
値
」
の
方
向
へ
転
換
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
生

命
の
価
値
」
は
、
世
界
中
で
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
が
自
由
に
で
き
る
資
源
は
、
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
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そ
れ
ら
は
、
近
い
将
来
、
枯
渇
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の

で
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
人
類
は
何
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

池
田
大
作
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
生
命
を
最
優
先
し
、
平
和
を
促
進

す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
内
外
と
も
の
平

和
へ
の
要
請
な
の
で
す
。
そ
の
要
請
は
、
私
た
ち
が
「
価
値
」

に
対
す
る
義
務
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
思
い
起
こ
さ
せ
る
も

の
で
す
。「
創
価
」
は
、
価
値
の
創
造
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

非
常
に
重
要
な
理
想
で
す
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
年
〜
一
八
年
）
の
後
、
ド
イ
ツ
の

危
機
の
時
代
に
あ
っ
て
、
オ
ズ
ワ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の

有
名
な
書
『
西
洋
の
没
落
』
が
著
さ
れ
ま
し
た
。
西
洋
は
「
没
落
」

し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
価
値
」
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
人
々
も
い
ま
し
た
。「
価
値
」
は
、
ド
イ
ツ

の
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ド
イ
ツ
が
よ
り
い
っ
そ
う
経
済
を
指
向

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、「
価
値
」
が
占
め
て
い
た
中
心
的
位

置
は
後
退
し
ま
し
た
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、
創
価
学
会
の
三
代
の
会
長
が
、「
価
値
」

の
概
念
に
深
く
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
実
際
、「
価
値
」
は
、
哲

学
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
理
念
の
一
つ
で
す
。
哲
学
は
、
純

粋
理
性
に
関
係
す
る
だ
け
で
な
く
、
生
命
に
関
係
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
三
代
の
創
価
学
会
会
長
は
、「
創
価
」
と
い
う
言

葉
を
と
く
に
強
調
し
ま
し
た
が
、
そ
の
「
価
値
」
は
、
人
間
の

主
要
な
関
心
事
で
す
。
こ
れ
ら
の
「
価
値
」
は
、
す
べ
て
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
作
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

仏
教
で
説
く
「
八
正
道
」
は
、
神
に
つ
い
て
は
語
ら
ず
、
天

国
に
つ
い
て
も
語
り
ま
せ
ん
。「
八
正
道
」
は
、
人
生
に
お
け
る

八
つ
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
説
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
、
そ

れ
ら
を
遵
守
す
る
な
ら
ば
、
恐
れ
た
り
、
悲
し
ん
だ
り
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、そ
れ
ら
の
原
則
に
違
反
す
る
な
ら
ば
、

「
苦
し
み
（dukkha

）」
と
い
う
悲
惨
な
状
況
に
お
ち
い
る
で
し
ょ

う
。
釈
尊
は
、「
苦
し
み
」
に
つ
い
て
語
る
際
、
同
時
に
、
そ
う

し
た
否
定
的
な
も
の
を
避
け
る
方
法
も
定
め
て
い
ま
す
。

　
『
Ｓ
Ｇ
Ｉ
グ
ラ
フ
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の

詩
は
、
激
闘
へ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

会
長
の
詩
は
、「
価
値
」
の
た
め
に
働
く
と
い
う
献
身
を
要
請
す

る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
象
徴
的
な
宇
宙
と
い
う
世
界
と
な
ら



170

ん
で
、
日
常
の
あ
り
ふ
れ
た
生
活
世
界
を
も
っ
て
い
ま
す
。
詩

人
は
、
そ
の
両
方
の
世
界
を
呼
び
起
こ
し
ま
す
。

　

詩
人
で
あ
ら
れ
る
池
田
会
長
は
、
私
た
ち
を
高
貴
な
象
徴
的

な
宇
宙
へ
と
呼
び
出
し
ま
す
。
偉
大
な
作
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、

芸
術
家
、
茶
道
の
師
匠
た
ち
は
、
非
功
利
主
義
的
な
象
徴
的
世

界
に
お
い
て
活
動
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
空
（sunyata

）」
の
領

域
で
す
。
こ
の
世
界
か
ら
、
多
く
の
も
の
が
湧
き
出
し
ま
す
。

こ
の
世
界
に
は
、
個
人
的
利
害
も
集
団
的
利
害
も
存
在
し
ま
せ

ん
が
、
責
任
と
義
務
は
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
ら
か
ら
、
私
た
ち

が
高
貴
で
あ
る
と
思
う
す
べ
て
に
捧
げ
る
「
八
正
道
」
が
生
じ

ま
す
。
高
貴
さ
は
、
私
た
ち
の
中
に
存
在
す
る
の
で
す
。
私
は
、

池
田
会
長
の
詩
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
会
長
は
、

人
間
と
人
間
、
人
間
と
自
然
、
人
間
と
宇
宙
の
連
関
に
つ
い
て

語
っ
て
い
ま
す
。

　

詩
に
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。「
本
来

│
人
間
と
人
間

も　

人
間
と
自
然
も　

人
間
と
宇
宙
も　

い
っ
さ
い
は
結
び
つ

き　

天
女
の
サ
リ
ー
の
ご
と
く　

絢け
ん
ら
ん爛
た
る
芸
術
を
織
り
な
し

て
い
る
…
…
」

　

サ
リ
ー
は
、
イ
ン
ド
の
衣
装
で
す
。
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、

講演会とともに「人類の遺産・仏教経典─池田SGI会長とロケッシュ・チャンドラ博

士との交流」展（当研究所主催）を開催、博士から寄贈された各種大蔵経の写本資料そ

の他、貴重な品々を公開し、11日間で約６千人が訪れた
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敦
煌
の
壁
画
に
描
か
れ
た
天
女
（
飛
天
）
の
衣
装
の
ひ
だ
を
、
生

命
の
美
に
結
び
つ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
会
長
の
よ
う
な
感
受
性

を
そ
な
え
た
詩
人
の
み
が
、
見
え
ざ
る
生
命
の
糸
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

　

会
長
は
、
私
た
ち
に
、「
縁
起
」
の
様
相
を
見
え
る
形
で
思
い

浮
か
べ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
宇
宙
の
森
羅
万
象
が

共
存
し
て
い
ま
す
。
人
間
に
よ
る
科
学
技
術
的
行
動
に
よ
っ
て
、

自
然
が
ま
す
ま
す
脅
か
さ
れ
て
い
る
時
代
に
あ
っ
て
、
縁
起
の

よ
う
な
相
互
依
存
関
係
に
お
け
る
共
存
と
共
同
創
造
に
つ
い
て

の
理
念
が
、
人
間
の
思
想
の
基
盤
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
重
要
な
価
値
を
指
し
示
し
、
そ
れ
ら

の
価
値
が
国
家
政
策
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
具
体
化
し
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
中
心
的
な
役
割
ま
た

は
任
務
は
、
内
な
る
変
革
の
実
践
を
通
し
て
、
人
間
の
幸
福
を

促
進
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

近
代
の
諸
憲
法
は
、
権
利
を
強
調
し
て
い
ま
す
が
、
義
務
は

強
調
し
ま
せ
ん
。
人
々
は
権
利
を
も
ち
ま
す
。
し
か
し
、
人
々

の
義
務
の
ほ
う
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
義
務
は
強
調

さ
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
何
か
を
得
る
権
利
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
お
返
し
に
何
か
を
与
え
る
義
務
も
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

権
利
と
義
務
は
相
補
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
義
務

を
強
調
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
私
た
ち
は
、
起
こ
る
も
の
す

べ
て
に
対
し
て
、
責
任
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、『
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
』
に
お
い
て
、

「
国
民
総
福
祉
（
Ｇ
Ｎ
Ｗ　

グ
ロ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
）」

展示を見学する博士（「チベット大蔵経の木版印刷過程」

「経典の形態の移り変わり」の説明パネルの前で）
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に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
日
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
「
国

民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ　

グ
ロ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
）」
に

関
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
国
民
総
生
産
が
上
が
る
と
、

価
格
が
上
が
り
、
生
活
は
い
っ
そ
う
困
難
に
な
り
ま
す
。
国
民

総
生
産
は
、
生
活
の
質
を
減
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
グ
ロ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
」

も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ブ
ー
タ
ン
の
国
王
は
、
そ

れ
を
「
国
民
総
幸
福
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、

中
国
政
府
は
、
統
計
上
、「
幸
福
度
指
数
（H

appiness Index

）」

を
準
備
し
始
め
ま
し
た
。
い
か
な
る
議
会
制
民
主
主
義
に
お
い

て
も
、
権
利
が
あ
る
の
に
義
務
が
な
け
れ
ば
、
権
利
は
最
高
の

形
で
機
能
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
総
生
産
は
、
幾
つ
か
の
家
々
に
は
入
り
込
ん
で
い
き
ま

す
が
、
他
の
家
々
は
暗
闇
の
中
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
、池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
示
さ
れ
る
「
グ
ロ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
」
は
、
低
い
階
層
の
人
々
や
忘
れ
ら
れ
た
人
々

に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
の
家
を
照
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
一
神
教
と
汎
神
論
の
、
基
本
的
な
相

違
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
、
世
界
の
い
た
る
と

こ
ろ
に
見
ら
れ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
多
く
は
、
一
神
教
が
生
み
出

し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
人
々
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
背
後
に
は
、

特
定
の
関
心
事
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
人
々
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
に

走
る
の
は
、
彼
ら
が
そ
れ
を
神
に
与
え
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
と

感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

一
方
、
汎
神
論
に
お
い
て
は
、
神
は
至
上
命
令
を
与
え
る
も

の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
精
神
が
神
聖
な
も
の

へ
と
高
ま
り
、
そ
の
神
聖
な
も
の
の
中
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
見

す
る
の
で
す
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
人
間
の
内
部
か
ら
出
て
く
る
も

の
で
、
到
達
で
き
な
い
天
国
や
、
解
釈
を
受
け
付
け
な
い
聖
典

か
ら
出
て
く
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

絶
対
的
な
も
の
を
信
じ
る
体
系
も
、
い
く
つ
か
存
在
し
ま
す
。

絶
対
的
な
も
の
は
、
ド
グ
マ
を
持
ち
込
み
、
ド
グ
マ
は
暴
力
に

つ
な
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
暴
力
は
最
終
的
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
を

持
ち
込
む
の
で
す
。
日
本
に
は
、
幸
運
に
も
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
存

在
し
ま
せ
ん
。

　

テ
ロ
リ
ズ
ム
を
受
け
や
す
い
国
々
は
、
そ
の
危
険
性
を
承
知

し
て
い
ま
す
が
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
ど
こ
で
起
こ
る
か
、
な
ぜ
起
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こ
る
か
に
つ
い
て
は
、誰
も
考
慮
し
ま
せ
ん
。
聖
書
そ
の
も
の
に
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
罪
、
す
な
わ
ち
原
罪
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
罪
人
と
し
て
生
ま
れ
る
と
さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、

生
ま
れ
る
と
い
う
ま
さ
し
く
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
罪
を
受
け

継
ぎ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
肯
定
的
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
ず
、
神
か
ら
強
制
的
に
与
え
ら
れ
た
ド
グ
マ
に
従
う
こ

と
が
、
神
聖
な
義
務
と
さ
れ
る
の
で
す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
美
し
い
詩
は
、
う
た
っ
て
い
ま
す
。

　
「
地
球
は　

多
様
性
か
ら
成
る　

百
花
繚
乱
の
美
し
き
星
だ
」

　

多
様
性
に
つ
い
て
の
会
長
の
理
念
は
、
理
念
の
多
様
性
や
仏

教
に
お
け
る
概
念
の
多
様
性
に
結
び
つ
き
ま
す
。
ひ
と
た
び
、

私
た
ち
が
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
紛
争
は
減
少
す
る

か
、
消
滅
す
る
か
で
し
ょ
う
。
神
の
多
様
性
と
い
う
考
え
は
、

生
物
の
多
様
性
か
ら
、
当
然
の
よ
う
に
推
論
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
『
法
華
経
』
の
各
品
は
、
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

最
初
の
部
分
は
「
散
文
」
で
、
そ
れ
に
詩
的
な
「
偈げ

」
が
続
き

ま
す
。
散
文
と
詩
句
に
よ
る
言
説
に
よ
り
、『
法
華
経
』の
理
念
は
、

私
た
ち
の
頭
に
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
心
に
も
訴
え
ま
す
。
私

た
ち
は
単
に
そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、

心
で
強
く
受
け
止
め
、
そ
れ
を
桜
が
咲
く
よ
う
に
、
私
た
ち
の

心
の
中
で
開
花
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

日
本
の
桜
は
、
森
羅
万
象
す
べ
て
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、

過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
人
々
に
教
え
ま
す
。
桜
は
、

私
た
ち
が
、
つ
ね
に
滅
び
、
つ
ね
に
新
た
に
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム

の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
与
え
ま
す
。
私
た
ち
は
、
破

壊
の
プ
ロ
セ
ス
に
落
胆
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

建
設
の
プ
ロ
セ
ス
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。

　

池
田
会
長
の
詩
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

「
私
た
ち
の
言
葉
で　

我
ら
の
行
動
で　

砂
漠
と
化
し
た　

人

間
の
心
の
大
地
を
耕
す
の
だ
」

「
私
た
ち
は　
『
人
間
』
な
の
だ
！　

我
ら
に
は　

詩
心
が
脈

打
っ
て
い
る
の
だ
！
」

　

日
本
に
お
い
て
、
詩
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
ま
し
た
。

戦
場
で
戦
っ
た
偉
大
な
闘
将
た
ち
は
、
川
の
そ
ば
に
座
り
、
桜

の
花
に
寄
せ
る
詩
を
書
い
て
、
そ
れ
を
桜
の
木
に
掛
け
た
と
い

い
ま
す
。
何
と
美
し
い
趣
向
で
し
ょ
う
。
戦
場
に
お
も
む
い
た

彼
ら
が
、
生
命
自
体
の
美
し
さ
を
賞
賛
し
た
の
で
す
。
人
間
の
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生
命
だ
け
で
な
く
、
動
物
や
植
物
の
生
命
も
。
一
本
の
松
は
、

私
た
ち
人
間
の
兄
弟
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
生
命
の
全
体

│

人
間
、
動
物
、
植
物

│
を
受
け
入
れ
ま
す
。

　

そ
う
し
た
存
在
を
め
ぐ
る
詩
は
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
理
念

と
実
践
に
お
い
て
至
高
の
も
の
と
な
り
ま
す
。
会
長
の
理
念
は
、

会
長
の
行
動
で
す
。
経
典
に
お
い
て
、
釈
尊
は
「
絶
え
ず
動
く
」

人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
釈
尊
は
、
つ
ね
に
動
い
て
い

ま
す
。
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
行
動
を
必
要
と
す

る
よ
う
に
、
釈
尊
も
つ
ね
に
行
動
し
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
池

田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
行
動
は
、
私
た
ち
に
新
た
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
与

え
る
た
め
に
、
私
た
ち
を
照
ら
し
続
け
て
く
れ
ま
す
。
最
も
深

い
レ
ベ
ル
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
詩
の
レ
ベ
ル
で
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
そ
し

て
平
和
と
生
命
の
理
念
を
定
め
る
た
め
の
基
本
的
な
カ
ル
マ
（
行

為
）
を
理
解
さ
せ
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
。

　

人
生
は
、「
価
値
」
の
壮
麗
さ
の
な
か
で
、
そ
し
て
「
創
価
（
価

値
創
造
）」
の
優
美
さ
の
な
か
で
、
す
ご
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
今
日
、
私
た
ち
は
、
八
十
歳
、
す
な
わ
ち
「
一
千
回
の

満
月
」
を
迎
え
ら
れ
た
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
に
、
千
年
以
上
に
わ

た
っ
て
人
間
精
神
を
千
倍
に
も
開
花
さ
せ
ゆ
く
で
あ
ろ
う
と
の

献
辞
を
さ
さ
げ
ま
す
。
千
と
は
力
を
意
味
し
ま
す
。
す
べ
て
は
、

献
身
的
に
、
全
力
で
、
そ
し
て
美
し
さ
を
も
っ
て
、
力
強
く
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
が
世
界
中
の

人
々
に
心
か
ら
捧
げ
る
と
こ
ろ
の
義
務
な
の
で
す
。

【
質
疑
応
答
よ
り
】

◆
『
法
華
経
』
の
な
か
に
慰
め
と
激
励
を
見
出
す
こ
と

│
若

い
息
子
を
亡
く
し
た
母
か
ら
の
質
問
に
対
し
て

　

仏
教
の
認
識
に
よ
る
と
、
生
命
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、

過
ぎ
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
あ
な
た
の
ご
子
息

が
生
前
に
何
を
な
し
た
に
せ
よ
、
よ
い
行
為
に
せ
よ
、
悪
い
行

為
に
せ
よ
、
彼
は
そ
れ
ら
の
結
果
を
受
け
取
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

よ
い
行
為
の
割
合
が
高
け
れ
ば
、
将
来
、
彼
は
偉
大
な
運
命
を

与
え
ら
れ
る
が
、
悪
い
行
為
の
場
合
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
運
命

を
与
え
ら
れ
ま
す
。

　

あ
な
た
は
、
ご
子
息
が
す
ぐ
に
再
び
生
ま
れ
て
き
て
い
る
こ

と
を
希
望
し
な
が
ら
、生
き
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
が
『
法
華
経
』

へ
の
信
仰
を
強
く
た
も
っ
て
い
る
た
め
、
ご
子
息
は
、
亡
く
な
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ら
れ
た
と
き
の
状
態
よ
り
も
、
よ
り
よ
い
楽
し
い
人
生
を
も
つ

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
、絶
望
の
う
ち
に
で
は
な
く
、

希
望
の
う
ち
に
生
き
る
べ
き
な
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
希
望
は
、
前
向
き
な
、
肯
定
的
な
も
の
で
す
。
し

か
し
、
す
べ
て
は
ご
子
息
自
身
の
カ
ル
マ
に
依
り
ま
す
。
あ
な

た
の
カ
ル
マ
は
、
非
常
に
よ
い
も
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
創

価
学
会
に
入
会
し
、
池
田
会
長
の
教
え
を
受
け
、
日
蓮
大
聖
人

の
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
あ
な
た
は
、
慰

め
と
激
励
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
『
法
華
経
』
と
出
合
え
た

幸
運
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
『
法
華
経
』
に
は
、
前
向
き
な
、
肯
定
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
説

か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
人
々
は
、
そ
の
前
向
き
な
見
方
と
勤

勉
さ
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
、
六
世
紀
に
仏
教
を
受

用
し
、五
十
年
ほ
ど
で
、素
晴
ら
し
い
法
隆
寺
を
建
設
し
ま
し
た
。

日
本
人
に
は
、
も
の
を
創
造
す
る
上
で
の
強
い
意
志
が
そ
な
わ

っ
て
い
ま
す
。
明
治
維
新
か
ら
五
十
年
後
、日
本
は
日
露
戦
争
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
を
破
り
ま
し
た
。
近
代
ア
ジ
ア
の
民
族
が
、

現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
を
破
っ
た
の
は
そ
れ
が
初
め
て
の
こ

と
で
し
た
。

　

あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
あ

な
た
の
個
人
的
な
生
活
に
お
い
て
も
、
偉
大
な
る
伝
統
を
受
け

継
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
あ
な
た
が
創
価
学
会
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
偉
大
な
る
心
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
は
、
非
常
に
幸
運
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
に
、

気
づ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

創
価
学
会
は
、『
法
華
経
』
を
現
代
の
こ
と
ば
で
考
え
、
価
値

と
経
験
の
観
点
か
ら
解
釈
し
て
い
る
、
大
き
な
仏
教
団
体
の
一

つ
で
す
。
あ
な
た
が
、
今
こ
こ
に
い
ら
し
て
、『
法
華
経
』
の
な

か
に
慰
め
と
激
励
を
見
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
私
は
と
て
も
う

れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
◆
『
法
華
経
』
と
価
値

│
反
価
値
的
な
生
き
方
を
し
て
い
る

人
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
私
た
ち
は
、
何
が
価
値
的
で
、
何
が
反
価

値
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
人
々
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
反
価
値
的
な
こ
と
の
多
く
は
、
無
知
に
由
来
し
ま
す
。

思
考
し
て
は
じ
め
て
、
私
た
ち
に
は
自
ら
の
行
動
に
つ
い
て
別

の
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
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『
法
華
経
』
が
提
起
し
て
い
る
価
値
は
、
ま
さ
し
く
人
生
に
関

連
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
人
生
を
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化

的
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
、
す
ば
ら
し
く
、
楽
し
く
、

意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
が
考
え
る
何
か

を
も
っ
て
い
る
と
き
、
反
価
値
的
な
も
の
は
減
少
し
、
消
滅
し

ま
す
。

　

あ
ら
ゆ
る
人
間
に
は
心
が
あ
り
ま
す
。
残
酷
な
人
間
す
ら
、

い
く
ば
く
か
の
慈
悲
心
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、

そ
の
慈
悲
心
に
火
を
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
私

た
ち
が
彼
ら
を
理
性
の
道
（
正
道
）
に
連
れ
戻
す
と
き
、
私
た
ち

は
自
分
自
身
の
慈
悲
心
に
つ
い
て
も
考
え
る
よ
う
に
な
る
で
し

ょ
う
。

　

私
た
ち
は
旅
人
で
す
。
私
た
ち
は
、
広
大
な
道
を
横
切
っ
て

進
み
ま
す
。
ひ
と
た
び
、善
と
悪
を
認
識
し
、理
解
す
る
な
ら
ば
、

新
た
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
開
け
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
創
価
学

会
が
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
行
っ
て

い
る
こ
と
な
の
で
す
。
価
値
の
体
系
に
関
す
る
書
物
が
出
版
さ

れ
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
百
九
十
二
カ
国
・
地
域
に
ま
で
広
が

り
ま
し
た
。

　

今
後
、
四
、五
十
年
の
う
ち
に
、
し
だ
い
に
新
た
な
世
界
の
思

潮
が
出
現
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
人
類
が
価
値
に
つ
い
て

考
察
す
る
、
新
た
な
概
念
の
世
界
と
な
る
で
し
ょ
う
。
価
値
の

領
域
に
続
く
道
が
、
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
開
か
れ

て
い
る
こ
と
」
は
、
成
功
を
収
め
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
す
。

人
々
は
、
強
制
さ
れ
れ
ば
反
発
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
開

か
れ
て
い
れ
ば
、
人
々
は
次
の
よ
う
に
感
じ
る
で
し
ょ
う
。「
さ

あ
、
そ
れ
を
試
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
。

◆
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
に
よ
る
ガ
ン
ジ
ー
主
義
の
解
釈
に
つ
い
て

　

マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
が
展
開
し
た
運
動
は
、
本
質
的
に
、

民
衆
を
志
向
し
た
も
の
で
し
た
。
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
ガ
ン

ジ
ー
は
、
イ
ン
ド
の
指
導
者
や
民
衆
を
鼓
舞
し
て
い
ま
す
。
彼

は
生
き
続
け
て
い
ま
す
が
、
あ
ま
り
表
立
た
な
い
状
態
で
生
き

続
け
て
い
ま
す
。
目
立
つ
形
で
の
運
動
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
ガ
ン
ジ
ー
の
精
神
は
イ
ン
ド
国
民
の
心
の
中
に
深
く
し
み

こ
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

イ
ン
ド
の
国
会
議
事
堂
の
入
口
に
は
、
あ
た
か
も
イ
ン
ド
の

小
さ
な
「
大
仏
」
の
よ
う
に
、
ガ
ン
ジ
ー
の
大
き
な
像
が
す
え
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ら
れ
て
い
ま
す
。
国
会
議
員
や
イ
ン
ド
を
統
治
す
る
人
々
は
、

そ
の
像
を
見
て
、
ガ
ン
ジ
ー
主
義
の
価
値
観
が
尊
重
さ
れ
、
認

め
ら
れ
、
行
動
に
移
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
た
え

ず
思
い
起
こ
す
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ

ー
の
精
神
は
、
イ
ン
ド
で
は
明
確
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
、
普
遍
的
な
精
神
と
し
て
こ
ら
れ
た
の
が
、
池
田
Ｓ

Ｇ
Ｉ
会
長
で
す
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
と
同
様
に
、

ガ
ン
ジ
ー
は
国
際
的
な
役
割
を
演
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ガ
ン
ジ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
生
前
に
彼
が
発
し
た
も
の
を
は

る
か
に
超
え
て
い
ま
す
。
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
ガ
ン
ジ
ー
の

行
動
を
完
成
さ
せ
、
ガ
ン
ジ
ー
主
義
運
動
を
進
め
て
こ
ら
れ
ま

し
た
。
ガ
ン
ジ
ー
が
抱
い
た
理
想
を
、
世
界
百
九
十
カ
国
・
地

域
以
上
に
発
信
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
理
想
は
、

生
き
生
き
と
躍
動
し
、
機
能
し
て
い
ま
す
。

　

西
欧
諸
国
も
、
ガ
ン
ジ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
希
望
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
二
、三
日
前
、

私
は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
か
ら
来
た
ド
イ
ツ
人
の
学
者
に
会

い
ま
し
た
。
彼
女
は
仏
教
の
研
究
者
で
す
。
彼
女
は
語
っ
て
い

ま
し
た
。

　
「
私
た
ち
が
イ
ン
ド
を
理
解
す
る
に
は
、
過
去
の
伝
統
だ
け
で

な
く
、
現
在
の
状
況
も
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
中

に
汚
染
が
蔓
延
し
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
横
行
し
て
い
る
現
在
、
私

た
ち
は
イ
ン
ド
が
も
つ
価
値
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
理
解
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
諸
国
に

侵
入
し
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
然
は
、
回
復

し
が
た
い
ほ
ど
に
汚
染
さ
れ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
『
ネ

オ
・
ペ
イ
ガ
ニ
ズ
ム
（
新
異
教
主
義
）』
に
改
宗
す
る
人
々
も
い
ま

す
。
彼
ら
は
、
幸
福
と
自
然
が
分
離
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。『
ネ
オ
・
ペ
イ
ガ
ニ
ズ
ム
』
は
当
然
、
本
質
的

に
、
自
然
と
人
間
生
命
の
関
係
を
安
定
さ
せ
る
も
の
な
の
で
す
」

と
。

　

ガ
ン
ジ
ー
の
世
界
は
、
人
々
が
価
値
の
た
め
に
行
動
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
影
響
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン

ジ
ー
の
最
も
偉
大
な
現
存
の
弟
子
は
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
で
す
。

会
長
は
、
ガ
ン
ジ
ー
の
最
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
後
継
者
で
あ
り
、

ガ
ン
ジ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
世
界
中
に
伝
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
に
は
、
白
人
、
黒
人
、
他
の
有
色
人
種
な
ど
、

世
界
中
に
多
く
の
弟
子
が
い
ま
す
。
ガ
ン
ジ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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は
、
現
在
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　

会
長
は
、
ガ
ン
ジ
ー
の
業
績
に
ま
さ
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で

こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
人
類
の
未
来
に
、
大
き
な
花

と
な
っ
て
咲
き
誇
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
で
発
祥
し
た
仏

教
が
、
こ
の
よ
う
に
日
本
で
花
開
い
た
こ
と
を
、
日
本
の
人
々

は
誇
り
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ガ
ン
ジ
ー
主
義
も
イ
ン

ド
で
起
こ
り
ま
し
た
が
、
今
や
、
日
本
に
よ
っ
て
、
人
類
全
体

へ
と
も
た
ら
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

　

日
本
は
、
そ
の
特
徴
的
な
勤
勉
性
を
も
っ
て
、
人
類
の
歩
み

を
進
め
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
僧
侶
は
、「
ビ
ク
シ
ュ
」
あ

る
い
は
「
物
乞
い
を
す
る
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
日
本
と

中
国
で
は
、僧
侶
は
「
沙
門
」
あ
る
い
は
「
一
生
懸
命
に
働
く
人
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
人
々
は
困
難
な
仕
事
に
献
身
す

る
、
仏
教
の
「
沙
門
」
と
い
え
ま
す
。
現
在
、
日
本
で
は
、
ガ

ン
ジ
ー
主
義
の
た
め
の
懸
命
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

ガ
ン
ジ
ー
主
義
は
、
今
や
、「
イ
ケ
ダ
主
義
」
と
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

◆
『
法
華
経
』
写
本
を
め
ぐ
っ
て

　

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
バ
（
鳩
摩
羅
什
）
は
、『
法
華
経
』
の
二
つ
の
バ

ー
ジ
ョ
ン
（
系
列
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
今
日
、『
法
華
経
』

に
は
三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
ま
す
。
最
も
古
い
も
の
は
、

中
央
ア
ジ
ア
の
ホ
ー
タ
ン
で
見
つ
か
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
す
。
そ
れ
は
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
バ
が
用
い
た

バ
ー
ジ
ョ
ン
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
二
は
、
ギ
ル

ギ
ッ
ト
地
域
で
見
つ
か
っ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
、
第
三
は
ネ
パ
ー

ル
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
す
。
こ
れ
ら
三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
は
、

異
な
る
解
釈
が
あ
り
ま
す
。

　

創
価
学
会
は
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
バ
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
『
法

華
経
』
を
公
認
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
最
も

近
い
も
の
で
す
。
ギ
ル
ギ
ッ
ト
本
と
ネ
パ
ー
ル
本
は
、
そ
れ
よ

り
も
装
飾
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
バ
が

用
い
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
は
、
現
存
し
て
い
ま

せ
ん
。
ホ
ー
タ
ン
出
土
の
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
本
が
、
ク
マ
ー
ラ

ジ
ー
バ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
最
も
近
い
も
の
で
す
。『
法
華
経
』
研

究
者
で
あ
る
ハ
イ
ン
ツ
・
ベ
ッ
ヒ
ェ
ル
ト
教
授
は
、
ク
マ
ー
ラ

ジ
ー
バ
訳
が
ホ
ー
タ
ン
写
本
と
近
接
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま



179

「東洋学術研究」第47巻第２号

池田ＳＧＩ会長と文化の開花

す
。
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
本
〔
ロ
シ
ア
の
カ
シ
ュ
ガ
ル
駐
在
総
領

事
で
あ
っ
た
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
が
集
め
た
写
本
〕
の
大
部
分
は

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
〔
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
古

文
書
研
究
所
〕
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
の
何
冊
か

の
二
つ
折
り
判
の
本
が
、
大
英
博
物
館
、
マ
ン
ハ
イ
ム
博
物
館

な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
洋
哲
学
研
究
所
お
よ
び
創
価

学
会
は
、
各
国
の
法
華
経
写
本
の
〔
ロ
ー
マ
字
版
・
写
真
版
の
〕

出
版
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
〔
当
時
の
ソ
連
共
産
党
第
一
書
記
〕
と
ブ
ル

ガ
ー
ニ
ン
〔
当
時
の
ソ
連
首
相
〕
が
、
当
時
の
イ
ン
ド
首
相
で

あ
っ
た
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
に
、
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
本

の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
贈
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ネ
ル
ー

首
相
は
、
そ
れ
を
研
究
す
る
よ
う
に
と
、
私
の
父
〔
ラ
グ
ヴ
ィ

ラ
博
士
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
世
界
的
権
威
。「
イ
ン
ド
文
化
国

際
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
設
立
者
〕
に
与
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
父

は
私
に
そ
れ
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

私
は
、
そ
れ
の
白
黒
写
真
版
を
か
つ
て
出
版
し
ま
し
た
。
そ

の
当
時
、
一
、二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
断
片
を
特
定
す
る

こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
小
さ
い
断
片
を
特
定
し
、
カ
ラ
ー
写
真
に

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

漢
訳
本
、
す
な
わ
ち
中
国
で
の
翻
訳
は
、
い
わ
ば
創
造
的
な

翻
訳
と
い
え
ま
す
。
逐
語
的
な
翻
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ク
マ

ー
ラ
ジ
ー
バ
は
、
仏
教
思
想
に
熟
達
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、

中
国
語
と
同
様
に
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
堪
能
で
し
た
。
彼
は
、

中
国
の
伝
統
に
お
け
る
初
の
偉
大
な
翻
訳
者
で
す
。

　

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
バ
は
、
す
べ
て
の
語
を
翻
訳
し
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、洗
練
さ
れ
た
言
語
で
す
。

言
語
学
を
勉
強
さ
れ
た
方
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
接
頭
辞

と
接
尾
辞
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
一
方
、

中
国
語
の
実
詞
〔
名
詞･

動
詞
な
ど
単
独
で
意
味
を
な
す
語
〕
に

は
、
接
尾
辞
や
語
形
変
化
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
法
隆

寺
は
、「M

onastery of Flow
ering D

harm
a

（
栄
え
る
法
の
寺

院
）」
と
英
訳
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、「M

onastery for the 

Spread of D
harm

a

（
法
の
弘ぐ

ふ布
の
た
め
の
寺
院
）」
と
訳
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
法
隆
寺
が
建
立
さ
れ
た
と
き
、
法

は
ま
だ
栄
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
法
は
、
将
来
、
栄
え

る
べ
き
も
の
で
し
た
。
中
国
語
は
時
制
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
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す
。

　

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
バ
訳
の
日
中
版
と
、
ペ
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
本
の

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
と
を
、
調
和
的
に
解
釈
す
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。
聖
典
に
お
い
て
は
、
解
釈
学
が
生

命
と
深
遠
さ
を
与
え
ま
す
。
仏
教
の
伝
統
は
、
す
べ
て
が
厳
し

く
定
め
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
り
ま
す
。『
法
華
経
』

は
開
か
れ
た
世
界
で
す
。
大
空
の
よ
う
に
自
由
で
あ
り
、
大
空

に
舞
い
ゆ
く
桜
の
よ
う
に
自
由
な
の
で
す
。

　
◆
イ
ン
ド
の
独
立
運
動
に
対
す
る
日
本
の
影
響

　

イ
ン
ド
の
独
立
運
動
は
、
国
際
秩
序
の
一
環
と
し
て
考
え
ら

れ
ま
し
た
。
帝
国
主
義
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、

イ
ン
ド
の
独
立
運
動
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
テ
ィ
ー
は
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
共
有
し
な

け
れ
ば
、
私
た
ち
は
繁
栄
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

仏
教
の
僧
侶
た
ち
は
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
ア
ー
シ
ュ

ラ
ム
（
道
場
）
で
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を
唱
え
ま
し
た
。
マ

ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
が
、
祈
り
の
書
に
、
こ
の
題
目
を
採
用
し

た
の
で
す
。
こ
の
マ
ン
ト
ラ
（
真
言
）
は
、
イ
ン
ド
の
す
べ
て
の

指
導
者
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は

よ
く
、
イ
ン
ド
の
解
放
運
動
の
父
で
あ
る
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ

ー
の
も
と
を
訪
れ
た
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
は
、
日
本
製
の
三
匹
の
猿

の
置
物
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
見
ざ
る
」、「
聞
か
ざ

る
」、「
言
わ
ざ
る
」
を
表
す
も
の
で
、
彼
の
机
の
上
に
置
い
て

あ
り
ま
し
た
。
聖
者
ガ
ン
ジ
ー
の
ア
ー
シ
ュ
ラ
ム
は
、
日
本
に

よ
っ
て
高
い
威
光
を
も
っ
た
の
で
す
。

　

ネ
ル
ー
は
国
際
主
義
者
で
あ
り
、
こ
の
マ
ン
ト
ラ
の
意
味
を

知
り
た
が
り
ま
し
た
。
ガ
ン
ジ
ー
は
、
私
の
父
で
あ
る
ラ
グ
ヴ

ィ
ラ
教
授
に
、『
法
華
経
』
の
意
味
に
つ
い
て
尋
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
父
は
、
ガ
ン
ジ
ー
に
、「
南
條
・
ケ
ル
ン
本
」〔
各

地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
写
本
を
、
仏
教
学
者
の
南
條
文
雄
と
Ｈ
・

ケ
ル
ン
が
編
集
し
て
、
一
九
〇
八
年
か
ら
出
版
し
た
も
の
〕
の

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
『
法
華
経
』
と
、
ケ
ル
ン
に
よ
る
英
訳

を
贈
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
と
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
が
イ
ン
ド
を
訪
問

し
た
際
、『
法
華
経
』
を
持
っ
て
き
て
、
ネ
ル
ー
は
そ
れ
を
私
の

父
に
与
え
ま
し
た
。
ネ
ル
ー
は
、『
法
華
経
』
が
自
分
の
も
と
に
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何
度
も
到
来
す
る
の
を
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。
最
初
は
マ
ハ

ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
ア
ー
シ
ュ
ラ
ム
で
、
そ
し
て
、
今
は
首
相

公
邸
で
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
『
法
華
経
』
の
奇
妙
な

旅
で
し
た
。

　

現
在
、
多
く
の
イ
ン
ド
の
人
々
が
『
法
華
経
』
を
実
践
し
て

い
ま
す
。『
法
華
経
』
は
、
イ
ン
ド
の
独
立
闘
争
の
一
部
で
あ
り
、

独
立
し
た
ア
ジ
ア
の
民
衆
を
代
表
す
る
日
本
に
、
私
た
ち
の
注

意
を
ひ
き
つ
け
ま
し
た
。
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
が
岡
倉
天
心
と
対
話

を
し
た
後
、
ベ
ン
ガ
ル
の
絵
画
学
校
で
は
、
日
本
製
の
筆
を
用

い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
日
本
は
、
イ
ン
ド
の
政
治
生
活
に
お
い
て
、
特
別
な

場
所
を
占
め
ま
し
た
。
日
本
に
避
難
所
を
求
め
た
イ
ン
ド
の
革

命
家
た
ち
も
い
ま
し
た
。
ま
た
、
当
時
、
日
本
か
ら
安
価
な
も

の
が
輸
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
自
転
車
も
二
、三
ル
ピ
ー
で
購
入

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
誰
も
が
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
生
活
の
す
べ
て
を
快
適
に
す
る
こ
と
の
で
き
る

日
本
人
は
偉
大
だ
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
日

本
の
存
在
感
は
、
文
化
や
経
済
に
お
い
て
明
ら
か
で
し
た
。「
リ

キ
シ
ャ
（
人
力
車
）」
と
い
う
日
本
語
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

蓮
華
の
美
し
さ
と
、
そ
の
蓮
華
が
汚
れ
た
泥
水
の
池
か
ら
咲

き
出
る
こ
と
は
、
衝
撃
的
な
対
照
で
し
た
。
そ
れ
は
、
現
世
に

お
け
る
苦
悩
と
、
蓮
華
の
清
浄
さ
へ
の
変
換
を
象
徴
す
る
も
の

で
す
。
心
は
、
人
間
の
身
体
に
お
け
る
蓮
華
で
す
。
蓮
華
の
花

び
ら
を
ち
ぎ
れ
ば
開
花
さ
せ
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、『
法
華
経
』

を
唱
え
て
美
徳
を
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
は
心
を

開
花
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

村
の
池
の
泥
の
中
か
ら
咲
き
出
で
る
蓮
華
の
美
し
さ
は
、
生

死
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
ゆ
く
人
間
生
命
の
高
貴
さ
の
象
徴
な

の
で
す
。

（
ロ
ケ
ッ
シ
ュ･

チ
ャ
ン
ド
ラ
／

イ
ン
ド
文
化
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー
理
事
長
）

（
訳
・
く
り
は
ら　

と
し
え
／
東
洋
哲
学
研
究
所
主
任
研
究
員
）

（
本
稿
は
２
０
０
８
年
３
月
19
日
、
東
京
で
行
わ
れ
た
当
研
究
所

主
催
の
特
別
公
開
講
演
会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
）


