
二
〇
二
一
年
二
月
九
日
、
第
九
回
宗
門
教
学
会
議
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
本
号
は
、
後
半
（
前
半
は
、『
宗
報
』
八
月
号
に
掲
載
）
と
し
て
、
全

体
討
議
の
内
容
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
も
た
ら
す
変
化
に
ど

う
対
応
し
て
い
く
か
」
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
拡
大
（
以
下
、
新
型
コ
ロ
ナ
拡
大
）
に
よ
っ
て
、

社
会
の
あ
り
方
が
現
在
進
行
形
で
急
速
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
教
育
機
関
は
長
期

に
わ
た
る
休
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
休
校
措
置
が
解
除
さ
れ
た
後
も
分
散
登
校
、

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
な
ど
の
対
応
策
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
お

い
て
も
、
時
差
出
勤
、
テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
、
人
と
の
接
触
を
極
力
減
ら
す
行
動
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
と
人
と
が
接
す
る
こ
と
を
避
け
る
生
活
様
式
、
情

報
通
信
技
術
に
大
き
く
依
存
し
た
学
習
形
態
や
働
き
方
、
生
活
様
式
は
、
私
た
ち

の
社
会
を
、
今
後
大
き
く
変
化
さ
せ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
拡
大
に
よ
る
「
変
化
」
の
特
徴
は
、「
ス
ピ
ー
ド
」
で
す
。
世
界

中
に
急
速
に
蔓
延
し
た
ス
ピ
ー
ド
、
生
活
様
式
を
変
化
さ
せ
る
ス
ピ
ー
ド
に
、
今

回
の
感
染
症
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
り
、
世
界
中
が
急
速
な
変
化
を
受
け
入
れ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
「
急
激
で
強
制
的
な
社
会
の
変
化
」
が
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
く
べ
き
か
を
考

え
る
た
め
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
も
た
ら
す
変
化
に
ど
う
対
応
し

て
い
く
か
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

第
九
回
宗
門
教
学
会
議
で
は
、
会
議
委
員
と
し
て
本
願
寺
派
司
教
の
松
尾
宣
昭

氏
、
同
志
社
大
学
神
学
部
教
授
の
小
原
克
博
氏
、
東
京
工
業
大
学
科
学
技
術
創
成

研
究
院
未
来
の
人
類
研
究
セ
ン
タ
ー
／
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
研
究
教
育
院
准
教
授
の

伊
藤
亜
紗
氏
、
勧
学
寮
頭
の
徳
永
一
道
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
座
長
は
、
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
長
丘
山
願
海
、
司
会
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合

研
究
所
副
所
長
の
満
井
秀
城
が
務
め
ま
し
た
。

第９回　宗門教学会議　開催報告（後半）

新型コロナウイルス感染症がもたらす
変化にどう対応していくか
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○
満
井	

そ
れ
で
は
、
最
初
は
松
尾
先
生
の
ご

発
題
に
つ
き
ま
し
て
、
小
原
先
生
か
ら
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

○
小
原	
二
点
ご
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。ま

ず
、
一
点
は
「
一
緒
性
」
に
つ
い
て
で
す
。

「
一
緒
性
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
失
わ

れ
て
い
な
い
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
一
対
一

と
か
、
一
対
複
数
で
の
、
特
に
月
参
り
な
ど
の

ま
め
な
努
力
が
あ
る
た
め
、「
一
緒
性
」
が
保

持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。
あ
る
い
は
、
浄
土
真
宗
に
関
わ
っ
て
い
る

方
々
は
コ
ロ
ナ
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
に

変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
感
覚
を
他
の
方
々
も

同
じ
よ
う
に
お
持
ち
な
の
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、
教
え
に
関
す
る
こ
と
で
、
一

般
的
に
は
仏
教
の
多
く
の
宗
派
が
コ
ロ
ナ
収
束

の
た
め
に
「
祈
り
」
を
し
て
お
り
、Y

ouT
ube

に
も
た
く
さ
ん
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
ご
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
に
あ
っ
て
、
浄

土
真
宗
で
は
祈
祷
し
な
い
と
い
う
教
え
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
弥
陀
の
本
願
に
か
な
っ
て

い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
、
非
常
に
は
っ
き
り
と

し
た
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
教
え
と

門
信
徒
の
受
け
止
め
方
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。キ

リ
ス
ト
教
で
も
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
て

い
る
の
で
す
が
、
本
来
、
教
え
と
い
う
の
は
、

行
い
に
縛
ら
れ
が
ち
な
人
間
を
解
放
す
る
よ
う

な
力
で
あ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
例
え
ば
浄

土
真
宗
に
関
わ
っ
て
い
る
限
り
は
祈
り
に
近
い

よ
う
な
こ
と
を
、
ち
ょ
っ
と
口
に
す
る
だ
け
で

も
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち

で
、
恐
れ
な
が
ら
日
常
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
や
は
り
、
本
当
に

そ
れ
が
人
を
自
由
に
す
る
、
さ
と
り
に
向
か
わ

せ
る
力
で
は
な
く
て
、
逆
な
作
用
に
及
ぶ
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

教
え
と
し
て
は
非
常
に
明
快
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
一
般
の
門
信
徒
の
方
に
受
け
止
め
て
も

ら
う
と
き
に
、
丁
寧
な
説
明
の
仕
方
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
何
か
そ
の
あ
た
り
で

普
段
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

○
松
尾	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま

ず
、
私
が
お
り
ま
す
富
山
は
、
月
参
り
を
厳
格

に
行
っ
て
い
る
地
域
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま

松
尾
宣
昭
氏

【
略
　
歴
】

一
九
六
二
年
生
ま
れ
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
順
正
寺
住
職
、
本
願
寺
派
司
教
、
龍
谷
大
学
元
教

授
。
専
門
は
宗
乗
論
題
に
お
け
る
外
題
の
研
究
。
著
書
に
、『
仏
教
は
な
に
を
問
題
と
し
て
い

る
の
か
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
一
五
）、『
浄
土
真
要
鈔
講
読
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
一
六
）、

『
人
間
・
歴
史
・
仏
教
の
研
究
』（
共
著
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
一
一
）、『
親
鸞
と
人
間
』（
共
著
、

永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
二
）、『「
教
行
信
証
」
に
問
う
』（
共
著
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
一
）

な
ど
。

5 宗報 2021年 9月号



第９回　宗門教学会議　開催報告

す
。「
ま
め
な
努
力
」
と
い
う
以
前
に
、
住
職

が
毎
日
当
然
お
こ
な
う
べ
き
仕
事
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
従
っ
て
、「
一
緒
性
」
に
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な
い
と
い
う
感
覚
は
、

地
元
の
多
く
の
住
職
方
の
実
感
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
少
し
前
の
調
査
に

な
り
ま
す
が（『
第
十
回 
宗
勢
基
本
調
査
報
告
書
』

四
十
二
頁
）、
地
域
ご
と
の
月
参
り
の
実
施
率

を
み
る
か
ぎ
り
、
実
施
率
が
八
割
を
超
え
て
い

る
教
区
が
全
国
三
十
二
教
区
の
う
ち
九
つ
あ
り

ま
す
。
九
つ
で
は
一
般
的
と
は
言
え
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
富
山
だ
け
の
話
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。

次
に
、
こ
れ
は
本
当
に
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
、
コ
ロ
ナ
問
題
が

早
く
収
束
し
て
ほ
し
い
と
か
、
争
い
事
が
で
き

る
だ
け
な
く
な
っ
て
ほ
し
い
と
か
、
そ
う
い
う

人
間
の
自
然
の
思
い
は
決
し
て
否
定
し
て
お
ら

れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を

「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
」
と
「
お
ぼ
し
め
す
べ

し
（
願
え
）」
と
さ
え
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す

（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』第
二
五
通
、『
註
釈
版
聖
典
』

七
八
四
頁
）。
し
か
も
そ
の
願
い
を
「
世
の
い

の
り
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
お
ら
れ
ま

す
（
同
右
）。
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
願
い
を

持
た
れ
る
こ
と
は
と
て
も
自
然
な
こ
と
な
ん
で

す
。
私
も
そ
う
だ
し
、
み
ん
な
そ
う
だ
、
と
い

う
と
こ
ろ
は
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。

そ
の
上
で
「
浄
土
真
宗
は
コ
ロ
ナ
収
束
の
祈

り
は
し
な
い
ん
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
は
、
や

は
り
折
に
ふ
れ
て
お
伝
え
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
取
り
も
直
さ
ず
浄
土
真
宗

の
独
自
性
、
本
願
の
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
す
。

聖
人
の
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
」
は
「
仏
法

ひ
ろ
ま
れ
」
と
一
体
で
す
。
安
穏
に
な
れ
ば
よ

し
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
仏
と

な
る
道
を
歩
む
た
め
に
こ
そ
、
世
の
安
穏
が
願

わ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
仏
と
な
る
と
は
自
己

中
心
性
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
存
在
と
な
る
こ
と
で

す
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
が
祈
祷
に
よ
っ
て
願
う

安
穏
は
、
結
局
は
自
己
中
心
的
・
人
間
中
心
的

な
安
穏
で
し
ょ
う
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
が
安
穏
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
気
分
で
願

う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
身
内
が
コ
ロ
ナ

に
感
染
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
切
実
な
願
い

と
対
比
す
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
あ
ざ
や
か
に
浮

か
び
上
が
る
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち

す
べ
て
を
浄
土
往
生
に
よ
っ
て
自
己
中
心
性
ゼ

ロ
の
存
在
と
す
る
と
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま

が
、
自
己
中
心
性
に
基
づ
く
祈
祷
を
聞
き
入
れ

ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
だ
か
ら
本
願
に
は
こ
の

世
の
災
厄
を
な
く
し
て
や
る
と
も
誓
わ
れ
て
な

い
し
、
祈
れ
ば
応
え
て
や
る
と
も
誓
わ
れ
て
な

い
。
こ
の
基
本
ラ
イ
ン
は
ぜ
ひ
と
も
お
伝
え
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
今
言
っ
た
よ
う
な
言
葉
を
た
だ

口
に
出
し
て
も
、
何
も
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
ご
質

問
に
あ
っ
た
伝
え
る
上
で
の
工
夫
と
言
え
る
よ

う
な
も
の
は
特
に
な
く
、
そ
の
つ
ど
の
相
手
の

状
況
に
応
じ
て
、
言
葉
を
選
ん
で
、
一
方
向
的

に
で
は
な
く
、
で
き
れ
ば
対
話
を
通
し
て
、
お

伝
え
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
、
自
戒
く
ら

い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

○
満
井	

松
尾
先
生
と
小
原
先
生
と
の
や
り
と
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り
に
関
わ
っ
て
、
伊
藤
先
生
か
ら
コ
メ
ン
ト
が

あ
れ
ば
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
伊
藤	

最
初
に
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
月
参
り

と
い
う
こ
と
が
す
ご
く
面
白
い
な
と
思
い
ま
し

た
。
と
い
う
の
は
、
私
は
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ

の
状
況
下
で
、
ル
ー
テ
ィ
ン
と
か
定
期
開
催
と

い
う
も
の
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
よ
う
に

思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
門
徒
さ
ん
と
お
話
し
し
て
い

る
と
き
に
、
違
和
感
を
表
明
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
す
ご
く
興
味
深
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ

の
と
き
、
違
和
感
を
表
明
す
る
と
き
の
人
格
、

つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
そ
れ
は
違
う
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
阿
弥

陀
さ
ま
の
教
え
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
専
門
家

と
し
て
相
対
す
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
気

に
な
っ
て
い
ま
す
。
門
徒
さ
ん
か
ら
す
る
と
、

ど
ち
ら
の
役
割
を
期
待
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と

い
う
の
が
す
ご
く
気
に
な
っ
た
点
で
す
。

○
松
尾	

そ
れ
は
門
徒
さ
ん
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
。
さ
す
が
に
「
弥
陀
の
代
官
」
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

法
衣
を
着
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
一
種
の
「
専

門
家
」
と
し
て
の
言
葉
を
期
待
し
て
お
ら
れ
る

方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
相
手
に

批
判
的
な
こ
と
を
言
っ
た
と
た
ん
に
、
単
な
る

個
人
的
意
見
と
し
て
あ
し
ら
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
が
、
一
概
に
は
言
え
ま

せ
ん
。

○
満
井	

引
き
続
い
て
、
小
原
先
生
の
ご
発
題

に
関
わ
り
ま
し
て
、
ま
ず
、
伊
藤
先
生
か
ら
ご

質
問
、
あ
る
い
は
コ
メ
ン
ト
等
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
伊
藤	

最
初
に
、
共
感
と
い
う
問
題
を
ど
う

考
え
る
か
と
い
う
の
は
と
て
も
重
要
な
問
題
だ

と
思
い
ま
す
。
先
生
の
お
話
の
中
に
、
集
団
内

の
共
感
が
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
を
通
し
て
強
化
さ
れ
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
う
い
う
共
感
、
な
い
し
感
情
一
般
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え

た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
伺
い
た

い
な
と
思
い
ま
し
た
。

も
う
一
点
は
、
因
果
で
は
な
く
て
偶
然
と
い

う
こ
と
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
宗
教
で
考
え
て

小
原
克
博
氏

【
略
　
歴
】

一
九
六
五
年
生
ま
れ
。
博
士
（
神
学
）。
同
志
社
大
学
神
学
部
教
授
。
神
学
部
長
・
神
学
研
究

科
長
。
同
志
社
大
学
良
心
学
研
究
セ
ン
タ
ー
セ
ン
タ
ー
長
。
専
門
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
宗

教
倫
理
学
、
一
神
教
研
究
。
先
端
医
療
、
環
境
問
題
、
性
差
別
な
ど
を
め
ぐ
る
倫
理
的
課
題
や
、

宗
教
と
政
治
の
関
係
、
お
よ
び
、
一
神
教
に
焦
点
を
当
て
た
文
明
論
、
戦
争
論
に
取
り
組
む
。

著
書
に
、『
宗
教
は
現
代
人
を
救
え
る
か
―
仏
教
の
視
点
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
考
』（
共
著
、
平

凡
社
、
二
〇
二
〇
）、
龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
叢
書
『
国
際
社
会
と
日
本
仏
教
』（
分

担
執
筆
、
丸
善
出
版
、
二
〇
二
〇
）、『
人
類
の
起
源
、
宗
教
の
誕
生
：
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の

「
信
じ
る
心
」
が
生
ま
れ
た
と
き
』（
共
著
、
平
凡
社
、
二
〇
一
九
）
な
ど
。
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い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
き
た
い
な
と
思
い

ま
し
た
。

○
小
原	

い
ず
れ
も
非
常
に
重
要
な
点
で
す
の

で
、
さ
ら
に
説
明
を
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
共
感
は
人
間
関
係
を
維
持
す
る
う
え

で
大
事
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
共
感
が
暴
走

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
グ
ル
ー
プ
内

に
お
け
る
共
感
の
暴
走
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
で

は
な
く
て
、
世
界
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
私
の
専
門
分
野
で
言
い
ま
す
と
、

宗
教
研
究
に
と
っ
て
の
近
年
の
大
き
な
問
題

は
、
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
テ
ロ
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
す
る

中
で
、
シ
リ
ア
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
Ｉ
Ｓ

の
こ
と
な
ど
は
、
関
心
が
薄
ら
い
で
い
る
よ
う

で
す
け
れ
ど
も
、
今
ま
た
Ｉ
Ｓ
が
復
活
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
中
東
の
近
辺
の
人
た
ち
だ
け
で
は

な
く
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
で

若
い
人
た
ち
が
Ｉ
Ｓ
の
呼
び
掛
け
に
共
感
し
て

い
る
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

人
の
共
感
と
い
う
も
の
は
、
た
や
す
く
操
作
さ

れ
、
悪
用
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
以

上
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
い
か
に
す
れ
ば
抑
止

で
き
る
の
か
を
解
明
す
る
、
共
感
の
研
究
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。

人
が
人
を
助
け
る
と
き
の
、
ま
さ
に
そ
の
人

の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
と
き
も
、
共
感
が
働

い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
共
感
が
持
つ
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
面
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
の
両
面
を
見

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
材
料

を
、
宗
教
の
歴
史
は
多
数
提
供
し
て
く
れ
ま

す
。そ

れ
か
ら
因
果
に
関
し
て
で
す
が
、
こ
れ
は

科
学
の
世
界
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。
セ
レ
ン
デ
ィ
ピ
テ
ィ
（serendipity

）

と
い
う
英
語
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
実
験
を

し
て
い
て
、
失
敗
を
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
失

敗
を
通
じ
て
偶
然
発
見
し
た
こ
と
か
ら
、
新
し

い
科
学
的
発
見
が
生
じ
た
と
い
っ
た
こ
と
が
、

科
学
の
歴
史
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
自
分
が
予
想
し
て
い
な
い
こ
と
に
遭

遇
し
た
と
き
に
、
そ
こ
か
ら
何
を
得
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
科
学
の
進
歩
に
と
っ
て
重
要
で
す

し
、
宗
教
に
と
っ
て
も
重
要
で
す
。

人
間
は
日
常
の
ル
ー
テ
ィ
ン
の
中
で
、
自

分
を
制
御
し
た
り
、
推
測
し
た
り
し
ま
す
が
、

ル
ー
テ
ィ
ン
な
日
常
を
超
え
た
偶
然
に
さ
ら
さ

れ
る
と
き
、
人
は
日
常
を
超
え
た
非
日
常
の
視

点
が
開
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
違

う
世
界
へ
と
目
が
開
か
れ
て
い
く
た
め
に
は
、

何
か
偶
然
の
出
会
い
み
た
い
な
も
の
が
必
要
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
人
に
よ
っ
て
は
超

越
的
な
他
者
と
の
出
会
い
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

○
満
井	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
寮
頭

和
上
、
一
言
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

○
徳
永	

私
が
専
攻
す
る
浄
土
真
宗
の
宗
学
で

は
長
い
間
、「
い
の
り
」
と
い
う
言
葉
は
禁
句

の
よ
う
な
扱
い
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
だ
か

ら
、
年
賀
状
に
は
「
皆
さ
ま
の
ご
多
幸
を
お
祈

り
申
し
あ
げ
ま
す
」
と
は
、
絶
対
に
書
き
ま
せ

ん
。と

こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
「
世
の
い
の
り
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。「
世
の
い
の
り
に

こ
こ
ろ
に
い
れ
て
」
と
『
御
消
息
』（『
親
鸞
聖

人
御
消
息
』
第
二
五
通
、『
註
釈
版
聖
典
』
七
八
四
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頁
）
に
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
宗

学
の
中
に
位
置
付
け
て
い
く
か
。
特
に
今
の

「
コ
ロ
ナ
の
時
代
」、
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
収
束
す
る
こ
と
を
私
が
祈
っ
て
は

い
け
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
、
浄
土
真
宗
の

人
な
ら
必
ず
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
宗
学
的
に
整
理
し
て
、
位
置

付
け
て
い
く
か
と
い
う
の
が
、
私
ど
も
の
こ
れ

か
ら
の
仕
事
だ
と
、
今
日
は
つ
く
づ
く
感
じ
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

○
満
井	

次
は
伊
藤
先
生
の
ご
発
題
に
関
わ
っ

て
質
問
が
出
て
お
り
ま
す
。
葬
儀
な
ら
葬
儀
、

法
事
な
ら
法
事
と
い
う
儀
式
、
儀
礼
空
間
を
五

感
的
に
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ど

う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
伊
藤
先
生
、
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

○
伊
藤	

触
覚
の
こ
と
を
考
え
て
い
て
、
す
ご

く
面
白
い
の
は
、
必
ず
し
も
直
接
的
な
触
覚
が

重
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
ロ
ー
プ
と
い
う
間
接
的
な
接
触

に
し
た
方
が
、
お
互
い
生
成
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。

そ
の
と
き
、
人
と
人
が
直
接
関
わ
ら
な
い
。
間

接
化
す
る
た
め
の
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
必
ず

伊
藤
亜
紗
氏

【
略
　
歴
】

一
九
七
九
年
生
ま
れ
。
東
京
工
業
大
学
科
学
技
術
創
成
研
究
院
未
来
の
人
類
研
究
セ
ン
タ
ー
／

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
研
究
教
育
院
准
教
授
。
Ｍ
Ｉ
Ｔ
客
員
研
究
員
（
二
〇
一
九
．
三　
―　

八
）。
専

門
は
、
美
学
、
現
代
ア
ー
ト
。
障
害
を
通
し
て
、
人
間
の
身
体
の
あ
り
方
を
研
究
し
て
い
る
。

東
京
工
業
大
学
で
の
「
脱
コ
ロ
ナ
禍
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
い
て
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
社
会

に
お
け
る
人
間
の
あ
り
方
と
利
他
を
研
究
し
て
い
る
。
著
書
に
、『
記
憶
す
る
体
』（
春
秋
社
、

二
〇
一
九
）、『
目
の
見
え
な
い
ア
ス
リ
ー
ト
の
身
体
論
』（
潮
出
版
社
、
二
〇
一
六
）、『
目
の

見
え
な
い
人
は
世
界
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
』（
光
文
社
、
二
〇
一
五
）
な
ど
。
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し
も
ロ
ー
プ
で
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
思
い
ま

す
。
棒
で
も
、
テ
ー
ブ
ル
で
も
、
建
築
空
間
で

も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
や
っ
て
拡
張

し
て
い
く
と
、
儀
礼
的
な
空
間
と
い
う
の
も
、

何
か
ロ
ー
プ
的
な
役
割
を
果
た
し
得
る
と
思
い

ま
す
。

○
満
井	

伊
藤
先
生
の
ご
発
題
に
関
し
て
松
尾

先
生
か
ら
質
問
、
あ
る
い
は
コ
メ
ン
ト
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

○
松
尾	

浄
土
真
宗
の
信
心
は
、
安あ

ん

心じ
ん

と
も
言

い
ま
す
。
こ
こ
ろ
を
安
置
す
る
と
い
う
意
味
で

す
。
す
べ
て
を
阿
弥
陀
さ
ま
に
あ
ず
け
て
安
心

し
き
っ
て
い
る
。
す
べ
て
任
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
合
い
で
も
安
心
と
い
う
ふ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
お
尋
ね
で
す
け
れ
ど
も
、
伊
藤
先

生
の
資
料
に
「
不
確
実
性
」
と
い
う
言
葉
か
ら

安
心
・
信
頼
に
対
し
て
二
つ
の
矢
印
を
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、「
安
心
＝
管
理
」
と
並
べ

て
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
お
教
え

い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

○
伊
藤	

こ
こ
で
私
が
お
話
し
し
た
社
会
心
理

学
に
お
け
る
安
心
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
安
心
と
信
頼
は
、
お
そ
ら

く
円
環
構
造
に
な
っ
て
、
信
頼
の
果
て
に
安
心

が
や
っ
て
来
て
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
決
定
的
に
違
う
の
は
、
自
分

と
他
者
の
違
い
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
安
心
の
と
き

に
は
、
そ
の
差
が
意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
自

分
の
思
っ
た
通
り
、
こ
の
人
が
動
い
て
い
る
と

い
う
の
が
、
社
会
心
理
学
的
な
安
心
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
信
頼
と
い
う
の
は
、

こ
の
人
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
い
う
行

動
を
す
る
か
推
測
で
き
な
い
け
れ
ど
も
任
せ
る

と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
が
違
い
だ
と
思
い
ま

す
。

○
小
原	

不
確
実
性
の
と
こ
ろ
か
ら
安
心
、
信

頼
、
二
通
り
の
違
う
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
表
現
は
違
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
も

ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
ま
し

た
。例

え
ば
、
現
代
で
は
、
わ
れ
わ
れ
全
員
が
Ｇ

Ｐ
Ｓ
を
持
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
に
生
き

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
国
家
の
視
点
か

ら
見
て
、
国
家
の
側
が
安
心
し
た
い
と
思
え

ば
、
徹
底
し
た
監
視
、
管
理
ツ
ー
ル
と
し
て
使

う
で
し
ょ
う
。
そ
の
反
対
に
、
そ
う
い
っ
た
ガ

バ
ナ
ン
ス
を
私
た
ち
は
好
ま
な
い
と
い
う
社
会

で
は
、
徹
底
し
た
管
理
と
か
監
視
と
は
違
う
社
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会
の
あ
り
方
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
安
心
と
信
頼
は
、
明

瞭
に
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
絶
え

ず
く
っ
つ
い
た
り
分
か
れ
た
り
す
る
よ
う
な
中

で
、
わ
れ
わ
れ
は
道
を
選
ん
で
い
る
の
で
、
や

は
り
監
視
さ
れ
た
中
で
の
安
心
社
会
で
本
当
に

い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
へ
の

問
い
と
し
て
突
き
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

ま
た
、
今
の
管
理
社
会
と
監
視
社
会
は
、
個

の
独
立
性
よ
り
全
体
的
な
秩
序
を
重
ん
じ
て
い

ま
す
。
全
体
的
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
を
よ
り
尊

ぶ
よ
う
な
方
向
へ
と
科
学
技
術
が
後
押
し
し
て

い
く
よ
う
な
傾
向
が
強
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
に
あ
っ
て
、
私
の
生
き
方
は
私
自

身
が
決
め
て
い
い
と
言
い
き
れ
る
よ
う
な
余
白

を
、
ど
う
や
っ
て
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
独
自
性
と
い
う
こ
と
を
松
尾
先

生
は
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
安あ

ん

心じ
ん

は
私
自

身
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
は
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
か
ら
、
仏
教

が
持
つ
社
会
的
機
能
と
い
う
の
は
、
奈
良
時
代

に
お
い
て
は
国
家
護
持
で
し
た
。
国
家
の
安

寧
、
国
家
秩
序
の
安
全
の
た
め
の
仏
教
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
管
理
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
仏
教
で

あ
っ
た
の
が
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
、
安
心
は

私
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
変
化
し
て
い
く
わ
け

で
す
が
、
こ
の
変
化
は
革
命
的
だ
と
思
い
ま

す
。こ

の
こ
と
は
、
近
代
的
な
人
間
観
を
非
常
に

早
く
先
取
り
し
て
い
る
と
す
ら
言
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
鎌
倉
時
代
、
親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時

代
の
二
〇
〇
年
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
宗
教
改

革
が
起
こ
り
ま
す
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
ら

宗
教
改
革
者
が
「
信
仰
は
私
の
問
題
で
あ
る
」

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
言
う
。
そ
う
い
う
点

で
は
浄
土
真
宗
の
先
駆
性
と
い
う
か
、
世
界
史

的
な
視
点
で
見
て
も
非
常
に
先
駆
的
な
人
間
観

を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
の
部
分
は
徹
底
し

て
こ
だ
わ
り
抜
く
べ
き
だ
と
、
私
は
今
回
感
じ

ま
し
た
。

○
徳
永	

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

浄
土
真
宗
の
教
学
の
中
心
は
、
行
信
論
と
言
い

ま
し
て
、
念
仏
、
信
心
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
さ

ま
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
こ
れ
ま
で
議
論
が

集
中
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
コ
ロ
ナ
の

問
題
が
起
こ
り
ま
し
て
か
ら
、
横
の
広
が
り
と

い
う
の
を
ど
う
し
て
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

今
日
の
議
論
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
非
常
に
裨

益
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。

○
藤
丸	

今
回
、
個
人
的
に
重
要
だ
と
感
じ
ら

れ
た
の
は
、
利
他
の
関
係
性
を
あ
ら
た
め
て
考

え
直
す
き
っ
か
け
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
浮
か
び
あ

が
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
仏
教
語
な
も
の
で
す

か
ら
、
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
自
業
自
得
論
と
私

は
申
し
あ
げ
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
す
ご
く

大
き
な
課
題
と
し
て
、
浮
上
し
て
き
て
お
り
ま

す
の
で
、
そ
の
あ
た
り
を
今
後
の
課
題
に
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
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向
性
な
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
や
は
り
大
事
な
の
は
共
感
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
共
感
と
い
う
も
の
は
一

方
向
で
は
成
り
立
た
な
い
。
閉
じ
ら
れ
た
中

で
の
共
感
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
、
世
界
的
に
、
政
治
的
に
も
、
経
済
的

に
も
、
独
善
的
な
あ
り
方
、
あ
る
い
は
排
他

的
な
あ
り
方
が
世
界
的
な
流
れ
で
起
こ
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
共
に
生
き

る
と
い
う
こ
と
で
、
正
反
対
の
方
向
に
向
か

わ
せ
る
の
が
、
私
た
ち
仏
教
の
、
あ
る
い
は

宗
教
者
の
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
利
他
は
、
特
に
紀
元
一
世
紀
頃

か
ら
登
場
し
て
き
た
大
乗
仏
教
に
お
い
て
強

調
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
今
の
世
界
で
は

伝
統
的
な
利
他
、
自
己
犠
牲
の
上
に
成
り
立

つ
利
他
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
伝
わ
っ
て

い
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
私
た
ち
の
関
係

に
は
な
か
な
か
し
っ
く
り
こ
な
い
。
ま
た
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
自
利
と
い
う
と
、

「svārtha

」、
自
己
の
利
、
利
益
で
す
。
利

他
と
い
う
の
は
、「parārtha

」、
他
者
の

利
益
な
ん
で
す
。
こ
の「
ア
ル
タ（artha

）」、

利
益
が
自
と
他
で
は
対
立
す
る
の
か
。
あ
る

い
は
う
ま
く
調
和
し
て
い
け
る
の
か
。
そ
こ

は
あ
ら
た
め
て
、
根
源
的
に
問
わ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。今

日
は
先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

私
ど
も
宗
門
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
の

一
つ
に
、「
伝
え
る
伝
道
か
ら
、
伝
わ
る
伝

道
へ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
そ

の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
先
生
方
の
お
話
を
聞

い
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
中
で
結
論
的
に
言
う
と
、
キ
ー

ワ
ー
ド
は
双
方
向
性
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
松
尾
先
生
が
指
摘
な
さ
っ
て
い
た
一

緒
性
も
同
じ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
真
宗
の

お
話
で
も
い
い
し
、
仏
教
の
話
で
も
い
い

し
、
さ
ら
に
は
生
き
方
そ
の
も
の
か
ら
共
に

考
え
て
い
く
。
一
緒
に
考
え
て
い
く
中
で
、

真
宗
に
う
な
ず
い
て
い
く
。
そ
れ
は
、
双
方

丘
山
願
海

総
合
研
究
所　
所
長

閉
会
　

座
長
あ
い
さ
つ
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