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序
論 本

研
究
で
は
︑
仏
教
と
漫
才
に
よ
る
伝
道
の
可
能
性
に
つ
い
て
︑
漫
才
法
話
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
も
の
で
あ
る
︒
近
年
︑
こ
れ

ま
で
の
法
話
に
よ
る
伝
道
活
動
に
加
え
て
︑
漫
才
法
話
と
い
う
新
た
な
伝
道
活
動
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
︒
特
に
︑
コ
ロ
ナ
禍
で
あ

っ
た
二
〇
二
〇
年
に
は
︑
地
方
の
ロ
ー
カ
ル
番
組
で
は
あ
る
も
の
の
︑
コ
ー
ナ
ー
の
中
で
漫
才
法
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
テ

レ
ビ
で
漫
才
法
話
を
実
演
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑Y

ouT
ube

や
ネ
ッ
ト
で
の
漫
才
法
話
の
動
画
や
実
践
の
記
事
な
ど
︑
少
し
ず
つ
で

は
あ
る
が
︑
漫
才
法
話
が
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
ま
ず
︑
漫
才
と
は
︑
多
く
の
人
々
が
テ
レ
ビ
で
目
に
す
る

も
の
で
あ
り
︑
年
末
年
始
に
漫
才
の
大
会
や
番
組
が
行
わ
れ
る
の
は
伝
統
と
な
り
︑
今
や
日
本
の
文
化
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
︒
で

は
ど
う
し
て
漫
才
法
話
は
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
﹁
伝
え
る
伝
道
﹂
か
ら
﹁
伝
わ
る
伝
道
﹂
へ
の
変
化
の
一
例
だ
と
私
は

考
え
て
い
る
︒
伝
道
に
お
い
て
は
︑
仏
教
に
興
味
が
な
い
︑
も
し
く
は
少
し
だ
け
知
っ
て
い
る
と
い
う
方
な
ど
様
々
な
人
に
仏
教
を

知
り
︑
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
現
代
版
の
伝
道
活
動
の
一
つ
と
し
て
漫
才
法
話
は
実
践
さ
れ
る

価
値
の
あ
る
伝
道
の
形
だ
と
考
え
る
︒ 

本
研
究
の
意
義
は
︑
僧
侶
に
よ
る
漫
才
法
話
と
い
う
活
動
に
つ
い
て
︑
新
た
な
伝
道
活
動
の
一
つ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

に
つ
い
て
︑
漫
才
法
話
の
特
徴
や
現
状
か
ら
見
え
て
く
る
課
題
や
可
能
性
か
ら
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒ 

漫
才
法
話
を
考
察
し
て
い
く
際
の
視
点
と
し
て
は
︑
漫
才
と
仏
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑
そ
の
起
源
を
辿
り
つ
つ
︑
漫
才
の
変
遷

を
基
に
今
後
の
仏
教
と
の
関
わ
り
方
を
考
察
し
て
い
く
︒
ま
た
︑
実
際
の
漫
才
法
話
に
つ
い
て
︑
漫
才
と
法
話
︑
二
つ
の
視
点
か
ら

分
析
を
行
い
︑
実
際
に
漫
才
法
話
実
践
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し
︑
現
在
の
漫
才
法
話
の
在
り
方
︑
そ
し
て
今
後
の
可
能
性
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と
課
題
を
考
察
し
て
い
く
︒
未
だ
先
行
的
研
究
も
少
な
い
分
野
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
実
験
的
な
一
視
座
で
は
あ
る
も
の
の
︑
今
後
の

伝
道
活
動
の
一
助
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒ 

   

本
論 第

一
章 

漫
才
の
歴
史 

第
一
節 

萬
歳
と
仏
教 

ま
ず
︑
漫
才
の
基
と
な
っ
た
萬
歳
に
つ
い
て
︑
全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
萬
歳
で
あ
っ
た
が
︑
中
で
も
尾
張
萬
歳
に
仏
教
と
の

関
連
が
あ
っ
た
︒
尾
張
萬
歳
の
変
遷
に
つ
い
て
︑
南
博
︑
永
井
啓
夫
︑
小
沢
昭
一
﹃
こ
と
ほ
ぐ
萬
歳
の
世
界
﹄
に
よ
り
な
が
ら
簡
潔

に
ま
と
め
る
と
︑
弘
長
二
年
︑
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
矢
田
町
に
︑
無
住
国
師
が
訪
れ
︑
臨
済
宗
の
寺
で
あ
る
長
母
寺
を
開
山
し
た
︒

そ
こ
で
無
住
国
師
が
法
華
経
に
関
す
る
萬
歳
歌
詞
を
作
っ
た
こ
と
を
は
じ
ま
り
と
す
る
説
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
江
戸

時
代
に
な
る
と
︑
鎌
倉
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
法
華
経
萬
歳
に
つ
づ
き
︑
新
た
に
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
歌
っ
た
六
条
萬
歳
︑
浄
土
宗
や

天
台
宗
に
つ
い
て
歌
っ
た
御
城
萬
歳
︑神
道
の
家
で
行
う
神
力
萬
歳
︑め
で
た
い
と
き
に
歌
わ
れ
た
地
割
萬
歳
の
四
種
類
が
作
ら
れ
︑

こ
れ
ら
を
併
せ
て
五
萬
歳
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
尾
張
萬
歳
の
基
本
と
な
っ
た
︒
１
今
回
は
︑
中
で
も
浄
土
真
宗
と
繋
が
り
の

あ
る
六
条
萬
歳
に
注
目
す
る
︒
六
条
萬
歳
に
つ
い
て
︑
岡
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒ 
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②
六
条
萬
歳 

本
願
寺
萬
歳
︑
御
門
徒
萬
歳
︑
御
門
跡
萬
歳
と
も
い
う
︒
浄
土
真
宗(

真
宗)

を
た
た
え
︑
本
願
寺
の
御
堂
の
す
ば
ら
し
さ
と
︑

親
鸞
聖
人
の
一
代
記
を
歌
っ
て
い
る
︒(

中
略)

六
条
萬
歳
は
︑
西
本
願
寺
再
建
直
後
の
御
堂
を
歌
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
︑
真
宗
が
幕
藩
と
手
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
江
戸
初
期
の
作
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て
︑
京
や
江
戸
城
下
に
ふ
さ
わ
し
い

萬
歳
と
し
て
︑
真
宗
の
家
で
演
じ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
︒
２ 

こ
の
こ
と
か
ら
︑
近
年
急
に
漫
才
と
仏
教
が
関
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
漫
才
の
前
身
で
あ
る
萬
歳
の
時
代
こ

そ
︑
現
代
以
上
に
浄
土
真
宗
と
の
関
わ
り
は
深
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
で
は
︑
次
節
で
は
︑
こ
れ
ら
萬
歳
が
ど
の
よ
う
に
し

て
漫
才
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
︑﹃
こ
と
ほ
ぐ
萬
歳
の
世
界
﹄
に
よ
り
な
が
ら
ま
と
め
る
︒ 

 

第
二
節 

萬
歳
か
ら
漫
才
へ 

尾
張
萬
歳
は
︑尾
張
で
行
わ
れ
る
萬
歳
で
あ
る
た
め
総
称
と
し
て
こ
う
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑細
か
く
地
域
ご
と
の
名
称
も
あ
っ
た
︒

明
治
十
年
ご
ろ
︑
そ
の
中
に
伊
六
万
歳
と
い
う
の
が
あ
っ
た
︒
当
時
︑
他
の
地
域
の
萬
歳
と
い
う
と
﹁
～
萬
歳
﹂
で
あ
っ
た
た
め
︑

こ
の
伊
六
万
歳
は
浮
い
て
い
た
こ
と
に
加
え
︑
他
の
萬
歳
と
は
違
い
下
ネ
タ
を
は
じ
め
下
品
な
笑
い
を
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
人
気

が
あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
後
大
衆
芸
能
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
︒
そ
し
て
明
治
二
十
七
年
ご
ろ
︑
大
阪
で
江
州
音
頭
の
音
頭
取
り

を
し
て
い
た
玉
子
屋
円
辰
が
尾
張
に
や
っ
て
き
て
︑
尾
張
萬
歳
を
習
っ
た
︒
そ
の
際
︑
伊
六
万
歳
も
習
い
︑
明
治
三
十
年
ご
ろ
か
ら

関
西
の
舞
台
で
﹁
名
古
屋
萬
歳
﹂
と
称
し
て
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
れ
が
大
衆
娯
楽
と
し
て
の
漫
才
の
始
ま
り
で
あ
る
︒
３ 
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以
上
よ
り
︑
最
初
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
関
し
て
歌
う
の
み
で
あ
っ
た
萬
歳
が
︑
時
代
を
経
て
幅
広
い
手
法
の
取
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
︑
そ
れ
ら
の
変
化
を
経
た
萬
歳
を
学
ん
だ
玉
子
屋
円
辰
の
興
し
た
万
歳
が
︑
現
在
の
漫
才
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒ 

 

第
三
節 
現
代
の
萬
歳
に
つ
い
て 

で
は
︑
第
一
節
で
見
て
き
た
尾
張
萬
歳
を
は
じ
め
と
し
て
︑
萬
歳
の
現
在
の
状
況
を
確
認
す
る
︒
ま
ず
尾
張
万
歳
︑
三
河
万
歳
︑

越
前
万
歳
は
平
成
七
年
に
重
要
無
形
民
間
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
︒
し
か
し
︑
現
在
は
︑
全
国
ど
の
万
歳
も
後
継
者
問
題
に

悩
ま
さ
れ
て
い
る
︒
尾
張
万
歳
に
お
い
て
も
保
存
会
が
活
動
さ
れ
て
い
る
が
︑
二
〇
一
一
年
の
段
階
で
十
一
人
し
か
所
属
さ
れ
て
い

な
い
︒
現
在
の
浄
土
真
宗
と
尾
張
万
歳
の
関
連
を
調
べ
て
み
た
が
︑
二
〇
二
二
年
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
西
本
願
寺
のY

ouT
ube

チ

ャ
ン
ネ
ル
に
お
い
て
︑﹁
仏
教
と
伝
統
芸
能
シ
リ
ー
ズ
﹂
と
し
て
特
集
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
以
降
は
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な

い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
漫
才
と
基
は
共
通
の
万
歳
で
は
あ
る
が
︑
現
代
の
伝
道
活
動
に
お
け
る
効
果
と
し
て
は
︑
薄
い
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
万
歳
は
変
化
を
し
な
い
︑
伝
統
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
の
に
対
し
て
︑
漫
才
は
時
代
の

流
れ
に
合
わ
せ
て
形
態
を
変
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
違
い
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
現
在
ま
で
廃
れ
る
こ
と
な
く
展
開
さ
れ
続
け
︑
漫

才
法
話
と
い
う
形
態
も
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
尾
張
万
歳
保
存
会
会
長
で
あ
る
北
川
勝
久
氏
は
︑
今
後
の
活
動

に
つ
い
て
記
事
の
中
で
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
て
い
る
︒ 

実
は
︑
尾
張
万
歳
で
は
出
演
す
る
場
所
を
増
や
す
た
め
の
活
動
を
や
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
も
ち
ろ
ん
依
頼
を
受
け
て
︑
色
々
な
場

所
で
の
芸
の
披
露
は
行
っ
て
い
る
ん
で
す
が
︑
無
料
で
イ
ベ
ン
ト
に
出
演
し
た
り
︑
後
継
者
を
募
る
た
め
に
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
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る
こ
と
は
あ
ま
り
や
っ
て
い
な
い
ん
で
す
︒
伝
統
芸
能
に
参
加
す
る
人
数
を
増
や
す
な
ら
︑
そ
う
い
う
活
動
も
行
う
べ
き
だ
と

は
思
う
ん
で
す
が
︑
人
が
増
え
る
と
︑
悩
み
も
増
え
て
し
ま
う
ん
で
す
︒
誰
が
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
出
る
か
と
か
︑
あ
ま
り
芸
を

披
露
で
き
な
い
人
が
出
て
き
た
り
︒
年
に
十
五
回
く
ら
い
の
機
会
し
か
な
い
の
で
︑
そ
の
た
め
に
一
年
間
稽
古
を
頑
張
る
こ
と

が
で
き
て
︑
し
か
も
プ
ロ
と
し
て
高
い
ク
オ
リ
テ
ィ
の
万
歳
を
披
露
で
き
る
人
じ
ゃ
な
い
と
尾
張
万
歳
は
務
ま
り
ま
せ
ん
か
ら

ね
︒
４ 

こ
の
よ
う
に
︑
後
継
者
問
題
で
危
機
的
状
況
で
あ
る
は
ず
の
尾
張
万
歳
だ
が
︑
た
だ
参
加
す
る
人
数
を
増
や
す
の
で
は
な
く
︑
正
確

に
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
く
と
い
う
目
的
が
重
視
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
点
か
ら
高
い
伝
道
的
効
果
は
見
込
め
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

以
上
︑
浄
土
真
宗
の
要
素
を
含
み
︑
伝
道
の
可
能
性
の
あ
る
万
歳
の
現
在
か
ら
考
察
を
行
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
違
い
を
踏
ま
え
て
︑

よ
り
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
漫
才
の
要
素
を
含
ん
だ
漫
才
法
話
の
可
能
性
を
︑浄
土
真
宗
の
伝
道
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
︒ 

  

第
二
章 

漫
才
視
点
か
ら
の
分
析 

 
 

第
一
節 

実
践
例
か
ら
の
分
析 

近
年
の
漫
才
法
話
が
浸
透
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
︑
北
海
道
教
区
慶
讃
行
事
﹃
漫
才
法
話
ん
グ
ラ
ン
プ
リ
﹄
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
章
で
は
本
イ
ベ
ン
ト
を
例
に
考
察
し
て
い
く
︒ 

本
大
会
は
︑
二
〇
二
四
年
五
月
十
二
日
に
親
鸞
聖
人
御
誕
生
日
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
行
事
と
し
て
西
本
願
寺
札
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幌
別
院
で
行
わ
れ
た
︒
ま
ず
開
会
式
が
行
わ
れ
る
が
︑
そ
の
中
で
﹃
重
誓
偈
﹄
の
お
つ
と
め
が
行
わ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
北
海
道
教
区

教
務
所
長
で
あ
る
宇
野
哲
哉
氏
に
よ
る
挨
拶
が
行
わ
れ
︑
メ
イ
ン
で
あ
る
出
演
者
に
よ
る
漫
才
法
話
が
合
掌
︑
念
仏
に
続
い
て
始
め

ら
れ
る
︒
以
下
︑
出
演
者
そ
れ
ぞ
れ
の
実
演
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
全
七
組
の
出
演
者
が
お
ら
れ

た
が
︑
本
研
究
の
テ
ー
マ
に
則
り
︑
漫
才
形
式
で
漫
才
法
話
を
行
っ
て
い
た
五
組
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
︒ 

➀
三
千
大
千
世
界(
木
本
晃
英
︑
原
田
真
哉) 

特
徴
：
龍
谷
大
学
の
同
期
コ
ン
ビ 

[

主
に
学
べ
る
こ
と]

浄
土
真
宗
︑
阿
弥
陀
如
来
の
お
心
／
四
弘
誓
願
／
十
八
願
の
重
要
性
／
阿
弥
陀
様
の
立
ち
姿
の
意
味 

②
観
音
日
和(

築
山
弘
知
︑
工
藤
弘
道) 

特
徴
：
ホ
リ
プ
ロ
コ
ム
所
属
︑
真
言
宗
の
コ
ン
ビ 

[

主
に
学
べ
る
こ
と]

実
際
の
真
言
宗
の
お
経
／
真
言
宗
の
合
掌 

③Seppo-C
C

Q
(

那
須
弘
紹
︑
藤
岡
教
顕) 

[

主
に
学
べ
る
こ
と]

ご
門
主
に
つ
い
て
／
親
鸞
聖
人
の
生
涯 

④
伝
道
集
団
ア
サ
カ
ラ
ザ
ル 

特
徴
：
バ
ン
ド
法
話
や
手
品
法
話
な
ど
も
行
な
っ
て
い
る 

[

主
に
学
べ
る
こ
と]

法
話
の
構
成 

⑤
ド
ド
ん(

石
田
芳
道
︑
安
田
義
孝) 
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特
徴
：
曹
洞
宗
の
僧
侶
︑
浅
井
企
画
所
属 

[
主
に
学
べ
る
こ
と]

曹
洞
宗
の
教
え 

以
上
よ
り
︑
大
会
そ
の
も
の
と
し
て
は
︑
浄
土
真
宗
の
僧
侶
が
多
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
真
言
宗
や
曹
洞
宗
の
漫
才
コ
ン
ビ
も

招
待
さ
れ
て
お
り
︑
浄
土
真
宗
の
知
識
が
あ
る
よ
う
な
観
客
や
門
徒
で
も
楽
し
む
事
は
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

漫
才
法
話
の
内
容
と
し
て
は
︑
全
て
の
組
が
約
十
五
分
と
い
う
時
間
の
中
で
静
か
な
時
間
と
い
う
も
の
が
な
く
︑
聞
き
手
が
眠
く
な

っ
た
り
︑
飽
き
た
り
す
る
事
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
︒
仏
教
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
教
え
る
の
で
は
な
く
︑
言
い
換
え
た
り
︑
身
近

に
感
じ
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
わ
か
り
や
す
く
教
え
る
と
い
う
の
は
︑
漫
才
と
の
融
合
だ
か
ら
こ
そ
の
特
徴
だ
と
感
じ
ら
れ
た
︒ 

次
に
観
客
の
様
子
に
つ
い
て
は
︑
も
ち
ろ
ん
漫
才
と
い
う
点
で
ウ
ケ
る
ウ
ケ
な
い
の
問
題
は
あ
る
が
︑
通
常
の
法
話
と
比
べ
て
も

明
る
い
雰
囲
気
は
保
た
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
漫
才
法
話
の
中
で
︑
観
客
に
動
き
を
求
め
た
り
︑
演
者
が
舞
台
を
動
き
回

れ
た
り
す
る
事
も
観
客
を
飽
き
さ
せ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒し
か
し
︑来
て
い
た
観
客
に
注
目
す
る
と
︑

連
れ
て
こ
ら
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
や
小
学
生
は
い
る
も
の
の
︑
中
学
生
や
高
校
生
︑
大
学
生
と
い
っ
た
層
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
ネ
タ
作
り
に
お
い
て
は
︑
層
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
に
も
な
る
と
思
う
が
︑
伝
道
の

観
点
か
ら
だ
と
幅
広
い
伝
道
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
部
分
は
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︒ 

今
回
五
組
の
演
者
に
よ
る
漫
才
法
話
を
聞
い
た
が
︑
次
に
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
笑
い
の
視
点
か
ら
改
め
て
ま
と
め
る
と
共
に
︑
伝
道

の
観
点
か
ら
ど
の
形
式
が
適
切
に
な
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
︒ 
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第
二
節 

笑
い
の
技
術
に
お
け
る
分
析 

第
一
項 

笑
い
の
分
類 

漫
才
法
話
に
お
け
る
最
も
大
き
な
要
素
は
︑
笑
わ
せ
る
部
分
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
概
に
﹁
笑
い
﹂
と
い
っ
て
も
︑
そ
こ
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
笑
い
が
あ
る
︒
こ
の
笑
い
の
尺
度
を
示
し
た
も
の
に
は
︑
ベ
ル
ク
ソ
ン
﹃
笑
い
﹄
や
﹃
ウ
ケ
る
技
術
﹄
な
ど
︑
さ

ま
ざ
ま
あ
る
が
︑
今
回
は
︑
西
条
み
つ
と
し
﹃
笑
わ
せ
る
技
術
﹄
の
尺
度
を
用
い
た
︒
理
由
と
し
て
は
︑
西
条
み
つ
と
し
氏
が
元
お

笑
い
芸
人
で
あ
り
︑
数
多
く
の
お
笑
い
ス
ク
ー
ル
や
お
笑
い
事
務
所
で
講
師
も
務
め
て
お
ら
れ
る
と
い
う
経
歴
か
ら
︑
漫
才
と
い
う

視
点
か
ら
の
分
析
に
お
い
て
最
も
今
回
の
テ
ー
マ
に
有
効
だ
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
︒
西
条
氏
は
﹃
笑
わ
せ
る
技
術
﹄
に
お
い
て
︑

笑
い
を
九
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
章
で
は
︑
こ
の
分
類
を
参
考
に
漫
才
法
話
に
お
け
る
笑
い
の
導
き
方
を
考
察
し
て
い
く
︒ 

① 

共
感
の
笑
い 

話
者
の
言
動
に
よ
っ
て
︑
笑
わ
せ
た
い
相
手
に
共
感
を
も
た
せ
て
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ
る
︒
こ
れ
は
他
者
に
自
分
の
気
持
ち
を

理
解
さ
せ
聞
き
手
に
自
分
と
の
仲
間
意
識
を
与
え
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
笑
い
で
あ
る
︒
注
意
す
べ
き
こ
と
し
て
︑
普
遍
的
な
話
題
だ

と
共
感
は
得
ら
れ
や
す
い
が
︑
普
遍
的
す
ぎ
る
と
︑
そ
れ
は
﹁
当
た
り
前
﹂
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
た
め
︑
扱
う
話
題
は
漫
才

を
見
せ
る
対
象
者
や
場
所
︑
時
間
や
時
期
に
よ
っ
て
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
５ 

② 

自
虐
の
笑
い 

話
者
の
言
動
で
︑
笑
わ
せ
た
い
相
手
に
優
越
感
を
も
た
せ
て
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ
る
︒
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
︑
自
虐
で
あ
る

た
め
基
本
的
に
は
自
分
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
話
す
こ
と
に
な
り
︑
聞
き
手
の
警
戒
心
を
緩
め
る
効
果
も
期
待
で
き
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る
点
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
自
虐
の
笑
い
﹂
は
知
り
合
い
は
も
ち
ろ
ん
︑
初
対
面
の
相
手
に
も
有
効
な
技
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

し
か
し
︑
そ
の
場
に
応
じ
た
適
切
な
度
合
い
の
話
題
を
選
ぶ
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
︒
聞
き
手
が
同
情
し
た
り
︑
心
配
し
た
り

す
る
レ
ベ
ル
の
不
幸
だ
と
相
手
に
優
越
感
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
６ 

③ 

裏
切
り
の
笑
い 

こ
れ
は
︑
話
者
の
言
動
で
︑
相
方
の
予
想
を
裏
切
り
︑
そ
の
様
子
を
聞
き
手
に
見
せ
る
こ
と
で
︑
優
越
感
を
も
た
せ
て
笑
い
を
生

む
技
術
で
あ
る
︒
こ
れ
は
自
虐
の
笑
い
と
﹁
聞
き
手
に
優
越
感
を
も
た
せ
る
﹂
と
い
う
最
終
的
な
目
的
は
一
致
し
て
い
る
が
︑
相
方

へ
の
裏
切
り
と
い
う
過
程
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
︑
話
者
か
ら
裏
切
り
を
受
け
た
相
方
は
︑
さ
ま
ざ
ま
に
感
情
が
揺
れ
動
く
︑
そ
れ
を

見
る
こ
と
を
通
し
て
聞
き
手
は
優
越
感
を
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
場
に
応
じ
た
適
切
な
裏
切
り
の
度
合
い
を
選
ぶ
こ
と
が
重

要
で
あ
り
︑
聞
き
手
が
同
情
す
る
レ
ベ
ル
の
裏
切
り
だ
と
優
越
感
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
７ 

④ 

安
心
の
笑
い 

緊
張
感
を
利
用
し
︑
話
者
の
言
動
で
聞
き
手
に
安
心
感
を
与
え
て
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
①
～
③
の
笑
い
と
は
異

な
り
︑
前
準
備
に
あ
た
る
相
手
に
与
え
る
緊
張
感
の
度
合
い
だ
け
で
は
︑
笑
い
の
大
き
さ
は
変
わ
り
づ
ら
い
︒
安
心
の
笑
い
を
上
手

く
扱
う
に
は
︑
他
の
笑
い
と
の
組
み
合
わ
せ
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
笑
い
の
大
き
さ
は
変
わ
っ
て
く
る
︒
８ 

⑤ 

期
待
に
応
え
る
笑
い 

話
者
の
言
動
で
︑
聞
き
手
の
期
待
に
応
え
︑
満
足
さ
せ
て
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
話
の
内
容
や
流
れ
か
ら
︑
聞
き

手
に
次
の
話
者
の
言
葉
や
動
き
に
期
待
を
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
全
体
の
期
待
が
重
要
で
あ
り
︑
一
部
の
期
待
を
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優
先
し
て
は
︑
大
き
な
笑
い
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
９ 

⑥ 
無
茶
の
笑
い 

話
者
の
言
動
で
︑
聞
き
手
に
﹁
自
分
に
は
で
き
な
い
こ
と
を
や
っ
て
く
れ
た
﹂
と
い
う
快
感
を
も
た
せ
て
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ

る
︒
こ
の
自
分
に
は
で
き
な
い
無
茶
と
は
︑
恥
ず
か
し
さ
や
恐
怖
の
感
情
に
対
す
る
無
茶
と
︑
下
ネ
タ
や
タ
ブ
ー
︑
社
会
の
暗
黙
の

ル
ー
ル
を
破
る
と
い
っ
た
︑
社
会
に
対
す
る
無
茶
の
二
種
類
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
般
的
に
無
茶
と
思
わ
れ
る
内
容
は
避
け
る
べ
き

内
容
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
快
感
に
つ
な
が
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
１
０ 

⑦ 

発
想
の
笑
い 

話
者
の
言
動
で
︑
聞
き
手
に
非
日
常
感
を
与
え
︑
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ
る
︒
発
想
に
お
い
て
は
︑
話
者
の
言
葉

で
聞
き
手
に
想
像
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
た
め
︑
聞
き
手
の
想
像
力
や
話
者
の
伝
え
る
話
術
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
︒
１
１ 

⑧ 

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
笑
い 

話
者
の
言
動
で
︑
聞
き
手
に
︑
今
自
分
に
起
き
て
い
る
不
幸
を
利
用
し
︑
優
越
感
を
も
た
せ
て
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ
る
︒
リ
ア

ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
︑
置
か
れ
た
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
反
応
し
︑
そ
の
時
の
感
情
を
伝
え
る
か
が
重
要
で
あ
り
︑
そ
の
伝

え
方
に
も
︑
言
葉
や
表
情
︑
体
の
動
き
な
ど
効
果
的
に
活
用
し
︑
伝
え
る
能
力
が
必
要
と
な
る
︒
し
か
し
︑
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
も
極
端

に
大
袈
裟
だ
っ
た
り
す
る
と
︑
見
破
ら
れ
︑
笑
い
に
繋
が
ら
な
い
こ
と
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
１
２ 

⑨
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
笑
い 

話
者
が
︑
聞
き
手
の
知
っ
て
い
る
﹁
自
分
﹂
を
演
じ
︑
聞
き
手
に
﹁
嬉
し
さ
﹂
を
与
え
て
笑
い
を
生
む
技
術
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
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キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
は
︑
聞
き
手
か
ら
見
え
る
話
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
こ
と
で
あ
り
︑
見
た
目
や
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
表
面
的
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
と
性
格
か
ら
考
え
ら
れ
る
内
面
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
あ
る
︒
１
３ 

 

第
二
項 
漫
才
法
話
に
お
け
る
笑
い
の
分
類
か
ら
の
考
察 

次
に
前
項
で
の
分
類
を
基
に
︑
五
組
の
漫
才
法
話
に
お
け
る
笑
い
の
技
術
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
す
る
︒ 

(

三
千
大
千
世
界) 

①
共
感
の
笑
い
／
③
裏
切
り
の
笑
い
／
④
安
心
の
笑
い
／
⑤
期
待
に
応
え
る
笑
い
／
⑦
発
想
の
笑
い
／
⑧
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
笑
い
／

⑨
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
笑
い 

(

観
音
日
和) 

①
共
感
の
笑
い
／
②
自
虐
の
笑
い
／
③
裏
切
り
の
笑
い
／
⑤
期
待
に
応
え
る
笑
い
／
⑦
発
想
の
笑
い
／
⑧
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
笑
い
／

⑨
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
笑
い 

(Seppo-C
C

Q
) 

①
共
感
の
笑
い
／
②
自
虐
の
笑
い
／
③
裏
切
り
の
笑
い
／
⑤
期
待
に
応
え
る
笑
い
／
⑥
無
茶
の
笑
い
／
⑦
発
想
の
笑
い
／
⑧
リ
ア
ク

シ
ョ
ン
の
笑
い
／
⑨
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
笑
い 

(

伝
道
集
団
ア
サ
カ
ラ
ザ
ル)  

③
裏
切
り
の
笑
い
／
⑤
期
待
に
応
え
る
笑
い
／
⑦
発
想
の
笑
い
／
⑧
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
笑
い
／
⑨
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
笑
い 
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(
ド
ド
ん) 

②
自
虐
の
笑
い
／
③
裏
切
り
の
笑
い
／
⑤
期
待
に
応
え
る
笑
い
／
⑧
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
笑
い
／
⑨
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
笑
い 

以
上
の
分
類
結
果
か
ら
︑
五
組
の
漫
才
法
話
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
た
笑
わ
せ
る
手
法
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒ 

① 

三
回
②
三
回
③
五
回
④
一
回
⑤
五
回
⑥
一
回
⑦
四
回
⑧
五
回
⑨
五
回 

ま
ず
︑
以
上
の
調
査
結
果
か
ら
︑
五
組
中
四
組
以
上
で
行
わ
れ
た
笑
い
は
五
種
類
あ
り
︑
一
方
で
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
笑

い
は
︑
安
心
の
笑
い
と
無
茶
の
笑
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
安
心
の
笑
い
に
お
い
て
は
︑
聞
き
手
に
安
心
感
を
与
え
る
た
め
の

前
段
階
と
し
て
不
安
に
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
︑
そ
こ
が
仏
さ
ま
の
教
え
を
扱
う
漫
才
法
話
と
は
相
性
が
悪
く
︑
そ
も
そ
も
不
安
に

さ
せ
な
い
話
の
内
容
が
多
い
他
︑
も
し
不
安
に
さ
せ
た
と
し
て
も
︑
次
に
つ
な
が
る
の
は
仏
さ
ま
の
教
え
に
よ
る
安
心
で
あ
る
こ
と

が
多
い
︒
そ
の
た
め
笑
い
に
つ
な
が
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
︒
同
じ
く
無
茶
の
笑
い
に
お
い
て
も
︑
聞
き
手
が
﹁
自

分
に
は
で
き
な
い
﹂
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
や
る
必
要
が
あ
り
︑
先
に
述
べ
た
感
情
に
対
す
る
無
茶
や
︑
社
会
に
対
す
る
無

茶
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
が
︑
漫
才
法
話
の
基
盤
が
仏
さ
ま
の
教
え
で
あ
る
た
め
︑
聞
き
手
は
も
ち
ろ
ん
︑
漫
才
を
す
る
僧
侶

自
身
も
他
力
の
教
え
で
あ
る
た
め
︑
聞
き
手
が
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒ 

以
上
よ
り
︑
漫
才
法
話
に
お
け
る
笑
わ
せ
る
技
術
と
し
て
は
︑
大
前
提
と
し
て
仏
さ
ま
の
教
え
と
い
う
の
が
根
底
に
あ
る
た
め
︑

使
わ
れ
る
技
術
に
も
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
通
常
の
漫
才
ほ
ど
は
使
わ
れ
る
幅
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒ 
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第
三
章
法
話
か
ら
の
分
析 

 
次
に
法
話
を
基
盤
と
し
て
︑
漫
才
法
話
を
分
析
し
て
い
く
︒ 

第
一
節 
法
話
の
構
成 

基
本
的
な
法
話
の
構
成
に
つ
い
て
︑
僧
侶
教
本
Ｂ
の
内
容
を
参
考
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒ 

①
讃
題(

聖
教
の
言
葉)
や
②
序
説
で
導
入
を
行
い
︑
③
本
説
で
は
法
義
説(

讃
題
に
関
す
る
言
葉
挙
げ
︑
讃
題
の
意
味
を
明
ら
か
に
す

る)

や
譬
喩
・
因
縁(

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
や
方
向
か
ら
讃
題
の
内
容
を
深
め
て
い
く
た
め
に
わ
か
り
や
す
く
親
し
み
や
す
い
話
や
例
え

話
を
す
る)

を
経
て
讃
題
の
理
解
を
深
め
︑
④
欠
勧
で
は
合
法(

ま
と
め)

を
行
う
︒
１
４ 

で
は
︑
こ
の
法
話
に
お
い
て
教
義
を
広
め
る
際
に
重
要
な
こ
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
に

は
︑﹁
浄
土
真
宗
の
伝
道
は
﹁
仏
徳
讃
嘆
﹂
と
﹁
自
信
教
人
信
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
く
さ
れ
ま
す
︒﹂
１
５
と
あ
る
︒
私
は
こ
れ
に
加
え

て
︑﹁
教
え
を
伝
え
る
技
術
﹂
が
強
く
必
要
だ
と
考
え
る
︒ 

 

第
二
節 

法
話
に
お
け
る
技
術 

前
節
で
述
べ
た
﹁
仏
徳
讃
嘆
﹂﹁
自
信
教
人
信
﹂
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
法
話
で
あ
る
が
︑
話
者
の
言
葉
や
思
い
を
正
確
に
聞
き

手
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
は
真
に
法
話
で
教
え
が
伝
わ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
法
話
に
お
け
る
話

す
技
術
と
し
て
︑
曹
洞
宗
を
代
表
す
る
布
教
師
で
あ
る
阿
部
圭
佑
氏
は
﹁
①
リ
ズ
ム
感
②
ル
ッ
ク
ス
③
即
応
性
④
面
白
味
⑤
表
現
力
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⑥
現
代
性
⑦
話
の
間
⑧
刺
激
性
⑨
具
体
性
⑩
音
楽
性
⑪
明
る
さ
⑫
余
韻
﹂
１
６
を
挙
げ
て
い
る
︒ 

こ
の
十
二
分
類
さ
れ
た
法
話
に
必
要
な
技
術
に
お
い
て
︑
漫
才
法
話
に
必
要
︑
ま
た
は
活
用
で
き
る
技
術
の
有
無
を
考
え
る
と
︑

①
か
ら
⑪
ま
で
の
技
術
は
漫
才
法
話
に
も
通
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
⑫
余
韻
に
関
し
て
は
︑
漫
才
法
話
で
は
感
じ
ら
れ

に
く
い
︒
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
漫
才
法
話
で
は
﹁
笑
い
﹂
の
要
素
が
強
く
︑
法
話
ほ
ど
仏
さ
ま
の
あ
り
が
た
み
を
ま
っ
す
ぐ
と
は

感
じ
に
く
い
︒
そ
の
た
め
︑
漫
才
法
話
か
ら
感
じ
る
余
韻
は
︑
面
白
さ
や
楽
し
さ
か
ら
く
る
満
足
感
が
主
な
理
由
と
な
っ
て
く
る
︒ 

一
方
︑
法
話
で
感
じ
ら
れ
る
余
韻
は
な
ん
で
あ
ろ
う
︒
法
話
と
漫
才
法
話
を
比
べ
た
と
き
︑
法
話
の
大
き
な
特
徴
に
﹁
讃
題
﹂
が

あ
る
︒
そ
こ
で
明
確
に
親
鸞
聖
人
の
﹁
和
讃
﹂
や
蓮
如
上
人
の
﹃
御
文
章
﹄
の
言
葉
を
引
用
し
紹
介
す
る
た
め
︑
聞
き
手
は
教
え
そ

の
も
の
を
言
葉
と
し
て
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
点
は
漫
才
法
話
で
は
︑
導
入
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑

笑
い
が
重
要
で
あ
る
こ
と
や
︑
話
の
展
開
が
比
較
的
自
由
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
笑
い
を
重
視
し
過
ぎ
る
と
教
義
そ
の
も
の
を
貶
し
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
た
め
︑
そ
の
よ
う
な
法
義
に
関
す
る
笑
い
は
避
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
漫
才
法
話
と

比
べ
る
と
︑
法
話
で
の
讃
題
︑
序
説
︑
本
説
︑
結
勧
と
言
う
定
ま
っ
た
型
の
上
で
一
つ
の
テ
ー
マ
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
︑
得
ら
れ

る
学
び
の
深
さ
は
︑
よ
り
深
い
も
の
に
な
り
︑
そ
れ
ゆ
え
聞
き
手
は
良
い
法
話
で
余
韻
を
味
わ
え
る
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
︒ 

以
上
︑
法
話
と
漫
才
法
話
を
比
較
し
た
際
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
の
﹁
讃
題
﹂
の
存
在
に
注
目
し
た
が
︑
こ
の
第
一
節
で
ま
と
め

た
法
話
の
形
式
に
漫
才
法
話
を
当
て
は
め
た
場
合
は
︑
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
る
だ
ろ
う
か
︒
前
章
の
考
察
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑

さ
ま
ざ
ま
な
笑
い
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
通
し
て
︑
仏
教
を
よ
り
身
近
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
こ
そ
が
漫
才
法
話
の
魅
力
で

あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
漫
才
法
話
は
︑
法
話
の
構
成
に
お
け
る
本
説
で
の
譬
喩
や
因
縁
を
よ
り
詳
し
く
︑
よ
り
身
近
に
し
た
も
の
だ
と
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言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
な
ら
ば
︑
法
話
と
い
う
伝
道
方
法
か
ら
漫
才
法
話
へ
の
形
式
の
変
化
に
は
︑

ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
に
は
門
徒
を
は
じ
め
と
し
た
法
話
を
聞
く
人
間
の
変
化
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
︒ 

 

第
三
節 
行
う
対
象
者
の
変
化 

ま
ず
︑
法
話
を
は
じ
め
と
し
た
布
教
活
動
に
つ
い
て
︑
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
の
記
述
を
確
認
す
る
︒
親
鸞
聖
人
は
︑﹃
唯
信
鈔
文

意
﹄
の
結
び
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒ 

い
な
か
の
ひ
と
び
と
の
︑
文
字
の
こ
こ
ろ
も
し
ら
ず
︑
あ
さ
ま
し
き
愚
痴
極
き
わ
ま
り
な
き
ゆ
ゑ
に
︑
や
す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ

ん
と
て
︑
お
な
じ
こ
と
を
︑
た
び
た
び
と
り
か
え
し
と
り
か
え
し
︑
か
き
つ
け
た
り
︒
こ
こ
ら
あ
ら
ん
ひ
と
は
︑
お
か
し
く
お

も
う
べ
し
︒
あ
ざ
け
り
を
な
す
べ
し
︒
し
か
れ
ど
も
︑
お
お
か
た
の
そ
し
り
を
か
え
り
み
ず
︑
ひ
と
す
じ
に
︑
お
ろ
か
な
る
も

の
を
︑
こ
こ
ろ
え
や
す
か
ら
ん
と
て
︑
し
る
せ
る
な
り
︒
１
７ 

こ
の
こ
と
か
ら
︑当
時
は
︑書
を
そ
の
ま
ま
読
む
こ
と
や
法
話
の
よ
う
に
聞
く
こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
現
代
人
に
同
様
の
伝
道
効
果
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
な
文
書
伝
道
に
つ
い
て
︑
現
代
に
お
け
る
伝
道
効
果
は
薄

い
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
本
願
寺
に
お
け
る
本
願
寺
新
報
や
大
乗
の
購
読
数
の
変
遷
に
注
目
す
る
︒
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
分
か
る

よ
う
に
︑
本
願
寺
新
報
は
二
〇
一
三
年
の1,332,002

部
か
ら
二
〇
二
二
年
で
は

1,039,364

部
と
約
四
分
の
三
︑
大
乗
は
二
〇
一

三
年
の

180,320

部
か
ら
二
〇
二
二
年
で
は

110,843

部
と
約
五
分
の
三
と
減
少
し
て
い
る
︒
１
８
ま
た
︑
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
り
家
で

過
ご
す
家
庭
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
二
〇
二
一
年
︑
二
〇
二
二
年
で
さ
え
︑
購
読
部
数
は
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
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文
書
に
お
け
る
伝
道
は
時
期
や
世
間
の
流
れ
関
係
な
く
︑
減
少
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
︑
ま
だ
デ
ー
タ
の
出
て
い
な
い
今
年
度
も
減

少
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
︒ 

で
は
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
本
を
読
む
と
い
う
習
慣
︑
文
化
は
薄
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
理
由
と
し
て
娯
楽
の
発
達
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
︒
現
在
我
々
の
周
辺
に
は
︑
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
様
々
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
機
器
が
あ
ふ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら

に
よ
り
︑Y

ouT
ube

や
ゲ
ー
ム
な
ど
多
種
多
様
な
娯
楽
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
最
大
の
特
徴
は
︑
時
間
や
場
所
を
縛

ら
な
い
点
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
わ
ざ
わ
ざ
本
を
買
っ
た
り
︑
取
り
寄
せ
た
り
す
る
こ
と
な
く
︑
ス
マ
ホ
一
台
で
無
料
で
楽
し
め
る

娯
楽
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

ま
た
︑
こ
れ
ら
の
環
境
の
変
化
は
大
人
で
も
同
様
で
あ
り
︑
以
前
ほ
ど
長
文
を
読
む
︑
長
い
話
を
聞
く
と
い
う
機
会
は
減
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
た
め
︑
通
常
の
法
話
で
の
仏
さ
ま
や
親
鸞
聖
人
の
あ
り
が
た
い
話
も
理
解
で
き
ず
︑

た
だ
長
い
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
理
解
能
力
の
低
下
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
︑
葛
野
洋
明
氏
は
︑﹁
現
代
に

お
け
る
真
宗
伝
道
の
課
題
﹂
の
中
で
︑
具
体
的
な
課
題
と
し
て
︑﹁
①
専
門
用
語
の
問
題
②
現
実
的
課
題
と
の
乖
離
③
マ
ン
ネ
リ
化
し

た
伝
道
方
法
の
打
破
﹂
１
９
の
三
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
①
専
門
用
語
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
一
つ
の
策
と
し
て
︑
漫
才

法
話
は
効
果
的
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
葛
野
洋
明
氏
は
︑
同
時
に
専
門
用
語
の
課
題
へ
の
取
り
組
む
上
で
の
危
険
も
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒ 

﹁
慈
悲
﹂
を
﹁
愛
﹂
に
︑﹁
仏
陀
﹂
を
﹁
親
様
・
ま
ん
ま
ん
ち
ゃ
ん
・
大
い
な
る
い
の
ち
﹂
な
ど
に
︑
ま
た
﹁
信
心
﹂
を
﹁
目
覚

め
﹂︑﹁
名
号
﹂
を
﹁
名
前
﹂
と
置
き
換
え
た
り
す
る
こ
と
は
︑
専
門
用
語
を
日
常
語
に
置
き
換
え
て
︑
わ
か
り
や
す
く
親
し
み
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や
す
く
す
る
工
夫
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
置
き
換
え
ら
れ
た
日
常
語
の
み
で
法
話
が
展
開
す
る
と
︑
こ
れ
ら
の
専
門
用
語
が
示

す
内
容
が
曖
昧
と
な
り
︑
結
果
的
に
は
誤
解
を
誘
発
す
る
と
い
う
可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
︒
２
０ 

こ
の
こ
と
は
︑
漫
才
法
話
に
も
当
て
は
ま
る
指
摘
で
あ
り
︑
笑
わ
せ
る
こ
と
︑
わ
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
に
ば
か
り
意
識
を
向
け
て

し
ま
う
と
︑
無
意
識
的
に
も
仏
さ
ま
の
教
え
を
曲
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
︒ 

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
な
従
来
の
法
話
に
よ
る
伝
道
効
果
の
低
迷
が
み
ら
れ
る
現
代
だ
か
ら
こ
そ
︑
現
代
の

僧
侶
は
対
面
で
の
法
話
の
み
な
ら
ず
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
法
話
や
動
画
で
の
法
話
と
い
っ
た
工
夫
が
さ
れ
て
お
り
︑
時
間
や
場
所
を

指
定
し
な
い
と
い
う
現
代
人
に
合
わ
せ
た
変
化
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒こ
の
よ
う
な
時
代
に
合
わ
せ
た
新
た
な
活
動
と
し
て
︑

漫
才
法
話
は
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

  

第
四
章 

漫
才
法
話
実
践
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査 

第
一
節 

那
須
弘
紹
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査 

那
須
弘
紹
氏
は
︑
龍
谷
大
学
に
進
学
後
︑
龍
谷
大
学
学
友
会
放
送
局
に
所
属
し
︑
一
九
歳
の
時
に
はK

B
S

京
都
で
ラ
ジ
オ
コ
ー
ナ

ー
を
持
っ
て
い
た
︒
大
学
卒
業
後
は
地
元
熊
本
に
帰
り
︑
ラ
ジ
オ
局
で
番
組
を
持
つ
傍
ら
︑
タ
レ
ン
ト
と
し
て
の
活
動
も
続
け
ら
れ

た
︒
他
力
本
願.net

で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
那
須
氏
は
﹁
布
教
使
と
し
て
法
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
き
︑
今
ま
で
ラ
ジ
オ
パ

ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
な
ど
の
タ
レ
ン
ト
活
動
を
し
て
き
た
経
験
も
活
き
て
い
る
ん
だ
と
気
付
き
ま
し
た
︒﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
︒
２
１ 
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第
一
項 

聞
き
取
り
調
査
の
概
要 

那
須
弘
紹
氏
へ
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
の
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
や
り
取
り
に
よ
る
聞
き
取
り

調
査
の
形
式
で
行
っ
た
︒
予
め
質
問
項
目
を
細
か
く
設
定
し
て
お
く
構
造
化
面
接
法
を
と
り
︑
回
答
に
よ
り
正
確
性
を
持
た
せ
る
こ

と
を
重
視
し
た
︒
質
問
に
お
い
て
は
︑
特
に
伝
道
と
い
う
視
点
か
ら
︑
実
践
に
お
け
る
僧
侶
と
し
て
の
意
識
や
工
夫
に
つ
い
て
の
意

見
に
注
目
し
て
行
っ
た
︒ 

 

第
二
項 

聞
き
取
り
調
査
の
内
容
と
分
析 

◯
漫
才
法
話
の
始
ま
り
に
つ
い
て 

ま
ず
﹁
漫
才
法
話
﹂
と
い
う
ワ
ー
ド
自
体
が
約
十
一
年
前
は
存
在
し
て
お
ら
ず
︑
那
須
氏
が
造
語
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒

こ
の
背
景
に
は
︑
組
内
の
連
続
研
修
会
に
お
い
て
︑﹁
課
題
提
起
﹂→

﹁
話
合
い
﹂→

﹁
発
表
﹂→

﹁
発
表
を
踏
ま
え
て
の
講
評
﹂
と

言
う
構
成
に
お
け
る
﹁
課
題
提
起
﹂
の
部
分
を
堅
苦
し
く
な
い
形
に
で
き
な
い
か
と
考
え
て
︑
漫
才
形
式
で
課
題
提
起
し
た
の
が
発

端
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
当
初
は
そ
こ
で
終
わ
る
予
定
だ
っ
た
の
が
︑
た
ま
た
ま
︑
そ
の
研
修
会
を
地
元
の
新
聞
社
が
取
材
に
来

て
お
り
︑
そ
こ
で
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
記
事
を
見
た
団
体
︵
お
寺
以
外
︶
か
ら
︑
講
演
依
頼
を
受
け
た
と
き

に
﹁
漫
才
法
話
﹂
と
名
付
け
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
︒ 

こ
の
回
答
か
ら
︑
現
在
︑
イ
ベ
ン
ト
内
で
の
名
称
や
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
際
も
使
わ
れ
て
い
る
﹁
漫
才
法
話
﹂
の
単
語

の
起
源
は
︑
約
十
一
年
前
の
連
続
研
修
会
で
の
那
須
氏
の
活
動
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
連
続
研
修
会
の
目
的
に
つ
い
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て
は
︑ ﹁

連
研
﹂
が
め
ざ
す
の
は
︑
門
信
徒
と
僧
侶
が
と
も
に
﹁
現
実
の
私
と
社
会
の
問
題
を
法
に
問
い
︑
聞
き
︑
語
り
合
う
﹂
こ
と

で
︑
互
い
に
念
仏
者
と
し
て
の
自
覚
に
め
ざ
め
︑﹁
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
﹂︵
実
践
運
動
︶
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
で

す
︒
２
２ 

と
あ
り
︑
加
え
て
連
研
で
は
︑
門
信
徒
と
僧
侶
お
互
い
の
意
見
を
聞
き
合
う
た
め
の
﹁
話
し
合
い
法
座
﹂
も
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
︑
漫
才
法
話
は
始
ま
り
の
段
階
で
新
た
な
法
話
と
い
う
位
置
付
け
と
い
う
よ
り
は
︑
門
信
徒
を
は
じ
め
と
し
た
聞
き

手
に
わ
か
り
や
す
く
仏
教
に
つ
い
て
の
話
を
す
る
と
い
う
側
面
が
強
く
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

◯
ど
の
よ
う
な
場
面
で
漫
才
法
話
は
実
践
さ
れ
ま
す
か
︒ 

基
本
的
に
は
︑
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
始
め
た
こ
ろ
は
︑
お
寺
関
係
か
ら
の
依
頼
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
会
社
の

総
会
や
︑
学
校
︵
小
中
高
大
さ
ま
ざ
ま
︶︑
行
政
関
係
な
ど
様
々
な
団
体
か
ら
の
講
演
依
頼
も
多
か
っ
た
が
︑
こ
こ
数
年
は
お
寺
の
法

座
で
の
依
頼
が
増
え
て
お
り
︑
現
在
は
半
々
程
度
と
な
っ
て
い
る
︒ 

こ
の
回
答
か
ら
︑
漫
才
法
話
の
始
ま
り
が
連
研
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
対
象
者
の
固
定
化
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
︑
さ
ま
ざ

ま
な
団
体
か
ら
の
依
頼
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
︒
こ
の
活
動
の
幅
は
︑
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
触
れ
て
も
ら
う
機
会

と
し
て
は
有
効
に
感
じ
ら
れ
る
︒一
方
で
︑こ
れ
ま
で
の
継
続
さ
れ
た
活
動
が
近
年
の
法
座
で
の
依
頼
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
お
り
︑

寺
が
漫
才
法
話
者
を
知
り
︑
呼
ぼ
う
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
は
︑
寺
院
関
係
者
に
は
浸
透
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
︒ 

◯
実
戦
に
必
要
な
能
力
や
気
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て 
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必
要
な
能
力
に
つ
い
て
は
︑人
前
で
話
す
こ
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
能
力
や
慣
れ
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑漫
才
と
い
う
こ
と
か
ら
︑

掛
け
合
い
の
対
応
力
と
﹁
間
﹂
の
取
り
方
も
練
習
が
必
要
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
気
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
は
︑

漫
才
と
し
て
の
面
白
さ
と
法
話
と
し
て
の
あ
り
が
た
さ
の
バ
ラ
ン
ス
を
意
識
し
て
ネ
タ
を
作
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
中

で
も
一
番
気
を
付
け
て
い
る
の
は
︑
誰
か
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
笑
い
の
取
り
方
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒ 

こ
の
回
答
か
ら
︑
掛
け
合
い
の
対
応
力
や
﹁
間
﹂
の
取
り
方
︑
こ
れ
ら
を
那
須
氏
は
漫
才
法
話
を
始
め
る
前
の
タ
レ
ン
ト
と
し
て

の
活
動
や
︑
ラ
ジ
オ
番
組
の
経
験
か
ら
育
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

◯
法
話
と
漫
才
法
話
の
違
い
や
魅
力
に
つ
い
て 

細
か
な
違
い
は
多
々
あ
る
が
︑
一
番
の
違
い
は

Seppo-C
C

Q

の
場
合
︑
漫
才
法
話
は
ご
法
話
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
人
を
よ
り

意
識
し
て
い
る
部
分
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
感
覚
と
し
て
は
﹁
法
話≧

漫
才
法
話
﹂
で
あ
り
法
話
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
お
寺
の
法
要
で
や
る
ネ
タ
︑
一
般
の
会
場
に
来
ら
れ
る
方
の
前
で
や
る
ネ
タ
︑
学
校
等
で
や
る

ネ
タ
と
言
う
よ
う
に
︑
で
き
る
だ
け
そ
の
層
に
合
わ
せ
て
ネ
タ
を
考
え
る
こ
と
も
気
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
︒ 

そ
し
て
魅
力
に
つ
い
て
は
︑
法
話
の
入
口
と
い
う
役
回
り
と
し
て
は
︑
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
有
効
な
方
法
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ

る
点
だ
と
述
べ
ら
れ
た
︒
そ
の
た
め
︑Seppo-C

C
Q

で
の
活
動
に
お
い
て
は
︑
最
初
に
漫
才
形
式
で
二
十
分
ほ
ど
の
ネ
タ
を
や
っ
た

後
に
︑
個
々
に
二
十
分
ほ
ど
の
テ
ー
マ
に
ち
な
ん
だ
法
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
形

で
法
話
に
触
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
の
も
魅
力
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒ 

こ
の
回
答
に
お
け
る
︑
漫
才
法
話
を
法
話
の
入
り
口
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
漫
才
法
話
だ
け
で
は
伝
道



21 
 

の
効
果
と
し
て
は
不
十
分
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
た
め
︑Seppo-C

C
Q

で
も
漫
才
法
話
の
後
に
法
話
と
い
う
流
れ
で
や
っ
て

お
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
時
や
場
所
に
よ
っ
て
扱
う
ネ
タ
を
変
え
ら
れ
る
と
い
う
点
は
︑
法
話
で
は
お
お
も
と
の
テ
ー
マ

を
変
え
る
こ
と
し
か
出
来
ず
︑
全
体
の
重
み
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
と
比
べ
る
と
︑
漫
才
法
話
特
有
の
自
由
さ
で
あ
り
︑
取
れ
る
幅
の

広
さ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒ 

◯
漫
才
法
話
の
今
後
に
つ
い
て
の
考
え 

漫
才
法
話
に
は
︑
笑
い
と
法
話
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
入
っ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
以
外
に
は
縛
り
も
な
く
︑
決
ま
っ
た
形
と
言
う
も
の

が
な
い
の
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
の
漫
才
法
話
を
見
て
考
え
た
ア
イ
デ
ア
を
実
践
し
や
す
い
環
境
を
作
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
︒
失
敗
や
批
判
を
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
が
︑
批
判
の
内
容
を
確
か
め
︑
有
意
義
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
改
良
し
︑

そ
れ
以
外
は
無
視
す
れ
ば
良
い
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
逆
に
そ
の
失
敗
を
通
し
て
︑
さ
ら
に
進
化
す
る
よ
う
に
持
っ
て
い
け
る
よ
う

な
空
気
感
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
漫
才
法
話
も
広
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒ 

そ
し
て
︑
今
後
に
つ
い
て
は
︑
た
だ
た
だ
必
要
と
さ
れ
る
ま
で
は
︑
続
け
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お
ら
れ
︑
そ
の
上
で
漫
才
法
話

に
興
味
を
持
っ
た
人
に
自
身
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
紹
介
し
︑
漫
才
法
話
を
披
露
す
る
場
所
を
提
供
で
き
れ
ば
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒ 

こ
の
回
答
で
は
︑
漫
才
法
話
の
自
由
度
の
高
さ
を
活
か
す
た
め
に
︑
ま
ず
は
漫
才
法
話
が
自
由
に
行
え
る
環
境
形
成
が
必
要
だ
と

述
べ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
に
は
経
験
者
と
新
た
な
漫
才
法
話
に
興
味
を
持
っ
た
人
と
が
交
流
し
︑
情
報
共
有
が
で
き
る
よ
う
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 
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第
二
節 

保
田
正
信
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査 

保
田
正
信
氏
は
︑
大
阪
の
在
家
出
身
で
あ
っ
た
が
︑
龍
谷
大
学
︑
大
学
院
を
卒
業
後
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使
と
し
て
全
国

の
お
寺
で
法
話
を
さ
れ
て
お
り
︑
現
在
は
大
阪
府
高
槻
市
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
金
剛
山
一
念
寺
の
副
住
職
を
さ
れ
つ
つ
︑
龍
谷
大

学
宗
教
部
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
念
仏
道
場
桜
蓮
寺
を
建
立
さ
れ
た
他
︑
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
の
の
さ
ま
の
ラ
イ
タ
ー
兼
イ
ラ

ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
経
験
も
あ
る
︒ 

第
一
項 

聞
き
取
り
調
査
の
概
要 

保
田
正
信
氏
へ
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
︑
那
須
弘
紹
氏
と
同
じ
く
︑
予
め
質
問
項
目
を
細
か
く
設
定
し
て
お
く
構
造
化
面
接
法

を
用
い
て
行
っ
た
が
︑
形
式
は
対
面
で
行
っ
た
︒
ま
た
︑
二
名
の
漫
才
法
話
実
践
者
に
聞
き
取
り
を
行
う
中
で
︑
共
通
す
る
質
問
も

行
う
こ
と
で
︑
意
図
や
工
夫
に
ど
の
よ
う
な
共
通
点
や
相
違
点
が
現
れ
る
か
も
注
目
し
て
お
く
︒ 

 

第
二
項 

聞
き
取
り
調
査
の
内
容
と
分
析 

◯
実
戦
に
必
要
な
能
力
や
気
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て 

ま
ず
︑
必
要
な
能
力
と
し
て
は
︑
話
す
能
力
全
般
が
必
要
と
な
る
︒
そ
の
点
を
保
田
さ
ん
自
身
は
地
元
が
大
阪
で
あ
っ
た
こ
と
が

大
き
か
っ
た
と
話
さ
れ
て
い
た
︒
小
学
生
の
頃
か
ら
コ
ン
ビ
を
組
ん
で
お
笑
い
を
し
て
い
た
こ
と
や
︑
日
頃
か
ら
人
と
話
す
際
に
オ

チ
を
し
っ
か
り
つ
け
る
習
慣
︑
面
白
く
話
す
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
た
め
︑
そ
れ
ら
の
能
力
は
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
自
身

を
振
り
返
っ
て
お
り
︑
文
化
や
土
地
柄
が
話
す
能
力
の
形
成
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒ 



23 
 

次
に
気
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
教
義
理
解
を
し
っ
か
り
し
て
お
く
こ
と
や
仏
教
を
蔑
ま
な
い
と
い
っ
た
仏
さ
ま

へ
の
尊
敬
の
念
を
持
っ
た
上
で
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
漫
才
法
話
の
際
も
﹁
合
掌
﹂﹁
礼
拝
﹂
を
す
る
よ
う
に
さ
れ
て
い

た
︒
ま
た
︑
技
術
的
な
観
点
か
ら
は
︑
被
っ
て
喋
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
や
︑
聞
こ
え
や
す
い
声
で
話
す
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
た
︒ 

こ
の
回
答
か
ら
︑漫
才
法
話
を
行
う
に
あ
た
っ
て
︑話
術
の
形
成
に
は
文
化
性
や
土
地
柄
も
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

そ
の
た
め
︑
よ
り
一
層
話
術
に
つ
い
て
は
練
習
が
重
要
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
那
須
氏
と
保
田
氏
で
共
通
し
て
い
た
の
が
確
実
な
教

義
理
解
の
必
要
性
で
あ
る
︒
こ
の
教
義
理
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
あ
り
が
た
い
法
話
に
な
る
の
で
あ
り
︑
仏
さ
ま
へ
の
尊
敬
の
念
を

持
つ
こ
と
に
繋
が
り
︑
伝
道
の
効
果
も
高
め
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
加
え
て
︑
誰
か
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
笑
い
を
し
な
い
と
い

う
︑
仏
教
に
限
ら
な
い
漫
才
に
も
共
通
し
て
言
え
る
部
分
も
共
通
し
て
お
り
重
要
で
あ
っ
た
︒ 

◯
法
話
と
漫
才
法
話
の
違
い
や
魅
力
に
つ
い
て 

法
話
と
漫
才
法
話
で
は
︑
最
終
的
な
話
の
着
地
が
大
き
く
違
う
︒
漫
才
法
話
で
は
︑
笑
い
で
締
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
こ
に

至
る
ま
で
で
得
ら
れ
る
仏
教
的
知
識
は
多
く
︑
幅
も
広
く
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
︑
聞
き
手
に
与
え
ら
れ
る
感
動
は
少
な
く
な

る
︒
一
方
法
話
で
は
最
終
的
に
は
聞
き
手
に
﹁
じ
ー
ん
﹂
と
こ
さ
せ
る
た
め
︑
法
話
を
通
し
て
感
動
を
得
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
漫
才
法

話
の
魅
力
と
し
て
は
︑
年
齢
や
興
味
の
あ
る
無
し
に
関
わ
ら
ず
︑
話
を
聞
い
て
く
れ
る
点
だ
と
述
べ
ら
れ
た
︒ 

こ
の
回
答
か
ら
法
話
と
漫
才
法
話
で
時
間
や
扱
う
テ
ー
マ
が
同
じ
だ
と
し
て
も
︑
聞
き
手
が
感
じ
る
話
の
重
み
に
差
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
︒
こ
の
差
は
︑﹁
笑
い
が
必
須
な
漫
才
法
話
﹂
と
︑﹁
笑
い
も
あ
る
法
話
﹂
と
い
う
違
い
か
ら
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
︑
だ

か
ら
こ
そ
︑
那
須
氏
の
言
わ
れ
た
﹁
法
話≧

漫
才
法
話
﹂
と
い
う
関
係
性
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
同
じ
く
ガ
タ
ピ
シ
フ
ラ
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ワ
ー
ズ
に
お
い
て
も
︑
今
年
度
や
ら
れ
た
漫
才
法
話
の
一
例
で
は
︑
漫
才
法
話
を
行
っ
た
後
に
︑
漫
才
法
話
で
の
ネ
タ
の
解
説
を
含

め
た
法
話
を
行
わ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
本
来
の
法
話
で
知
れ
る
仏
教
の
あ
り
が
た
さ
は
そ
の
ま
ま
に
︑
難
し
さ
や
抵
抗
感
を

な
く
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

◯
漫
才
法
話
の
今
後
に
つ
い
て
の
考
え 

漫
才
法
話
を
こ
れ
ま
で
さ
れ
た
変
化
と
し
て
は
︑
コ
ン
ビ
と
し
て
は
声
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
実
感
や
︑
周
り

か
ら
の
評
判
も
良
い
こ
と
︑
実
際
に
漫
才
法
話
を
聞
い
た
人
か
ら
﹁
法
座
に
も
来
た
よ
﹂
と
い
う
声
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ

ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
今
後
の
漫
才
法
話
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
広
ま
り
も
し
な
い
が
無
く
な
り
も
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
あ
く
ま
で
漫
才
法
話
は
法
話
の
入
り
口
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
主
流
に
な
る
の
は
お
か
し
く
︑
呼
ば
れ

て
行
わ
れ
る
ぐ
ら
い
が
良
い
の
だ
と
い
う
考
え
が
理
由
で
あ
っ
た
︒
最
後
に
今
後
の
保
田
氏
の
展
望
と
し
て
は
︑
現
状
維
持
と
さ
れ

つ
つ
︑
伝
道
集
団
ア
サ
カ
ラ
ザ
ル
の
よ
う
な
芸
能
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
活
動
す
る
の
も
面
白
そ
う
と
の
考
え
も
お
持
ち
だ
っ
た
︒ 

こ
の
回
答
で
の
声
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
の
は
︑
僧
侶
で
あ
る
こ
と
の
特
権
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
漫
才
︑
漫
才
法
話
共
に
見
た
目

や
表
情
な
ど
注
目
さ
れ
る
部
分
は
多
く
あ
る
が
︑
最
も
重
要
な
の
は
も
ち
ろ
ん
﹁
声
﹂
で
あ
る
︒
通
常
の
漫
才
に
お
い
て
も
︑﹁
相
方

と
声
色
が
合
う
こ
と
﹂
は
重
要
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
コ
ン
ビ
と
し
て
活
動
を
続
け
る
う
ち
に
お
互
い
の
声
が
近
づ
い
て
い
く

こ
と
で
︑
聞
き
心
地
の
良
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
こ
の
部
分
が
僧
侶
の
場
合
は
︑
毎
日
の
お
勤
め
や
法
要
で
の
読
経
を
経
て
︑
人

に
安
心
感
を
与
え
る
よ
う
な
声
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
こ
の
た
め
︑
僧
侶
に
よ
る
漫
才
法
話
や
法
話
で
は
︑
明
確
な
定
義
づ

け
は
難
し
い
が
︑
聞
く
人
を
安
ら
か
に
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
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ま
た
︑
今
後
の
漫
才
法
話
に
つ
い
て
は
︑
漫
才
法
話
の
要
素
で
あ
る
漫
才
が
︑
第
一
章
で
扱
っ
た
萬
歳
の
よ
う
に
伝
統
文
化
に
な
っ

て
し
ま
う
と
︑
漫
才
法
話
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
が
︑
現
時
点
で
そ
の
心
配
は
な
い
た
め
︑
現
在
の
漫
才
法
話
が
続
く
限

り
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
︒
そ
の
上
で
︑
伝
統
文
化
に
な
ら
な
い
一
方
︑
漫
才
法
話
が
伝
道
の
主
流
に
な
る
わ
け
で
は
な

く
︑
あ
く
ま
で
法
話
の
入
り
口
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
活
動
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
考
え
る
︒ 

   

結
論 先

行
的
研
究
が
極
め
て
少
な
い
本
研
究
は
︑何
よ
り
も
漫
才
法
話
の
実
践
事
例
に
重
点
を
置
い
て
示
す
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
︒

そ
こ
で
︑
本
論
文
で
は
﹁
漫
才
法
話
ん
グ
ラ
ン
プ
リ
﹂
や
二
名
の
漫
才
法
話
実
践
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど
を
行
い
︑
現
在
の
漫

才
法
話
の
状
況
︑
そ
し
て
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
可
能
性
や
課
題
を
考
察
し
た
︒ 

ま
ず
︑
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
漫
才
法
話
の
も
つ
自
由
性
を
上
手
く
活
用
す
る
こ
と
で
︑
法
話
の
入
り
口
と
し
て
期
待
で
き
る
点

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
た
め
に
は
漫
才
法
話
実
践
者
は
︑
十
分
な
教
義
理
解
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
聞
き
手

に
伝
え
る
話
術
や
︑
漫
才
で
あ
る
こ
と
か
ら
必
要
な
笑
わ
せ
る
技
術
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
︒
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
那
須
氏
や

保
田
氏
は
︑
僧
侶
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
︑
タ
レ
ン
ト
経
験
や
地
元
で
培
わ
れ
た
話
力
が
活
か
さ
れ
て
お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︑
漫
才

法
話
を
行
う
上
で
は
︑
僧
侶
と
し
て
の
活
動
だ
け
で
な
く
︑
日
々
の
生
活
か
ら
話
す
能
力
の
育
成
を
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
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て
く
る
︒
ま
た
︑
笑
わ
せ
る
技
術
も
さ
ま
ざ
ま
あ
り
︑
上
手
く
活
用
す
る
た
め
に
は
︑
漫
才
師
で
あ
る
前
に
︑
一
人
の
僧
侶
だ
と
い

う
こ
と
を
し
っ
か
り
意
識
し
た
上
で
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

ま
た
︑
今
回
取
り
上
げ
た
方
々
を
は
じ
め
︑
現
在
の
漫
才
法
話
実
践
者
は
男
性
の
方
が
多
く
︑
女
性
の
漫
才
法
話
実
践
者
は
見
受

け
ら
れ
な
い
︒
こ
の
背
景
に
は
住
職
に
就
く
の
が
男
性
が
多
い
こ
と
が
大
き
な
理
由
と
し
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
今
後
の
漫
才
法

話
の
発
展
次
第
で
は
︑女
性
に
よ
る
漫
才
法
話
も
行
わ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒女
性
住
職
や
坊
守
が
漫
才
法
話
を
行
う
こ
と
で
︑

こ
れ
ま
で
と
は
ま
た
違
っ
た
見
方
の
漫
才
法
話
の
実
践
と
な
り
︑
漫
才
法
話
の
一
種
の
広
が
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

一
方
で
︑
課
題
と
し
て
は
︑
漫
才
法
話
を
実
践
で
き
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が
少
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
今
回
取
り
上
げ
た
﹁
漫

才
法
話
ん
グ
ラ
ン
プ
リ
﹂
の
他
︑
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
保
田
正
信
氏
の
相
方
で
あ
る
﹁
ガ
タ
ピ
シ
フ
ラ
ワ
ー
ズ
﹂
の
水
谷
了
義

氏
が
実
行
委
員
長
を
務
め
て
お
ら
れ
る
﹁
ほ
と
けSU

M
M

E
R

﹂
が
年
一
回
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
行
事
が
他

に
な
く
︑
単
発
で
の
イ
ベ
ン
ト
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
程
度
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
現
状
に
つ
い
て
︑
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た

那
須
氏
や
保
田
氏
の
今
後
の
考
え
を
基
準
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
︑
大
き
な
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
私
は
漫
才
法
話
を
す
る

機
会
は
積
極
的
に
増
や
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
︒
理
由
と
し
て
は
︑
確
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
法
話
が
基
本
で

あ
る
と
い
う
前
提
の
上
で
漫
才
法
話
は
成
り
立
っ
て
い
る
が
︑
漫
才
法
話
の
可
能
性
で
も
挙
げ
た
法
話
へ
の
入
り
口
と
し
て
の
漫
才

法
話
の
有
効
性
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
若
い
層
が
興
味
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
現
役
の
漫
才
法
話
実

践
者
の
活
動
の
幅
を
広
げ
る
と
い
う
よ
り
は
︑
新
た
に
漫
才
法
話
に
興
味
を
持
っ
た
人
が
実
践
し
や
す
い
環
境
を
形
成
を
す
る
こ
と

が
漫
才
法
話
を
一
般
の
人
が
知
る
機
会
が
増
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
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例
え
ば
︑﹁
ほ
と
けSU

M
M

E
R

﹂
で
は
︑
漫
才
法
話
の
他
︑
仏
前
結
婚
式
や
テ
ク
ノ
法
要
︑
お
坊
さ
ん
二
人
組
ユ
ニ
ッ
ト
﹁T

ariki 

E
cho

﹂
の
ラ
イ
ブ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
企
画
が
実
践
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
批
判
や
課
題
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
よ

う
な
挑
戦
す
る
場
︑
や
っ
て
み
る
機
会
が
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
︑
現
役
の
漫
才
法
話
実
践
者
だ
け
で
な
く
︑
新
た
に
漫
才
法
話

を
や
っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
人
の
た
め
の
環
境
形
成
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
︒ 

以
上
︑
漫
才
法
話
を
伝
道
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
が
︑
漫
才
法
話
だ
け
で
は
十
分
な
伝
道
を
達
成
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
︒
漫
才
法
話
は
︑
あ
く
ま
で
法
話
の
入
り
口
と
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
後
の
法
話
を
経
て
漫
才
法
話
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
︒

し
か
し
︑
漫
才
法
話
を
行
う
こ
と
で
︑
新
た
な
層
に
仏
教
に
興
味
を
持
た
せ
る
と
い
う
効
果
は
期
待
で
き
る
︒
そ
の
点
か
ら
︑
漫
才

法
話
は
伝
道
の
幅
を
広
げ
る
活
動
で
あ
り
︑
そ
の
一
助
と
な
る
活
動
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒ 
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