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学
会
二
日
目
の
九
月
十
四
日
、
午
前
十
時
四
十
分
か
ら
十
一
時
二
十
分
に
か
け
て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
６
で
は
、
共
同
研
究
テ
ー
マ
「
信
仰

と
は
何
か
」
の
下
の
サ
ブ
テ
ー
マ
、「
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
」
に
沿
っ
て
叡
山
学
院
の
桑
谷
祐
顕
氏
、
立
正
大
学
の
庵
谷
行
亨
氏
に
よ
る
発

表
が
あ
っ
た
。
二
氏
の
発
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
澄
、
日
蓮
と
い
う
二
人
の
日
本
仏
教
者
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
『
法
華
経
』
受
容

─
そ
れ
は
中
国
天
台
と
い
う
枠
組
み
を
と
お
し
て
で
あ
る
が
─
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
信
仰
と
弘
経
に
つ
い
て
論
究
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
た
び
の
テ
ー
マ
に
適
っ
た
発
表
で
あ
る
。
最
初
の
発
表
は
、

　

桑
谷
祐
顕
氏
「
最
澄
の
法
華
経
受
容
」

　

で
あ
る
。
桑
谷
氏
の
発
表
は
、「
最
澄
は
自
ら
を
天
台
大
師
の
後
身
と
自
認
し
た
が
故
に
、
そ
の
生
涯
は
霊
山
同
聴
の
天
台
大
師
の
教

法
を
敷
衍
す
る
如
来
使
と
し
て
の
生
涯
で
あ
っ
た
こ
と
を
検
証
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研

究
で
、
最
澄
を
如
来
使
と
し
て
捉
え
る
論
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
わ
ず
か
に
故
浅
井
円
道
氏
が
最
澄
を
『
法
華
経
』

の
行
者
と
し
て
捉
え
、『
法
華
経
』
と
最
澄
と
の
関
わ
り
の
様
相
を
捉
え
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
浅
井
氏
は
、
最
澄
と
日
蓮
の
宗
教

体
験
の
類
似
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
あ
っ
て
、
桑
谷
氏
は
、
最
澄
の
生
涯
を
通
観
し
て
み
る
と
、
仏
出
世
の



セ
ッ
シ
ョ
ン
№
６
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
（
藤
井
教
公
）

二
五
二

本
懐
で
あ
る
『
法
華
経
』
の
流
通
を
目
的
と
し
、
そ
の
教
化
流
通
を
生
涯
の
使
命
と
し
た
「
如
来
使
」
と
し
て
の
自
覚
と
行
動
が
最
澄
の

中
に
見
え
て
く
る
と
い
う
。
周
知
の
ご
と
く
「
如
来
使
」
と
は
『
法
華
経
』
法
師
品
に
説
か
れ
る
如
来
の
代
行
者
で
、
仏
に
代
わ
っ
て
衆

生
教
化
と
い
う
如
来
事
を
行
う
者
で
あ
り
、『
法
華
経
』
で
は
従
地
涌
出
品
に
説
か
れ
る
地
涌
の
菩
薩
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
氏
は
、
上
記
の
目
的
に
つ
い
て
、

　

①
最
澄
が
自
身
を
如
来
使
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
、

　

②
最
澄
が
自
身
を
智
顗
の
後
身
で
あ
る
と
自
覚
し
了
得
し
て
い
た
こ
と

の
二
点
に
分
け
、
そ
れ
を
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
最
澄
が
天
台
大
師
を
如
来
使
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
が
、『
守
護
国
界
章
』『
法
華
秀
句
』
や
『
依
憑

天
台
集
』
の
資
料
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
天
台
智
顗
が
如
来
使
で
あ
る
な
ら
ば
、
霊
山
同
聴
の
南
岳
慧
思
も
当
然
、
如
来
使
で
あ

る
と
最
澄
に
目
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
客
観
的
な
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
段
階
、
す
な
わ
ち

最
澄
自
身
が
如
来
使
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
に
つ
い
て
は
少
々
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
最
澄
自
身
の

著
作
の
中
に
、
自
身
が
如
来
使
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
表
明
す
る
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
日
蓮
と
相
違

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
澄
の
場
合
は
そ
の
典
拠
は
『
道
邃
和
尚
付
法
文
』
と
一
乗
忠
の
『
叡
山
大
師
伝
』
中
の
行
満
和
上
の
付
法
の

箇
所
の
記
述
、
そ
れ
と
「
行
満
和
上
印
信
」
と
に
委
ね
ら
れ
る
。

　

②
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
道
邃
和
尚
付
法
文
』
で
は
最
澄
が
智
顗
の
後
身
で
あ
り
、
如
来
使
で
あ
る
こ
と
が
、
道
邃
の
言
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
『
叡
山
大
師
伝
』
中
に
は
行
満
和
上
が
語
っ
た
こ
と
と
し
て
、
天
台
大
師
が
示
寂
の
時
、
二
百
年
後
に
東
国
に

生
ま
れ
変
わ
る
と
言
わ
れ
た
が
、
今
そ
の
人
（
最
澄
）
に
遭
っ
た
と
い
う
こ
と
を
記
し
、
次
に
「
行
満
和
上
印
信
」
を
引
用
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
現
存
の
「
行
満
和
上
印
信
」
を
見
る
と
、
行
満
が
最
澄
を
如
来
使
と
す
る
直
接
的
記
述
は
な
い
し
、
ま
た
智
顗
の
生
ま
れ
変
わ

り
と
す
る
記
述
も
な
い
。『
叡
山
大
師
伝
』
が
記
す
最
澄
が
智
顗
の
後
身
で
あ
る
と
述
べ
た
行
満
の
言
は
、『
道
邃
和
尚
付
法
文
』
の
内
容

と
似
通
っ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
伝
の
作
者
一
乗
忠
が
『
付
法
文
』
の
影
響
を
受
け
て
付
加
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も

成
り
立
つ
。
ま
た
、
こ
れ
は
発
表
者
の
桑
谷
氏
自
身
も
懸
念
を
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
叡
山
大
師
伝
』
中
に
行
満
の
「
印
信
」
の
引

用
は
あ
る
が
、
道
邃
の
『
付
法
文
』
の
引
用
は
な
い
。
こ
の
『
付
法
文
』
の
現
物
と
さ
れ
る
も
の
は
延
暦
寺
に
あ
り
、
国
宝
の
指
定
を
受

け
て
い
る
が
、
ま
た
桑
谷
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
三
浦
義
薫
氏
に
よ
っ
て
偽
作
説
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
い
う
こ

と
で
、
資
料
的
に
一
点
の
疑
惑
を
拭
い
え
な
い
。
最
澄
が
如
来
使
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
に
記
し
て
い
る
の
は
『
道
邃
和
尚
付
法

文
』
と
『
叡
山
大
師
伝
』
と
で
あ
る
が
、
上
記
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
二
書
の
記
述
に
全
面
的
に
信
が
置
け
る
か
と
い
え
ば
、
こ

れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
澄
が
如
来
使
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
最
澄
が
智
顗
の
後
身
で
あ
る
と
い
う
直
接
的
記

述
の
な
い
行
満
の
「
印
信
」
で
も
、「
經
今
二
十
餘
祀
。
諸
無
可
成
。
忽
逢
日
本
國
求
法
供
奉
大
徳
最
澄
法
師
。
云
親
辭
聖
澤
。
面
奉
春
宮
。

求
妙
法
於
天
台
。
學
一
心
於
銀
地
。
不
憚
勞
苦
。
遠
渉
滄
波
。
忽
夕
朝
聞
。
忘
身
爲
法
。
覩
茲
盛
事
。
亦
何
異
求
半
偈
於
雪
山
。
訪
道
場

於
知
識
。
且
行
滿
傾
以
法
財
。
捨
以
法
寶
。
百
金
之
寄
。
其
在
茲
乎
。」（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
、
附
一
一
四
）
と
い
う
よ
う
な
内
容

記
述
か
ら
す
れ
ば
、
発
表
者
の
提
示
さ
れ
た
結
論
は
状
況
証
拠
的
に
は
言
い
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
実
な
こ
と
は
、
桑
谷
氏
が
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
一
乗
忠
な
ど
の
初
期
日
本
天
台
の
大
師
近
侍
の
弟
子
達
は
「
最
澄
＝
如
来
使
」
を
了
知
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
桑
谷
氏
は
最
澄
の
「
天
台
法
華
宗
」
の
開
創
が
単
な
る
「
法
華
経
宗
」
で
な
く
天
台
と
付
し
て
あ
る
こ
と
が
、
自
身
が
天
台
の

直
授
相
承
・
如
来
使
た
る
天
台
大
師
の
法
華
経
解
釈
に
基
づ
く
宗
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
発

表
後
の
質
疑
応
答
で
、
東
洋
大
学
の
伊
吹
敦
氏
か
ら
、
最
澄
は
、
天
台
・
密
教
・
大
乗
戒
・
禅
法
の
四
種
相
承
を
い
う
の
で
、
天
台
の
み
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を
強
調
す
る
の
は
い
か
が
か
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
発
表
者
は
、
行
満
が
最
澄
に
会
っ
た
時
、
彼
こ
そ
が
天
台
大
師
が
二

百
年
後
に
東
国
に
生
ま
れ
る
と
予
言
し
た
そ
の
人
物
と
思
え
ば
こ
そ
、
大
量
の
典
籍
を
彼
に
渡
し
た
の
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
た
。
ま
た
、

当
日
配
布
さ
れ
た
詳
細
な
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
に
は
、
後
半
の
「
五
」
と
「
六
」
に
天
台
の
法
華
教
判
が
妙
円
独
秀
で
あ
る
こ
と
と
、
最
澄
の

と
ら
え
る
『
法
華
経
』
の
特
徴
、
最
澄
『
法
華
経
』
観
に
つ
い
て
の
資
料
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
有
意
義
で
あ
っ
た
。
氏
の
発
表
は
詳
細
で

熱
意
の
こ
も
っ
た
発
表
と
の
印
象
を
受
け
た
。

　

次
の
発
表
は
、

　

庵
谷
行
亨
氏
「
日
蓮
に
お
け
る
仏
弟
子
の
自
覚
」

で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
度
の
テ
ー
マ
「
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
」
に
ぴ
た
り
と
焦
点
が
合
わ
さ
れ
た
発
表
で
あ
る
。
庵
谷
氏
は
、「
日
蓮
は
虚

空
会
上
に
お
い
て
、
付
属
を
受
け
た
者
と
し
て
の
自
覚
に
立
っ
て
法
華
経
を
弘
通
し
た
。
そ
の
仏
事
の
履
行
が
、
日
蓮
に
と
っ
て
真
に
仏

弟
子
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
味
で
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
仏
弟
子
と
し
て
の
自
覚
が
「
仏
法
の
弘
通
は
仏
弟
子
の
使
命
で
あ
る
と
の
自

覚
」
に
繫
が
り
、
法
華
経
の
弘
通
に
そ
の
生
涯
を
賭
け
た
と
説
く
。
そ
の
仏
弟
子
と
の
自
覚
は
『
法
華
経
』
の
従
地
涌
出
品
第
十
五
所
説

の
上
行
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
如
来
神
力
品
別
付
属
の
主
体
的
受
容
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

そ
し
て
「
法
華
経
弘
通
の
身
に
興
起
す
る
値
難
こ
そ
真
の
法
華
経
の
行
者
の
証
で
あ
る
と
の
信
解
」
を
懐
き
、
日
蓮
が
自
身
の
値
難
に

よ
っ
て
自
身
が
日
本
第
一
の
『
法
華
経
』
の
行
者
で
あ
り
、
自
身
は
『
法
華
経
』
を
色
読
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
確
信
を
懐
き
、
値
難
に

よ
っ
て
逆
に
法
華
経
真
実
の
証
明
が
な
さ
れ
る
と
考
え
た
と
す
る
。

　

そ
し
て
日
蓮
は
「
知
教
者
」
と
し
て
、
そ
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
に
つ
い
て
、「
知
れ
る
者
日
蓮
一
人
」
の
自
覚
と
値
難
弘
通
の
覚
悟
」
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を
経
て
「
言
う
べ
し
と
の
決
断
と
値
難
の
覚
悟
」
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
知
教
者
」
と
い
う
語
は
、
日
蓮
の
『
教
機
時
国
鈔
』
に
お
け

る
用
語
で
、『
法
華
経
』
と
余
経
と
の
区
別
を
弁
別
で
き
る
者
、
経
の
本
意
を
知
る
者
の
意
で
あ
る
。
こ
の
「
知
教
者
」
と
し
て
の
自
覚
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
蓮
の
宗
教
的
人
格
の
描
写
を
よ
り
深
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
桑
谷
氏
の
発
表
を
聞
い
た
後
で
の
筆
者
の
無
い
物
ね
だ
り
で
し
か
な
い
が
、
日
蓮
自
身
が
「
上
行
菩
薩
の
再
誕
」「
如
来

使
」
と
の
意
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
だ
け
た
な
ら
ば
、
最
澄
の
場
合
と
比
較
し
て
、
日
蓮
の
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の

意
識
が
聴
衆
に
よ
り
明
確
に
伝
わ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
最
澄
、
さ
ら
に
は
遡
っ
て
天
台
智
顗
と
日
蓮
と
の
比
較
に
お
い
て
、
庵
谷
氏
が
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
、
天
台
伝
教
も

遭
わ
な
か
っ
た
刀
杖
瓦
石
の
難
に
日
蓮
が
遭
っ
た
と
い
う
資
料
、『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』、『
開
目
鈔
』
以
外
に
も
、
同
様
の
文
章
、

『
上
野
殿
御
返
事
』
の
「
次
に
勧
持
品
に
八
十
万
億
那
由
佗
の
菩
薩
の
異
口
同
音
の
二
十
行
の
偈
は
日
蓮
一
人
よ
め
り
。
誰
か
出
で
て
、
日

本
国
・
唐
土
・
天
竺
三
国
に
し
て
、
仏
滅
後
に
よ
み
た
る
人
や
あ
る
。
又
我
よ
み
た
り
と
な
の
る
べ
き
人
な
し
。
又
あ
る
べ
し
と
も
覚
へ

ず
。
及
加
刀
杖
の
刀
杖
二
字
の
中
に
、
も
し
杖
の
字
に
あ
う
人
は
あ
る
べ
し
。
刀
の
字
に
あ
ひ
た
る
人
を
き
か
ず
。
不
軽
菩
薩
は
杖
木
瓦

石
と
見
た
れ
ば
、
杖
の
字
に
あ
ひ
ぬ
。
刀
の
難
は
き
か
ず
。
天
台
・
妙
楽
・
伝
教
等
は
刀
杖
不
加
と
見
た
れ
ば
、
是
又
か
け
た
り
。
日
蓮

は
刀
杖
の
二
字
と
も
に
あ
ひ
ぬ
。
剰
へ
刀
の
難
は
前
に
申
が
ご
と
く
東
條
の
松
原
と
龍
口
と
な
り
。
一
度
も
あ
う
人
な
き
な
り
。
日
蓮
は

二
度
あ
ひ
ぬ
。
杖
の
難
に
は
、
す
で
に
せ
う
ば
う
（
少
輔
房
）
に
つ
ら
を
う
た
れ
し
か
ど
も
、
第
五
巻
を
も
て
う
つ
。
う
つ
杖
も
第
五
巻
、

う
た
る
べ
し
と
云
経
文
も
五
巻
、
不
思
議
な
る
未
来
記
の
経
文
也
。」
な
ど
が
あ
れ
ば
最
澄
と
の
相
違
が
よ
り
際
だ
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
同
様
に
、
日
蓮
が
値
難
の
原
因
と
し
て
、『
開
目
鈔
』
に
は
「
我
無
始
よ
り
こ
の
か
た
悪
王
と
生
て
、
法
華
経
の
行
者
の
衣
食
田



セ
ッ
シ
ョ
ン
№
６
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
（
藤
井
教
公
）

二
五
六

畠
等
を
奪
と
り
せ
し
こ
と
か
ず
し
ら
ず
。
当
世
日
本
国
の
諸
人
の
法
華
経
の
山
寺
を
た
う
す
が
ご
と
し
。
又
法
華
経
の
行
者
の
頸
を
刎
こ

と
其
数
を
し
ら
ず
。
此
等
の
重
罪
は
た
せ
る
も
あ
り
、
い
ま
だ
は
た
さ
ゞ
る
も
あ
る
ら
ん
。
果
も
余
残
い
ま
だ
つ
き
ず
。
生
死
を
離
時
は

必
此
重
罪
を
け
し
は
て
ゝ
出
離
す
べ
し
。
功
徳
は
浅
軽
な
り
。
此
等
の
罪
は
深
重
な
り
。（
中
略
）
今
ま
日
蓮
強
盛
に
国
土
の
謗
法
を
責
れ

ば
大
難
の
来
は
、
過
去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招
出
せ
る
な
る
べ
し
。」（『
昭
和
定
本
』
第
一
巻 

六
〇
二
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

値
難
に
対
す
る
日
蓮
自
身
の
深
刻
な
反
省
が
あ
っ
た
点
が
付
加
さ
れ
れ
ば
日
蓮
の
人
間
性
が
よ
り
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
庵
谷
氏
に
よ
っ
て
配
布
さ
れ
た
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
の
分
量
は
二
十
頁
に
も
及
び
、
発
表
時
間
は
二
十
分
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
無
理
な

注
文
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

総
じ
て
桑
谷
、
庵
谷
両
氏
の
発
表
は
学
会
の
テ
ー
マ
に
適
い
、
詳
細
で
か
つ
明
快
、
熱
意
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。


