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て
報
告
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
テ
ン
プ
ル
ト
ン
財
団
は
二
年
間

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
再
検
討
し
、
そ
の
後
、
見
込
み
の
あ

る
研
究
は
さ
ら
に
三
年
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ

ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
文
化
研
究
所
に
は
当
時
、「
科
学
と
宗

教
」
の
専
門
家
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
の
対
話
や
宗
教
文
化
の
対
話
で
業
績
が
あ
り
、Pranab D

as

と
い

う
イ
ン
ド
系
ア
メ
リ
カ
人
の
物
理
学
者
と
共
同
で
研
究
を
す
る
こ
と

に
な
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
彼
は
こ
のG

lobal 

Perspectives in Science and Spirituality (G
PSS)

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
発
起
人
で
、
欧
米
以
外
の
文
化
圏
に
置
け
る
科
学
と
宗
教
の

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
の
ス
ワ
ン
ソ

ン
で
す
。
私
が
東
西
宗
教
交
流
学
会
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
て

二
五
年
、
あ
る
い
は
三
十
年
ち
か
く
経
ち
ま
す
が
、
そ
の
間
、
い
つ

か
私
も
自
分
の
専
門
分
野
の
仏
教
関
係
、
天
台
仏
教
の
発
表
す
る
時

が
く
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
、
今
日
に
な
り
ま
し
て
、
結
局
、
こ

ち
ら
で
の
初
め
て
の
発
表
の
テ
ー
マ
は
科
学
と
宗
教
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
私
は
こ
の
分
野
の
専
門
で
は
な
い
の
で
、
恐
縮
し
て

お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
日
は
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
間
に
テ
ン

プ
ル
ト
ン
財
団
か
ら
基
金
を
得
て
行
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い

脳
科
学
と
心

G
lobal Perspectives in Science and Spirituality 

の
報
告

ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
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対
話
の
促
進
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
、
日
本
や
中
国
で
研
究
を
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
テ
ー
マ
で
な
に
か
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
し
な

い
か
と
い
う
話
が
南
山
に
持
ち
込
ま
れ
て
、
資
金
を
申
請
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
ず
二
年
間
、
様
々
な
科
学
の
分
野
か

ら
研
究
者
を
招
聘
し
て
懇
話
会
の
機
会
を
も
ち
、
最
後
に
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
が
『
科
学
・
こ
こ
ろ
・
宗
教
』

（
二
〇
〇
六
年
）
と
い
う
本
で
す
。
南
山
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
もPD

F

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
年
間
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
成
果
か
ら
、
さ
ら
に
焦
点
を
し

ぼ
っ
て
、
脳
科
学
と
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
さ
ら
に
三
年
間

研
究
を
継
続
し
ま
し
た
。
そ
の
三
年
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
後
の

年
に
開
か
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
がBrain Science and 

Kokoro (2011)

で
す
。

　

話
は
戻
り
ま
す
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
す
る
と
き
に
、
日

本
国
内
で
、
宗
教
学
者
は
と
も
か
く
、
科
学
者
が
ど
れ
だ
け
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
興
味
を
持
っ
て
参
加
を
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い

う
懸
念
が
あ
り
ま
し
た
。
と
に
か
く
、
早
稲
田
の
理
工
学
研
究
所
や

埼
玉
の
脳
研
究
の
理
化
学
研
究
所
な
ど
に
出
向
い
て
、
研
究
者
に
会

っ
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
を
伝
え
ま
し
た
。
当
初
は
「
科
学
と
宗

教
」
に
つ
い
て
、
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
と
相

手
の
反
応
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、「
科
学
と
こ
こ

ろ
の
問
題
」
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
と
言
い
換
え
る
と
、
話
が
う
ま

く
い
き
ま
し
た
。
結
局
、
協
力
を
依
頼
し
た
科
学
者
た
ち
は
、
ほ
と

ん
ど
断
る
こ
と
な
く
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
こ
こ
ろ
」
を
中
心
に

そ
れ
で
は
、先
ほ
ど
か
ら
説
明
し
て
お
り
ま
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、

ど
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
た
の
か
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
、
テ
ー
マ
を
、「
科
学
・
こ
こ
ろ
・
宗
教
」
と
し
た
の
は

何
故
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
科
学
と
宗
教
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
は
充
分
で
は
な
い
か
と
い
う
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
や
は

り
、
日
本
で
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
と
問
題
が
出
て
く

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
英
語
で
は
「
こ
こ
ろ
」
をspirit

と
い
う
ふ
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ア
ン
ス
が
あ
る
と
思
い
ま
し
て
、spirituality

よ
り
も
「
宗
教
」
と

い
う
言
葉
を
つ
か
っ
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

欧
米
で
はscience and religion

と
い
う
一
つ
の
独
立
し
た
分
野

が
あ
っ
て
、
繊
細
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
十
年
前
の
時
点

で
の
私
の
印
象
と
し
て
は
、
ま
だ
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
議
論
が
な

さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
対
話
の
可
能
性
に
と

っ
て
必
要
な
の
はand 

、
つ
ま
り
「
及
」
の
概
念
で
あ
っ
て
、「
科

学
と
宗
教
」
の
間
の
橋
と
な
る
要
素
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
「
こ
こ
ろ
」
が
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
こ
こ
ろ
」
は
広
い
意
味
が
あ
っ
て
便
利

で
あ
る
一
方
、
あ
い
ま
い
な
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
英
語

で
はspirit

だ
け
で
は
な
く
、m

ind, heart

な
ど
の
意
味
が
あ
り
、

思
考
と
感
情
を
両
方
含
ん
だ
広
い
概
念
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
海
外

で
「
脳
」、あ
る
い
はm

ind

の
話
を
す
る
と
き
に
、「
理
性
」
と
「
感

情
」
の
二
元
論
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
概
念

は
非
常
に
有
効
で
す
。
日
本
語
の
「
心
」
がheart

及
びm

ind

と

う
に
訳
し
た
の
で
す
が
、「
こ
こ
ろ
」
はspirit

だ
け
で
は
訳
し
き

れ
な
い
も
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
科
学
」
と
「
宗
教
」
の

間
に
、
三
つ
目
の
要
素
を
入
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
実
は
仏

教
的
な
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
す
。
仏
教
的
な
発
想
で
は
、
二
つ
の

要
素
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
二
つ
の
要
素
に
対
立
・
矛
盾
・
相
互
関

係
な
ど
を
示
す
、
第
三
の
要
素
が
あ
る
と
し
ま
す
。
私
は
「
科
学
と

宗
教
」
を
結
ぶ
概
念
と
し
て
、「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
し
ま
し

た
。
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
宗
教
」
と
い
う
概
念
は
近
代
的
な
概

念
で
あ
っ
て
、
日
本
の
事
情
に
あ
ま
り
あ
わ
な
い
と
い
う
懸
念
も
あ

り
ま
す
。「
宗
教
」
と
「
科
学
」
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
を
持
つ
人

が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
宗

教
と
い
う
言
葉
は
精
神
的
な
問
題
、
伝
統
的
価
値
、
倫
理
的
問
題
、

あ
る
い
は
癒
し
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
含
め
て
お
り
、
肯
定
的

な
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
宗
教
」
の
か
わ
り

にspirituality

と
い
う
言
葉
を
つ
か
う
と
い
う
提
案
も
あ
り
ま
し
た

が
、spirituality

は
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
を
お
も
わ
せ
る
一
過
性
の
ニ
ュ
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が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
大
乗
仏
教
的
な
考
え
で
す
が
、「
一
つ
に

あ
ら
ず
、
二
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
意
味
で
、『
摩
訶
止
観
』
に
も
出

て
き
ま
す
。
同
様
の
意
味
を
表
す
表
現
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
り

ま
し
て
、
例
え
ば
「
不
異
不
同
」
で
す
。
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
も

な
く
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
ち
ら

か
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
こ
ち
ら
、
あ
る
意
味
で
は

こ
ち
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
不
二
不
別
で
す
。
二
に
あ
ら
ず

別
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、「
不
合
不
散
」
は
、
ま

っ
た
く
融
合
し
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
散
乱
し
て
い
る

も
の
で
も
な
い
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
考
え
方
は
、
私
は
有
意
義
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
て
、m

ind

と

body

、
脳
と
こ
こ
ろ
を
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が
一
つ
な
の
か
二

つ
な
の
か
と
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
一
つ
で
も
な
い
二
つ
で
も
な
い
と
見
た
方
が
、

い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
科
学
と
宗
教
、
こ
こ
ろ
と
知

性
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
、
こ
の
「
不
離
」
と
い
う
、
相
互
関
係
に
も
と
づ
い
た
関
係
は
、

違
う
こ
と
の
一
つ
の
例
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、あ
る
「
ロ
ボ
ッ
ト
」

に
つ
い
て
で
す
。
早
稲
田
大
学
の
橋
本
先
生
は
以
前
か
ら「
こ
こ
ろ
」

の
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
最
近
は
、
ア
シ

モ
で
す
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
か
わ
い
い
ロ
ボ
ッ
ト
が
で
て
き
て
、
宣

伝
で
は
地
下
鉄
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
う
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
を
見
て
、
か

わ
い
い
な
あ
、
と
、
こ
こ
ろ
の
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
だ
な
と
い
う
印
象

を
受
け
る
わ
け
で
す
が
、
英
語
でThe robot has a m

ind

と
かThe 

robot has a heart

と
い
う
と
、
意
味
が
し
っ
く
り
し
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
で
「
ロ
ボ
ッ
ト
は
こ
こ
ろ

が
あ
る
」
と
い
う
と
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
機
械
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

な
に
か
独
立
し
た
「
こ
こ
ろ
」
が
あ
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
実
は
人
間
が
ロ
ボ
ッ
ト
を
見
て
、
親
し
み
を

感
じ
る
、
つ
ま
り
、
対
象
に
な
に
か
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
見
る

側
が
感
じ
る
こ
と
が
「
ロ
ボ
ッ
ト
に
こ
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
、
主

観
性
が
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
の
含
蓄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。「
こ
こ
ろ
」
と
は
そ
う
い
う
意
味
を
含
ん
だ
言
葉
な
の
で
す
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
天
台
仏
教
に
、「
不
一
不
二
」
と
い
う
概
念
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で
日
常
的
な
問
題
を
中
心
と
す
べ
き
だ
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
日
本

と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
創
造
主
で
あ
る
神
の
否
定
や
肯
定
に
つ

い
て
の
議
論
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の

議
論
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
問
題
点
を
押
し
付
け
た
場
合
、
真
の
意
味

で
の
日
本
固
有
の
議
論
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
む
し
ろ
、
仏
教
と
科
学
の
間
の
対
話
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う

な
、
知
性
、
マ
イ
ン
ド
、
こ
こ
ろ
、
意
識
に
関
す
る
問
題
が
中
心
の

役
割
を
に
な
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
日
常
的
な
実
践

の
問
題
や
家
族
の
儀
式
、
相
互
に
関
係
す
る
世
俗
的
な
現
象
、
伝
統

的
な
価
値
観
や
倫
理
は
、
宇
宙
の
起
源
や
原
理
な
ど
の
存
在
論
的
な

問
題
や
創
造
主
で
あ
る
神
と
い
っ
た
テ
ー
マ
よ
り
も
、
大
き
な
重
要

性
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
科
学

と
宗
教
の
対
話
に
は
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
も
の
が
中
心
的
概
念
と
し

て
有
効
に
機
能
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

科
学
と
宗
教
の
対
話
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
い
ま
ま
で
の
欧
米
に
お
け
る
宗
教
と
科
学
の
議
論
と
、

こ
れ
か
ら
の
日
本
で
の
科
学
と
宗
教
の
議
論
で
異
な
っ
て
い
る
点

は
、
欧
米
で
の
議
論
は
主
に
「
創
造
主
で
あ
る
神
」
と
い
う
概
念
に

関
係
し
て
い
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
非
常
に
お

お
ざ
っ
ぱ
に
申
し
ま
す
と
、
た
と
え
ば
創
造
主
で
あ
る
神
が
世
界
を

造
っ
た
の
か
造
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
っ
た
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
、
世

界
観
の
問
題
で
す
。
ま
た
、
進
化
論
を
認
め
た
ら
信
仰
は
成
り
立
つ

の
か
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
非
常
に
多
く
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
、
ま
た
は
反
キ

リ
ス
ト
教
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
発
展
し
て
い
く
議
論
で
す
か
ら
、
こ

う
し
た
テ
ー
マ
を
日
本
で
追
い
か
け
て
議
論
を
す
る
必
要
は
ま
っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、今
ま
で
の
欧
米
で
の
主
要
な
課
題
を
、

日
本
で
再
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
は
避
け
た
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
日

本
に
お
け
る
宗
教
と
科
学
の
課
題
は
な
に
を
中
心
に
し
て
い
く
べ
き

か
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
日
本
と
い
う
文
脈
に
あ
る
、
具
体
的
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し
て
い
ま
す
。
科
学
と
宗
教
の
両
方
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
認
識
と

し
て
は
両
方
が
別
々
の
事
象
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で

す
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
科
学
と
宗
教
両
方
の
『
こ
こ
ろ
』(spirit)

、

つ
ま
り
精
神
は
「「
真
実
」
を
常
に
追
い
求
め
な
が
ら
も
世
界
に
つ

い
て
の
懐
疑
や
驚
き
を
共
存
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
ま
す
。

（“The spirit of both science and religion is to live w
ith doubt and 

w
onder w

ith regard to the w
orld, w

hile alw
ays seeking w

hat is 

true.”

）
つ
ま
り
、
宗
教
者
も
科
学
者
も
同
様
な
立
場
に
あ
る
と
い

う
考
え
方
で
す
。

ま
ず
最
初
の
二
年
間
か
ら
、
三
つ
の
面
白
い
事
例
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
理
化
学
研
究
所
の
脳
科
学
研
究
者
、
田
中

啓
治
さ
ん
の
話
で
す
。
田
中
氏
が
ど
の
よ
う
な
実
験
を
し
た
か
は
ご

著
書
に
詳
細
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
様
々
な
実
験
や
脳
のM

R
I

の
写
真
を
み
た
結
果
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
人
間
が
も
の
を
決
断
す

る
時
に
、
実
際
に
そ
の
決
断
は
無
意
識
の
う
ち
に
な
さ
れ
、
自
分
が

な
ぜ
そ
れ
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
理
由
は
、
し
ば
し
ば
後
付
け
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
自
分
が
な
ぜ
リ
ン
ゴ
で
な
く
て
バ
ナ
ナ
を

脳
科
学
と
こ
こ
ろ

そ
こ
で
、
第
二
期
のG

PSS

は
、「
脳
科
学
と
こ
こ
ろ
」
と
い
う

テ
ー
マ
に
焦
点
を
当
て
て
、
主
に
脳
科
学
の
研
究
者
た
ち
と
議
論
を

展
開
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
宗
教
間
対
話
と
は
、
抽
象
的
な
「
仏

教
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
対
話
で
は
な
く
、
む
し
ろ
な
ん
ら
か
の

宗
教
的
伝
統
、
あ
る
い
は
多
く
の
宗
教
的
な
伝
統
の
総
体
か
ら
知
識

と
影
響
を
う
け
た
「
人
間
」
同
士
の
対
話
で
す
。
こ
れ
は
科
学
と
宗

教
に
つ
い
て
も
同
様
で
、対
話
す
べ
き
も
の
は
「
科
学
」
や
「
宗
教
」

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
科
学
と
宗
教
の
両
方
に
知
識
と
影
響
を
う
け

た
「
人
間
」
で
あ
り
、
ニ
ー
ド
ル
マ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
分
離

し
て
い
る
が
総
合
し
て
い
る
実
体
間
の
相
互
関
係
」
の
な
か
で
対
話

は
成
り
立
っ
て
い
き
ま
す
。
対
話
と
は
双
方
か
ら
洞
察
を
得
て
い
く

こ
と
な
の
で
す
。
日
本
で
は
多
様
な
宗
教
伝
統
に
よ
り
、
状
況
は
さ

ら
に
複
雑
化
し
て
い
る
も
の
の
、
創
造
的
な
対
話
の
実
現
に
む
け
て

期
待
で
き
る
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
カ
ー

ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
葉
は
私
が
理
想
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
表
現
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な
い
が
、
人
間
も
だ
ん
だ
ん
身
体
に
人
工
的
に
付
加
し
て
い
く
も
の

が
作
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
な
部
分
を

付
属
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
人
間
と
ロ
ボ
ッ
ト
は
次
第
に
近
い
存
在

に
な
っ
て
、
そ
の
境
界
線
が
明
確
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
はSF

の
世
界
で
は
な
く
、実
際
に
我
々

の
目
前
に
現
実
と
し
て
迫
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
の
発
言

の
中
で
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
育
て
、
そ
の
ロ
ボ
ッ
ト

に
「
こ
れ
を
し
な
さ
い
」
と
命
令
し
た
時
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
そ
れ
に
抵

抗
し
て
刃
向
か
っ
て
く
る
、そ
う
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
が
で
き
た
と
き
に
、

こ
こ
ろ
が
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
話
で
し
た
。
橋
本
先
生
は
「
創
造
者
」
で
ロ
ボ
ッ
ト

は
彼
の
「
被
造
物
」
で
す
が
、
創
世
記
の
神
話
で
は
ア
ダ
ム
が
創
造

者
に
対
抗
し
た
こ
と
が
「
罪
」
の
象
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
が
独

立
し
た
と
い
う
こ
と
が
罪
の
表
象
な
の
で
す
が
、
そ
の
独
立
を
神
は

喜
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
橋
本
氏
は
そ
れ
を
造
る
の
が
夢
だ
と
い
う

の
で
す
か
ら
、
大
変
興
味
深
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

京
都
大
学
の
霊
長
類
研
究
所
の
所
長
で
あ
る
松
沢
哲
郎
先
生
は
大

食
べ
た
か
と
い
う
と
き
に
、
人
間
は
自
由
意
思
で
バ
ナ
ナ
を
選
ん
だ

と
い
う
ふ
う
に
思
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
実
際
は
、
た
と
え
ば
、
バ

ナ
ナ
の
画
像
見
せ
ら
れ
た
こ
と
を
脳
が
と
ら
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

無
意
識
下
で
バ
ナ
ナ
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
が
実
験
か
ら
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、人
間
に
は「
自

由
意
志
」
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
、
田
中
先
生
自
身
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
が
、
こ
の
実
験
に
よ

っ
て
「
自
由
意
志
」
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
、
実
際
に
人
間
の
こ
こ
ろ
の
働
き
の
な
か
で
、
無
意
識
に
も

の
を
選
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
多
い
と
い
う
、
面
白
い
結

果
が
で
ま
し
た
。

も
う
一
人
、
早
稲
田
大
学
の
橋
本
周
司
先
生
は
、「
こ
こ
ろ
」
の

あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
を
開
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
す
。
わ

れ
わ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
時
に
、
彼
の
さ
ら
に
考
え
が

展
開
し
て
、「
こ
こ
ろ
」
の
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
る
の
で
は
な
く
、「
こ

こ
ろ
」の
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、

そ
し
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
た
だ
単
に
機
械
で
あ
る
と
見
え
る
か
も
し
れ
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類
はD

N
A

も
３
％
以
下
し
か
違
い
ま
せ
ん
。
脳
の
研
究
と
こ
こ
ろ

の
問
題
は
、
人
間
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
犬
に

は
こ
こ
ろ
が
あ
る
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
で
こ
こ
ろ
が
あ
る
の
か
と

い
う
、
さ
ら
に
大
き
な
課
題
に
な
る
の
で
す
。
人
間
と
他
の
動
物
の

境
界
線
は
、
実
際
は
非
常
に
不
明
瞭
な
の
で
す
。

こ
れ
が
、
最
初
の
２
年
間
か
ら
の
報
告
で
す
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え

て
、
三
年
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
計
画
し
て
い
た
時
に
、
私
は
や
は

り
「
脳
と
こ
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
と
く
に
脳
科
学

の
今
日
に
お
け
る
発
展
は
著
し
く
、
宗
教
と
科
学
と
な
る
と
、
脳
科

学
と
「
こ
こ
ろ
」
の
関
係
と
い
う
の
は
一
つ
の
重
要
な
課
題
で
す
。

そ
れ
を
研
究
テ
ー
マ
に
選
び
、
コ
ア
・
メ
ン
バ
ー
の
八
人
（
芦
名
先

生
や
田
中
先
生
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）
は
、三
年
間
で
、

台
湾
、
韓
国
、
日
本
で
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
、
最
終

的
に
日
本
で
国
際
会
議
を
開
き
ま
し
た
。

　

こ
の
中
で
い
く
つ
か
私
が
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
つ

は
、台
湾
、韓
国
、日
本
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
い
た
と
き
、コ
ア
・

メ
ン
バ
ー
が
お
な
じ
内
容
の
発
表
を
し
て
も
、日
本
語
と
英
語
で
は
、

変
有
名
な
方
で
、
皆
さ
ん
も
テ
レ
ビ
な
ど
で
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
、
ア
イ
ち
ゃ
ん
と
い
う
チ
ン
パ
ン
ジ

ー
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
画
面
の
前
に
座
ら
せ
、
画
面
に
番
号
が
出

て
、
そ
れ
を
指
し
示
す
と
褒
美
が
出
る
と
い
う
仕
組
み
を
つ
く
り
ま

し
た
。
画
面
に
は
同
時
に
１
か
ら
１
０
の
数
字
が
ぱ
っ
と
一
秒
間
ほ

ど
の
間
に
出
て
、
す
ぐ
に
白
い
四
角
で
覆
わ
れ
ま
す
。
驚
い
た
こ
と

に
、
そ
れ
を
見
た
ア
イ
ち
ゃ
ん
は
、
一
か
ら
一
〇
ま
で
指
し
示
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
し
人
間
が
同
じ
こ
と
を
し
て
も
、
訓
練
を

し
た
人
で
す
ら
ほ
と
ん
ど
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
意
味
で
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
脳
は
人
間
の
脳
よ
り
も
優
れ
た

と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
様
々

な
進
化
の
段
階
が
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
動
物
の
中
で
人
間
が
最
高
の

脳
を
持
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
動
物
よ
り
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
の
脳
は
他
の
能
力
を
得
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
あ
る
能
力
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
一
瞬
だ

け
視
覚
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
て
お
く
と
い
う
能
力
は
な
く
な
っ
て
い

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
の
霊
長



47 ――― 東西宗教研究　第 14–15 号・2015–2016 年

こ
こ
ろ
」
で
あ
り
、も
う
ひ
と
つ
は
中
国
語
で
「『
積
集
す
る
精
要
を
』

を
『
心
』
と
呼
ぶ
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
人
間
の
経
験
、
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
は
、
様
々
な
表
現
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
語
で
はm

ind, heart, consciousness, 

feeling, thoughts, sense, intuition, soul, spirit, self-aw
areness  

な

ど
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ばspirit

やsoul

は
、
死
後
に
身
体
が
滅

ん
だ
後
も
残
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
他
の
も
の
に
は

そ
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
な

る
とcitta

と
かvijñāna

と
かhṛrdaya, m

anas, sm
ṛti, ātm

an

、
日

本
語
で
は
「
こ
こ
ろ
」、「
心
」、「
意
」、「
識
」、「
念
」、「
志
」、「
想
」、

「
情
」、「
感
情
」、「
霊
」、「
精
神
」、「
自
覚
」、
な
ど
で
す
。
中
国
に

は
「
心
智
」、「
心
霊
」、「
意
識
」、「
感
覚
」、「
感
情
」、「
思
想
」、「
感
官
」、

「
直
覚
」、
な
ど
の
熟
語
が
あ
り
、
古
い
漢
文
の
時
代
と
今
で
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
違
う
の
は
、た
と
え
ば
「
意
識
」
で
す
。
日
本
語
で
い
う
「
意

識
」
と
は
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
英
語
で
あ

っ
た
り
、
日
本
語
で
あ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
言
語
に
お
い
て
「
こ

こ
ろ
」
の
問
題
や
脳
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
際
に
は
、
そ
の
使
っ
て

議
論
に
な
る
課
題
が
か
な
り
違
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
こ
で
も
、

「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
日
本
語
で
こ
こ
ろ
に
つ
い
て
話
す
の
と
、
外
国
でm

ind, 

heart, spirit

な
ど
に
つ
い
て
話
す
の
で
は
、
同
じ
概
念
の
つ
も
り
で

も
、表
現
し
よ
う
と
す
る
内
容
が
違
い
ま
す
。
私
が
訳
し
て
い
る『
摩

訶
止
観
』
に
面
白
い
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
天
台
大
師
が
菩
提

心 (bodhicitta) 

と
い
う
言
葉
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
冒
頭
の

と
こ
ろ
で
す
。
本
は
、
一
番
上
が
漢
文
、
次
が
和
約
で
、
一
番
下
は

英
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
菩
提
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
の
発
音
を
漢

字
に
し
た
言
葉
で
、中
国
で
は「
道
」と
い
い
ま
す
。「
道
」と「
菩
提
」

は
か
な
り
違
い
ま
す
。
質
多
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
のcitta

と
い
う

言
葉
で
、イ
ン
ド
の
発
音
の
仕
方
で
す
。
中
国
で
は
「
心
」
と
い
い
、

「
慮
知
の
心
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ま
た
、
イ
ン
ド
で
は
、「
汚
栗

駄
」
に
二
つ
の
音
訳
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
「hṛrdaya

」
は
英
語
のheart

に
近
い
意
味
で
す
が
、
漢
文
で
二

つ
あ
る
の
で
そ
れ
を
別
の
意
味
で
解
釈
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
が
興

味
深
い
点
で
す
。
ひ
と
つ
の
「hṛrdaya

」
は
中
国
語
で
「
草
木
の
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ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
、
霊
長
類
の
研
究
者
ら
の
話
を
聞
き
、
中

で
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
科
学
の
領
域
で
は
、
英
語
で
発
表

し
な
け
れ
ば
業
績
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
常
識
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
物
理
学
と
か
脳
科
学
を
研
究
し
て
い
る
と
、
日
本

語
で
そ
れ
を
発
表
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
英
語
で
別
の
場
所
に
発
表

す
る
。
そ
う
で
は
な
い
と
業
績
と
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
文
系
の

宗
教
学
や
仏
教
学
の
世
界
で
な
か
な
か
真
似
が
で
き
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
議
論
を
し
て
い
く
こ
と

は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
日
本
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
科
学
と
宗
教
の
対
話
に
つ

い
て
議
論
す
る
際
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
神
教
的
な
創

造
主
の
存
在
や
、
世
界
の
創
造
と
進
化
論
の
関
係
な
ど
の
テ
ー
マ
は

中
心
的
で
は
な
く
、や
は
り
、脳
と
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
で
あ
る
と
か
、

欧
米
の
議
論
と
は
中
心
が
異
な
る
こ
と
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
議
論
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
一
つ
私
の
結
論
と
し
て
は
、
昔
か
ら

のm
ind and body

の
議
論
に
関
連
し
て
き
ま
す
が
、
脳
と
こ
こ
ろ

の
課
題
を
取
り
上
げ
る
と
き
に
、
二
つ
の
避
け
る
べ
き
極
端
な
立
場

い
る
言
語
の
限
界
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。「
こ
こ
ろ
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
き
に
ど
う
い
う
意
味
で
つ
か
っ
て
い

る
の
か
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
一

つ
の
大
き
な
課
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
「
科
学
と
宗
教
」
の
対
話

日
本
に
お
け
る
科
学
と
宗
教
の
対
話
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
大

い
に
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
の
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
終

了
後
も
、
芦
名
先
生
の
研
究
チ
ー
ム
に
よ
る
脳
科
学
と
宗
教
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
す
す
ん
で
い
ま
す
し
、
京
都
大
学
の
「
こ
こ
ろ
の
未
来

研
究
セ
ン
タ
ー
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
場
所
で
同
様
の
テ
ー
マ
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
国
内
で
議
論
を
深
め
て
い

く
こ
と
は
必
要
で
す
が
、
国
内
だ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
海
外
を
視

野
に
入
れ
て
、
日
本
の
視
点
か
ら
、
あ
る
い
は
仏
教
の
視
点
な
ど
か

ら
こ
の
問
題
を
見
て
、
問
題
提
起
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
期
待

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
経
て
、
脳
科
学
、
コ
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元
論
の
立
場
を
と
っ
て
も
、
人
間
と
し
て
そ
う
い
う
立
場
は
と
り
が

た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
モ
ラ
ル
の
根
源
に
つ

い
て
疑
問
が
出
て
く
る
場
合
が
あ
る
の
で
す
。
物
事
は
自
分
の
意
思

で
決
断
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
脳
の
中
の
化
学
反
応
が
、
そ
れ
を

選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
と
い
う
結
論
に
な
る

と
、
人
間
と
し
て
の
根
源
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
り
ま

す
。

　

お
そ
ら
く
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
二
元
論
と
還
元
論
の
ど
ち
ら
か

の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
こ
の
二
つ
の
立
場
の

ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ま

す
。
前
に
述
べ
た
、
天
台
大
師
や
大
乗
仏
教
の
不
一
不
二
、
あ
る
い

は
不
異
不
同
の
視
点
か
ら
、こ
こ
ろ
と
身
体
、mind and body

な
ど
、

一
つ
で
な
い
が
二
つ
で
な
く
、
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
全
く
異
な
っ

た
も
の
で
も
な
い
と
い
う
、そ
う
い
う
見
方
で
考
え
て
い
く
と
き
に
、

絶
対
的
二
元
論
と
絶
対
的
還
元
論
の
間
の
中
道
が
成
り
立
つ
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
絶
対
的
二
元
論
と
絶
対
的
還

元
論
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
お
そ
ら
く
、
あ
る
程
度
、
二
元
論
か

還
元
論
の
ど
ち
ら
か
に
傾
く
の
で
す
が
、
絶
対
的
二
元
論
と
い
う
の

は
、
身
体
と
こ
こ
ろ
が
別
の
も
の
と
し
て
あ
り
、
死
に
よ
っ
て
、「
こ

こ
ろ
」
も
し
く
は
「
た
ま
し
い
」
が
残
っ
て
身
体
と
分
離
す
る
と
い

う
立
場
で
す
。
こ
れ
に
は
問
題
が
あ
っ
て
、
現
実
に
、
こ
こ
ろ
と
身

体
が
同
時
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
か
共
通
の
も
の
を
も
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
別
の
存
在
と
は
い
え
な
い
の
で
は

な
い
か
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
我
」self

や
「
た
ま
し

い
」soul

が
全
く
身
体
と
別
の
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
の
が
昨
今
で
は
主
流
の
考
え
方
で
し
ょ
う
。だ
か
ら
と
い
っ
て
、

絶
対
的
還
元
論
、
つ
ま
り
存
在
す
る
の
は
物
理
的
な
身
体
の
み
で
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ
るm

ind, spirit

は
脳
の
中
の
化
学
反
応
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
の
は
私
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
も
極
端
な
立
場
で
す
。
極
端
と

言
っ
て
も
、
科
学
者
た
ち
は
、
実
験
を
す
る
と
き
に
そ
の
立
場
を
と

ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
一
つ
分
か
っ

た
こ
と
は
、
彼
ら
は
、
科
学
者
と
し
て
実
験
す
る
時
に
は
絶
対
的
還
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単
純
な
生
命
が
次
第
に
複
雑
化
し
て
い
く
過
程
で
、
以
前
の
単
純
な

生
命
体
に
お
い
て
は
予
想
で
き
な
か
っ
た
要
素
が
創
発
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
、「
意
識
」
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
犬
に
は
意
識
が
あ
る
と

い
え
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
生
命
が
複
雑
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
く
出
現
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
概
念
を
も
ち

い
て
、
脳
と
こ
こ
ろ
と
い
う
テ
ー
マ
を
こ
れ
か
ら
も
考
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

Paul L. Sw
anson 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
研
究
所
員

終
わ
り
に

ア
メ
リ
カ
のElon

大
学
の
教
授
でG

PSS

の
主
要
人
物
で
あ
っ

たPranab D
as

は
も
と
も
と
物
理
学
者
で
、
非
常
に
こ
の
問
題
に

興
味
を
持
っ
て
、
以
前
か
ら
テ
ン
プ
ル
ト
ン
で
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
彼
は
今
年
か
ら
私
と
、
以
前G

PSS

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
任
だ
っ
た
イ
ン
ド
の
研
究
者
、
そ
れ
か
ら
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
の
四
人
で
、
三
年
間
に
わ
た
っ
て
意
識
の
問

題
に
つ
い
て
研
究
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
欧
米
の
立
場
か
ら

で
は
な
く
、
他
の
伝
統
や
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
た
と
き
に
な

に
か
新
し
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
研
究

が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
１
０
年
後
に
東

西
宗
教
研
究
会
で
発
表
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
の
研
究
で

中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
る
の
は
、em

ergence 

と
い
う
概
念
で
、
こ

れ
は
「
意
識
」consciousness 

の
研
究
で
注
目
さ
れ
て
い
る
概
念
で

す
。
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
語
で
は
辞
書

に
よ
れ
ば
「
創
発
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
説
明
す
る
と
、


