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“
‾
１
　
　
め
」
に
研
究
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
人
間
は
宇
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宙
の
大
生
命
の
一
つ
の
表
れ
と
い
う
の
が
密
教
の
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た
め
に
は
、
宇
宙
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
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い
う
考
え
か
ら
ヽ
天
文
学
を
研
究
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
昔
か
ら
僧
侶
に
は
天
文

学
者
が
多
い
の
で
す
。
　
密
教
を
中
国
で
栄
え
さ

せ
た
「
一
行
」
は
、
中
国
天
文
学
の
泰
斗
と
し
て

現
在
、
中
国
の
切
手
に
ま
で
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
た
ち
は
、
何
と
か
し
て
宇
宙
と
人
間

と
の
関
わ
り
合
い
を
知
り
、
人
の
運
命
を
知
り
た

い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
自
然
の
運
行
に

合
わ
せ
て
、
「
干
支
」
、
フ
几
星
」
「
七
曜
星
」
、
「
六

曜
」
、
「
二
十
八
宿
」
、
「
十
二
直
」
な
ど
が
作
ら
れ

た
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
吉
凶
を
占
っ
て
い
た
わ
け

で
、
今
日
の
「
易
占
」
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
　
「
方
位
」
と
い
う
の
は
、
「
十
干
」
、
「
十
二
支
」
、

　
「
八
卦
」
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
「
天
文
の
統
計

学
」
と
云
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
　
「
風
水
」
に
よ
れ
ば
、
昔
か
ら
五
神
が
住
む
の

に
相
応
し
い
地
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
水

は
東
に
流
れ
、
南
が
ひ
ら
け
、
西
が
広
く
、
牝
に

山
を
背
負
っ
て
中
央
が
平
坦
に
な
っ
て
い
る
地
が

最
良
だ
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
「
鬼
門
」
と
い
う
の
も
、
北
東
や
西
南
は
、
じ

め
じ
め
し
て
風
が
通
り
に
く
く
不
衛
生
だ
か
ら
清

潔
に
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
、
天
地
自
然
の
道
理
に

か
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
現
代
人
も
大
い

に
活
用
す
べ
老
で
す
。

　
土
地
の
購
入
や
新
屠
の
建
築
な
ど
の
場
合
は

　
「
方
位
」
を
、
結
婚
式
や
旅
行
な
ど
の
人
事
の
吉

凶
を
判
断
す
る
と
き
な
ど
に
「
暦
」
を
参
考
に
し

て
決
定
す
る
こ
と
も
、
安
全
な
人
生
股
計
に
大
切

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
当
山
で
は
、
新
年
に
墓
参
さ
れ
た
方
々
に
「
お

札
」
と
「
層
」
を
差
し
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。
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正
月
と
い
え
ば
初
詣
で
す
が
、
初
詣
は
恵
方
参

り
が
そ
の
由
来
で
す
。
恵
方
と
は
そ
の
年
の
吉
の

方
角
を
意
味
し
ま
す
。
今
年
の
恵
方
は
、
北
北
西

で
劣
。
ま
た
、
正
月
に
は
七
福
神
詣
で
も
さ
か
ん

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
七
福
神
と
は
、
恵
比
須
・
大
黒
天
・
布
袋
和
尚

二
河
老
人
・
福
禄
寿
・
毘
沙
門
天
・
弁
財
天
の
七

人
の
神
様
で
、
「
仁
王
経
」
（
仁
王
護
国
般
若
波
羅

蜜
経
）
の
「
七
難
を
即
滅
し
、
七
福
を
即
生
す
」

が
そ
の
由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
福
神
信
仰
は
、

日
本
で
は
室
町
時
代
か
ら
広
が
り
け
じ
め
、
江
戸

時
代
に
天
満
和
尚
が
神
仏
の
七
徳
を
崇
め
よ
う
と

七
福
神
信
仰
を
す
す
め
た
こ
と
も
あ
り
、
た
ち
ま

ち
流
行
し
ま
し
た
。

　
七
徳
と
は
、
恵
比
須
の
清
廉
、
大
黒
の
有
徳
、
弁

財
天
の
愛
敬
、
毘
沙
門
天
の
威
光
、
福
禄
寿
の
人

望
、
寿
老
人
の
長
寿
、
布
袋
の
大
量
を
さ
し
ま
宵
。

　
○
恵
比
須
さ
ま
は
、
海
運
・
商
業
の
守
護
神
。

口
Ｈ
物
理
如
里
人

喘
息
到
哨
　
　
（
一
　
一

十

ﾉk

心

「
仏
の
揃
息
あ
ら
わ
れ
て
唯
娠
の
交
奮

　
　
　
　
＆
な
れ
ｎ
リ
」
（
ホ
鴎
二
備
関
脇
の
皐
）

　
　
仏
像
は
拝
す
る
だ
け
で
癒
さ
れ
ま
す
。
仏

に
は
独
特
の
髪
型
や
眼
差
し
、
額
の
印
に
象
徴

さ
れ
る
三
十
二
の
相
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
し
か
し
、
仏
の
声
は
作
れ
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
像
の
前
に
経
典
を
置
け
ば
、
欠
け
る
事

の
な
い
仏
像
に
な
る
と
説
明
さ
れ
た
文
で
す
。

　
左
手
に
特
つ
鯛
は
「
め
で
た
い
」
を
人
に
授

　
け
る
と
ざ
れ
て
い
ま
す
。

○
大
供
天
さ
ま
は
、
仏
法
守
護
の
神
で
、
右
手

　
に
持
つ
小
槌
は
人
々
の
願
い
を
か
な
え
て
く

　
れ
る
小
槌
で
す
。
左
手
の
如
意
宝
珠
は
、
智

　
慧
を
あ
つ
め
る
玉
で
す
。

○
毘
沙
門
さ
ま
は
、
戦
勝
の
神
と
さ
れ
て
お
り

　
古
来
よ
り
武
将
だ
ら
け
毘
沙
門
天
を
崇
拝
し

　
て
い
ま
し
た
。

○
弁
天
さ
ま
は
、
財
宝
、
幸
運
の
神
と
し
て
拝

　
ま
れ
て
い
ま
す
。

○
寿
老
人
さ
ま
は
、
長
寿
の
神
様
で
、
長
い
髭

　
が
特
徴
で
す
。

○
福
禄
寿
さ
ま
は
、
長
寿
の
神
様
で
、
福
と
禄

　
と
寿
命
の
三
つ
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

○
布
袋
和
尚
は
、
鯛
勧
菩
薩
の
化
身
と
言
わ
れ

　
子
宝
が
授
か
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
当
山
に
は
毘
沙
門
天
が
祀
弓
れ
て
い
ま
宵
。

初
詣
は
絵
馬
を
奉
納
し
、
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
。
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Ｑ
　
「
結
婚
式
は
な
ぜ
大
安
の
目
に
し
、
仏
滅
の

目
に
し
な
い
の
で
す
か
。
ま
た
、
お
葬
式
は
な
ぜ

友
引
の
目
に
し
な
い
の
で
す
か
。
Ｊ

Ａ
　
大
安
・
仏
滅
の
「
六
曜
」
に
つ
い
て
お
答
え

致
し
ま
す
。
も
と
も
と
「
六
曜
」
と
い
う
の
は
、

中
国
の
名
将
諸
葛
孔
明
が
、
軍
隊
で
使
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
か
つ
こ
う
め
い
ろ
く
じ
ん
じ
か

時
刻
表
の
こ
と
で
「
諸
葛
孔
明
六
壬
時
課
」
と

い
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
後
年
、
日
々
の
吉
凶
の

占
い
に
転
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
順
序
は
、
一
、
先
　
勝
　
二
、
友
引

三
、
先
負
　
四
、
仏
滅
　
五
、
大
安
　
六
、
赤
口

　
と
し
運
行
し
ま
す
。
各
月
に
対
し
て
は
、

旧
暦
て
こ
目
と
　
七
月
一
目
は
、
先
勝
の
目

旧
暦
二
月
一
目
と
　
八
月
一
目
は
、
友
引
の
目

旧
暦
三
月
一
目
と
　
九
月
一
目
は
、
先
負
の
目

旧
暦
四
月
一
目
と
　
十
月
一
目
は
、
仏
滅
の
目

旧
暦
五
月
一
目
と
十
一
月
一
目
は
、
大
安
の
目

旧
暦
六
月
一
目
と
十
二
月
一
日
は
、
赤
口
の
目

　
Ｓ
ｒ
　
　
　
ｌ

法
話
（
章
二
十
八
諾
）

と
決
め
て
い
て
、
▽
刀
月
の
中
で
は
、
一
の
先
勝

か
ら
六
の
赤
口
ま
で
順
ぐ
り
に
回
っ
て
ゆ
く
の
で

す
。
「
六
曜
」
の
意
味
は

先
勝
と
は
、
釈
迦
が
悟
り
を
開
い
た
日

　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
八
日
）

友
引
と
は
、
釈
迦
の
お
葬
式
の
目
（
二
月
十
九
ロ
）

先
負
と
は
、
釈
迦
が
お
城
か
ら
家
出
を
し
た
目

　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
＋
日
）

仏
滅
と
は
、
釈
迦
が
亡
く
な
っ
た
日

　
　
　
　
　
　
（
二
月
十
五
目
）

大
安
と
は
、
釈
迦
の
誕
生
日
（
四
月
八
日
）

赤
ロ
と
は
、
釈
迦
を
火
葬
し
た
日
（
二
月
十
七
日
）

で
あ
り
、
こ
ハ
曜
」
は
仏
教
と
縁
が
深
い
が
、
現

在
の
「
六
曜
」
は
、
釈
迦
の
誕
生
率
成
道
と
は
関

係
な
い
よ
う
で
す
。

　
日
本
で
は
、
推
古
天
皇
の
頃
か
ら
「
太
陰
暦
」

に
よ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
六
年
か
ら
「
太
陽

暦
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
「
暦
」

と
い
う
の
は
「
宇
宙
と
人
間
の
共
通
点
を
探
る
た

―
～
Ｉ
～
！
Ｉ
’
ｉ
ベ
ー
～
‐
～
！
、
ｌ
～
Ｉ
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
上
田
秋
或
は
「
人
が
皆
縦
に
歩
け
ば
、
余
独
り
一

損
に
行
く
こ
と
か
に
の
ご
と
し
」
と
、
人
に
合
わ
Ｉ

せ
て
妥
協
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
ら
の
性
格
か
ら
、
墓
の
台
座
を
‐
１
か
に
形
」
で
表
現
し
た
。
ゴ
ッ
ホ
に
触
発
さ
れ
芸
術
を
志
し
た
棟
方
志
功
は
、

ゴ
ッ
ホ
の
墓
の
形
・
大
き
さ
に
似
せ
て
墓
を
作
っ
た
。
宝
清
寺
の
墓
に
も
、
故
人
へ
の
思
い
や
自
分
白
身
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
墓
が
数
多
く
見
ら

れ
る
。
最
近
建
て
ら
れ
た
お
墓
に
、
高
杉
習
作
の
辞
世
の
句
『
お
も
し
ろ
き
こ
と
な
き
世
を
お
も
し
ろ
く
佳
み
な
す
も
の
は
心
な
り
け
り
』
を
石
に

刻
ん
で
据
え
て
あ
る
の
を
見
た
。
こ
の
句
は
、
小
柄
で
病
弱
だ
っ
た
高
杉
冊
作
が
「
自
分
は
ど
う
せ
長
く
生
き
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た
Ｉ

お
り
、
松
下
村
塾
で
教
え
を
請
う
た
吉
田
松
陰
の
獄
中
録
『
留
魂
録
』
の
「
十
歳
に
し
て
死
す
者
は
、
そ
の
十
歳
の
中
に
人
生
の
四
季
が
あ
る
。
十

/-゛/〃/〃/-｢/｣-/JW
う親二たぞ

ご交十めれ
肘の九にに
幕あ歳な寿

９っでる命

志だ亡なが
士尼く　らあ

の僧な　｀り
最・っ短　゛

礁野たい若
言い言に

ぺ東竹マて

我見がも死

々が悪侮ん
の　｀化いで
黙示

ほす匹リ

にづ1

あ心．しに充
いレげ

iにド天

々り　と２寿
に　ｼ　j

‘-け世９し

器皿　H

ち¬し≒‘､、

で面ろ　　だ
一白く死が

日い“　に　｀

－のま対高

日うです杉

を｀‾書る晋

大とい恐作
切９た怖は
にぶ資をこ

生や作太９
ｎづい;

吉　ﾚ∩三

心きてき世

掛取筆るの

け９を力た

たたおにめ
いとく変人
・い　｀えの

歳
を
も
っ
て
頬
い
と
い
う
の
は
夏
蝉
を
霊
木
に
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
な
り
」
の
一
節
に
刺
激
を
受
け
た
。
松
陰
の
一
節
の
意
味
は
「
人
に
は
そ
れ
一

そ
れ
に
寿
命
が
あ
り
、
若
く
し
て
死
ん
で
も
、
そ
の
人
間
は
充
分
に
天
寿
を
全
う
し
て
い
る
」
だ
が
、
高
杉
晋
作
は
こ
の
言
葉
を
「
世
の
た
め
人
の
Ｉ

／
～
／
～
／
～
／

Ｌ

／
～
／
～
／

Ｊ
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前
号
で
釜
締
札
等
の
ご

説
明
を
い
た
し
ま
し
た
が
、

ご
質
問
が
よ
せ
ら
れ
て
お
り

ま
す
の
で
少
し
ご
説
明
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ｑ
「
今
年
、
喪
中
な
の
で
す

が
釜
締
札
を
お
託
り
し
て
も

い
い
で
す
か
。
」

Ａ
「
釜
締
札
は
、
ご
家
庭
に

厄
災
が
訪
れ
な
い
た
め
の
お

札
で
す
の
で
、
喪
中
と
は
関

係
な
く
お
託
り
く
だ
さ
い
。
」

Ｑ
「
お
札
を
お
託
り
す
る
目

は
あ
り
ま
す
か
」

Ａ
「
お
札
は
新
年
に
新
神

様
を
お
迎
え
す
る
た
め
に
お

託
り
す
る
も
の
で
す
。
で
き

れ
ば
犬
掃
除
の
あ
と
、
旧
年

中
に
お
祀
り
く
だ
さ
い
。
た

　
　
　
　
さ
ん
ぽ
う
こ
う
じ
ん

だ
し
、
三
宝
荒
神
様
だ
け

は
、
冬
至
の
日
や
大
晦
日
に

お
祀
り
し
た
方
が
良
い
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
」

Ｑ
「
古
い
お
札
は
ど
う
し
ま

す
か
」

い
て
お
く
札
と
し
て
は
棟
札

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
釜

締
札
類
は
毎
年
新
し
い
札
と

取
り
替
え
ま
す
。
古
い
札
を

い
つ
ま
で
も
お
祀
り
し
て
お

く
こ
と
は
あ
ま
り
良
い
事
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

新
し
い
お
札
と
交
換
し
て
く

だ
さ
い
。
」

レ
岫
言
�
い
に
●
お
札
の
お
申
し
込
み

し
、
今
年
一
年
の
感
謝
を
報

告
し
た
あ
と
、
古
い
お
札
を

御
焚
き
上
げ
と
し
て
、
寺
務

所
に
お
預
け
く
だ
さ
い
。
Ｊ

Ｑ
「
釜
締
札
は
毎
年
取
り
替

　
え
る
の
で
す
か
」

Ａ
「
お
札
は
毎
年
取
り
替
え

る
札
と
、
永
く
家
に
お
祀
り

し
て
お
く
も
の
と
二
種
類
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
永
く
置

レ
否
口
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お
檀
家
皆
様
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
ご
先
祖
様
供
養
ご

喜
徳
に
存
じ
ま
す
。

　
昨
年
中
に
平
成
二
十
三
年

度
分
墓
苑
管
理
科
の
納
入
が

ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
、
管

理
科
納
入
を
お
忘
れ
の
方
に

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
墓
所
管
理
科
は
墓
所
共
有

区
域
で
あ
る
通
路
、
休
憩
所
、

駐
車
場
や
水
場
等
の
管
理
費

と
し
て
使
用
さ
せ
て
頂
い
て

納

入

の

一

管
理
料
を
ご
持

参
頂
く
場
合

ｙ

　
ご
持
参
頂
く
場
合
は
、
翌

年
度
分
を
毎
年
三
月
末
日
ま

で
に
納
付
い
た
だ
く
前
納
制

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年

三
月
末
日
ま
で
に
納
め
た
分

は
平
成
二
十
四
年
度
分
（
四

月
一
日
か
ら
三
月
末
日
分
）

で
す
。

お
り
ま
す
の
で
ご
理
解
の
　
二

上
、
ご
納
付
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
に
ご
案
内
申
し
上
げ
ま

す
。
な
お
、
ご
人
金
方
法
に

自
動
振
替
を
ご

利
用
の
場
合

関
し
て
は
、
二
通
り
の
方
法

が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
案
内

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
自
動
振
替
を
利
用
さ
れ
る

場
合
は
、
「
ゆ
う
ち
よ
銀
行
」

の
口
座
が
必
要
で
す
。
口
座

　
お
釜
締
札
「
台
所
の
神
様

∴
二
宝
荒
神
」
、
「
お
手
洗
い

の
神
様
・
ウ
ス
サ
マ
明
王
」
、

　
「
幣
束
」
等
の
お
申
し
込
み

は
二
月
の
節
分
ま
で
受
付
で

お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
二
月
三
日
の
節
分

に
は
、
星
祭
、
星
九
曜
、
厄

除
け
祈
願
を
行
い
ま
す
。

Ｌ
女
木
幽
門
フ

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
開
設

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
所
定
の
用
紙

に
記
入
さ
れ
、
「
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
」
に
提
出
し
て
頂
く
だ

け
で
簡
単
に
手
続
き
が
済

み
、
毎
年
自
動
的
に
引
き
落

と
し
さ
れ
ま
す
の
で
、
遠
方

の
か
た
に
は
殊
に
便
利
で

す
。
申
込
用
紙
は
当
寺
で
用

意
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
振
替
日
は
毎
年
四
月
二
十

五
日
前
後
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
雷

山
寺
務
所
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い

あ
わ
せ
て
、
交
通
祈
願
を
行

い
ま
す
の
で
、
自
動
車
を
乗

用
さ
れ
る
方
や
、
本
年
の
星

回
り
（
運
気
）
が
悪
い
方
、

本
年
が
前
厄
・
後
厄
・
本
厄

の
方
は
、
一
月
末
日
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
厄
年
の
見
方
は
、
「
日
蓮

宗
御
貧
鉱
」
等
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
日
蓮
宗
御
貧
鉱
」
を
ご
希

望
の
方
は
、
当
寺
総
玄
関
に

備
え
付
け
て
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
声
を
お
か

け
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
宝
清
寺
寺
務
所

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

／
９
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心
’
よ
う
に
な
っ
こ
よ
う
で
す
。

　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
口

笛
七
十
一
号
の
「
住
職
の
ひ

と
口
法
話
」
の
中
で
、
上
田

市
に
あ
る
前
山
寺
の
石
碑
に

　
「
か
け
た
情
け
は
水
に
流
せ

　
受
け
た
恩
は
石
に
刻
め
」

と
い
う
文
面
が
あ
っ
た
。

最
近
、
ふ
と
こ
の
言
葉
が
思

い
起
こ
さ
れ
た
。

　
う
が
っ
た
考
え
か
た
と
思

う
が
、
な
か
な
か
出
来
な
い

こ
と
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
石

碑
に
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。

人
間
は
・
「
か
け
た
情
け
は
石

に
刻
み
、
受
け
た
思
は
水
に

流
し
て
」
し
ま
う
行
動
を
と

る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
逆

の
考
え
方
も
あ
り
「
受
け
た

恩
を
心
の
岩
に
刻
む
」
と
そ

れ
が
負
担
と
な
り
、
早
く
恩

返
し
を
し
な
い
と
居
て
も
立

っ
て
い
ら
れ
な
い
と
恩
う
か

ら
、
恩
を
受
け
た
く
な
い
と

思
う
人
も
い
る
。
人
間
の
心

の
機
微
は
複
雑
で
あ
る
。
ま

た
人
間
関
係
も
複
雑
で
、
他

者
に
款
わ
れ
た
経
験
を
、
別

の
他
者
に
施
す
こ
と
に
よ

り
、
回
り
回
っ
て
最
初
の
他

者
を
誰
か
が
助
け
る
こ
と
も

あ
る
。
な
に
も
「
受
け
た
恩

を
そ
の
当
事
者
に
返
さ
な
く

て
も
、
別
の
他
者
に
情
け
を

掛
け
る
」
こ
と
で
も
、
大
き

い
意
味
で
恩
返
し
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と

わ
ざ
に
「
情
け
は
人
の
た
め

な
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。
人
の
輪
が
回
り
回
っ
て

自
分
に
帰
っ
て
く
る
と
思
え

ば
、
人
の
た
め
に
し
て
い
る
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こ
と
が
、
結
局
は
自
分
の
た

め
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
は

ず
で
あ
る
。

　
先
の
「
住
職
の
ひ
と
口
法

話
」
の
中
で
も
ふ
れ
て
あ
る

が
、
住
職
は
長
い
間
、
調
停

委
員
を
務
め
ら
れ
て
こ
ら
れ

た
、
調
停
を
受
け
た
多
く
の

方
が
、
住
職
の
調
停
に
よ
っ

て
満
足
し
た
結
果
を
受
け
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
私
の
知
る
限
り
、
住
職
は

理
詰
め
で
話
さ
ず
、
情
に
よ

っ
て
相
手
に
斟
酌
さ
せ
、

正
し
い
結
果
に
誘
導
す
る
方

法
を
と
ら
れ
て
い
る
と
思

う
。
住
職
が
か
け
た
情
け
は
、

回
り
回
っ
て
「
最
高
裁
判
所

長
官
賞
」
受
賞
と
い
う
栄
誉

あ
る
結
果
と
し
て
戻
っ
て
き

た
。

　
　
　
　
　
　
（
内
田
本
嶽
）
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