
議
論
の
完
全
版

は
、
近
く
「
日
本
人

の
忘
れ
も
の
知
恵
会

議
」
サ
イ
ト
に
ア
ッ

プ
し
ま
す
。
こ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
ア

ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
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ｈ
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ｈ
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ｈ
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ｈ
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文
化
人
類
学
者

小
川
さ
や
か
さ
ん

石
山
寺

責
任
役
員

鷲
尾

龍
華
さ
ん

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥∠
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂
∂≡ ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥

行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行
行

鷲尾さん優しい心 怒りの力で救済も

完
全
状
態
で
文
化
財
保
存
を
鷲
尾
さ
ん

先
端
技
術
で
幅
広
く
活
用
も
小
川
さ
ん

石
山
寺
門
前
に
設
置
さ
れ
た

巨
大
な
青
鬼
像

邪
気
を
払
う

と
さ
れ
る

２
０
２
０
年
５
月

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
モ
ス
ク
で
語

り
合
う
イ
ス
ラ
ム
教
の
信
者

ら

外
務
省
に
よ
る
と

同
国
で

は
イ
ス
ラ
ム
教
４
割

キ
リ
ス

ト
教
４
割

土
着
の
宗
教
２
割

と
さ
れ
る

２
０
１
７
年
２
月

少
子
高
齢
化
や
宗
教
観
の
変
化
な
ど
で
、
地
域
の
寺
社
の
役
割
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
文
化
人
類
学
者
・
小
川
さ
や
か
さ
ん
が
ホ
ス
ト

を
務
め
る
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
知
恵
会
議
」
対
談
２
回
目
は
、
石
山
寺
の
鷲
尾
龍
華
さ
ん
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
招
き
、
宗
教
か
ら
文
化
財
保

護
ま
で
を
語
り
合
っ
て
も
ら
っ
た
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
京
都
新
聞
総
合
研
究
所
所
長
の
内
田
孝
が
務
め
た
。

②

わ
し
お
・
り
ゅ
う
げ

１
９
８
７

年
生
ま
れ
。
鷲
尾
遍
隆
・
石
山
寺
第

世
座
主
の
長
女
。
東
レ
勤
務
な
ど

を
経
て
現
職
。
滋
賀
県
立
近
代
美
術

館
で
の
企
画
展
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻

の
全
貌
」
、
米
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美

術
館
「
源
氏
物
語
展
」
な
ど
寺
か
ら

の
発
信
に
尽
力
。
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ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ｇｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆ
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お
が
わ
・
さ
や
か

１
９
７
８
年

生
ま
れ
。
立
命
館
大
先
端
総
合
学
術

研
究
科
教
授
。
「
チ
ョ
ン
キ
ン
マ
ン

シ
ョ
ン
の
ボ
ス
は
知
っ
て
い
る
」（
春

秋
社
）
で
河
合
隼
雄
学
芸
賞
、
大
宅

壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
。
共
著

に
「
思
想
と
し
て
の
〈
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
禍
〉
」（
河
出
書
房
新
社
）
。

小
川

威
厳
あ
る
剃
髪
僧
侶
に
厳

し
い
言
葉
を
か
け
て
も
ら
う
こ
と

と
、
穏
や
か
で
身
近
な
雰
囲
気
の
僧

侶
に
言
葉
に
し
に
く
い
漠
然
と
し
た

感
情
を
受
け
と
め
て
も
ら
う
こ
と

は
、
異
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
し
ょ

う
。
２
０
１
９
年
３
月
か
ら
の
米
国

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
「
源
氏
物

語
展
」
に
も
尽
力
さ
れ
た
そ
う
で
す

ね
。鷲

尾

石
山
寺
は
「
源
氏
」
に
関

わ
る
作
品
を
中
心
に
、
多
く
の
寺
宝

を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
に
は
、
重
要
文
化
財
を

含
む

点
を
貸
し
出
し
ま
し
た
。
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
書
店
で
「
源
氏
」
と

出
合
っ
た
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
さ
ん

に
ご
覧
い
た
だ
き
た
か
っ
た
で
す
。

石
山
寺
は
西
洋
美
術
と
も
ご
縁
を
築

き
つ
つ
あ
り
、
２
０
１
５
年
に
は
京

都
の
洋
画
塾
・
関
西
美
術
院
の
土
地

建
物
の
寄
付
を
受
け
、
芸
術
家
育
成

の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

毎
年
、
春
と
秋
の
「
紫
式
部
展
」

で
は
学
芸
員
さ
ん
と
企
画
を
練
り
ま

す
。
お
寺
の
資
料
は
膨
大
で
、
す
べ

て
を
把
握
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
１
９

７
１
年
、
先
代
座
主
鷲
尾
隆

り
ゅ
う

輝き

師
が

「
石
山
寺
文
化
財
総
合
調
査
団
」
を

発
足
さ
せ
て
約
半
世
紀
。
大
学
や
奈

良
文
化
財
研
究
所
な
ど
に
参
画
い
た

だ
き
、年
２
回
の
調
査
が
あ
り
ま
す
。

修
復
必
要
な
も
の
も
多
く
、
現
在

は
「
聖
教
」
の
巻
物
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
巻
物
全
体
に
大
き
な
梵

ぼ
ん

字
じ

が
書
か
れ
て
お
り
、
文
字
を
切
り
抜

こ
う
と
し
た
よ
う
な
跡
を
僧
侶
が
見

た
時
は
、
文
字
の
部
分
が
仏
像
の
光

背
の
装
飾
に
使
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
文
化
財
の
保
存
と
活
用

の
両
立
は
難
し
い
で
す
ね
。
完
全
な

状
態
で
残
す
こ
と
が
最
優
先
で
、
見

て
も
ら
う
の
は
次
と
考
え
て
い
ま

す
。小

川

ま
さ
に
研
究
で
す
ね
。
貴

重
な
文
化
財
の
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業

は
、
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
宗

教
者
と
研
究
者
が
連
携
を
強
め
て
伝

統
を
大
事
に
す
る
と
同
時
に
、
先
端

技
術
ツ
ー
ル
も
用
い
れ
ば
幅
広
く
活

用
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

‖
次
回
は
８
月
下
旬
掲
載
予
定

メトロポリタン美術館 源氏物語 展は 源氏物語の構想が練られた

という石山寺をイメージした展示から始まっていた2019年６月

心の支え 宗教の役割の一つ 小川さん

鷲
尾

私
は
石
山
寺
で
生
ま
れ
育

ち
、
同
志
社
大
で
西
洋
美
術
を
専
攻

し
ま
し
た
。
一
般
企
業
に
３
年
間
勤

め
た
後
、
真
言
宗
の
種
智
院
大
で
仏

法
を
学
び
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災

後
、
東
北
大
で
臨
床
宗
教
師
の
研
修

を
受
け
て
宮
城
県
石
巻
市
に
入
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
者
の
人
た
ち
と
と

も
に
祈
り
を
さ
さ
げ
ま
し
た
。
現
在

は
石
山
寺
で
、
塔
頭
・
法
輪
院
の
住

職
を
務
め
て
い
ま
す
。

小
川

仏
門
へ
入
ろ
う
と
決
め
た

時
、
「
人
々
の
ス
ト
レ
ス
や
息
苦
し

さ
に
対
し
、
何
か
で
き
る
こ
と
が
あ

る
の
で
は
」
と
考
え
ら
れ
た
と
伺
い

ま
し
た
。
仏
教
の
役
割
を
ど
う
考
え

て
お
ら
れ
ま
す
か
。

鷲
尾

同
じ
言
葉
に
対
し
て
も
人

に
よ
っ
て
良
く
受
け
止
め
た
り
、
逆

に
悪
く
取
っ
た
り
と
違
い
が
あ
る
の

は
、
受
け
る
側
の
要
因
が
大
き
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
時
、
人
間
の

内
面
を
冷
静
に
見
つ
め
る
こ
と
が
仏

教
の
基
本
に
あ
る
と
思
っ
た
の
で

す
。
話
題
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は

「
宗
教
性
を
排
除
し
た
瞑

め
い

想
そ
う

」
と
さ

れ
ま
す
が
、
実
践
内
容
は
仏
教
の
基

本
的
作
法
そ
の
も
の
で
す
。

被
災
地
を
巡
り
な
が
ら
一
人
一
人

に
耳
を
傾
け
る
臨
床
宗
教
師
の
仕
事

が
腑

ふ

に
落
ち
ま
し
た
。
説
法
を
授
け

る
だ
け
で
な
く
、
相
手
や
状
況
で
語

り
口
を
自
在
に
選
ぶ
釈
尊
（
お
釈

し
ゃ

迦
か

様
）
の
「
対
機
説
法
」
と
い
う
仏
教

の
原
点
に
戻
れ
る
よ
う
に
思
え
た
か

ら
で
す
。

小
川

ま
ず
相
手
の
話
を
聞
く
、

相
手
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
肝
要
と

の
考
え
方
は
素
晴
ら
し
い
。
心
の
支

え
に
な
る
こ
と
が
宗
教
の
役
割
の
一

つ
で
す
ね
。
人
口
減
で
地
方
都
市
で

は
寺
の
維
持
も
難
し
く
、
仏
教
が
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
軸
と
な
り
う

る
接
点
を
い
か
に
見
い
だ
す
か
が
重

要
で
し
ょ
う
。
動
画
サ
イ
ト
「
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
」
の
『
デ
ジ
タ
ル
縁
起
絵

巻
』
の
よ
う
に
、
石
山
寺
は
Ｉ
Ｔ
ツ

ー
ル
に
も
積
極
的
で
す
ね
。

鷲
尾

新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
一
時
閉

門
な
ど
拝
観
制
限
し
た
こ
と
も
あ

り
、
ネ
ッ
ト
画
像
は
好
意
的
に
受
け

入
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。小

川

仏
教
の
現
代
的
展
開
に
対

し
、
否
定
的
な
方
も
一
定
数
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
伝
統
と
新
し

い
試
み
の
は
ざ
ま
で
葛
藤
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

鷲
尾

や
は
り
お
寺
の
伝
統
的
作

法
と
、
イ
ベ
ン
ト
や
観
光
面
の
バ
ラ

ン
ス
が
大
事
で
し
ょ
う
。
お
堂
で
手

を
合
わ
せ
ず
桜
だ
け
見
て
帰
る
方

は
、
私
も
少
し
残
念
に
思
い
ま
す
。

小
川

私
が
長
く
暮
ら
し
た
ア
フ

リ
カ
・
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
は
、
キ
リ
ス

ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
ほ
か
に
地
域

信
仰
に
基
づ
い
た
呪
術
師
が
今
も
活

躍
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
私
だ
け
が
事

業
に
失
敗
し
た
の
か
、
な
ぜ
最
愛
の

人
が
マ
ラ
リ
ア
に
冒
さ
れ
た
か
、
そ

ん
な
個
人
の
悩
み
、
恨
み
、
不
満
を

聞
い
て
く
れ
ま
す
。

ま
じ
な
い
や
薬
草
の
処
方
と
と
も

に
、
先
祖
代
々
の
墓
を
掃
除
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
、
自
身
に
妬

ね
た

み

を
持
つ
者
に
親
切
に
し
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
な
ど
と
解
決
策
を
示
さ
れ
る
う

ち
、
当
人
た
ち
は
不
条
理
な
こ
と
に

対
す
る
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
を
整

理
す
る
こ
と
も
あ
る
。
私
も
た
び
た

び
訪
ね
ま
し
た
。
宗
教
者
に
は
、
ど

の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
か
。

鷲
尾

生
老
病
死
の
苦
し
み
は
誰

に
で
も
あ
る
、
と
釈
尊
は
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
宗
教
者
は
絶
対
に
そ
こ
か

ら
目
を
そ
ら
し
て
は
い
け
な
い
。
や

み
く
も
に
祈
る
の
で
は
な
く
、
本
人

が
不
安
や
悩
み
の
中
で
こ
う
し
て
い

く
の
だ
と
い
う
「
誓
い
」
を
立
て
ら

れ
る
よ
う
に
寄
り
添
う
の
が
役
割
で

あ
る
と
。
生
き
て
い
く
た
め
の
「
良

い
選
択
」
が
で
き
る
よ
う
に
伝
え
続

け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
私
は
寺
に
隣
接
す
る
こ

ど
も
園
の
子
ど
も
た
ち
に
「
人
を
傷

付
け
な
い
」「
物
を
盗
ま
な
い
」
「
う

そ
を
つ
か
な
い
」
の
三
つ
を
守
っ
て

ね
と
語
り
掛
け
ま
す
。
仏
教
の
五
戒

の
一
部
で
、
難
し
い
言
葉
を
使
わ
な

く
と
も
よ
く
覚
え
て
く
れ
ま
す
。

不
動
明
王
は
、
優
し
い
心
だ
け
で

は
救
え
な
い
人
を
怒
り
の
力
で
無
理

や
り
で
も
安
全
な
場
へ
連
れ
て
い
く

と
言
わ
れ
ま
す
。
密
教
た
る
真
言
宗

に
は
個
性
豊
か
な
仏
様
が
た
く
さ
ん

お
ら
れ
ま
す
。
救
済
の
方
法
が
数
え

切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
と
、
対
機
説
法

の
あ
り
よ
う
を
表
し
て
い
る
と
考
え

ま
す
。

５
月
の
お
祭
り
に「
青
鬼
ま
つ
り
」

が
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
の
学
僧
・

朗
ろ
う

澄
ち
ょ
う

律り
っ

師
し

が
経
典
類
の
編

へ
ん

纂
さ
ん

に
尽
力

さ
れ
、
死
後
も
鬼
と
な
っ
て
寺
を
守

護
す
る
と
誓
わ
れ
た
遺
徳
を
称

た
た

え
る

お
祭
り
で
す
。
大
き
な
鬼
の
像
を
寺

の
入
り
口
で
あ
る
東
大
門
の
横
に
造

り
ま
す
。

無
病
息
災
の
御
利
益
も
受
け
る
た

め
に
像
に
手
を
合
わ
せ
る
方
が
多
く

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
世
情
に
合

わ
せ
て
、
宗
教
者
は
こ
う
い
っ
た
工

夫
も
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

小
川

祈
り
や
慈
悲
の
心
だ
け
で

な
く
、
怒
り
の
力
で
救
う
こ
と
も
あ

る
、
と
き
に
は
鬼
と
な
っ
て
守
護
す

る
と
い
う
仏
教
の
両
義
的
な
側
面
に

目
を
向
け
る
こ
と
は
、
危
機
の
時
代

に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
気
が

し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
僧
侶
と
し
て
も

鷲
尾
さ
ん
は
物
腰
が
柔
ら
か
く
と
て

も
話
し
や
す
い
印
象
で
す
。
次
世
代

の
仏
教
家
と
し
て
女
性
だ
か
ら
で
き

る
こ
と
、
女
性
だ
か
ら
困
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。鷲

尾

僧
侶
は
ほ
ぼ
男
性
の
世
界

で
す
。
先
日
も
１
０
０
人
ほ
ど
の
研

修
で
女
性
は
３
人
。
女
性
が
極
端
に

少
な
い
と

女
性
代
表

に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
個
人
的
に
話
し
た
つ
も

り
で
も

女
性
全
般
の
意
見

と
受
け

止
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
。

私
は
僧
侶
で
す
が
剃

て
い

髪
は
つ

し
て
い
な

い
か
ら
か
、
気
軽
に
話
し
掛
け
ら
れ

ま
す
。
僧
侶
は
威
厳
が
あ
っ
た
方
が

い
い
と
言
う
人
も
い
ま
す
が
、
お
寺

や
仏
教
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
て
も

ら
う
き
っ
か
け
と
し
て
、
女
性
は
適

任
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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