
さ
き
の
第
八
一
回
本
会
総
会
に
お
い
て
、
「
中
国
医
学
と
道
教
」

に
つ
い
て
概
説
的
な
発
表
を
行
っ
た
が
、
今
回
は
、
「
太
平
経
」
に

承
ら
れ
る
、
中
国
医
学
と
関
係
す
る
処
に
つ
い
て
の
べ
て
ゑ
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
「
太
平
経
」
は
、
後
漢
の
干
吉
が
え
た
神
書
「
太

平
清
領
書
」
と
関
係
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
道
教
為

典
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
張
角
が
創
め
た
、
「
太
平
道
」

や
、
張
陵
の
「
五
斗
米
道
」
は
、
と
も
に
、
道
教
の
も
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
開
祖
者
は
、
当
時
の
戦
乱
に
あ
き
く
れ
た
世
相
を
反

映
し
て
、
人
殉
の
病
苦
や
飢
餓
を
救
う
た
め
、
あ
る
い
は
革
命
思
想

を
も
っ
て
布
教
に
専
念
し
た
。
そ
の
布
教
の
手
段
と
し
て
、
医
療
と

い
う
方
法
を
巧
承
に
利
用
し
た
。
病
人
に
自
分
の
過
ち
を
静
か
な
室

で
反
省
さ
せ
、
符
水
を
の
ま
せ
た
。
そ
の
効
が
な
け
れ
ば
な
お
信
心

が
足
り
な
い
と
し
た
。
ま
た
「
九
節
の
杖
」
と
い
う
ま
じ
な
い
を
行

中
国
医
学
と
道
教

（
そ
の
二
太
平
経
に
つ
い
て
）士

口
一
兀

７
１

７
Ｆ

、
Ⅱ

髄ム
1口

っ
た
と
も
い
う
。
「
五
斗
米
道
」
で
は
、
三
官
手
害
と
い
う
方
法
を

行
っ
た
。

今
に
の
こ
る
、
「
太
平
経
」
は
、
「
道
蔵
」
に
ゑ
ら
れ
る
も
の
で
、

原
書
は
百
七
十
巻
あ
っ
た
が
、
五
十
七
巻
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

道
教
は
、
現
世
利
益
、
不
老
長
生
等
を
そ
の
大
き
な
目
的
と
し
て

い
る
か
ら
、
当
然
医
学
的
部
門
が
最
も
重
要
且
つ
最
大
な
部
門
を
占

め
る
。
道
教
之
典
で
最
も
古
い
形
を
つ
た
え
る
、
「
太
平
経
」
に
つ

い
て
そ
の
医
学
的
部
門
を
抽
出
、
整
理
し
て
象
る
こ
と
は
意
義
の
あ

る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
項
目
に
わ
け
て
の
べ
る
。

①
最
も
よ
い
こ
と
は
長
生
き
で
、
わ
る
い
こ
と
は
戦
争
、
病

気
、
水
害
、
火
災
で
、
飛
仙
昇
天
す
る
の
が
願
い
で
あ
る
。

②
気
を
重
視
し
た
。
天
地
、
万
物
は
気
で
つ
つ
ま
れ
、
気
を
う

け
な
い
で
は
生
き
て
い
ら
れ
な
い
。

③
精
神
気
の
考
え
を
重
要
だ
と
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
道
教
医
学

の
呼
吸
法
（
現
在
の
気
功
や
、
太
極
拳
に
ま
で
及
ぶ
）
を
考
え
る
の
に
重

要
で
あ
る
。

④
一
男
二
女
が
よ
い
と
し
た
。
人
口
問
題
と
し
て
も
興
味
が
あ

》
（
》
Ｏ

⑤
天
は
父
、
地
は
母
、
人
は
子
と
し
、
天
地
人
の
三
位
一
体
観
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を
強
調
し
、
天
に
順
え
ば
生
き
、
逆
え
ば
死
ぬ
。
地
は
母
だ
か
ら
井

戸
を
多
く
堀
っ
た
り
深
く
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
と
と
く
。

⑥
長
生
き
し
た
け
れ
ば
善
行
を
す
る
よ
う
す
す
め
て
い
る
。
正

し
い
こ
と
を
行
え
ば
正
気
が
多
い
か
ら
人
は
病
気
に
な
ら
ず
長
生
き

で
き
る
の
で
あ
る
。
人
為
が
す
べ
て
正
し
い
行
い
を
し
て
い
れ
ば
、

仙
人
は
精
霊
を
負
っ
て
不
老
の
方
を
さ
ず
け
に
や
っ
て
く
る
。
上
寿

は
百
二
十
歳
と
考
え
た
。

⑦
病
因
は
、
頭
が
疾
む
も
の
は
天
気
が
悦
ば
な
い
た
め
、
足
を

疾
む
も
の
は
五
行
の
気
が
争
う
た
め
、
四
肢
の
病
気
は
四
時
の
気
が

和
さ
な
い
た
め
：
…
．
。
肝
神
が
人
体
か
ら
去
れ
ば
目
が
は
っ
き
り
と

し
な
く
な
り
、
心
神
が
去
る
と
皮
層
は
青
く
な
り
、
肝
神
が
去
る
と

鼻
が
通
じ
な
く
な
る
．
…
：
。
こ
れ
ら
は
、
五
行
説
に
も
関
係
し
、

「
黄
庭
経
」
に
も
み
ら
れ
る
考
え
方
で
も
あ
る
。

⑧
五
臓
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
の
は
、
心
で
あ
る
と
し
た
。
心

は
火
で
あ
り
、
火
は
貴
い
も
の
で
あ
る
。
心
は
神
を
司
り
、
五
臓
の

王
で
も
あ
る
。
火
に
つ
い
て
は
、
巻
九
十
二
、
「
万
二
千
国
始
火
始

気
訣
」
と
も
関
係
し
、
古
代
．
ヘ
ル
シ
ャ
の
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
」
の

影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
処
で
も
あ
る
。
心
に
次

い
で
脾
を
重
視
し
、
心
は
純
陽
で
天
に
屈
し
、
脾
は
純
陰
で
地
に
屈

す
と
も
い
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
雷
虫
は
人
を
殺
す
と
か
、
三
虫
に

つ
い
て
も
の
べ
て
い
る
。

⑨
治
療
法
に
つ
い
て
は
、
「
斎
戒
鬼
神
救
死
訣
」
で
は
、
卜
卦
、

薬
物
、
針
灸
、
効
（
法
に
照
し
て
罰
す
る
）
神
に
祈
る
。
神
を
よ
ん
で

悪
い
処
を
象
つ
け
る
等
の
七
つ
の
方
法
を
あ
げ
、
夫
為
に
長
じ
た
人

を
あ
つ
め
て
綜
合
的
に
力
を
結
集
し
て
万
人
の
病
を
治
す
こ
と
が
よ

い
と
い
っ
て
い
る
。
食
事
は
少
な
い
方
が
よ
く
、
た
べ
す
ぎ
る
の

も
、
ま
た
全
く
た
べ
な
い
の
も
よ
く
な
い
と
し
、
節
食
千
日
で
腸
胃

は
通
じ
病
気
は
な
く
な
る
と
い
う
。
最
も
よ
い
の
は
風
気
を
食
う
こ

と
、
次
は
薬
を
と
る
こ
と
、
第
三
は
少
食
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。
心
理
的
療
法
と
し
て
「
符
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
身
に
楓
ぴ
た

り
、
丹
害
し
て
の
む
の
が
よ
い
と
も
い
っ
て
い
る
。
精
神
的
療
法
と

し
て
、
「
守
こ
を
あ
げ
て
い
る
。
一
を
守
れ
ば
天
神
が
助
け
、
守

一
を
し
る
こ
と
を
無
極
の
道
と
も
い
い
、
体
と
精
神
が
一
つ
に
な
れ

ば
長
生
き
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
静
か
な
室
で
、
一
心
に
、
五
面
に

夫
を
五
騎
づ
つ
描
い
た
五
臓
神
を
念
じ
れ
ば
、
五
臓
神
は
気
に
応
じ

て
助
け
に
来
て
、
病
気
を
治
す
の
だ
と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
肝
神
、

心
神
、
腎
神
、
脾
神
、
頭
神
、
腰
神
、
四
肢
神
は
い
つ
も
空
虚
な
静

か
な
処
に
い
て
、
斎
戒
し
て
、
香
を
た
き
、
一
生
懸
命
念
じ
れ
ば
百
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病
は
消
滅
す
る
。
こ
こ
に
内
観
、
存
思
、
坐
忘
の
姿
を
み
る
。

そ
の
他
、
具
体
的
な
記
述
と
し
て
、
「
草
木
方
訣
、
生
物
方
訣
、

灸
刺
訣
、
神
祝
文
訣
、
方
薬
厭
固
相
治
訣
」
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
も
紹
介
し
た
い
。

（
吉
元
医
院
）

中
国
古
代
医
学
は
わ
か
り
に
く
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
陰
陽
と

い
う
言
葉
の
概
念
が
つ
か
象
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
在
る
、
と
思
わ

れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
陰
陽
と
い
う
言
葉
は
中
国
古
代
医
学
の
あ
ら

ゆ
る
局
面
に
し
み
わ
た
っ
て
い
て
、
此
の
医
学
の
重
要
な
構
成
要
素

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
陰
陽
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
此
の
医
学

は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
陰
陽
は
中
国
古
代
医
学
を

考
え
る
も
の
に
と
っ
て
、
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
課
題
で
あ
る
。

思
想
史
の
上
で
も
、
陰
陽
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
殊
に
易
の

基
礎
的
概
念
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
陰
陽
は
先

ず
宇
宙
を
構
成
す
る
事
物
の
分
類
原
理
で
あ
り
、
す
べ
て
の
物
事
は

陰
陽
何
れ
か
に
分
け
ら
れ
る
。
次
に
、
陰
陽
は
物
事
の
生
成
消
滅
の

動
因
で
あ
り
、
運
動
（
機
能
）
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
消
長
盛
衰
に

よ
っ
て
現
象
世
界
が
成
立
す
る
。

中
国
古
代
医
学
に
お
け
る
陰
陽
に

つ
い
て

家
本
誠
一
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