
真

宗

教

団

論

私

考

信

一

教

団

を

問

う

心

教
団
論
と
は
そ
の
歴
史
的
考
察
及
び
教
義
的
考
察
を
ふ
く
め
て
、
教
団
の
よ
っ
て
立
つ
原
点
を
探
ね
、
そ
の
あ
る
べ
き
理
想
像
の
究
明

を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
他
面
、
私
の
所
属
す
る
現
実
の
教
団
は
、
す
で
に
幾
百
年
か
の
歴
史
を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ

は
過
去
に
お
い
て
き
ま
ざ
ま
な
誤
診
を
犯
し
、
い
ま
も
現
に
多
く
の
非
本
質
的
な
も
の
を
宿
し
て
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

現
実
の
教
団
に
所
属
し
つ
つ
、
し
か
も
ま
た
、
い
ま
こ
こ
に
こ
の
教
団
の
原
点
を
探
ね
、
そ
の
理
想
像
を
模
索
し
論
究
し
よ
う
と
す
る
時
、

私
に
と

っ
て
は
そ
の
思
索
を
深
め
る
中
で
、
他
面
こ
の
現
実
の
教
団
状
況
が
、
そ
の
教
団
の
原
点
に
対
し
て
、
ま
た
あ
る
べ
き
理
想
の
教

団
像
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
も
遠
く
隔

っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
り
、
そ
の
現
実
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
く
る
。
こ
こ
に

私
に
と
っ
て
の
教
団
論
の
考
察
は
、
必
然
に
自
己
の
所
属
す
る
現
実
の
教
団
状
況

へ
の
き
び
し
い
反
省
と
そ
の
告
発
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

く
な
る
。
そ
し
て
従
来
に
見
ら
れ
る
如
き
、
現
実
の
教
団
状
況
に
は
ま

っ
た
く
眼
を
覆
い
、
そ
れ
と
は
無
縁
の
地
点
に
立

っ
て
論
じ
ら
れ
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る
教
団
論
が
、
い
か
に
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
欺
騰
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
て
私
に
お
け
る
教
団
論
は
、

教
団
の
原
点
を
究
明
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
理
想
像
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
同
時
に
そ
の
必
然
と
し
て
、
現
実
の
教
団
状

況
を
問
い
、　
そ
れ
に
対
す
る
き
び
し
い
批
判
と
な

っ
て
ゆ
く
。　
し
か
し
な
が
ら
、　
ま
た
そ
の
こ
と
は
現
に
私
が
そ
の
教
団
の

一
員
と
し

て
、
そ
こ
に
育
て
ら
れ
そ
こ
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
現
実
の
教
団
状
況
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
単
な
る
第
三
者

的
な
批
判
で
あ

っ
た
り
、
ま
た
観
念
的
な
思
弁
に
止
ま
る
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
が
単
な
る
観
念
的
な
批
判
で
あ

っ

た
り
、
無
責
任
な
誹
謗
に
終
る
か
ぎ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
さ
に
徒
労
以
上
に
罪
悪
で
き
え
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
こ
の
教
団
論
の
考
究
は
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
必
然
と
し
て
の
、
こ
の
現
実
の
教
団
状
況
に
痛
み
を
覚
え
、
そ
の
現
実
を
告
発
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
自
ら
の
主
体
的
な
行
動
実
践
を
か
け
て
こ
そ
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
ま
た
私
は
、

こ
の
自
ら
の
教
団
の
現
状
を
問
い
つ
づ
け
て
ゆ
く
営
み
の
中
で
、
現
実
の
教
団
の
中
に
生
き
つ
つ
、
し
か
も
こ
の
教
団
を
問
う
と
い
う
こ

と
が
、
ま

っ
た
く
の
矛
盾
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
つ
い
に
は
、
自
己
が
自
己
自
身
を
間
う
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
教
団
の
原
点
を
究
明
し
、
そ
の
理
想
像
を
模
索
し
つ
つ
、
し
か
も
ま
た
そ
の
必
然

と
し
て
現
実
の
お
の
れ
の
教
団
状
況
を
告
発
し
て
ゆ
く
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
つ
い
に
は
私
が
私
自
身
の
現
実
の
在
り
よ
う
を
問
う
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
私
に
と

っ
て
の
教
団
論
の
考
察
は
、
畢
党
私
自
身
が
本
願
の
教
法
に
お
い
て
根
源
的
に
問
わ
れ
て
ゆ
く
と
い

う
、
私
に
お
け
る
信
の
営
み
に
属
す
る
行
為
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

か
く
し
て
教
法
に
直
面
し
、
そ
し
て
ま
た
如
来
の
本
願
に
対
向
し
て
、
教
団
を
問
い
つ
つ
自
己
が
問
わ
れ
、
自
己
を
問
い
つ
つ
教
団
を

問
う
で
ゆ
く
、
こ
の
よ
う
な
私
に
お
け
る
信
の
営
み
と
し
て
教
団
を
問
う
と
い
う
こ
と
、
私
は
こ
こ
に
私
自
身
の
教
団
論
の
立
場
を
設
定

し
た
い
と
思
う
。



二

教

団

と

は

何

か

先
ず
教
団
と
は
何
か
、
教
団
の
定
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
論
を
す
す
め
よ
う
。
こ
の
教
団
と
い
う
語
は
、
元
来
伝
統
的
な
仏

教
々
義
上
の
用
語
で
は
な
く
、　
近
代
に
至

っ
て
法
律
的
、　
行
政
的
な

面
で

造
語
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
（↓

例
え
ば
真
宗
本
願
寺
派
に
お
い
て
は
、
明
治
四
十
三
年
貧

九
一
〇
）
十
月
に

「教
団
規
定
」
を
発
布
し
て
、
全
国
の
末
寺
を
五
つ
の

教
団
に
分
属
し
、　
そ
の
布
教
機
関
の
統

一
を
計

っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
（ι

現
代
に
お
け
る
教
団
の
語
は
、　
こ
の
よ
う
に
近
代
に
至

っ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
、
次
第
に

一
般
化
し
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
今
日
で
は
ま
た
こ
の
教
団
と
同
じ
意
味
を
も
つ
語
と
し

て
、
宗
団
と
い
う
語
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
教
団
の
語
が
普
及
し
て
い
る
。
そ
の
教
団
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
『
大
漢
和
辞

典
』
（諸
橋
轍
次
編
）
に
よ
る
と

「宗
教
団
体
の
略
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（↓
　
ま
た

『
広
辞
苑
』
（新
村
出
編
）
に
よ
る
と

「
同

一
教
義
を
信

奉
す
る
者
が
集
ま

っ
て
作

っ
た
宗
教
団
体
」
と
註
し
て
い
る
。
（ι
　
仏
教
関
係
の
辞
典
に
つ
い
て
は
、
『
仏
教
大
辞
典
』

（織
田
得
能
編
）
に

も

『
仏
教
大
辞
典
』
（望
月
信
亨
編
）
に
も
そ
の
項
目
は
見
当
た
ら
な
い
。
『
仏
教
大
辞
彙
』
（龍
谷
大
学
編
）
に
は

「同

一
の
教
義
を
奉
ず
る

者
の
集
団
を
い
ふ
。
梵
語
の
僧
伽

↑
”
Ｂ
∞
す
じ

は
即
ち
是
な
り
。
云
々
」
と
あ
り
、
（↓

ま
た

『
新
仏
教
辞
典
』
（中
村
元
編
）
に
は

「同
じ

教
え
を
奉
じ
て
集
ま

っ
た
人
た
ち
の
集
団
を
い
う
。
通
常
教
義
を
説
き
教
え
る
教
職
者
層
と
教
え
を
受
取
る
信
者
層
か
ら
構
成
さ
れ
る

が
、
仏
教
で
は
古
く
よ
リ
サ
ン
ガ

（∽
”
彗
∞
〓
こ

と
称
し
た
。
云
々
」
と
説
き
、
（Ｃ

ま
た

『
真
宗
大
辞
典
』
（岡
村
周
薩
編
）
で
は

「同

一
の

宗
教
を
信
仰
す
る
者
の
団
体
を
言
う
。
宗
祖
聖
人
在
世
の
頃
よ
り
滅
後
に
互

っ
て
、
関
東
地
方
に
高
田
門
徒
鹿
島
門
徒
及
び
横
曽
根
門
徒

な
ど
が
あ

っ
た
が
、
此
等
は
即
ち
教
団
で
あ
る
。
（中
略
）
梵
語
の
僧
伽
は
即
ち
教
団
で
あ
る
」
な
ど
と
註
し
て
い
る
。
（こ

か
く
し
て
教
団
と
い
う
語
は
、
歴
史
も
浅
く
ま
た
そ
の
概
念
規
定
も
充
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
に
見
た
諸
辞
典
に
お
け
る
理
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解
か
ら
す
る
と
、　
一
般
的
に
は

「
同
じ
教
義
を
信
奉
す
る
も
の
の
集
団
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
い
う
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

こ
で
更
に
教
団
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
歴
史
学
的
、
宗
教
学
的
な
視
点
か
ら
も
概
観
す
る
必
要
を
思
う
が
、
い
ま
は
紙
数
の

制
限
に
よ

っ
て
す
べ
て
を
省
略
し
、
次
い
で
た
だ
ち
に
教
義
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
従
来
に
お

い
て
は
真
宗
教
義
の
立
場
か
ら
の
教
団
に
関
す
る
考
察
は
、
若
干
の
論
考
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（二

私
は
い
ま
こ
れ
ら
の
論
考
の
膜
尾
に
附
し
て
、
以
下
真
宗
に
お
け
る
教
団
論
に
つ
い
て
の
若
干
の
私
見
を
開
陳
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ

こ
で
私
は
先
ず
教
団
を
基
本
的
に
は
、
上
に
見
た
如
き

一
般
的
な
概
念
規
定
に
し
た
が

っ
て

「同
じ
教
義
を
信
奉
す
る
も
の
の
集
団
」
と

理
解
し
、　
そ
の
教
団
な
る
語
の

「教
」
と
は
教
法
、
教
義
、
「団
」
と
は
集
団
、　
共
同
体
を
意
味
す
る
と
捉
え
て
、
そ
の
両
者
の
関
係
を

「
教
の
団
」
乃
至
は

「教
と
団
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
団
と
は
、

教
法
現
成
の
場
と
し
て
の
共
同
体

教
法
住
持
の
場
と
し
て
の
共
同
体

と
し
て
把
捉
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
教
法
現
成
の
場
と
し
て
の
共
同
体
と
は
、
教
法
が
つ
ね
に
そ
こ
に
貫
徹
し
て
、
教
法
が
教
法
と
し
て

自
己
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
集
団
、
共
同
体
を
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
教
法
住
持
の
場
と
し
て
の
共
同
体
と
は
、

つ
ね
に
教
法

に
よ

っ
て
支
持
さ
れ
、
そ
の
教
法
に
よ

っ
て
統
理
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
集
団
、
共
同
体
を
い
う
わ
け
で
あ
る
。
私
は
い
ま
真
宗
の
教
団

を
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
に
本
願
の
教
法
が
つ
ね
に
そ
こ
に
貫
徹
現
成
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
ひ
と
し
く
住
持
さ
れ
統
理
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
共
同
体
と
し
て
捉
え
た
い
と
考
え
る
。

〓
一　
教
法
の
意
味
す
る
も
の



こ
の
よ
う
に
真
宗
教
団
が

「教
の
団
」
「教
と
団
」
と
し
て
、　
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
教
法
の
現
成
、　
そ
の
教
法
の
住
持
す
る
共
同
体
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
真
宗
教
団
の
基
本
原
理
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
は
、
先
ず
何
よ
り
も
、
そ
の
教
法
の
も

っ
て
い
る
性
格
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
教
と
は
仏
教
に
お
い
て
は
基
本
的
に
は

「宗
」
と

「教
」
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
宗
と
は

∽
〓
０

，
鉤
ュ
”
に
し
て
成
就
さ
れ
た
も
の
を
意
味
し
、
そ
れ
は
第

一
義
諦
、
根
本
真
理
、

永
遠
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
仏
教
が
め
ざ
す
と
こ
ろ
の
究
党
的
な
出
世
涅
薬
の
境
地
を
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
教
と
は

、
み
”
●
帥
で
あ

っ
て

指
示
、
宣
説
の
意
味
で
、
そ
の
究
党
的
な
根
本
真
理
と
し
て
の
宗
を
体
験
領
解
し
た
も
の
が
、
他
の
人
々
の
た
め
に
そ
れ
を
表
現
し
説
示

し
た
も
の
を
い
う
。
す
）

そ
し
て
そ
の
教
法
の
基
本
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
す
で
に
上
に
指
摘
し
た
如
く

０
み
”
●
鉤
と
し
て
、
根
本
真
理
と
し
て
の
宗

が
世
間
に
向

っ
て
表
詮
開
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
説
章
句
を
い
う
わ
け
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
聖
教
が

鉤
∞
”
ヨ
”
（阿
含
―
―

近
づ
く
、
到
著
）
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
り
、
（り
　
ま
た
そ
の
教
法
が

「法
界
等
流
の
法
」
（成
唯
識
論
巻
第
九
・
大
正
三
一
の
四
八
ｂ
）
と
明
か

さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
宗
と
は
、
元
来
究
党
な
る
も
の
、
第

一
義
諦
、
根
本
真
理
と
し
て
、
世
間
的
な
分
別
思
議
を
越
え
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
直
ち
に
冷
媛
自
知
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
ひ
と
り
無
分
別
な
る
智
慈
を
も

っ
て
体
験
証
得
す
る

ほ
か
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
本
来
不
可
説
、
不
可
称
な
る
宗
を
、
あ
え
て
こ
の
世
間
の
中
で
表
現
詮
示
し
た
も
の
が
こ
の
教
法

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
意
味
で
は
こ
の
教
と
は
、
不
可
説
の
言
説
と
し
て
本
来
的
に
矛
盾
を
含
ん
で
成
り
立

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
教
法
の
言
説
章
句
は
、
決
し
て
そ
れ
を
固
定
化
し
絶
対
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
究

党
な
る
根
本
真
理
と
し
て
の
宗
は
、
こ
の
教
の
言
説
章
句
に
お
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
自
己
を
現
わ
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
教
は
絶
対
的
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
教
と
は
、
本
来
に
不
可
説
な
る
も
の
と
し
て
の
宗
を
言
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説
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
宗
に
対
す
る
方
便
権
仮
と
し
て

の
意
味
し
か
も
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
大
智
度
論
』
巻
第
九
に
、
四
依
を
釈
す
に
つ
い
て
、

「
人
指
を
以

っ
て
月
を
指
し
以

っ
て
惑
者
に
示
す
が
如
し
。　
惑
者
は
指
を
視
て
月
を
見
ず
。
人
之
を
語
り
て
言
わ
ん
。　
我
れ
指
を
以

っ
て
月
を
指
し
汝
を
し
て
之
を
知
ら
し
む
。
汝
何
ぞ
指
を
看
て
月
を
視
ざ
る
や
と
。
此
れ
ま
た
是
の
如
し
。
語
は
義
の
指
と
為
す
。

語
は
義
に
非
ざ
る
な
り
。
是
れ
を
以

っ
て
の
故
に
語
に
依
る
べ
か
ら
ず
」
（大
正
二
五
の
〓
一五
ｂ
）
貧
）

と
明
か
す
も
の
は
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
と
は
ど
こ
ま
で
も

「指
月
の
指
」
で
し
か
な
い
。
指
を
見
て
月
を
見
ざ
る
の

愚
に
堕
し
て
は
な
ら
な
い
。
教
と
は
あ
く
ま
で
も
宗
、
第

一
義
諦
、
根
本
真
理
を
指
示
し
、
そ
れ
に
到
る
た
め
の
方
便
階
梯
に
は
か
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
と
は
つ
ね
に
宗
の
言
説
化
、
世
間
化
と
し
て
、
こ
の
現
実
に
向

っ
て
到
来
し
つ
づ
け
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
言
説
化
、
世
間
化
を
通
し
て
、
そ
の
本
来
の
自
己
で
あ
る
宗
そ
の
も
の
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は

言
説
化
、
世
間
化
し
つ
つ
、
し
か
も
ま
た
つ
ね
に
そ
の
言
説
化
、
世
間
化
を
自
己
否
定
し
つ
つ
、
本
来
の
自
己
な
る
宗
と
し
て
の
出
世
に

向

っ
て
還
帰
し
つ
づ
け
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
教
と
は
、
宗
の
自
己
開
示
と
し
て
こ
の
世
間
に
向

っ
て
示
現
し
つ
つ
、
し
か

も
ま
た
つ
ね
に
宗
そ
の
も
の
に
還
帰
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
不
可
説
の
言
説
、
出
世
の
世
間
化
と
し
て
の
矛
盾
の
構

造
に
お
い
て
、
宗
か
ら
世
間
化

へ
、
世
間
化
か
ら
宗

へ
の
は
て
し
な
い
往
還
の
運
動
に
お
い
て
成
り
立

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
仏
教
に

お
け
る
教
法
と
は
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
ま
た
教
法
と
は
、

「
教
と
は
聖
人
の
下
に
被
ら
し
む
る
の
言
な
り
」
（法
華
玄
義

一
の
上
。
大
正
三
三
の
六
八
三
ｂ
）

「教
と
は
是
れ
上
聖
の
下
に
被
ら
し
む
る
の
言
」
（摩
詞
止
観

一
の
上
。
大
正
四
六
２
一一
↓



な
ど
と
解
釈
さ
れ
る
如
く
、
根
本
真
理
の
自
己
開
示
と
し
て
、
上
聖
の
下
に
被
ら
し
め
る
言
説
に
は
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
ま
た
そ
う
い
う
根
本
真
理
、
宗
の
自
己
開
示
と
は
、
単
に
上
か
ら
下

へ
の
一
方
的
方
向
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
は
あ
り
え

な
い
。　
そ
れ
は
つ
ね
に
現
実
の
世
間
と
の
き
び
し
い
葛
藤
対
決
に
お
い
て
の
み
、　
は
じ
め
て
教
と
し
て
成
り
立

っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

っ

て
、
教
法
と
は
宗
の
自
己
開
示
で
あ
り
つ
つ
も
、
ま
た
同
時
に
世
間
の
側
、
私
の
側
に
お
け
る
宗
、
根
本
真
理
に
対
す
る
態
度
姿
勢
に
か

か
わ

っ
て
成
立
し
て
ゆ
く
も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
は
単
に

一
方
的
に
与
え
ら
れ
た
の
み
で
は
教
の
生
命
を
保
持
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
こ
と
の
教
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
の
教
が
私
に
お
い
て
主
体
的
に
選
び
と
ら
れ
、
領
解
さ
れ
、
私
が
そ
れ

を
依
止
と
し
て
次
第
に
脱
皮
成
長
し
、
自
己
実
現
を
遂
げ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
教
は
私
に
お
い
て
選
び
と
ら
れ
、

主
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
教
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
教
が
単
に
与
え
ら
れ
た
の
み
で
あ

っ
て
、
そ
れ

が
主
体
的
に
選
び
と
ら
れ
受
け
と
め
ら
れ
な
い
場
合
、
そ
れ
は
も
は
や
教
で
は
な
く
、
単
な
る
言
葉
で
し
か
な
い
。
ま
さ
に
教
法
の
形
骸

化
で
あ
る
。
教
が
ま
こ
と
の
教
で
あ
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
主
体
に
お
け
る
自
ら
の
存
在
を
か
け
た
選
び
と
り
と
、
そ
の
主
体
的
な
把
捉

領
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
こ
そ
教
は
は
じ
め
て
教
と
し
て
の
生
命
を
持
続
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
仏
法
が
釈
尊
以
来
現
代
に
至

る
ま
で
、
連
綿
と
し
て
流
伝
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
教
の
言
説
章
句
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
宗
教
的
主
体
に
お
い
て
、
そ
の
教
法
が
明
確
に
選
び
と
ら
れ
て
き
た
、
そ
う
い
う
教
法
に
対
す

る
選
択
領
解
の
相
統
に
お
い
て
こ
そ
、
仏
法
は
今
日
に
至
る
ま
で
伝
統
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
教
理
史
研
究
と
は
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
教
法
の
選
択
領
解
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。　
か
く
て

教
と
は
つ
ね
に
主
体
の
選
択
領
解
に
お
い
て
こ

そ
、
す
な
わ
ち
、　
ひ
と
え
に
主
体
に
お
い
て
求
め
ら
れ
、　
選
び
と
ら
れ
て
こ
そ
、　
は
じ
め
て
教
と
な
る
の
で
あ
る
。

教
と
い
う
文
字
は

『
大
漢
和
辞
典
』
の
解
字
に
よ
る
と
、
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「会
意
形
声
支
（軽
く
た
た
い
て
注
意
す
る
）
と
撃
（な
ら
ふ
、
一
説
に
は
学
の
古
字
）
と
の
合
字
。
上
か
ら
施
す
の
が
支
で
、
下
か
ら
な
ら
ふ

の
が
手
で
あ
る
。
上
の
施
す
の
を
主
と
し
て
教
と
い
ひ
、
下
が
な
ら
う
こ
と
を
学
と
い
ふ
」
っ
）

と
註
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
教
と
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
、
選
び
と
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
両
者
の
合
致
に
お
い
て
教
と
な
り
う
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。　
こ
こ
に
も
ま
た

教
に
お
け
る
如
上
の
意
味
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。　
か
く
て
教
法
と

は
、
究
寛
な
る
第

一
義
諦
、
根
本
真
理
が
、
こ
の
現
実
の
歴
史
社
会
に
向

っ
て
自
己
開
示
し
、
そ
こ
に
貫
徹
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
私
に
お
い
て
そ
れ
が
的
確
に
選
び
と
ら
れ
て
、
主
体
的
に
領
解
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
す
な
わ
ち
、
人
格
を
通
し
て
の

主
体
化
に
お
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
ま
こ
と
の
教
法
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
教
法
の
性
格
と
し
て
見
逃
し
え
な
い
こ
と
は
、

「教
と
は
理
を
詮
わ
し
物
を
化
す
る
を
義
と
為
す
」
（天
台
四
教
儀
一
。
大
正
四
六
の
七
二
一
ι

と
示
さ
れ
る
如
く
に
、
教
と
は
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
逆
理
迷
妄
に
生
き
る
私
の
現
実
存
在
の
相
を
根
源
的
に
照
破
し
、

批
判
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
私
を
し
て
新
た
な
る
理
想
に
向

っ
て
調
育
し
、
成
長
せ
し
め
る
作
用

を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
こ
の
教
法
に
値
遇
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
宗
、
根
本
真
理
の
自
己
開
示
と

し
て
の
教
に
お
い
て
、
迷
妄
不
実
な
る
お
の
れ
の
現
実
存
在
の
相
が
徹
底
し
て
問
わ
れ
、
照
破
さ
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
が
、
し
か
も
ま

た
私
は
そ
の
教
法
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
、
お
の
れ
の
志
求
す
べ
き
究
党
の
理
想
を
自
覚
し
、
そ
の
道
に
導
か
れ
、
そ
れ
に
向

っ
て
脱
皮

し
、
成
長
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
も
し
も
私
が
教
法
に
出
会

っ
て
な
お
そ
の
よ
う
な
照
破
と
成
長
が
成
り
立
た
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
私
に
と

っ
て
は
教
法
で
は
あ
り
え
な
い
。
教
法
は
私
に
お
け
る
照
破
と
成
長
が
成
り
立

っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
私
に
と

っ
て
の
教

法
で
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。　
ま
こ
と
の
教
法
と
は
、　
親
鸞
が

『
行
巻
』
の

一
乗
海
釈
に
お
い
て
、　
本
願
の
教
法
を
讃
嘆
す
る
文
の
中



で
、

「
日
輪
の
光
の
如
し
、　
一
切
几
愚
の
痴
闇
を
破
し
て
信
楽
を
出
生
す
る
が
故
に
」
（真
聖
全
二
の
四
一じ

と
説
き
、
ま
た
、

「猶
し
厳
父
の
如
し
、　
一
切
諸
の
几
聖
を
訓
導
す
る
が
故
に
。

猶
し
悲
母
の
如
し
、　
一
切
几
聖
の
報
土
真
実
の
因
を
長
生
す
る
が
故

に
」
（真
聖
全
二
の
四
二
）

な
ど
と
明
か
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
教
法
と
は
日
輪
の
光
明
の
如
く
、

つ
ね
に
私
に
お
け
る
無
明
の
闇
を
き
び
し
く
照
破
し
、
批
判
し

て
ゆ
く
が
、
ま
た
同
時
に
そ
の
光
照
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
私
に
お
い
て
信
心
を
出
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
厳
父

の
よ
く
訓
導
し
、
悲
母
の
よ
く
長
生
す
る
如
く
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
教
と
は
、
本
来
に
私
に
お
け
る
あ
り
の
ま
ま
の
現
実

の
相
を
き
び
し
く
批
判
照
破
し
、
ま
た
私
を
し
て
あ
る
べ
き
理
想
に
向

っ
て
訓
導
調
育
す
る
と
こ
ろ
の
働
き
を
も
っ
た
も
の
を
い
い
、
そ

の
こ
と
が
私
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
教
法
は
ま
こ
と
の
教
法
と
な

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
法
と
は
つ

ね
に
人
格
に
お
い
て
、
そ
の
人
格
の
中
に
徹
底
し
、
そ
の
人
格
を
成
長
せ
し
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
を
開
示
し
実
現
し
て
ゆ
く
の
で

あ

っ
て
、
教
が
人
を
し
て
人
と
し
て
成
就
せ
し
め
、
人
が
教
を
し
て
教
と
し
て
成
就
せ
し
め
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

か
く
て
以
上
見
て
き
た
如
く
、
教
法
の
も
つ
性
格
と
は
基
本
的
に
ょ
、

不
可
説
な
る
も
の
を
言
説
化
し
た
も
の

私
に
お
い
て
選
び
と
ら
れ
る
べ
き
も
の

私
を
批
判
し
成
長
せ
し
め
る
も
の

と
い
う
三
点
に
集
約
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
教
団
が
つ
ね
に
教
法
の
現
成
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
教
法
に
よ
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っ
て
住
持
さ
れ
た
場
と
し
て
の
共
同
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
教
法
が
い
ま
現
に
ま
こ
と
に
貫
徹
し
現
成
し
つ
つ
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
そ
れ
に
よ

っ
て
確
か
に
支
持
さ
れ
、
統
理
さ
れ
て
い
る
共
同
体
を
こ
そ
、
教
団
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
私
は
い
ま
真
宗
の
あ

る
べ
き
教
団
像
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
と
思
う
。

四
　
真
宗
教
団

の
基
本
原
理

か
く
し
て
真
宗
に
お
け
る
教
団
と
は
、
上
に
見
た
如
き
教
法
が
つ
ね
に
現
成
し
、
そ
の
教
法
に
よ

っ
て
住
持
さ
れ
て
い
る
共
同
体
で
あ

る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
が
、
と
す
れ
ば
、
真
宗
教
団
の
よ

っ
て
立
つ
べ
き
基
本
原
理
と
は
、
そ
の
教
法
の
も
つ
性
格
か
ら
し
て
必
然
に

導
き
出
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
教
法
と
は
私
に
お
い
て
選
び
と
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
教

団
と
は
何
よ
り
も
教
法
選
択
の
共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
教
法
と
は
不
可
説
な
る
も
の
を
言
説
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
教
団
と
は
世
間
的
な
形
態
を
と
り
つ
つ
も
つ
ね
に
出
世
を
志
向
す
る
共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
ま
た
教
法
と
は
私
を
批
判
し
成
長
せ
じ
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
教
団
と
は
何
よ
り
も
行
道
実
践
の
共
同
体

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
真
宗
教
団
の
基
本
原
理
と
は
、
総
括
的
に
は
、

教
法
選
択
の
共
同
体
と
し
て
の
教
団

出
世
志
向
の
共
同
体
と
し
て
の
教
団

行
道
実
践
の
共
同
体
と
し
て
の
教
団

と
い
う
三
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
じ
め
の
教
法
選
択
の
共
同
体
と
し
て
の
教
団
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
教
法
と
は
上
に
見
た
如
く
に
、
宗
、
第

一
義
諦
の
自



己
開
示
、
法
界
等
流
と
と
も
に
、
ま
た
つ
ね
に
自
己
自
身
に
お
い
て
、
主
体
的
に
選
び
と
ら
れ
、
領
解
さ
れ
て
こ
そ
、
ま
こ
と
の
教
法
と

な
り
う
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
主
体
的
な
選
び
と
は
、
畢
党
す
る
に
私
に
お
け
る
信
の
成
立
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
そ

の
こ
と
は
ま
た
、
教
法
と
は
ひ
と
え
に
信
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
私
に
お
け
る
信
心
に
お
い
て
現
成
し
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
教
法
と
な
る

も
の
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
団
が
教
法
現
成
、
教
法
住
持
の
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
団
と

は
教
法
が
人
格
に
お
い
て
教
法
と
な

っ
た
時
、
そ
の
人
々
の
共
同
体
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

つ
ね
に
信
心
に
生
き

る
人
の
誕
生
に
お
い
て
、
そ
の
共
同
体
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
信
心
に
生
き
る
人
々
の
共
同
体
を
教
団
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
教
法
が
お
の
れ
の
主
体
を
か
け
て
選
び
と
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
集
団
は
、
決
し
て
教
団
で
は
あ
り
え
な

い
。

「念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま
た
す
で
ん
と
も
、
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
（歎
異
抄

・
真
聖
全
二
の
七
七
五
）

と
語
ら
れ
る
言
葉
に
う
か
が
え
る
如
き
、
教
法
に
つ
い
て
の
明
確
な
選
択
受
持
の
決
断
こ
そ
が
大
切
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
自
己
を
か
け

て
選
び
と

っ
た
も
の
の
共
同
体
と
し
て
の
、
ま
こ
と
の
教
団
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
我
々
の
教
団
の
状
況
を

顧
み
る
時
、
そ
こ
に
は
か
か
る
き
び
し
い
選
び
が
あ
ま
り
に
も
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
多
分
に
運
命
的
な
集
団
に
な

っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
僧
侶
も
信
者
も
、
そ
の
多
く
は
自
分
の
意
志
と
は
別
な
、
単
な
る
血
縁
や
地
縁
、
あ
る
い
は
ま
た
家
と
い
う
世
俗

的
な
繋
り
に
お
い
て
、
他
律
的
、
運
命
的
に
、
こ
の
真
宗
の
教
法
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
教
法
と
の
値
遇
に
よ
る

主
体
を
か
け
た
選
び
が
、　
ど
れ
ほ
ど
確
か
に
成
り
立

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

今
日
の
寺
院
住
職
に
お
け
る

世
襲
制
度
に
よ
る
関
わ
り

や
、
因
襲
的
な
寺
檀
関
係
に
よ
る
信
者
の
関
わ
り
方
の
如
き
は
、
何
れ
も
多
分
に
か
か
る
他
律
的
、
運
命
的
な
関
わ
り
方
で
し
か
な
い
の

で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
今
日
の
教
団
が
教
団
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
、
ま
こ
と
の
教
法
が
現
成
し
て
い
な
い
、
し
た
が

っ
て
ま
た
生
命
の
枯
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渇
し
た
教
団
に
転
落
し
つ
つ
あ
る
状
況
が
、
生
ま
れ
て
い
る
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
教
法
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
ま
た
自
己

の
主
体
を
か
け
た
選
び
と
り
、
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
遇
教
聞
法
の
確
か
な
実
感
、
そ
う
い
う
教
法
に
対
す
る
主
体
的
な
選
択
領
解
の
体

験
に
お
い
て
生
起
し
て
く
る
、
信
心

一
味
、
同
朋
、
同
行
の
連
帯
意
識
を
紐
帯
と
し
て
成
立
す
る
も
の
こ
そ
、
ま
こ
と
の
真
宗
教
団
で
あ

ス
ご
つ
。

次
の
出
世
志
向
の
共
同
体
と
し
て
の
教
団
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
教
法
と
は
上
に
見
た
如
く
に
、
本
来
不
可
説
な
る
宗
、
第

一
義
諦

の
世
間

へ
の
等
流
と
し
て
の
陛
間
化
、
言
説
化
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
は
そ
の
故
に
こ
そ
、
不
断
に
お
の
れ
の

世
俗
性
を
否
定
し
て
、
そ
の
本
質
と
し
て
の
出
世
、
宗
に
向

っ
て
還
帰
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
教
団
と
は

歴
史
的
社
会
的
な
集
団
で
あ
る
以
上
、

つ
ね
に
こ
の
世
俗
の
た
だ
中
に
成
立
し
、
自
ら
世
俗
的
な
形
態
を
も

っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
が
教
法
現
成
、
教
法
住
持
の
共
同
体
で
あ
る
限
り
、
教
団
は
自
ら
そ
の
教
団
に
お
け
る
世
俗
性
を
き
び

し
く
痛
み
、
そ
れ
を
不
断
に
否
定
し
つ
つ
、

つ
ね
に
第

一
義
諦
と
し
て
の
出
世
、
永
遠
を
志
向
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
教
団
と
は
教
法
の
現
成
、
教
法
の
住
持
す
る
共
同
体
と
し
て
、

つ
ね
に
こ
の
世
俗
の
た
だ
中
に
成
立
し
、
そ
こ
に
存
在
す
る

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
世
俗
を
教
え
た
出
世
、
永
遠
の
中
に
、
お
の
れ
の
よ

っ
て
立
つ
べ
き
根
拠
を

求
め
て
、
不
断
に
そ
の
世
俗
性
を
根
底
か
ら
否
定
し
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
に
出
世
を
志
向
し
、
永
遠
に
向

っ
て
転
入
し
つ
づ
け
て
存
在
す
べ

き
も
の
な
の
で
あ
る
。
教
団
と
は
こ
の
よ
う
な
世
俗
と
出
世
の
緊
張
矛
盾
の
関
係
の
中
に
お
い
て
、
世
俗
に
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
ま
た
つ

ね
に
そ
の
世
俗
を
否
定
し
て
、
出
世
を
思
念
し
、
そ
れ
を
志
向
す
る
姿
勢
と
行
為
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
教
団
と
は
つ
ね
に
現
実
の
在

り
よ
う
が
お
の
れ
の
内
か
ら
問
い
つ
づ
け
ら
れ
て
、
出
世
に
向

っ
て
新
し
く
脱
皮
し
転
換
し
て
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
し
て
ま
た

更
に
い
え
ば
、
教
団
と
は
教
団
人

一
人

一
人
の
出
世

へ
の
志
向
、
成
長
の
た
め
の
方
便
と
し
て
の
み
、
は
じ
め
て
自
己
の
存
在
性
が
許
容



さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
教
団
に
し
て
ひ
と
た
び
こ
の
世
俗
の
否
定
、
出
世

へ
の
志
向
を
欠
落
し
て
、
そ
れ
自
身
の
存
在
を
目

的
化
し
、
そ
の
保
身
の
策
を
弄
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
集
団
で
あ

っ
て
、
教
団
で
は
あ
り
え
な
く
な
る
。

そ
の
よ
う
な
教
団
の
論
理
構
造
は
、
親
鸞
に
お
け
る

「非
僧
非
俗
」

（化
身
土
巻

。
真
聖
全
二
２

一〇
こ

と
い
う
言
葉
に
お
い
て
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
非
僧
非
俗
な
る
語
は
、
本
来
親
鸞
の
流
罪
に
関
す
る
記
録
の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
基
本
的

に
は
そ
の
歴
史
的
事
情
を
ふ
ま
え
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
こ
の
言
葉
は
、
親
鸞
が
自
ら
の
人
生
の
楷
模
と
し
て
終

生
敬
慕
し
て
や
ま
な
か

っ
た
、　
念
仏
の
先
達
者
教
信
に
お
け
る
人
生
に
対
す
る
基
本
的
態
度
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
も
あ

っ
て
、
■
）

そ
れ

は
ま
た
親
鸞
自
身
の
人
生
に
お
け
る
、
基
本
の
姿
勢
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
非
僧
非
俗
な
る
言
葉
は
、
ま
た
親
鸞
自
身
の
信
の
構
造
を
示
す
表
詮
で
も
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
（じ
　
と
す
る
な
ら
ば
、　
そ
の

非
僧
と
は
、
す
な
わ
ち
、
僧
に
あ
ら
ざ
る
在
り
方
と
し
て
、
世
俗
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
単
な
る
俗
と
し
て
で
は

な
く
て
非
僧
と
い
う
如
く
に
否
定
的
に
語
ら
れ
る
理
由
は
、
ひ
と
え
に
自
己
の
現
実
の
存
在
の
相
が
、
も

っ
ば
ら
世
俗
に
埋
没
し
つ
っ
、

出
世

へ
の
思
念
に
は
遠
く
坂
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

へ
の
、
深
い

「
痛
み
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
そ

の
非
俗
と
は
、
す
な
わ
ち
、
俗
に
あ
ら
ざ
る
在
り
方
と
し
て
、
出
世
に
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
単
な
る
出
世
と

し
て
で
は
な
く
て
非
俗
と
い
う
如
く
に
否
定
的
に
詮
わ
さ
れ
る
理
由
は
、
ひ
と
え
に
自
己
の
在
り
よ
う
を
、
い
ま
現
に
そ
こ
に
生
き
つ
つ

あ
る
世
俗
に
対
す
る
拒
否
と
し
て
の
、
強
い

「願
い
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
い
ち
ず
な
る

自
己
の
現
実
に
お
け
る
世
俗
性

へ
の

「痛
み
」
と
、
自
己
の
在
り
よ
う
と
し
て
の
出
世

へ
の
志
向
と
し
て
の

「
願
い
」
が
重
層
す
る
在
り

方
こ
そ
、
親
鸞
に
お
け
る
信
の
構
造
で
あ

っ
た
が
、
す
で
に
見
た
如
く
、
教
団
と
は
教
法
を
選
び
と

っ
て
信
心
に
生
き
る
人
の
誕
生
に
お

い
て
、
そ
の
人
々
の
共
同
体
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
信
の
構
造
こ
そ
、
ま
た
そ
の
ま
ま
教
団
の
基
本
的
な
性
格
と

二
四
五

真
宗
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二
四
六

な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
教
団
も
ま
た
世
俗
性

へ
の

「痛
み
」
と
出
世
志
向
の

「願
い
」
の
重
層
す

る
在
り
方
と
し
て
、
世
俗
の
た
だ
中
に
在
り
つ
つ
も
、

つ
ね
に
そ
の
世
俗
性
を
転
じ
つ
つ
、
出
世
の
世
界
に
帰
入
し
て
ゆ
く
べ
き
共
同
体

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
教
団
の
基
本
原
理
と
し
て
の
出
世
性
を
論
じ
つ
つ
も
、
ひ
る
が
え

っ
て
現
実
の
わ
れ
わ
れ
の
教
団
の
状
況
を
顧
み
る
時
、
そ
こ
に
は
あ
ま
り
に
も
深
く
世
俗
に
癒
着
し
、
そ
の
中
に
埋
没
し
た
、
し
た
が

っ

て
ま
た
お
の
れ
の
よ

っ
て
た
つ
べ
き
宗
、
第

一
義
諦
と
い
う
根
拠
を
見
失

っ
て
い
る
姿
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
巷
間
し
ば
し
ば
話
題

に
な
る
売
位
的
な
性
格
を
も

っ
た
僧
侶
に
対
す
る
堂
班
制
度
、
そ
し
て
ま
た
信
者
に
対
す
る
院
号
下
附
制
度
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
教

団
に
は
多
く
の
世
俗
的
な
権
威
と
営
利
が
横
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
福
沢
論
吉
が
そ
の

『
僧
侶
論
』
の
中
で
、

「僧
侶
は
俗
よ
り
出
で
て
俗
よ
り
も
な
お
俗
な
り
Ｌ
し

と
い
っ
た
き
び
し
い
非
難
は
、
い
ま
も
な
お
そ
の
ま
ま
こ
の
教
団
に
通
用
す
る
言
葉
で
は
な
い
の
か
。
私
は
改
め
て
こ
の
教
団
の
今
日
的

状
況
の
中
に
、
教
団
喪
失
の
悲
し
み
を
覚
え
ず
に
は
お
れ
な
い
。

次
に
ま
た
教
団
と
は
行
道
実
践
の
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
教
法
と
は
上
に
見
た
如
く
に
、
ま
た
つ
ね
に
私
に
向

っ
て

到
来
し
つ
つ
、
た
え
ず
私
を
批
判
し
、
私
を
成
長
せ
じ
め
て
ゆ
く
働
き
を
も

っ
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
法
と
は
私
が
そ

の
教
法
に
値
遇
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
照
破
さ
れ
、
き
び
し
く
問
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
依
止
と
し
て
私
が
脱
皮

し
、
調
育
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
教
法
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
教
団
と
は
こ
の
よ
う
な
教
法

が
現
成
し
、
そ
の
教
法
に
住
持
さ
れ
る
共
同
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
教
団
と
は
ま
た
何
よ
り
も
そ
の
教
法
に
関
わ
る

一
人

一
人
が
、

つ
ね
に
そ
の
教
法
を
聞
法
思
念
し
つ
つ
、
そ
の
教
法
を
所
依
と
し
て
自
ら
の
現
実
存
在
の
相
が
批
判
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
ら

が
次
第
に
脱
皮
し
、
成
長
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
仏
道
進
趣
と
し
て
の
行
道
実
践
の
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
教
法
に
値
遇
し
て
念



仏
を
選
び
と
り
、
信
心
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
終
生
を
通
し
て
、
教
法
に
お
い
て
自
己
が
批
判
さ
れ
、
出
世
に
向

っ
て
成
長
し

つ
づ
け
、
ま
こ
と
の
自
己
を
実
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
に
は
始
め
も
終
り
も
あ
り
え
な
い
。　
一
念
も
無
上
、
多
念
も
ま

た
無
上
で
あ
る
。
念
仏
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
涯
を
か
け
て
の
か
ぎ
り
な
い
念
仏
に
今
日
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
ま
た
信
心
も
同
様
で
あ
る
。
信
心
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
ざ
り
な
い
信
心

へ
の
深
ま
り
の
中
を
念

々
の
信
知
に
生
き
つ
づ

け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
教
団
と
は
、
こ
の
よ
う
な
念
仏
、
信
心
に
生
き
る
人
の
共
同
体
と
し
て
こ
そ
成
立
し
て
ゆ
く
も
の
で

あ

っ
て
、
こ
の
念
仏
、
信
心
の
行
道
実
践
な
く
し
て
教
団
の
成
立
は
あ
り
え
な
い
。
教
団
は
ま
た
ひ
と
え
に
こ
の
念
仏
、
信
心
の
行
道
実

践
の
場
と
し
て
、
教
団
人
の
念
仏
、
信
心
と
共
に
刻

々
に
成
立
し
て
ゆ
く
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

教
団
と
は
決
し
て
個
を
統
合
し
て
、
そ
れ
を
全
体
の
組
織
の
中
に
埋
没
さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
な
、
そ
し
て
ま
た
個
に
対
し
て
全
体
、
組
織
を

優
先
さ
せ
る
如
き
集
団
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
基
本
的
に
は
、
人
間

一
人

一
人
が
、
そ
の
教
法
を
依
止
と
し
て
脱
皮
し
、

成
長
し
て
ゆ
き
、
自
ら
の
新
た
な
る
主
体
を
自
律
的
に
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
教
法
と
の
値

遇
に
お
い
て
ま
こ
と
の
自
己
を
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
う
い
う
宗
教
的
主
体
の
確
立
に
基
づ
い
て
、
そ
の
主
体
お
の
お
の
の
連
帯
と
し

て
成
立
す
る
も
の
こ
そ
が
教
団
で
あ
る
。
親
鸞
が
、

「親
鸞
は
弟
子

一
人
も
も
た
ず
そ
ふ
ら
う
」
（歎
異
抄
・
真
聖
全
二
の
七
七
六
）

と
語
り
、
ま
た
真
宗
の
信
に
生
き
る
も
の
に
と

っ
て
は
、
わ
が
弟
子
ひ
と
の
弟
子
と
い
う
こ
と
の
な
く
、
す
べ
て
が
ひ
と
し
く

「真
の
仏

弟
子
」
（末
燈
抄
・
真
聖
全
二
の
六
六
〇
）
で
あ
る
と
明
か
し
た
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。　
か
く
し
て
真
宗
教
団
に
お
い
て
は
、
こ

の
共
同
体
を
統

一
す
る
世
俗
的
な
権
威
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
存
在
す
る
根
拠
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
こ
の
教
法
に
住
持
さ
れ
る
共
同
体
に
お
い
て
は
、　
一
人

一
人
の
主
体
を
連
結
せ
し
め
る
紐
帯
は
、
教
法
以
外
の
何
も
の
で
も
あ

っ
て

真
宗
教
団
論
私
考

（信
楽
崚
麿
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一四
七



真
宗
教
団
論
私
考

（信
楽
峻
麿
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
八

は
な
ら
な
い
。　
ひ
と
え
に
教
法
に
よ

っ
て
住
持
さ
れ
、　
そ
れ
に
よ

っ
て
統
理
さ
れ
て
こ
そ
ま
こ
と
の
教
団
で
あ
る
。

同
じ
教
法
に
出
会

い
、
そ
れ
に
導
き
育
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
教
法
の
本
質
と
し
て
の
本
願
大
悲
を
根
源
と
し
て
成
長
せ
し
め

ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
、

深
層
に
お
け
る

「
一
味
」
の
道
交
、
「無
別
道
」
の
連
帯
意
識
こ
そ
が
、　
そ
の

一
人

一
人
を
連
結
せ
し
め
る
唯

一
の
紐
帯
で
あ
り
、
原
理
な
の
で
あ
る
。

親
鸞
が
語
る

「同
朋
」
「同
行
」
の
意
識
こ
そ
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
る
。　
そ
の
点
こ
の
教
団
は

ま
た

一
味
教
団
、
同
朋
教
団
と
も
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
こ
の
現
実
の
わ
れ
わ
れ
の
教
団
状
況
に
お
い

て
は
、
そ
の
原
理
と
は
遠
く
相
違
し
、
か
か
る
行
道
実
践
と
い
う
教
団
の
根
本
的
な
性
格
が
次
第
に
忘
却
さ
れ
て
、
も

っ
ば
ら
祖
霊
崇
拝

に
癒
着
し
た
儀
礼
中
心
の
教
団
に
転
落
し
て
ゆ
き
、
あ
る
い
は
ま
た
教
法
に
お
い
て
自
己
が
問
わ
れ
、
自
己
が
成
長
し
て
ゆ
く
と
い
う
側

面
が
軽
視
さ
れ
て
、
も

っ
ば
ら
他
者
に
対
す
る
教
化
者
意
識
の
み
が
過
剰
な
僧
侶
中
心
の
教
団
と
な
り
、
更
に
は
ま
た
そ
れ
ら
に
基
因
し

て
い
た
ず
ら
に
世
俗
的
な
権
威
が
君
臨
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
差
別
が
生
じ
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
に
よ
る
疎
外
現

象
ま
で
が
生
起
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
現
実
の
教
団
が
内
包
し
て
い
る
非
教
団
的
な
性
格
は
、
こ
の
基
本
原
理
の
も
と
に
き

び
し
く
告
発
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
こ
の
教
団
は
、
向
内
的
な
集
ま
り
と
し
て
は
、
念
仏
を
申
し
、
信
心
を
深
め
つ
つ
生
き
ゆ
く
も
の
の
共
同
体
と
し
て
、
上

に
見
た
如
く
に

「信
心

一
味
」
「無
別
道
」
の
同
朋
、
同
行
の
教
団
と
し
て
成
立
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、

向
外
的
な
拡
が
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
、

つ
ね
に
外
な
る
社
会
に
向

っ
て
も
開
か
れ
た
共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
が
『
本
典
』

を
結
ぶ
に
当

っ
て
、

「前
に
生
れ
む
者
は
後
を
導
き
、　
後
に
生
れ
む
者
は
前
を
訪

へ
、　
連
続
無
窮
に
し
て
願
は
く
ば
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
無
辺

の
生
死
海
を
尽
さ
む
が
為
め
の
故
な
り
と
」
（化
身
土
巻

・
真
聖
全
二
の
二
〇
三
）



と
示
し
、
ま
た
そ
の

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
、

「
同

一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
け
れ
ば
な
り
。　
か
る
が
ゆ

へ
に
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
皆
兄
弟
と
す
る
な
り
」

（真
聖
全
二
の

五
四
四
）

と
明
か
し
て
い
る
意
趣
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
真
宗
教
団
と
は
念
仏
、
信
心
に
生
き
る
行
道
実
践
の
共
同
体
と
し
て
、
外
に
向

っ
て
も
竪

に
は
連
綿
と
し
て
未
来
を
尽
し
、
横
に
も
か
ぎ
り
な
く
四
海

へ
の
広
が
り
を
も
つ
教
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
念
仏
、
信

心
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ね
に
教
法
に
お
い
て
自
己
の
現
実
存
在
の
相
が
問
わ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
己
が
脱
皮
し
成
長
し
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
こ
の
歴
史
的
現
実
と
は
無
関
係
な
真
空
地
帯
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
は
つ
ね
に
、
広
く
は
お
の
れ
を
取
り
巻
く
具
体
的
な
歴
史
的
社
会
的
な
状
況
の
た
だ
中
で
、
そ
れ
と
の
交
錯
、
葛
藤
に
お
い
て
こ
そ

成
り
立

っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
更
に
い
う
な
ら
ば
、
私
自
身
が
そ
の
歴
史
社
会
に
お
い
て
そ
の
世
俗
に
き
び
し
く
対
峙
し
つ

つ
、
念
仏
、
信
心
を
こ
そ
究
党
の
ま
こ
と
と
し
て
選
び
つ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
同
時
に
そ
の
歴
史
社
会
に
働
き
か
け

つ
つ
そ
の
世
俗
と
深
く
切
り
む
す
ん
で
、
念
仏
、
信
心
を
こ
そ
究
党
の
ま
こ
と
と
す
る
よ
う
な
、
新
し
い
歴
史
社
会
の
創
造
を
め
ざ
し
て

生
き
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
と
に
念
仏
、
信
心
に
生
き
る
行
道
実
践
の
共
同
体
と
し
て
の
真
宗
教
団
の
、
現
実
の
歴
史
社
会
に
対
す
る

基
本
的
な
姿
勢
が
成
立
す
る
。
か
く
し
て
向
内
的
な
集
り
と
し
て
は
、
本
願
の
教
法
を
紐
帯
と
し
、
念
仏
を
申
し
、
信
心
を
深
め
つ
つ
生

き
ゆ
く
も
の
の
共
同
体
と
し
て
の
、
同
朋
教
団
建
立
の
営
み
と
、
向
外
的
な
開
か
れ
た
教
団
と
し
て
は
、

つ
ね
に
時
代
社
会
に
向

っ
て
積

極
的
に
働
き
か
け
つ
つ
、
そ
の
教
法
に
照
破
さ
れ
調
育
さ
れ
て
ゆ
く
新
た
な
る
歴
史
社
会
の
創
出
を
か
ざ
り
な
く
志
向
し
て
ゆ
く
営
み
と

の
、
そ
の
両
者
の
相
依
的
な
営
み
に
こ
そ
、
現
代
に
お
け
る
真
宗
教
団
の
行
道
実
践
の
共
同
体
と
し
て
の
ま
こ
と
の
在
り
よ
う
が
あ
る
と

思
う
こ
と
で
あ
る
。

真
宗
教
団
論
私
考

（信
楽
峻
麿
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
九



真
宗
教
団
論
私
考

（信
楽
峻
麿
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇

私
は
い
ま
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
教
団
を
本
願
大
悲
な
る
真
宗
の
教
法
が
貫
徹
現
成
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
ひ
と
し
く
支
持
さ
れ
統
理
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
共
同
体
と
し
て
捉
え
て
、
そ
の
よ

っ
て
立
つ
べ
き
基
本
原
理
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
、
教
法
選
択
の
共
同
体
、
出
世
志
向
の

共
同
体
、
行
道
実
践
の
共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
と

っ
て
は
こ
の
現
実
の
真
宗
教

団
の
状
況
は
、
そ
の
よ
う
な
基
本
原
理
か
ら
は
い
よ
い
よ
遠
く
隔
た
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
真
宗
教
団
は
い

ま
に
お
い
て
こ
そ
、
お
の
れ
の
在
り
よ
う
を
深
く
顧
み
て
、
徹
底
し
て
自
ら
を
問
う
べ
き
で
あ
り
、
在
る
べ
き
ま
こ
と
の
教
団
像
に
向

っ

て
、
意
を
決
し
て
脱
皮
し
新
生
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
運
命
的
な
教
団
か
ら
教
法
選
択
の
教
団

へ
、
世
俗
埋
没

の
教
団
か
ら
出
世
志
向
の
教
団

へ
、
儀
礼
中
心
の
教
団
か
ら
行
道
実
践
の
教
団

へ
、
真
宗
教
団
の
脱
皮
新
生
の
基
本
的
な
方
向
が
こ
こ
に

あ
る
。
だ
が
具
体
的
な
問
題
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
基
本
原
理
、
根
本
的
な
理
念
が
、
こ
の
真
宗
教
団
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
に
現
実
化

し
実
際
化
さ
れ
て
ゆ
く
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
誰
れ
が
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宿
縁
深
厚
に
し
て
こ
の
教
団

に
育
て
ら
れ
、
い
ま
も
こ
の
教
団
の

一
員
と
し
て
生
き
つ
つ
あ
る
私
の
在
り
方
が
、
そ
し
て
ま
た
更
に
は
私
の
仏
道
を
求
め
て
生
き
る
生

き
方
が
、
改
め
て
深
く
省
察
思
念
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
論
考
の
最
初
に
当

っ
て
、
私
に
と

っ
て
の
教
団
論
の
考
察
は
、
私

が
本
願
の
教
法
に
お
い
て
根
源
的
に
問
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
つ
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
私
に
お
け
る
信
の
営
み

に
属
す
る
行
為
で
も
あ
る
と
告
自
し
た
所
以
が
こ
と
に
あ
る
。

以
上
限
ら
れ
た
紙
数
の
中
で
、
大
略
し
て
真
宗
教
団
論
に
関
す
る
貧
し
い
私
見
を
開
陳
し
た
。
御
叱
正
を
た
ま
わ
る
な
ら
ば
幸
甚
で
あ

′つ
。（１

）

松
村
克
己

「教
団
の
本
質
」
（現
代
宗
教
講
座
巻
三
の
一
八
四
頁
）参
照
。



（２
）

『教
海

一
瀾
』
第
四
七
七
号
、
明
治
四
十
三
年
十

一
月
刊
。

（３
）

『
大
漢
和
辞
典
』
巻
五
の
五

一
四
三
頁
。

（４
）

『
広
辞
苑
』
五
七
四
頁
。

（５
）

『
仏
教
大
辞
彙
』
巻
二
の
七
五
三
頁
。

（６
）

『
新
仏
教
辞
典
』

一
一
六
頁
。

（７
）

『
真
宗
大
辞
典
』
巻

一
の
三
四
六
頁
。

（８
）

最
近
の
発
表
に
よ
る
主
な
る
論
考
と
し
て
は
左
の
如
き
も
の
が
見
ら
れ
る
。

金
子
大
栄

「教
団
と
教
学
」
（親
鸞
教
学
Ｉ
）
、
広
瀬
呆

「真
宗
教
団
―
そ
の
指
教
と
し
て
の
歎
異
抄
―
」
（親
鸞
教
学
９
）
、
広
瀬
果

「非
僧
非
俗
」

（親
鸞
教
学
Ｈ
）
、
寺
川
俊
昭

「浄
上
の
教
団
」

（大
谷
学
報
四
八
号
）
、　
石
田
充
之

「真
宗
教
団
の
理
念
」
（仏
教
教
団
の
研
究
所
収
）
、
普
賢
大
円

「親
鸞
と
教
団
意
識
」
（仏
教
教
団
の
研
究
所
収
）
、
堤
玄
立

「教
団
教
学
と
歴
史
的
現
実
」
（高
田
学
報
四
四
輯
）

（９
）

川
田
熊
太
郎

「哲
学
小
論
集
」

一
七
六
頁
以
下
参
照
。

（１０
）

山
口
益
他

『
仏
教
学
序
説
』
二
七
七
頁
参
照
。

（ｎ
）

こ
の
文
は
親
鸞
も

『
化
身
土
巻
』
（真
聖
全
二
の
一
六
六
）
に
引
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
引
用
文
は
原
文
（大
正
大
蔵
経
）
に
比
し
て
若
千
の

出
没
が
あ
る
。

（‐２
）

『
大
漢
和
辞
典
』
巻
五
の
五

一
四
〇
頁
。

（・３
）

こ
の
教
信
に
つ
い
て

『
一
言
芳
談
』
に
は

「賀
古
教
信
は
、
西
に
は
垣
も
せ
ず
、
極
楽
と
は
中
を
あ
け
あ
は
せ
て
、
本
尊
も
安
せ
ず
、
聖
教
も

持
せ
ず
、
僧
に
も
あ
ら
ず
、　
俗
に
も
あ
ら
ぬ
形
に
て
、　
つ
ね
に
西
に
向
て
念
仏
し
て
其
余
は
忘
れ
た
る
が
ご
と
し
」
（仏
教
古
典
叢
書

。
一
言
芳
談

抄
下
の
一
五
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（・４
）

拙
稿

「親
鸞
に
お
け
る
唯
信
の
思
想
」
（龍
谷
大
学
論
集
第
四
〇
〇
、
四
〇

一
号
）
参
照
。

（・５
）

福
沢
諭
吉

『
僧
侶
論
』
（福
沢
全
集
第
九
巻
四
六
八
頁
）

真
宗
教
団
論
私
考

（信
楽
峻
麿
）

二

五

一
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