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二
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優

陀
那
日
輝

の

「宗
學
」
に

つ
い
て

渡

邊

宝

陽

一
 
近
世
日
蓮
宗
學
の
大
成
者

・
優
陀
那
日
輝

(
一
八
〇
〇
-
一
八
五

九
)
の
宗
學
の
綱
格
に
つ
い
て
は
既
に
先
學
に
よ
つ
て
考
察
さ
れ
て
い

る
が
、

日
輝
自
身
が

「
宗
學
」
と
い
う
語
を
意
識
し
て
用
い
て
い
る
貼

に
留
意
し
、
検
討
を
試
み
た
い
。

今
日
、
我
々
は

一
宗
の
教
義
や
歴
史
を
研
究
す

る
學
問
を
構
し
て

「宗
學
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
佛
教
學
の
確
立
に
俘
つ
て
宗
義

に
學
問
性
を
附
與
し
よ
う
と
す
る
意
圖
を
も
つ
と
思
わ
れ
、
比
較
的
近

年
の
こ
と
に
囑
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は

「
宗
乗
」
と
呼
ば

れ
た
が
、
そ
れ
も
日
蓮
宗
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
飯
高

・

中
村
爾
檀
林
を
は
じ
め
と
す
る
諸
檀
林
が
明
治
初
年
日
蓮
宗
大
檀
林
と

し
て
統
合
さ
れ
て
の
ち
の
こ
と
で
、
教
科
の
編
成
に
當
つ
て
宗
乗
と
鯨

乗
と
を
た
て
た
の
が
最
初
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
に
は

ど

の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
 

日
蓮
宗
教
學
史
を
瞥
見
す
る
と
、
少
く
と
も
室
町
時
代
の
頃
に

は
日
蓮
聖
人
の
宗
旨
を
御
義
と
い
い
、
ま
た
そ
の
遺
文
そ
の
も
の
を
御

義
と
呼
ん
で
お
り
、
そ
の
他
宗
義
に
約
す
る
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る

(行
學
日
朝
-
法
華
草
案
砂
、
圓
明
日
澄
-
法
華
啓
運
砂
等
)
。
こ
の
場
合
、

遺
文
に
基
づ
く
宗
旨
が
根
本
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
外
延
し
て
行
く
と
こ

ろ
に
宗
義
と
し
て
の
解
繹
、
そ
の
組
織
化
な
ど
が
形
成
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
は
慶
林
日
隆

(
一
三
八
四
-
一
四
六

三
)
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば

「當
宗
の
學
者
宗
旨
を
糺
明

せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
御
抄
の
淵
底
を
極
め
玄
文
止
の
深
奥
を
蓋
し
」

(
十
三
問
答
抄
)
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
。

こ

の
よ
う

に
室
町
時
代

に
お
い
て
は
日
蓮
聖
人
遺
文
を
中
心
と
し
、
天
台
の
章
疏
等
に
よ
つ
て

そ
の
宗
旨
を
把
握
し
、
實
践
し
て
行
く
と
い
う
の
が
宗
旨
を
學
ぶ
こ
と

で
あ
る
と
い
う

一
つ
の
修
學
の
型
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

修
學
の
態
度
に
つ
い
て
は
断
片
的
に
諸
庭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

一
如
日
重

(
一
五
四
九
-
一
六
二
三
)
は
學
問
す
る
態
度
に
つ
い
て
や
や

テ
ハ

ニ

ツ

ノ

ヲ

ニ

ヒ

ヲ

組
織
的
に
述
べ
て
い
る
。
「
入
二宗
義
一先
得
二首
題
元
意
、
次
伺
二
経
旨
、

ニ

ノ

ニ

ノ

ニ

ノ

ニ

ナ
ル
ペ
シ
ト

次
録
内
外
御
書
、
次
天
台
三
大
部
學
問
、
次
蝕
章
疏
、次
藏
経
周
覧

ル存
也
」
(見
聞
愚
案
記
三
ノ
一
一
)
。
こ
の
よ
う
に
日
重
は
學
問
の
順
序
次

第

・
内
容

・
構
成
を
述

べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
中
世
と
同
様
に
日
蓮
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宗
と
天
台
宗
と
を
御
書
と
天
台
章
疏
と
に
よ
つ
て
分
別
し
て
行
く
方
法

が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
宗
義
の
概
念
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
か

し
、
日
重
は
從
來
と
や
や
異
な
つ
て
廣
く
佛
教

一
般
や
儒
學
等
ま
で
も

修
學
す
る
必
要
を
認
め
、
そ
の
中
心
に
宗
義
の
學
修
を
お
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

後
年
、
一
妙
日
導
(
一
七
二
四
-
一
七
八
九
)
は
教
育
機
關
で
あ
る
檀
林

が
天
台
學
中
心
で
あ
り
、
宗
義
學
修
に
も
天
台
學

へ
の
傾
斜
が
見
ら
れ

る
こ
と
に
憤
り
を
も
つ
て
宗
學
同
復
を
志
し
、
日
蓮
聖
人
遺
文

(祀
書
)

に
よ
つ
て
宗
義
の
確
立
を
圖

つ
た
が
、
そ
の
租
書
綱
要
の
巻
頭
に
學
者

讃
仰
必
有
次
第
章
を
設
け
て
こ
の
宗
學
の
方
法
を
受
縫
い
で
い
る
。

ス
ル
ニ

ク

ム

ノ

ル
ヲ

メ

ノ

日
輝
も
亦
こ
れ
を
讃
み
、
「
案

撰
圭
深
悲
二本
宗
學
者
不
ワ
曉
二我
宗

の

ヲ

ニ

ニ

ス

ノ

ヲ

ス

實
義
、

故
切
論
二
學
問
本
末
、
良
可
レ
善
、
」
(綱
要
正
議

・
充
沿
園
全
集
第

三
巻
二
三
四
頁
-
以
下
、
巻
数
・
頁
の
み
を
記
す
)
と
述

べ
つ
つ
も
必
ず
し

も
そ
れ
を
も
つ
て
拘
束
す
べ
き
で
は
な
い
と
は
い
つ
て
い
る
が
、
と
も

あ
れ
、
日
輝
も
こ
の
よ
う
な
宗
義
の
學
修
を
繹
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
傳
統
を
縫
承
し

つ
つ
宗
學
と
い
う
語
は
ど
の
よ

う
な
意
味
を
附
與
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
 

ま
ず
第

一
に
日
輝
の
宗
學
は
祀
書
綱
要
を
讃
美
し
、
そ
れ
を
継

承
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
租
書
綱
要
が
信
心
を
確
立
す
る
こ
と
に
最
大

の
眼
目
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
に
封
す
る
共
感
が
あ

つ
た
か
ら
で
は
な

か
ろ
う

か
。
日
輝
は
本
妙
日
臨
よ
り
信
心
堅
固
な
る
人
格
的
影
響
を
、

一
妙
日
導
の
綱
要
よ
り
は
宗
學
を
纏
承
し
た
と
さ
れ
る
が
、
爾
者
は
信

仰
同
復
と
い
う
共
通
性
を
も
つ
て

い
る
。
印

ち
、
綱
要
が
天
台
學
傾
斜

へ
の
批
剣
を
な
し
、
唱
題
を
中
心
と
す
る
宗
學
同
復
に
大
き
な
役
割
を

ソ
テ

ク

ル
ニ

ン

果
し
た
と
し
て

「
遣
二頃
年
此
書

(租
書
綱
要
)
少
行
、
唱
題
亦
稽
盛
、

シ

ナ
ラ
ソ
ト

蓋
宗
學
將
レ
明

之
時
乎
」
・(
綱
要
正
議

・
三
ノ
二
四
五
)
と
述

べ
て
お

り
、
天
台
學
の
傾
斜
か
ら
睨
し
て
日
蓮
宗
の
信
仰
同
復
を
圖
る
意
識
が

そ
の
根
底
に
あ
る
。
し
か
し
、
日
輝
に
と
つ
て
近
世
日
蓮
宗
學

の
傳
統

は
否
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
日
輝
は
折
伏
に
偏
執
す
る
こ

と
は
時
代
に
適
合
し
な
い
と
考
え
、
ま
た
不
受
不
施
義
を
蓮
守
し
て
時

世
に
入
れ
ら
れ
ず
、
徒
ら
に
孤
立
を
守
る
態

度
を
否
定

し
た
。
そ
し

て
、
日
重

・
日
乾

・
日
遠
の
い
わ
ゆ
る
宗
門
中
興
の
三
師
が
天
台
學
を

興
し
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
偏
狭
な
態
度
を
改
め
さ
せ
、
文
化
獲
展
の

時
世
に
封
鷹
し
て
行
く
寛
容
な
態
度
を
養

つ
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
を

見
出
し
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を

「時

ハ
中
興
三
師
等
墓
學
ヲ
興

ス
ハ
、
宗
家
折
伏

二
僻
執

ス
ル
ノ
弊
ヲ
矯

メ
、
亦
兼

テ
暗

二
文
學
興
修

ニ
慮
ズ
、
今
時

ハ
實

二
宗
學
興
立
ノ
時

ナ
リ
、
祀
書
綱
要
ノ
如
キ
、
其

レ
固

ニ
先
導

ノ
師
ト
云

フ
ベ
シ
」
(學
佛
具
眼
砂
。
四
ノ
三
五
九
)
と
述

べ
て
い
る
。

日
輝
の
考
え
る
信
仰
同
復
は
極
め
て
寛
容
な
態
度
を
持
し
つ
つ
、
し

か
も
萬
人
を
し
て
納
得
せ
し
め
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
要
求

し
て
い

る
。
日
輝
が
深
草
の
元
政

(
一
六
二
三
-
一
六
六
八
)
を
寛
永
第
二

租
と

尊
構
し
、
そ
の
上
下
に
日
蓮
宗
の
展
開
を
見
出
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
そ

れ
は
明
瞭
で
あ
り
、
本
妙
日
臨

(
一
七
九
三
-
一
八
二
三
)
を
本
妙
奪
と

優
駝
那

日
輝

の
宗
學
に

つ
い
て

(
渡

邊
)
 

二
七
七
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優
陀
那
日
輝

の
宗
學

に

つ
い
て

(
渡

邊
)
 

二
七
八

尊
構
し
、
綱
要
を
讃
歎
し
た
の
も
そ
こ
に
理
由
が
あ
る
。
随
つ
て
、
そ

の
信
仰

は
理
智
的
な
解
了
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
普
遍
性
を
も
つ

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
文
化
性
、
協
調
性
を
要
求

す
る
所

以
は
時
代
に
適
鷹
し

つ
つ
、
宗
の
實
義
を
明
ら
か
に
し
て
行
こ

ニ

ト

ハ

う
と
す

る
態
度
を
基
本
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
三
風
俗
文
質
、

ハ

チ

ニ

ス

ヲ

ハ

ヲ

ス

ト

チ

ク

ソ
ニ

ル

昔
則
質
直
信
二佛
教
輔
今
文
華
爲
レ
風
、
則
儒
教
漸
盛
、
國
學
亦
興
焉
、

カ

シ

ヲ

フ

ヲ

セ

ヲ

ス

見
女
賦
レ
詩
、
商
信
習
レ
文
、
王
公
紳
臣
不
レ信
二
佛
教
、
識
者
輕
二
賎

信

ヲ

ム

ヲ

ハ

シ

ヲ

ル

ヲ

ハ

ム

ヲ

シ

ミ

ヲ

ニ

徒
、
讃
レ
書
者
慶
レ佛
、

爲
レ文
者
悪
レ
僧
、
今
時
若
不
レ
顧
二習
俗
一徒
偏
ニ

セ
ハ

ヲ

チ

ン

セ

ソ

ソ

ラ

ヲ

張

権
實
、
則
爲
レ
所
二白
眼

一
笑
、
折
伏
強
化
寧

不
レ
知
二
進
否
一
乎
」

(
四
句
格
言
辮
・
四
ノ
三

一
七
)
と
い
う
時
代
と
文
化
と
の
認
識
が
あ

つ

た
の
で
あ

る
。

日
輝

は
國
學

・
儒
道
と
比
肩
で
き
る
地
位
に
佛
教
を
高
め
ね
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
、
紳

・
儒

・
佛
三
道
論
を
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
に
日
輝
の
宗

學
は
そ

の
全
髄
が
護
法
論
の

一
典
型
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
位
置
に
佛
教
を
認
め
さ
せ
る
爲
に
は
學
解
を
必
要
と
す
る

ノ

ハ

ル

ニ

ノ

ハ

ル

ニ

ハ

の
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
正
助
成
敗
頼
二信
解
、
信
解
開
否
頼
二
義
學
、
翼

ノ

テ

シ

ヲ

ソ
コ
ト
ヲ

ナ
ラ

キ

フ

ナ
ル

有
智
導
師
務
興
二義
學
、
以
令
二

観
解
明
了
、
鳴
呼
可
レ
澤
者
信
解

哉
」

ル

(綱
要
正
議

・
三
ノ
二
五
〇
)
と
も
、
「但
信

ヲ
貴

テ
解
了
ヲ
不
レ欲

ハ
、

自
棄

二
非

ス
ヤ
。」
(
妙
宗
本
尊
略
辮
・
四
ノ
四
〇
七
)
と
も
述

べ
る
所
以

が
あ
り
、
信
解
を
開
く
た
め
に
は
義
學
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
出

家
は
つ
と
め
て
義
學
を
興
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

義
學
と
は
宗
義
の
學
の
意
で
あ
ろ
う
。
印
ち
、
信
と
解
と
を
車
の
爾
輪

の
よ
う
に
正
常
な
も
の
に
運
轄
し
て
行
く
も
の
と
し
て
宗
義
の
學
を
規

定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

勿
論
、
宗
義
が
宗
門
上
世
よ
り
縫
承
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
解
了
を
非
常
に
重
く
見
つ

つ
、信
仰
の
學
と
規
定
し

た
と
こ
ろ
に
、
(宗
の
)
義
學
の
特
色
が
見
出

さ
れ
る

の
で
あ
る
。
事

實
、

日
輝
は

一
念
三
千
論
を
著
わ
し
て
斯
道
の
存
す
る
こ
と
を
誇
構
し

(新
居
日
薩
・
同
書
序
)
、
ま
た
妙
宗
圓
通
記
、

佛
界

一
覧
抄
な
ど
初
心

向
け
の
指
導
書
を
も
著
わ
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
、
日
輝
は
日
蓮
宗

一
致
派
の
廣
學
圭
義
・撮
受
圭
義
を
纈
承
し
つ
つ
、

義
學

へ
と
展
開
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

更
に
、
日
輝
は
し
ば
し
ば
實
道

・
實
義

・
實
理

・
實
道

の
學
な

ど
の
語
を
用
い
て
お
り
、
宗
學
に
お
い
て
も
實
學
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
重
や
日
導
は
天
台
學
及
び
佛
教

一
般
の
學

を
も
つ
て
宗
義

の
學
修

の
補
助
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
日
輝
の
認
識

に
お
い
て
は
、も
は
や
佛

教
の
内
に
の
み
宗
學
の
在
り
方
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
意
味

な
の
で
あ

つ
て
、沿

々
と
押
寄
せ
て
く
る
排
佛
論
等
の
波
に
封
し
て
、佛

教
は
實
理
で
あ
り
、
實
の
宗
學
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
行
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
」即
ち
、
「毫
家

ノ
學

ヲ
以
テ
宗
學

ノ
先
務

ト
謂

ヘ
ル
ハ
、是
レ
宗
家
今
時
ノ
當
病
也
、
一
致
勝
劣
各
門

ノ
學
校
、
通

ル

ラ

シ
テ
台
學

二
局

セ
ル
故
、
初
學
其
非
ヲ
不
レ
知

ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
成
學
ノ
者

モ
亦
皆
實
道
ヲ
不
レ知
」
(學
佛
具
ハ眼
砂
・
四
ノ
三
六
〇
)
と
述

べ
、
排
佛
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論
こ
そ
ま
さ
に
佛
教
毘
醒
の
眞
藥
と
見
倣
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
と

佛
教
に
は
方
便
が
多
く
、
實
義
は
極
め
て
僅
か
し
か
顯
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
と
し
、
宗
租
の
折
伏
を
も
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
云
う
。
「佛
教

本
ト
方
便

ヲ
專
ト
シ
實
義
見
ガ
タ
シ
、
租
師

モ
亦
時
機

二
契

フ
ヲ
先
ト

シ
、
具
ツ
實
義
甚
ダ
隠

レ
タ
リ
、
徒
ラ
ニ
室
拳
二
一
惑
ヒ
虚
語

二
縛

セ
ラ

レ
、
佛
祀
ノ
謹
道
本
懐
ヲ
畳
ラ
ズ
濫

二
折
伏
ヲ
守
ル
、
復
タ
憐

ム
ベ
シ
」

(撮
折
進
退
論
、
四
ノ
三三
二
八
)
そ
し
て

「
教
門

ノ
方
便

二
拘
泥
セ
ズ
、

須

ク
誰
道

ノ
實
義

ヲ
尋
討
ス
ベ
シ
」
(學
佛
具
眼
砂
、
四
ノ
三
五
〇
)
と
述

べ
、
謹
道
を
も

つ
て
佛
教

の
實
義
で
あ
る
と
し
、
教
門
教
相
は
そ
れ
を

詮
顯
す
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

日
輝
の
い
う
實
の
謹
道
と
は
、
「
夫
レ
實
道
ノ
宗
要

ハ
、
自

身
是
佛

レ

セ

ノ
義
ヲ
了
達
シ
、
生
死
ヲ
不
レ
怖
五
欲

二
不
レ
著
、

四
魔

ヲ
降
伏

シ
、
四

恩
ヲ
報
シ
、
三
軌

二
安
佳
シ
、
四
徳
ヲ
保
全
シ
、
衆
生
ヲ
利
盆
シ
、
國

界
ヲ
嚴
浄

ス
ル

ニ
ア
リ
」
(學
佛
具
ハ眼
砂
、
四
ノ
三
五
一
)
に
示

さ
れ
る

よ
う
な
、

い
わ
ば
安
心
の
境
界
を
實
道
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
到

ら
せ
る
教
門
教
相
が
方
便
で
あ
る
限
り
、
實
の
謹
道
を
確
立
す
る
實
の

宗
學
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
も
の
は
虚
學
と
し
て
捨

て
去
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
は
、
「
初
心
ノ
學
者
徒
ラ

ニ

蕾
慣

ニ
從

フ
ノ
ミ
」
(學
佛
具
ハ眼
砂
、
四
ノ
三
六
〇
)
と

い
う
態
度
を
捨

て
な
く
て
は
な
ら
ず
、
佛
縛

・
租
縛

・
自
縛
と
い
う
よ
う
な
實
の
誰
道

の
妨
げ
と
な
る
も

の
か
ら
脱
却
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と
説
く

の
で
あ
る

(
四
ノ
三
五
八
)
。

こ
こ
に
實
の
宗
學
の
成
立
を
必
要
と
す
る
理

由
が
あ

る
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
い
う
實
學
は
近
世
中
期
よ
り
盛
ん
に
な
る
科
學
思
想
を
強

調
す
る
實
學
と
は
全
く
異
な
り
、
ま
た
そ
の
影
響
を
受
け
た
儒
教
の
経

世
濟
民
の
實
學
論
と
も
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
國
學
や
儒

學
に
封
す
る
佛
教
の
位
置
に
思
い
を
致
し
、
佛
教

の
安
心
謹
道
が
虚
論
・

虚
道
で
な
く
、
實
論
・實
道
で
あ
る
こ
と
を
開
顯
す
る
實
の
宗
學
を
樹
立

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
鮎
に
お
い
て
、
極
め
て
間
接
的
な
形
で
實
學

思
想
と
い
う
時
代
思
想
の
影
響
を
受
け
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、

日
輝
は

「
今
優
陀
那
日
輝
是
ヲ
顯
露

二
説
破
ス
ル
ハ
時

節
到
來

ス
ル
故

二
、
無
問
自
説

シ
テ
佛
日
ヲ
光
輝
セ
ン
ト
欲
ス
ル
也
、

今
ヲ
獲
端
ト
シ
テ
實
道
ヲ
獲
揮

ス
ル
人
漸

々
二
出
ツ
ベ
シ
」
(
學
佛
具
眼

鉛
、
四
ノ
三
五

一
)
と
い
う

よ
う

に
宗
學
樹
立

の
自
負
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

日
輝
は
し
ば
し
ば
観
心

・
誰
道
を
重
視
し
、
そ
の
宗
學
が

観
心
宗
學
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
學
の
基
底
が
あ
る

の
で
あ
る
。

五

以
上
の
よ
う
に
、
日
輝
は
近
世
日
蓮
宗

一
致
派
の
宗
學
を
織
承

し
つ
つ
、
天
台
學
の
影
響
か
ら
宗
學
の
凋
立
を
圖
る
と
と
も
に
、
時
代

の
文
化
の
中
に
謹
道
の
實
義
を
顯
し
、
佛
教
を
償
値
あ
ら
し
め
る
宗
學

を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
以
後
に
日
輝
の
宗

學
は
祀
述
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
宗
學
の
意
識
は
必
ず
し

も
縫
承
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
こ
の
鮎
に
つ
い

て
は
他
日
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

優
陀
那

日
輝

の
宗
學

に
つ
い
て

(
渡

邊
)
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七
九
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