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問

題

の
所
在

従
来
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
あ
っ
て
は
江
戸
期
、
各
地
方
に
お
い

て
宗
学

の
研
鐙
が
な
さ
れ
そ
の
地
方
独
自

の
学
派
が
興
隆
し
た
。
し
か

し
そ
の
後
、
学
林
の
台
頭
や
、
大
学
の
創
設
に
よ
る
西
欧
か
ら
の
学
問

方
法
の
導
入
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
に
属
さ
な
い
独
自

の
研
究
者

が
増
え
る
こ
と
で
、
各
学
派
は
次
第
に
そ
の
学
問
的
影
響
力
を
失
つ
て

い
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日

の
真
宗
教
学
を
考
え
る
際
、
研
究
者

は
自
ら
が
ど
の
学
派
か
ら
影
響
を
受
け
ど
の
学
派
の
視
点
を
持

つ
て
浄

土
真
宗
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
意
識
化

で
き
な

い
ほ
ど
に
江
戸
期
宗
学
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
そ
の
影
響
を
無
前
提
と

し
て
自
ら
の
学
問
的
立
場
を
形
成
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
従

っ

て
、
研
究
者
は
そ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
自
ら
の
立
場
を
客
観
化
で

き
ず
、
こ
の
こ
と
が
今
日

の
真
宗
学
の
閉
鎖
情
況
を
つ
く
っ
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
し
、
こ
の
よ
う
に
江
戸
期
宗
学

の
枠
を
出
な

い
形
で
今
日
の
教
学
は
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
教
学

の
現
代
化
を
問
題
と
す
る
際
に
は
自
ら
が
ど

の
よ
う
な
江
戸
期
宗
学
の

影
響

の
元
で
教
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
場
合

に
よ
っ
て
は
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
教
学

の
現
代
化
が
妨
げ
ら

れ
て
い
る
の
か
を
問
い
直
し
、
研
究
者
自
身

が
歴
史
情
況
に
お
け
る
自

ら
の
学
問
的
立
場
の
相
対
化

・
客
観
化
を
行
う
こ
と
の
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
教
学

の
現
代
化
と
は
、
宗
学
の
歴
史
的
限
界
を
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
意
味

で
は
そ
こ
に
教
学

の
歴
史
的
発
達

・
展
開
を
認
め
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

一
方
で
は
現
代
と

い
う
時
代
の
問
題
を
真
宗

教
学

の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
こ
に
歴
史
を

超
え
た
宗
教
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
教

学

の
歴
史
的
発
達
と
宗
教

の
超
歴
史
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
こ
そ
が
、

新
た
な
教
学
が
構
築
さ
れ
、
ま
た
教
学
の
現
代
化
が
な
さ
れ
た
時
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
上
田
義
文
氏
の
論
文

(
「『教
学
の
現
代
化
』
と
は
何
か
―

根
本
的
理
解
の
一
つ
の
試
み
―
」
『真
宗
教
学
研
究
』
所
収
)
を
手
掛
か
り
に
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二

一二

一

教
学

の
現
代
化
を
問
題
と
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
触
れ
っ

つ
、
江
戸
期
宗
学

の

一
学
派
、
石
泉
学
派
の
祖

・
石
泉
僧
叡

(
一
七
六

二
-

一
八
二
六
)
の
学
説
を
基
に
、
そ
の
現
代
化
に
果
た
す
役
割
に
っ
い

て
考
察

す
る
。

「教

学

の
現
代
化
」

と

は
何
か

上
田
義
文
氏
は
教
学

の
現
代
化
の
問
題
に
関
し
て
、
先
ず

こ
の
よ
う

な
問
題
を
促
す
現
象
と
し
て
ど
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

を
教
団

の
現
場
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、

一
方
で
は
そ
の
よ
う
な
現

象

の
根
本
に
は
世
界
的
視
野
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
横
た
わ
っ

て
い
る

の
か
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
教
学
の
現
代

化
に
対
す
る
宗
教
者
の
根
本
的
態
度
に
つ
い
て
、
い
か
に
現
代
人
と
し

て
歴
史
的
視
点
を
持
ち
、
ま
た
そ
の

一
方
で
は
い
か
に
そ
の
歴
史
を
相

対
化
す
る
宗
教
的
視
点
を
確
立
し
て
い
る
か
が
、
宗
教
者
自
身

の
主
体

性
と
し
て
問
題
と
な
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

教
学
の
現
代
化
を
促
す
現
象
と
し
て
は
、
浄
土
真
宗
と
現
代
と
の
乖

離
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
近
代
化

・
世
界
化

・
世

俗
化
の
問
題
が
根
本
的
問
題
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
諸
現
象
が

「
一
つ
の
世
界
」
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
の
に

対
し
て
、
伝
統
的
宗
教
は

「独
り
ぼ

っ
ち
の
遊
離
し
た
状
態
」
「離
れ

島
」

の
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。
従
つ
て
、
教
学

の
現
代
化
と
は
こ
の

両
者
を
陸
続
き
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
教
学

の
現
代
化
を
こ
れ
ら

の
現
象
を
通
し
た
自
ら
の
根
源
に
関
わ
る

「自
己

の
存
在
の
問
題
」

「人
間
の
問
題
」

で
あ
る
と
捉
え
、
こ
の
問
題
か
ら

の
問
い
か
け
の
中
で
伝
統
的
宗
教
は

「既
成

の
教
義
や
教
義
学
を
脱
ぎ

捨

て
る
」

こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
教
学
の
現
代
化
を

「自
己
の
存
在
の
問
題
」
「人
間
の
問
題
」

と
捉
え
る
と
言
う

こ
と
は
、
近
代
化

・
世
界
化

・
世
俗
化

の
現
象
の
中

に
あ
る
現
代
人
の
生
き
方
の
問

い
直
し
の
中

で
、
教
義

・
教
義
学
が
生

ま
れ
た
元

の
源
―
親
鷺
の
教
え
が
生
ま
れ
た
親
鶯

の
宗
教
経
験
自
体

「信
心
」
―
に
還

つ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
そ

こ
に

「離
れ
島
」
か
ら

「
一
つ
の
世
界
」

へ
と

つ
な
が
る
新
た
な
宗
教

経
験
の
解
釈
、
あ
る
い

は
表
現
方
法
を
生
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
逆
に
現
代
に
通
じ
る
宗
教
的
な

新
た
な
生
き
方
を
生
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
教
学
の
現

代
化
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
研
究
者
が
現
代
人
の
生
き
方
を
ど
れ
だ

け

「人
間
の
問
題
」
「自
己
自
身
の
問
題
」
と
し
て
主
体
的
に
問
い
、
自

ら
の
宗
教
経
験
を
通
し
て
親
鷺
の
宗
教
経
験
自
体
を
ど
れ
だ
け
根
源
的

に
学
び
得

て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
ひ
る
が

え
つ
て
現
代
人
の
生
き
方
を
根
源
的
に
問

い
直

し
、
親
鶯

の
教
え
を
自

ら
の
生
き
方
の
問
題
と
し
て
現
代
の
中
で
い
か
に
課
題
化
し
実
践
し
て

い
る
か
と

い
う
問

い
と
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
真

に
歴
史
的
な
存
在
は
超
歴
史
的

(宗
教
的
)
自
覚
を

持

つ
者
で
あ
り
、
ま
た
逆

に
、
超
歴
史
性
と
し
て
の
宗
教
は
歴
史
的
な

も
の
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
両
者

の
関
係
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二

の
中
で
自
己
を
根
源
か
ら
探
求
し
真

の
自
己
を
主
体
的
に
形
成
す
る
者

に
よ
っ
て
、
教
学

の
現
代
化
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

石

泉
教
学

の
基
本
的
立
場

石
泉
教
学
は
、
宗
学

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
特
徴

が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
石
泉
教
学
が
石
泉
僧
叡
と
い

う
人
格
の
実
存
的
立
場

・
主
体
的
立
場
、
上
田
氏
の
表
現
に
従
う
な
ら

ば

「人
間

の
問
題
」
「自
己
自
身
の
問
題
」
と
し
て
親
鷺

の
教
え
を
学

ぶ
と
い
う
石
泉
の
学
問
的
姿
勢
と
、
彼

の
学
問
方
法
が

一
致
し
、
宗
教

経
験
を
通
し
た
超
歴
史
的
視
点
か
ら
そ
の
学
説
が
成
立
し
て
い
る
た
め

に
、

一
部

の
論
理
だ
け
を
取
り
上
げ
そ
の
学
説
の
正
し
さ
を
求
め
る
と

い
う
方
法

で
は
、
そ
の
教
学
は
決
し
て
理
解
で
き
な

い
こ
と
を
物
語

っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
特
徴

の
基
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
教
学

の
現

代
化
と
い
う
視
点
か
ら
取
り
上
げ
て
い
く
。

1
、
善
知

識

(歴
史
的
人
格
)
の
相
対
化
と
本
願
の
絶
対
性

先
ず
石
泉
は
、
浄
土
真
宗
は
釈
迦

・
諸
仏

・
七
祖

・
親
鷺
等

の
祖
師

(善
知
識
)
に
よ
る
建
立
で
は
な
く
、
如
来

の
自
証
と
し
て
の
人
格
的
に

は
阿
弥
陀
仏
、法
は
第
十
八
願
そ
の
も
の
の
展
開
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

抑
浄
土
真
宗
は
。
五
百
年
千
年
の
こ
と
に
非
す
。
其
来
歴
を
尋
れ
は
。
久

遠
実
成

の
甘
露
滅
に
し
て
。
其
始
は
法
蔵
菩
薩
の
所
建
な
り
。
(中
略
)
此
浄

土
真
宗

の
体
は
。
法
性
に
依
り
て
二
諦
に
順
す
る
所
の
如
来
の
自
証
な
り
。
此

自
証
を
全
し
て
浄
土
真
宗
と
な
る
。
(中
略
)
此
か
人
な
れ
は
阿
弥
陀
如
来
。

法
な
れ
は
十
八
願
な
り
。
此
人
法

一
つ
の
浄
土
真
宗
な
り
。
(『教
行
信
証
随

聞
記
』)

浄
土
真
宗
は
。
廃
立
が
大
体
な
り
。
相
承
の
善
知
識
よ
り
創
る
に
非
す
。
如

来
の
発
願
よ
り
し
て
廃
立
な
り
。
選
択
と
云
か
取
捨
の
義
に
し
て
。
法
蔵
菩

薩
の
初
発
心
な
り
。
久
遠
の
最
初
よ
り
し
て
廃
立
の
発
願
を
な
し
給
ふ
こ
と

な
り
。
故
に
此
願
に
依
て
成
就
す
る
正
覚
。
亦
廃
立
の
正
覚
な
り
。
超
喩
十

方
一
切
世
界
に
こ
し
ら
へ
た
廃
立
な
り
。
勝
を
立
て
。
劣
を
廃
す
。
弥
陀
因

果
み
な
廃
立
な
り
。

(『同
』)

石
泉
は
相
承
の
善
知
識

(歴
史
的
人
格
)
よ
り
も
阿
弥
陀
如
来
と
第

十
八
願
を
優
先
さ
せ
、
そ
の
超
歴
史
性
と
自
ら

の
主
体
的
立
場

・
実
存

的
立
場
で
の
宗
教
経
験
を
尊
重
し
て
い
る
。
そ
れ
を
証
拠

に
は
、
こ
こ

で
石
泉
は
如
来

の
発
願
そ
の
も
の
を
廃
立
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ

の
一

方
で
は
、
俗
諦
論

(生
活
論
)
に
お
い
て
も

『菩
薩
戒
経
』
の
文

(『教

行
証
文
類
』
化
身
土
巻
)
を
解
釈
し
て
、

凡
そ
出
家
た
る
自
分
。
仏
弟
子
た
る
者
。
三
世
諸
仏
解
脱
憧
相
の
服
た
る

袈
裟
か
け
る
者
は
。
俗
に
向
て
礼
拝
す
る
こ
と
は
無
き
こ
と
な
り

(『同
』)

と
述
べ
、
念
仏
者
の
生
活
実
践
と
し
て
国
王
不
礼
と
い
う
廃
立
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
念
仏
者
の
生
活
上

で

の
廃
立
は
信
心

(宗
教
経
験
自
体
)
を
基
と
し
て
成
立
し
そ
の
根
拠
は
第

十
八
願

で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
語
る
こ
と
自

体
が
人
間
の
宗
教
経
験

と
し
て
成
立
し
て
い
な
け
れ
ぼ
生
活
上
で
の
具
体
的
な
廃
立

の
問
題
を

論
ず
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
石
泉
は
超
歴
史
性
と
し

て
の
阿
弥
陀
仏
と
本
願
を
根
拠
を
す
る
信
心

(宗
教
体
験
自
体
)
に
基
づ

い
て
、
そ
の
主
体
的
立
場

・
実
存
的
立
場
か
ら
生
活
上
の
廃
立
を
語

っ
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た
と
解
釈

で
き
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
宗
学
に
お
い
て
は
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
善
知
識
の
言
葉
を

絶
対
的
な
も
の
と
し
、
七
祖
、
親
鷲
、
そ
し
て
親
驚
以
降
の
列
祖
の
問

に
相
違
を
認
め
ず
、
そ
れ
ら
総
て
の
言
葉
を
超
歴
史
的
表
現

・
絶
対
的

表
現
と
し

て
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
、
先

の
上
田
氏
が
、

「現
代

の

わ
れ
わ
れ
と
鎌
倉
時
代
の
親
鷺
と
の
間
に
成
り
立

つ
同

一
性
は
、
超
歴

史
的
な
名
号
あ
る
い
は
本
願
海

の
同

一
性
で
あ
り
、
歴
史
的
産
物
と
し

て
の
教

(言
葉
)
の
同

一
性
で
は
な
い
。
:
・弥
陀

の
願
海
に
入
っ
た
人

は
、
必
ず

し
も
親
鷺

の
言
葉
に
よ
っ
て
、
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な

く
、
妙
好
人
そ
の
他

の
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
自
身

の
言
い
方

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
語
ら
れ
る
時
、
念
仏
者
は
言
葉
や
そ
の

言
葉
を
生

む
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
善
知
識
を
通
し
て
本
願
海

(宗
教

経
験
自
体
)
に
参
入
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
に
よ

つ
て
逆

に
超
歴

史
的
な
も

の
の
歴
史
的
表
現
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
分
か
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
善
知
識
を
超
歴
史
的
な
も
の
と
し

て
絶
対
者

(阿
弥
陀
仏
)
と
同

一
視
し
、
ま
た
そ
の
言
葉
を
絶
対
化
す

る
立
場
か
ら
は
、
言
葉
そ
の
も
の
に
捉
わ
れ
言
葉
を
生
み
出
す
経
験
自

体
に
参
入
し
な
い
、
あ
る
い
は
参
入
し
た
と
し
て
も
そ
の
経
験
を
言
語

化
し
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
つ
て
信
心

(宗
教

的
経
験
自
体
)
を
得
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
参
入
に
よ
っ
て
信
心
を

得
ら
れ
る

の
か
、
ま
た
そ
の
参
入
に
よ
っ
て
体
験
者
が
ど
の
よ
う
な
自

覚
が
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
問

い
に
対
し
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
問
的
姿
勢
が
先
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
浄
土

真
宗
と
現
代
と
の
乖
離
と
い
う
事
態
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
学
で
は
歴
史
性
と
超
歴
史
性
の
区

別
が
明
瞭
で
は
な
く
、
こ
の
た
め
に
言
葉
や
人
間
の
歴
史
性
が
問
題
と

さ
れ
な
い
た
め
に
逆
に
超
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
の
本
願
海
や
信
心
と

い
っ
た
宗
教
経
験
自
体
を
明
ら
か
に
し
得
ず
、
こ
の
こ
と
が
却
つ
て
言

葉

の
硬
直
化
や
善
知
識

の
権
威
性
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
人
格
の
歴
史

的
限
界
を
問
わ
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
、
善
知
識

の
差
別
的
表
現
を
超
歴

史
的

・
普
遍
的
表
現
と
し
て
捉
え
て
し
ま
い
、
差
別
問
題
や
政
治
問
題

を
真
宗
教
学

の
課
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
逆

に
宗
学
が
差

別
を
温
存
助
長
し
今
日
の
政
治
情
況
を
無
批
判

に
肯
定
す
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
石
泉

は
あ
く
ま

で
弥
陀
の
本
願
を
絶
対

性
を
主
張
し
、
逆
に
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
善
知
識
を
相
対
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
超
歴
史
性
と
歴
史
性
、
あ
る
い
は

超
歴
史
的
な
宗
教
経
験
自
体
を
語
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
は
浄

土
真
宗
の
歴
史
的
限
界
に
つ
い
て
も
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
示
唆
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
教
学
の
現
代
化
に
お
い
て
大
き
な
意

味
を
果
た
す
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

2
、
教
学
上
の
真
宗
列
祖
相
対
化

ま
た
、
前
項
と
の
関
連
で
石
泉
は
真
宗
教
学
史
上
の
展
開
を
絶
対
視
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二
三
四

せ

ず

、

あ
く

ま

で
親

鷺

の
所

説

を

教

学

の
基

礎

と

し

教

学

上

大

き

な

功

綾

が
あ

っ
た
列

祖

の
説

に
お

い
て
も

、
そ

こ
に
批
判

の
目
を

向

け

て

い

る
。

行
信

の
二
法

を
い
ふ
に
表
裏
前
後

の
二
途
あ

る
こ
と
上

の
如
し
、

共

に
七

祖

の
伝

へ
た
ま

ふ
と
こ
ろ

に
し
て
、

我
大
谷
聖
人

の
如
実

に
相
承

し
、
嫡
流

と
し
て
家
業

を
開
き
給
ふ
、
(中

略
)
緒
を
継
ぐ

の
宗
主
必
ず

し
も
そ

の
載
を

同
ぜ
ず
、
宗
昭
師

の
ご

と
き
、
多

く
前

後
を
言

ひ
給

ひ
て
、
そ

の
表
裏

の
説

漸
く
に
準
な
り
、
信
証
院

い
よ
ー

微

ひ
て
、
遂

に
専
ら
前
後
を
用

ひ
て
、
も

て
教
道
を
清
規
し
給
ふ
、

(『柴
門
玄
話
』)

こ
れ
は
行
信
論

の
学
説

「法
相
の
表
裏

・
稟
受

の
前
後
」
に
つ
い
て

説
明
し
た
部
分

で
あ
る
が
、
石
泉
は
こ
こ
で
歴
代
の
宗
主
が
必
ず
し
も

親
鷺
の
本
意
を
継
い
で
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
、
覚
如

・
蓮
如
を
例

に
挙
げ

な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
石
泉
は
親
鷺
教
学
を
基

礎
と
し
独
自

の
教
学
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
石
泉
に
と
っ

て
は
善
知
識

(歴
史
的
人
格
)
と
し
て
の
親
鷺
が
重
要
な
意
味
を
持

っ

て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
他

の
宗
主
は
そ
の
よ
う
な
善
知
識
と

し
て
は
あ
ま
り
重
要
視
し
な
か
つ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

歴
代
の
宗
主
は
勿
論

の
こ
と
、
親
鷲
を
本
願
寺
教
団
の
統
率
者
と
し
て

権
威
者
的
発
想
を
も
っ
て
は
そ
の
教
学
を
重
要
視
し
な
か
っ
た
点
も
、

石
泉

の
学
者
と
し
て
の
公
正
な
態
度

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
教
団
の
現
状
か
ち
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
本
願

の
超

歴
史
性

に
立
ち
な
が
ら
親
鷺
教
学
を
基
礎
と
し
て
自
ら
の
教
学
を
打
ち

立
て
た
石
泉
の
姿
勢
は
、
教
団
の
存
在
意
義
を
考
え
る
際
に
も
大
き
な

意
味
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

3
、
親
鷺
教
学
の
時
代
的
限
界

石
泉

の
如
来
論
の
特
徴
と
し
て
十
劫
成
仏
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
の
説
は
今
日
の
真
宗
教
学

の
主
流

が
久
遠
成
仏
説
を
立
て
他

の
諸
仏
を
阿
弥
陀
仏
の
下
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
元
主
義
的
な

閉
塞
し
た
意
識
や
権
威
主
義
的
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ

れ
を
否
定
す
る
役
割
を
持

っ
て
い
る
。
ま
た
方
便
法
身

の
意
義
と
し
て

石
泉
は

「法
義

の
分
斉
」
と
し
て
他
力
法
と
自
力
法
の
違

い
か
ら
阿
弥

陀
仏
と
諸
仏
の
違
い
を
語

つ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
は
そ
の
根
拠
と
し
て

衆
生
の
無
明
性
を
強
調
す
る
な
ら
ぼ
、
主
体

的

・
実
存
的
立
場
と
し
て

「人
間

の
問
題
」
「自
己
自
身
の
問
題
」
と
し

て
現
代
人

の
無
明
性
を
根

源
的
に
問
う
た
上
で
の
如
来
論
を
成
立
さ
せ
る
可
能
性
が
存
す
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
し
た

い
の
は
、
親

鷺
自
身
は
十
劫
仏
説
と
久

遠
成
仏
説
の
両
説
を
採
用
し
な
が
ら
、
石
泉

は
、

謂
く
、
我
が
邦
は
台
教
に
縁
有
り
。
讃
主
開
宗
の
日
、
弘
通
な
お
盛
ん
に

し
て
、
時
俗
多
く
久
遠
に
執
す
。
忽
ち
十
劫
説
を
聞
き
て
、
轍
そ
の
親
近
を

軽
侮
す
。
(乃
至
)
乃
ち
随
転
理
門
に
就
い
て
、
特
に
久
遠
の
説
を
為
す
。

(『上三
帖
和
護
観
海
篇
』)

と
述

べ
、
鎌
倉
時
代
当
時
天
台
教
学
が
盛
ん

で
あ
っ
た
た
め
に
そ
の
影

響
を
親
驚

は
受
け
た
が
そ
れ
は
浄
土
真
宗

の
本
意
で
は
な
い
と
し
て
、

久
遠
成
仏
説
を
斥
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
親
鷲
の
教
え
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二
三
五

と
言
え
ど
も
歴
史
的
影
響
を
受
け
、
そ
の
歴
史
的
限
界
に

つ
い
て
石
泉

は
充
分

に
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

4
、
内

在
的
超
越
と
し
て
の
信
仰
構
造

さ
て
石
泉
の
信
仰
構
造
に

っ
い
て
で
あ
る
が
、
先
に
石
泉
の
実
存
的

立
場

・
主
体
的
立
場
と
彼
の
学
問
方
法
が

一
致
し
、
彼
自
身
の
宗
教
経

験
の
上
か
ら
そ
の
学
説
が
成
立
さ
せ
て
い
る
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
を

具
体
的
文
言
で
論
証
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

仏

の
廻
施
す
る
初
と
衆
生
の
受
得
た
る
後
と
法
体
た
ゞ
一
な
る
が
故
に
、仏

心
即
大
行
に
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
内
に
在
り
て
信
心
と
い
ふ
と
な
り
、
か

く
の
ご
と
き
信
心
潜
隠
し
て
し
り
が
た
し
、
潜
隠
の
信
心
よ
り
大
行
の
称
名

生
起
し
て
願
力
の
法
体
露
現
す
、
そ
の
露
現
す
る
も
の
を
も
て
願
力
の
大
信

な
る
こ
と
を
顕
す
な
り
。

(『柴
門
玄
話
』)

こ
の
よ
う
に
、
石
泉
は
衆
生
の
心
に
内
在
す
る
信
心
よ
り
大
行
の
称

名
が
生
起
し
そ
こ
に
願
力
が
露
現
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
、
親
鷺

は

『唯
信
紗
文
意
』
に
お
い
て
如
来
が

一
切
群
生
海
の
心
で
あ
る
と
述

べ
、
そ

の
心
か
ら
如
来

が
形
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
を
、
「
こ
の
心
に

誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ

へ
に
、

こ
の
信
心
す
な
は
ち
仏
性
な
り
、
・
:

こ
の
一
如
よ
り
形
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
御
か
た
ち
を

し
め
し

て
、」
と
、
如
来
が
法
性
法
身
よ
り
方
便
法
身

へ
と
形
を
現
す

こ
と
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
親
鷺
は
、
こ
の
よ
う
に
如
来
示
現

の
過
程

と
衆
生

の
信
心
の
生
起
が
切
り
離
せ
な
い
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
が
、

こ
の
関
係
を
行
信
の
関
係

で
述
べ
た
の
が
、
石
泉

の
先

の
文
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
親
鷺
、
あ
る
い
は
石
泉
に
お
い
て
も
如
来
は
単
に
衆
生
と

対
象
的
な
超
越
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
衆
生

に
お
い
て
内
在
的
に
捉
え
ら
れ
つ
つ
超
越
性
が
語
ら
れ
て
い
る
点
に
特

徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
世
俗
化
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
対
象
的

・
客
観
的
な
存
在
と
し

て
捉
え
ら
れ
た
超
越
者
の

存
在
を
強
調
す
る
認
識
論
的
思
考
が
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
、
新
し

い
宗
教

(浄
土
真
宗
)

の
方
向
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り

に

石
泉
僧
叡
の
学
問
的
立
場
が
江
戸
期
に
お

い
て
異
端
と
さ
れ
、
そ
の

逆
に
正
統
と
さ
れ
た
学
問
方
法
が
今
日
の
真
宗
教
学
の
閉
塞
情
況
を
形

成
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
学
問
方
法
に
よ
っ
て
現
在
の
教
学
を
問

い
直

す
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。
ま
た
、
そ
の
教
学
は
現
代
の
問
題

に
充
分

応
え
得
る
内
容
を
持

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
石
泉
が
現
代
に
通
用
す
る

新
た
な
学
問
方
法
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
親
鷲
の
学
び
方

に
忠
実
に
従

い
超
歴
史
的
な
も
の
へ
の
洞
察

に
よ
っ
て
、
逆
に
歴
史
的

な
も
の
の
限
界
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
(註
省
略
)

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

教
学
の
現
代
化
、
主
体
的
立
場
、
歴
史
的
・超
歴
史
的
、
石

泉
僧
叡

(龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
)

807


