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ミ
ニ
講
演

日
蓮
宗
に
お
け
る
内
棲
宗
教

霊
断
師
会
に
つ
い
て

（
東
洋
大
学
社
会
学
部
教
授
）

西

山

茂

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
西
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
、
タ
イ
ム
リ
ー
と
い
う
か
、
顕
正
会
に
つ
い
て
の
現
宗
研
出
版
物
が
二
冊
、
こ

こ
に
用
意
し
て
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私
が
内
棲
宗
教
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
発
端
は
、
実
は
こ
の
顕
正
会
の
研
究
に
あ
っ
た
ん
で
す

ね
。
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
、
そ
の
お
話
か
ら
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
枚
の
レ
ジ
ュ
メ
と
二
枚
の
資
料
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
レ
ジ
ュ
メ
の
一
枚
目
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
発
端
」
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
が
私
が
内
棲
宗
教
と
い
う
こ
と
を
考
え
始
め
た
発
端
で
あ
り
ま
す
。
一
九
七
四
年
に
、

顕
正
会
、
当
時
妙
信
講
と
い
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
が
国
立
戒
壇
を
強
情
に
主
張
し
続
け
て
宗
門
の
制
止
を
聞
か
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
日
蓮
正
宗
か
ら
講
中
解
散
処
分
を
受
け
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
妙
信
講
の
研
究
か
ら
、
実
は
内
棲
宗
教
と
い
う
言
葉
が
始
ま
っ
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
後
で
探
し
や
す
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
私
の
論
文
が
ど
こ
に
載
っ
て
い
る
か
、
頁
ま
で
全
部
書
か
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
お
あ
り
の
方
は
探
せ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
時
の
、
着
眼
点
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
既
成
教
団
の
中
に
新
宗
教
教
団
が
あ
る
、
こ
う
い
う
驚
き

と
い
い
ま
す
か
、
こ
れ
が
出
発
点
だ
っ
た
の
で
す
。
今
ま
で
は
新
宗
教
と
い
う
と
、
既
成
宗
教
と
は
無
関
係
に
勃
興
し
て
き
た
も
の
、
と

い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
新
宗
教
と
い
う
の
は
、
既
成
教
団
と
大
い
に
関
係
あ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
思
い
付
い
た
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
括
弧
の
中
に
「
既
成

新
興
の
連
続
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
両
者
は
連
続
し
て
る
の
だ
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と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
着
眼
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
の
着
眼
点
は
、
宗
教
組
織
の
境
界
維
持
を
曖
昧
に
す
る
教
団
内
の
教
団
の
存
在
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
宗
教
社
会
学
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ご
存
知
の
通
り
キ
リ
ス
ト
教
の
地
域
で
す
ね
。
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
、
特
に
セ
ク

ト
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
の
維
持
、
組
織
境
界
の
維
持
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
異
物

が
自
分
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
許
せ
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
要
素
が
強
い
の
で
す
。
勿
論
イ
ス
ラ
ム
教
に
も
同
じ
よ
う
な

傾
向
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
場
合
は
そ
う
で
な
く
て
、
教
団
の
中
に
教
団
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
大
変
面

白
い
。
教
団
性
の
高
い
低
い
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
内
棲
宗
教
の
種
類
に
よ
っ
て
違
う
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
し
か
し
教
団
と
い
う
塊
の
中
に

も
う
一
つ
塊
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
始
め
か
ら
内
棲
宗
教
と
い
う
言
葉
で
な
く
て
、
当

初
は
内
棲
セ
ク
ト
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。

ご
承
知
の
通
り
、
妙
信
講
は
根
本
主
義
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
で
、
国
立
戒
壇
と
い
う
こ
と
を
強
盛
に
主
張
す
る
。
現
在

の
顕
正
会
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
他
宗
謗
法
論
、
要
す
る
に
、
他
宗
邪
宗
教
論
と
い
う
も
の
を
創
価
学
会
が
主
張
し
て
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
彼
ら
は
も
っ
と
強
く
そ
れ
を
主
張
し
ま
す
。
こ
う
い
う
ラ
ジ
カ
ル
な
所
を
セ
ク
ト
と
押
さ
え
て
で
す
ね
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
実
は

既
成
宗
教
の
中
に
あ
る
、
こ
れ
が
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
内
棲
セ
ク
ト
、
と
い
う
風
に
命
名
し
ま
し
た
。
定
義
的
に
は
、
特
定

の
教
団
に
所
属
し
つ
つ
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
実
践
的
・
組
織
的
に
、
そ
れ
と
は
相
対
的
に
区
別
さ
れ
た
独
自
の
宗
教
集
団
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
て
い
て
、
か
つ
、
排
他
主
義
的
な
性
格
を
有
す
る
、
そ
う
い
う
宗
教
集
団
の
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
既
成
の
教
団
と
は
相
対
的
に
区
別
さ
れ
た
独
自
の
宗
教
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
場
合
、
相
対
的
に
区
別
さ

れ
た
と
い
う
所
が
ミ
ソ
で
あ
り
ま
し
て
、
絶
対
的
に
違
っ
た
ら
こ
れ
は
教
団
の
中
に
教
団
と
し
て
い
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

当
然
、
相
対
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
絶
対
的
に
違
う
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
い
始
め
た
内
棲
セ
ク
ト
と
い
う
概
念
で
す
が
、
そ
の
後
、
ど
う
い
う
風
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
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あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
、
創
価
学
会
や
本
門
佛
立
講
の
教
団
自
立
化
過
程
、
独
立
化
過
程
の
研
究
に
こ
れ
を
応
用
し
て
い
っ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
と
同
時
に
、
セ
ク
ト
と
い
う
概
念
と
の
切
り
離
し
を
図
り
ま
し
て
、
内
棲
教
団
、
内
棲
宗
教
と
い
う
風
に
言
う
よ
う
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、「
正
当
化
の
危
機
と
教
学
革
新
」
と
い
う
論
文
で
正
本
堂
完
成
以
後
の
石
山
教
学
の
変
化
を
取
り
扱
い
ま
し
た
。
ご
承

知
の
よ
う
に
、
創
価
学
会
は
正
本
堂
を
も
っ
て
戒
壇
と
す
る
、
従
っ
て
国
立
戒
壇
と
は
も
う
言
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
政
教
一
致
と
い

う
批
判
を
逃
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
以
後
の
日
蓮
正
宗
内
部
の
在
勤
教
師
会
と
か
正
信
会
の
人
達
の
流
れ
を
、
一
定
の
教
学
革
新
の
流

れ
と
押
さ
え
て
、
こ
れ
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
創
価
学
会
が
最
後
に
破
門
さ
れ
て
、
独
立
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、

そ
の
教
団
自
立
化
の
過
程
を
「
内
棲
宗
教
の
自
立
化
と
宗
教
様
式
の
革
新
」
と
い
う
論
文
に
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
、「
本
門
佛
立
講
の
研
究
」、「
本
門
佛
立
講
の
成
立
と
展
開
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
佛
立
開
導
と
い
わ

れ
て
い
る
長
松
日
扇
の
百
遠
諱
の
記
念
論
文
集
の
中
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
創
価
学
会
・
佛
立
講
な
ど

が
、
初
め
は
宗
内
に
あ
っ
て
内
棲
宗
教
で
あ
っ
た
も
の
が
、
や
が
て
独
立
し
て
い
く
過
程
、
こ
う
い
う
も
の
を
追
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
こ

う
い
う
も
の
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
私
の
内
棲
概
念
は
展
開
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
セ
ク
ト
概
念
と
切
り
離
し
て
、

内
棲
教
団
・
内
棲
宗
教
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
も
う
一
つ
の
段
階
は
、
内
棲
宗
教
論
を
日
本
の
新
宗
教
の
類
型
化
や
宗
教
一
般
の
分
析
に
ま
で
一
般
化
し
て
い
っ
た
段
階
で

す
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
日
本
の
新
宗
教
研
究
の
一
つ
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
き
『
新
宗
教
事
典
』、
こ
の
中
に
「
組
織
」
と
い
う
項
目
を

書
き
ま
し
て
、
内
棲
型
と
か
借
傘
型
と
か
提
携
型
と
か
、
完
全
自
立
型
と
か
、
こ
う
い
う
風
に
新
宗
教
を
類
型
化
し
、
そ
の
一
つ
と
し

て
、
内
棲
型
新
宗
教
と
い
う
タ
イ
プ
を
設
定
さ
せ
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
段
階
で
は
、
内
棲
型
と
い
う
の
は
四

つ
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
の
中
の
一
つ
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
新
宗
教
の
分
類
概
念
と
し
て
始
ま
っ
た
内
棲
セ
ク
ト
と
か
内
棲
宗
教
と
か
内
棲
教
団
の
概
念
で
は
あ
り
ま
す
が
、
必
ず
し
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も
新
宗
教
だ
け
に
拘
ら
な
い
概
念
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
と
で
分
か
り
ま
し
た
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
日
本
福
祉
大
学
を
作
っ
た
鈴
木
修
学

と
い
う
方
は
名
古
屋
の
日
蓮
宗
法
音
寺
の
開
山
で
す
が
、
こ
の
方
は
仏
教
感
化
救
済
会
と
い
う
戦
争
前
か
ら
あ
っ
た
教
団
を
、
戦
後
、
二

度
と
弾
圧
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
日
蓮
宗
に
帰
属
さ
せ
ま
し
た
。
彼
自
身
が
荒
行
を
や
り
ま
し
て
、
三
度
、
満
行
し
て
い
ま
す
。

あ
そ
こ
の
指
導
者
は
み
な
出
家
得
度
し
て
お
坊
さ
ん
に
な
り
ま
す
。
内
容
的
に
は
非
常
に
自
立
性
の
高
い
、
法
音
寺
教
団
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
、
こ
れ
は
僧
侶
と
寺
院
を
も
つ
日
蓮
宗
の
中
の
内
棲
宗
教
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
、
新
宗
教
研
究
と
い
う
枠
の
中
に

は
簡
単
に
収
ま
り
き
れ
な
い
現
象
に
ま
で
内
棲
宗
教
と
い
う
言
葉
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
、
私
は
、『
日
本
社
会
論
の
再
検
討
』
と
い
う
本
の
中
で
も
、
同
じ
よ
う
な
類
型
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
借
傘
型

と
内
棲
型
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
様
に
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
既
成
教
団
に
所
属
し
て
る
点
で
は
借
傘
型
と
内
棲
型
は
同
じ
で
あ

る
。
し
か
し
、
両
者
が
根
本
的
に
違
う
点
は
、
借
傘
型
の
場
合
は
た
だ
の
傘
借
り
で
所
属
が
便
宜
的
で
あ
る
が
、
内
棲
型
の
場
合
は
信
念

と
実
践
と
組
織
に
関
わ
る
宗
教
様
式
の
核
心
部
分
を
既
成
教
団
か
ら
継
承
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内
棲
型
に
は
、
既

成
教
団
の
宗
教
様
式
に
付
加
し
た
新
た
な
要
素
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
の
新
た
な
要
素
が
あ
る
の
で
、
既
成
教
団
の
側
か
ら
見
る
と
違

和
感
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
内
棲
教
団
は
既
成
教
団
か
ら
相
対
的
に
区
別
さ
れ
る
存
在
に
な
る
わ
け
で
す
。
本
日
お
話
し
す
る
霊
断
師
会

に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
内
棲
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
今
日
の
私
の
お
話
は
、
そ
の
内
棲
宗

教
と
い
う
概
念
を
以
て
、
日
蓮
宗
の
中
に
あ
る
霊
断
師
会
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
い
う
宿
題
で
し
た
の
で
、
次
の
話
に
進
ま
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
霊
断
師
会
の
信
・
行
・
組
織
体
系
の
特
徴
と
い
う
所
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
断
り
し

て
お
き
ま
す
が
、
私
は
直
接
的
に
霊
断
師
会
を
調
査
研
究
の
対
象
に
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
で
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
新
宗
教
に

対
し
て
長
い
時
間
か
け
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
り
質
問
し
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
経
験
は
霊
断
師
会
に
対
し
て
は
あ
り
ま
せ

ん
。
従
っ
て
資
料
不
足
は
否
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
、
私
の
分
か
っ
た
範
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囲
で
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

参
考
資
料
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
霊
断
師
会
の
昔
の
『
行
学
講
習
摘
録
』
で
す
。
次
に
、『
宗
門
改
造
』
で
す
。

な
か
で
も
、「
望
月
・
執
行
両
教
授
の
誤
謬
を
批
判
し
大
崎
宗
学
の
歪
曲
を
是
正
す
る
」
と
い
う
高
佐
日
煌
氏
の
大
崎
宗
学
批
判
の
論
文

で
す
。
こ
れ
は
数
年
に
亘
っ
て
続
い
て
、『
宗
門
改
造
』
に
連
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
一
か
ら
始
ま
っ
て
三
十
九
ま
で
、
だ
い
た
い

四
十
回
ほ
ど
や
っ
て
い
ま
す
。
七
三
号
か
ら
一
二
六
号
ま
で
、
私
は
、
こ
こ
に
来
る
前
に
全
部
目
を
通
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
霊
断
師
会

の
中
の
人
も
、
全
部
読
ん
だ
人
は
余
り
い
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
私
は
全
部
読
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、『
よ
ろ
こ
び
』
と
い

う
雑
誌
で
す
。
今
は
出
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
昔
は
出
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
『
聖
徒
タ
イ
ム
ス
』、
こ
れ
は
今
で
も
出
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
聖
徒
団
の
機
関
紙
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
戦
前
期
の
皇
道
仏
教
行
道
会
の
関
係
資
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
は

『
思
想
月
報
』
と
か
『
特
高
月
報
』
と
か
い
う
戦
争
前
の
権
力
の
側
の
資
料
の
中
に
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
戦
後
に
な
り
ま
し
て
、
霊
断
師
会
の
創
祖
と
な
っ
た
高
佐
貫
長
（
日
煌
）
氏
が
、
一
九
四
九
年
に
行
道
文
庫
か
ら
『
十
字

仏
教
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
新
日
蓮
教
学
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
新
日
蓮
教
学
を
分

か
ろ
う
と
す
る
と
、『
宗
門
改
造
』、
特
に
望
月
・
執
行
両
教
授
と
論
争
し
た
も
の
を
読
ま
な
い
と
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
一
九
八
四
年

に
、
霊
断
師
会
が
『
新
日
蓮
教
学
概
論
』
を
ま
と
め
て
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
読
め
ば
あ
る
程
度
分
か
る
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
私
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
高
佐
氏
の
考
え
を
分
か
る
に
は
、
ま
だ
不
十
分
と
い
え
ま
す
。
や
は
り
、
こ
れ
は
、
特
に
望

月
・
執
行
両
教
授
と
の
論
争
、
こ
れ
を
克
明
に
読
ま
な
い
と
駄
目
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

霊
断
法
の
具
体
的
な
や
り
方
に
関
し
て
は
、
長
谷
部
八
郎
氏
の
『
祈
祷
儀
礼
の
世
界
』
と
い
う
本
を
読
ま
な
い
と
分
か
ら
な
い
の
で

す
。
あ
る
い
は
、
藤
田
庄
一
さ
ん
が
「
宗
門
未
公
認
の
霊
断
法
が
千
二
百
ヶ
寺
信
者
三
十
万
人
に
発
展
し
た
理
由
」
と
い
う
論
文
を
、
雑

誌
『
月
刊
住
職
』
二
四
六
号
（
一
九
九
四
年
九
月
）
に
出
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
読
め
ば
、
実
際
の
現
場
で
霊
断
が
ど
の
よ
う

に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
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そ
れ
か
ら
、
新
日
蓮
教
学
、
特
に
『
宗
門
改
造
』
で
の
望
月
・
執
行
教
授
批
判
に
対
す
る
反
論
が
、
雑
誌
『
大
崎
学
報
』
の
一
一
五
号

（
一
九
六
二
年
十
二
月
）
に
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
立
正
大
学
の
執
行
教
授
が
「
本
尊
論
の
根
本
課
題

特
に
霊
断
教
学
の
所
論
を
中

心
と
し
て

」
と
い
う
も
の
を
書
い
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
を
読
む
と
、
宗
門
側
と
い
う
よ
り
も
大
崎
教
学
側
が
、
ど
ん
な
風
に
、
こ
の
高
佐
日
煌
氏
の
新
日
蓮
教
学
を
捉
え
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
大
崎
教
学
の
側
は
、
こ
れ
で
も
う
決
着
が
つ
い
た
、
長
い
間
批
判
さ
れ
て
き
た
が
こ
れ
で
反
批
判
で
き
た
と
す

る
意
見
も
あ
る
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
私
は
そ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
特
に
本
尊
論
で
論
争
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
一
尊
四
士
本
尊
論
と

妙
法
曼
荼
羅
本
尊
論
と
の
対
決
で
す
。
執
行
氏
や
望
月
氏
は
、
一
尊
四
士
本
尊
論
で
す
。『
日
蓮
宗
読
本
』
な
ど
に
は
、
そ
の
よ
う
に
書

い
て
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
日
蓮
宗
の
中
で
も
、
本
尊
を
巡
る
論
争
は
い
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。『
宗
門
改

造
』
で
高
佐
氏
が
、
望
月
・
執
行
先
生
の
一
尊
四
士
論
を
激
し
く
批
判
し
て
る
の
で
す
が
、
執
行
論
文
が
こ
れ
に
対
す
る
ま
っ
と
う
な
批

判
に
な
っ
て
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
や
は
り
疑
問
の
あ
る
所
だ
と
思
う
の
で
す
。
但
し
、
執
行
氏
は
、
高
佐
教
学
の
弱
い
所
を
突
く
と
い

う
点
で
は
成
功
し
て
い
ま
す
。
高
佐
氏
ら
は
実
修
実
証
の
久
遠
実
成
の
釈
尊
を
と
ら
な
い
で
宇
宙
の
一
大
霊
仏
と
し
て
の
無
作
三
身
仏
を

と
る
。
要
す
る
に
、
密
教
で
い
う
大
日
如
来
と
同
じ
だ
と
。
久
成
の
釈
尊
を
と
ら
な
い
で
大
日
如
来
と
い
っ
て
る
の
だ
か
ら
日
蓮
宗
で
は

な
い
と
、
執
行
氏
は
こ
う
い
う
所
を
か
な
り
突
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
後
程
、
そ
こ
を
巡
っ
て
の
霊
断
師
会
の
信
行
論
の
所
で
触
れ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
は
、
霊
断
師
会
の
信
念
体
系
の
特
徴
は
何
か
、
と
い
う
所
に
進
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
社
会
学
者
で
、
宗
学
或

い
は
教
学
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
間
違
っ
て
い
ま
し
た
ら
ご
指
摘
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
尊
論

に
関
し
て
は
、
一
尊
四
士
を
排
し
妙
法
曼
荼
羅
を
本
尊
と
す
る
と
、
こ
う
い
う
立
場
が
ま
ず
あ
り
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
は
決
し
て
霊
断
師

会
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
門
自
身
が
檀
信
徒
に
ご
本
尊
を
、
と
言
わ
れ
た
時
に
は
臨
滅
度
時
の
妙
法
曼
荼
羅
を
与
え
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
妙
法
曼
荼
羅
が
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
す
。
日
蓮
門
下
の
他
の
宗
門
の
多
く
も
、
妙
法
曼
荼
羅
本
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尊
論
の
立
場
を
お
取
り
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
久
遠
実
成
釈
迦
牟
尼
仏
、
こ
れ
を
新
日
蓮
教
学
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
個
人
格
の
仏
、
釈
尊
単
体
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
霊

断
師
会
の
教
学
で
は
、
も
っ
と
一
重
立
ち
入
っ
た
所
に
、
無
作
三
身
仏
を
立
て
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
重
立
ち
入
っ
た

所
に
立
て
ら
れ
た
ご
本
仏
が
、
お
釈
迦
様
の
名
前
を
借
り
て
久
遠
実
成
釈
迦
牟
尼
仏
と
い
う
場
合
も
あ
る
が
、
そ
う
と
す
る
と
個
人
格
の

釈
迦
と
間
違
え
や
す
い
の
で
、
こ
れ
を
寿
量
仏
な
い
し
南
無
妙
法
蓮
華
経
仏
と
い
う
、
こ
う
い
う
立
場
が
あ
り
ま
す
。
無
作
三
身
仏
を
南

無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
な
り
と
い
う
「
御
義
口
伝
」
の
文
言
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
立
場
を
と
る
わ
け
で
す
。「
御
義
口
伝
」
と
か

口
伝
法
門
に
や
た
ら
に
頼
る
と
い
う
立
場
に
は
、
勿
論
、
問
題
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
無
作
三
身
仏
に
つ
い
て
は
、
寿
量
本
仏
、
寿

量
品
の
仏
と
い
う
よ
う
な
、
色
々
な
い
い
方
が
あ
り
ま
す
。
寿
量
御
本
仏
と
も
い
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
普
遍
人
格
で
、
こ
の
普
遍
人
格
が

個
人
格
と
し
て
イ
ン
ド
に
現
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
釈
尊
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
風
に
捉
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
宇
宙
大
生
命
と
も
い
え
ま

し
ょ
う
。
神
と
い
う
い
い
方
を
、
高
佐
氏
は
平
気
で
使
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
が
地
球
上
で
我
々
の
人
類
の
上
に
ど
う
い
う
風
に
お
現
れ
に
な
る
か
と
い
う
と
、「
総
和
の
九
識
」
と
い
う
風
に
い

い
ま
す
。「
九
識
心
王
真
如
の
都
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
九
識
阿
摩
羅
識
、
こ
の
総
和
が
本
仏
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え

る
。
だ
か
ら
全
人
類
の
九
識
、
こ
れ
を
本
仏
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
宇
宙
大
生
命
即
本
仏
と
い
う
考
え
方
、
ま
た
、
そ
れ
が
人
間

に
現
れ
た
時
に
は
総
和
の
九
識
、
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
馬
路
人
・
西
山
茂
・
島
薗
進
た
ち
が
雑
誌
の
『
思
想
』

に
書
い
た
「
新
宗
教
に
お
け
る
生
命
主
義
的
救
済
観
」
と
合
致
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
霊
断
師
会
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
、
創
価
学
会
等
も
同
じ
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
宇
宙
大
生
命
に
即
し
て
本
尊
を
捉
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
創
価
学
会
で

は
、
人
間
を
「
総
和
の
九
識
」
と
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
妙
法
蓮
華
経
の
当
体
、
当
体
蓮
華
と
い
い
ま
す
。
霊
断
師
会
と
近
似
し
て
い
る
所

も
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
日
蓮
宗
の
内
部
で
よ
く
見
ま
す
と
、
無
作
三
身
仏
と
い
う
言
葉
の
捉
え
方
は
色
々
で
す
が
、
よ
く
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
無
作
三
身
仏
は
教
学
的
に
非
常
に
危
な
い
概
念
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
無
作
三
身
仏
と
い
う
言
葉
は
、
日
蓮
聖
人
の
ご
真
筆
に
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は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
宗
門
の
中
で
、
優
陀
那
院
日
輝
も
清
水
龍
山
も
使
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
戦
後
の
テ
キ
ス
ト

ク
リ
ー
テ
ィ
ー
ク
の
影
響
で
、
大
崎
宗
学
で
は
実
修
実
証
の
仏
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
無
作
三
身
の
考

え
方
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
大
崎
宗
学
の
現
状
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
程
も
霊
断
師
会
は
、
無
作
三
身
仏
の
お
名
前
を
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
玄
題
を
無

作
三
身
仏
の
名
と
解
し
、
妙
法
曼
荼
羅
を
十
界
に
特
化
さ
れ
た
そ
の
顕
現
体
と
見
ま
す
。
無
作
三
身
仏
は
無
相
の
霊
仏
だ
が
、
現
象
的
に

は
十
界
の
大
調
和
の
姿
と
し
て
現
れ
る
。
高
佐
氏
の
こ
の
よ
う
な
曼
荼
羅
論
、
あ
る
い
は
本
仏
論
は
、
戦
前
の
彼
の
天
皇
本
尊
論
に
も
通

じ
て
い
ま
す
。
始
め
に
無
相
の
霊
仏
（
天
皇
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
象
（
臣
民
の
種
々
の
働
き
）
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
本
質
即
現
象

な
の
で
す
が
、
本
質
が
現
象
界
に
現
れ
て
く
る
時
に
は
曼
荼
羅
の
十
界
の
衆
生
に
な
る
。
こ
れ
を
仏
界
縁
起
論
と
か
随
縁
真
如
論
で
説
明

し
て
い
く
や
り
方
で
す
。
私
の
立
場
と
し
て
は
本
化
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
本
来
、
随
縁
真
如
論
で
は
な
く
、
一
念
三
千
に
よ
る
成
仏
論

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
と
い
う
の
が
霊
断
師
会
に
は
見
ら
れ
ま
す
。

次
に
、
日
蓮
聖
人
が
末
代
幼
稚
の
首
に
か
け
し
め
た
も
う
と
い
っ
た
お
題
目
で
す
。
一
大
秘
法
の
お
題
目
観
、
自
然
譲
与
の
お
題
目
観

は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
題
目
を
信
唱
受
持
す
る
だ
け
、
こ
れ
だ
け
で
成
仏
で
き
る
、
こ
れ
が
本
化
仏
教
の
基

本
的
な
立
場
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
こ
が
天
台
と
は
違
う
所
で
、
題
目
の
信
唱
受
持
で
凡
夫
が
仏
に
な
れ
る
、
即
身
成
仏
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
こ
の
所
を
霊
断
師
会
で
は
、
仏
位
相
続
と
い
う
風
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
末
法
の
凡
夫
も
こ
の
信
唱
受
持
に
よ
る
仏
位

相
続
に
よ
っ
て
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
ま
た
、
そ
の
仏
位
相
続
に
よ
っ
て
、
末
法
の
我
々
が
成
仏
観
上
の
本
仏
と
な
る
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
、
こ
う
い
う
風
に
い
っ
て
る
わ
け
で
す
。

最
近
、
創
価
学
会
の
松
戸
行
雄
と
い
う
人
が
凡
夫
本
仏
を
い
っ
て
ま
す
。
彼
は
、
日
蓮
本
仏
と
い
う
立
場
を
一
歩
す
す
め
て
、
凡
夫
本

仏
論
に
行
く
の
で
す
が
、
霊
断
師
会
で
は
仏
位
相
続
論
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
成
仏
観
上
の
凡
夫
本
仏
の
論
理
を
組
み
立
て
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
の
他
に
仏
陀
観
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
仏
陀
観
と
い
う
の
は
、
完
成
さ
れ
た
仏
の
姿
と
い
う
こ
と
で
、
具
体
的
に
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は
、
釈
尊
と
し
て
現
れ
た
仏
の
こ
と
を
仏
陀
観
上
の
仏
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
成
仏
観
の
う
え
で
凡
夫
が
仏
に
な
る
と
い
う
言
い
方
を

す
る
時
は
凡
夫
本
仏
の
立
場
を
と
る
、
と
い
う
風
に
し
て
成
仏
観
と
仏
陀
観
を
分
け
ま
す
。
そ
れ
で
、
我
々
に
と
っ
て
は
凡
夫
が
体
の
仏

で
、
釈
尊
は
用
の
仏
で
す
。
体
用
本
迹
論
の
観
点
か
ら
凡
夫
本
仏
論
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
仏
陀
観
上
の
教
相
本
仏

は
釈
尊
で
す
が
、
成
仏
観
上
の
観
心
本
仏
は
、
名
字
即
の
凡
夫
が
本
仏
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
を
一
応
区
別
し
て
い
ま
す
。

霊
断
師
会
の
教
学
は
天
台
本
覚
論
で
あ
る
、
凡
夫
そ
の
ま
ま
本
仏
で
あ
る
と
言
う
で
は
な
い
か
と
仰
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で

は
な
い
の
で
す
。
彼
ら
も
、
一
応
、
信
唱
受
持
、
名
字
即
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
ま
す
か
ら
。
名
字
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
一
行
が
加

わ
っ
て
い
ま
す
し
、
完
成
さ
れ
た
釈
尊
を
仏
陀
観
上
の
本
仏
と
し
て
見
て
い
ま
す
の
で
、
天
台
本
覚
論
と
は
区
別
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
彼

ら
も
種
脱
勝
劣
を
い
っ
て
脱
益
の
仏
よ
り
も
下
種
の
仏
を
重
視
に
し
ま
す
が
、
か
と
い
っ
て
富
士
派
の
よ
う
に
脱
を
捨
て
て
種
を
取
る
と

い
う
立
場
を
必
ず
し
も
取
り
ま
せ
ん
。
仏
陀
観
上
の
釈
尊
も
大
切
に
す
る
と
い
う
意
味
で
は
富
士
派
と
も
違
う
、
と
い
う
風
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
富
士
派
は
法
体
異
の
立
場
で
す
が
、
彼
ら
は
む
し
ろ
法
体
同
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
創
価
学

会
の
松
戸
氏
が
凡
夫
本
仏
論
を
最
近
唱
え
て
い
ま
す
の
で
、
松
戸
氏
の
論
文
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

霊
断
師
会
は
、
信
唱
受
持
、
名
字
即
成
仏
を
仏
位
相
続
の
中
身
と
し
て
、
一
行
は
さ
ん
で
あ
る
の
で
す
。
従
っ
て
、
凡
夫
が
そ
の
ま
ま

本
仏
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
本
覚
法
門
そ
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
本
覚
法
門
的
な
所
が
な
い
か
と

言
え
ば
そ
れ
は
あ
る
の
で
す
。
高
佐
日
煌
氏
も
そ
れ
は
認
め
て
い
て
、
食
わ
ず
嫌
い
で
本
覚
法
門
を
逃
げ
て
は
い
け
な
い
、
日
蓮
聖
人
自

身
が
本
覚
法
門
を
経
て
い
る
の
だ
か
ら
本
覚
法
門
は
大
切
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。「
御
義
口
伝
」
等
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
か
ら
、
密
教
的
と
い
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
、
元
々
、
本
化
仏
教
に
は
密
教
的
な
要
素
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
言
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
何
が
悪
い
と
い
う
よ
う
な
論
理
も
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
四
十
五
字
法
体
段
と
い
う
有
名
な
「
観
心
本
尊
抄
」
の
御
文
を
独
自
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
他
の
大
崎
宗
学
な

ど
で
は
し
て
い
な
い
所
で
す
。
霊
断
師
会
で
は
四
種
本
尊
観
と
い
っ
て
い
ま
す
。
本
尊
を
考
え
る
時
に
四
つ
の
見
方
が
あ
り
ま
す
よ
、
と
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い
う
こ
と
で
す
。
ご
承
知
の
通
り
、
四
十
五
字
法
体
段
は
、
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
で
た
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
す
が
、
こ
の
、
今
本
時
の
娑
婆
世
界
と
い
う
所
が
浄
土
本
尊
観
を
指
す
、
そ
れ
か
ら
、
仏
過
去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生
せ
ず
で

仏
本
尊
観
を
、
所
化
以
て
同
体
で
凡
夫
本
尊
観
を
、
こ
れ
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
三
種
世
間
也
で
法
本
尊
観
を
、
そ
れ
ぞ
れ
現
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
四
十
五
字
法
体
段
は
、
本
因
本
果
本
国
土
と
い
う
因
果
国
の
三
妙
を
合
論
し
て
在
世
事
一
念
三
千
の
法
体
に
結

ぶ
重
要
な
文
言
な
の
で
す
が
、
霊
断
教
学
で
は
不
思
議
な
こ
と
に
、
因
果
国
の
三
妙
が
合
論
さ
れ
た
事
一
念
三
千
が
三
妙
と
横
並
び
に

な
っ
て
る
の
で
す
。
普
通
は
、
因
果
国
三
妙
合
論
在
世
事
一
念
三
千
と
持
っ
て
い
き
、
こ
れ
を
末
法
に
別
付
嘱
と
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経

一
大
秘
法
と
結
要
し
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
因
果
国
の
三
妙
と
、
そ
れ
が
合
論
さ
れ
た
事
一
念
三
千
の
法
と
が
横
並
び

に
な
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

か
く
し
て
仏
位
相
続
さ
れ
た
末
法
の
名
字
即
の
凡
夫
が
、
九
識
霊
断
法
に
よ
っ
て
九
識
の
本
体
界
に
合
一
す
る
こ
と
で
運
命
を
予
知

し
、
今
後
の
方
途
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
こ
う
い
う
風
に
霊
断
師
会
で
は
解
釈
す
る
の
で
す
。
新
日
蓮
教
学
、
或
い
は
霊
断
師

会
教
学
、
或
い
は
高
佐
教
学
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
結
構
面
白
い
し
、
価
値
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
霊
断
法
よ
り
も
新
日
蓮

教
学
の
ほ
う
に
興
味
を
持
っ
て
霊
断
師
会
に
入
っ
て
い
く
お
坊
さ
ん
と
い
う
の
が
い
な
く
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
両
者
は
繋
が
っ
て

い
る
。
九
識
論
と
い
う
観
点
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
の
所
が
一
つ
の
ミ
ソ
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
高
佐
氏
一
流
の
自
解
仏
乗

で
、
日
蓮
宗
に
も
本
化
仏
教
一
般
に
も
な
い
も
の
で
す
。
霊
断
法
そ
の
も
の
も
、
高
佐
氏
の
発
明
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
霊
断

師
会
は
日
蓮
宗
の
内
棲
宗
教
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
言
う
根
拠
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

霊
断
師
会
の
実
践
体
系
の
特
徴
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
霊
断
法
に
つ
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
種

類
の
文
字
を
記
し
た
金
属
製
円
板
、
こ
れ
霊
璽
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
各
五
枚
、
計
二
十
五
枚
を
袋
に
入
れ
て
用
意
す
る
。
そ
こ
か

ら
、
相
談
者
が
無
作
為
に
五
枚
取
り
出
す
。
霊
断
師
は
五
種
類
の
文
字
を
彫
っ
た
印
判
を
、
取
り
出
さ
れ
た
円
板
の
文
字
の
順
に
二
十
五

の
ま
す
目
を
と
っ
た
表
に
押
し
て
い
く
。
こ
れ
を
五
回
繰
り
返
し
、
表
を
埋
め
、
文
字
の
並
び
方
か
ら
独
自
の
判
断
を
下
す
、
こ
う
い
う
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風
に
駒
沢
大
学
の
長
谷
部
教
授
は
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
霊
断
の
や
り
方
で
す
が
、
こ
の
ほ
か
に
倶
生
霊
神
符
を
配
布
し
た
り
し
ま
す

か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
と
一
緒
に
な
っ
て
る
。
あ
る
い
は
修
法
師
会
に
入
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
の
で
、
修
法
師
会
の
木
剣
祈
祷
が
併
用

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
、
こ
ん
な
風
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
私
自
身
は
霊
断
を
実
際
に
見
学
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
は
人

の
論
文
の
紹
介
で
あ
り
ま
す
。

霊
断
師
会
の
組
織
体
系
の
特
徴
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
在
家
の
聖
徒
団
を
末
寺
に
組
織
し
、

そ
の
統
合
体
が
身
延
山
に
団
参
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
寺
院
の
活
性
化
の
た
め
、
寺
院
僧
侶
に
よ
る
霊
断
師
会
を
組
織
し
て
い
ま

す
。
以
後
、
信
・
行
・
組
織
体
系
の
独
自
性
を
強
化
し
、
数
年
前
に
藤
田
庄
市
さ
ん
が
調
べ
た
時
に
は
千
二
百
ヶ
寺
信
者
三
十
万
人
と
い

う
勢
力
に
ま
で
発
展
し
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
に
は
五
千
ヶ
寺
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
千
二
百
ヶ
寺
と
い
え
ば
か
な
り
の
も
の
で

す
。
三
十
万
と
い
う
数
字
も
か
な
り
の
も
の
で
す
。
今
は
も
う
少
し
発
展
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
目
下
、
修
法
師
会
と
同
様
の
公
認
を

求
め
て
宗
門
と
交
渉
中
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
私
は
学
者
ら
し
く
客
観
的
に
紹
介
し
な
い
と
い
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

極
端
に
誉
め
た
り
、
極
端
に
く
さ
す
と
い
う
こ
と
は
控
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
三
者
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

で
は
、
霊
断
師
会
は
内
棲
宗
教
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
残
り
の
十
五
分
で
も
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
信
念
の
側
面
か
ら
い
い
ま
す
と
、
日
蓮
宗
に
は
多
様
な
宗
教
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
顕
本

法
華
宗
系
の
流
れ
も
戦
後
に
は
入
っ
て
い
ま
す
。
富
士
派
の
流
れ
も
入
っ
て
い
ま
す
。
即
ち
、
勝
劣
派
の
勢
力
が
流
れ
込
ん
で
き
て
お
り

ま
す
。
一
致
派
と
は
い
う
も
の
の
、
勝
劣
派
の
流
れ
も
汲
ん
で
い
る
の
が
今
日
の
実
際
の
日
蓮
宗
の
姿
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
伝
統
が

混
在
し
て
る
の
が
日
蓮
宗
な
の
で
す
。
従
っ
て
、
異
流
義
を
判
定
す
る
標
準
が
非
常
に
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
霊
断
師
会
は
異
流
義
だ
と
い
う
よ
う
に
簡
単
に
は
い
え
な
い
。

本
迹
一
致
の
伝
統
教
学
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
教
相
重
視
と
観
心
重
視
、
造
像
本
尊
と
妙
曼
本
尊
、
法
本
尊
と
仏
本
尊
、
超
越
の
本
尊

と
内
在
の
本
尊
、
己
心
本
尊
論
と
あ
り
ま
す
。
コ
シ
ン
の
シ
ン
を
身
と
書
く
己
身
本
尊
論
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
実
修
実
証
の
仏
と
無
作
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三
身
仏
、
こ
う
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
の
対
立
が
、
渦
を
巻
い
て
日
蓮
宗
の
中
に
あ
る
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
り
ま
す
。
従
っ

て
、
今
ま
で
も
そ
う
で
す
し
、
現
在
も
そ
う
で
す
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
日
蓮
宗
に
は
正
統
と
異
端
の
別
が
付
か
な
か
っ

た
し
、
今
も
付
い
て
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
付
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

実
践
の
側
面
で
は
霊
断
法
が
注
目
さ
れ
る
の
で
す
が
、
修
法
師
会
の
祈
祷
と
の
違
い
目
は
、
宗
門
の
公
認
・
非
公
認
の
違
い
目
で
し
か

な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
政
治
の
問
題
、
勢
力
の
問
題
、
こ
う
い
う
風
に
思
っ
て
ま
す
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と

い
う
こ
と
を
判
定
す
る
の
は
、
宗
教
の
場
合
に
は
難
し
い
問
題
で
す
。
日
蓮
正
宗
と
創
価
学
会
や
、
正
信
会
と
か
顕
正
会
の
場
合
も
そ
う

な
の
で
す
が
、
時
の
法
主
を
味
方
に
す
る
ほ
う
が
勝
ち
と
か
、
あ
る
い
は
、
選
挙
で
宗
会
の
大
勢
を
占
め
れ
ば
勝
ち
と
か
、
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
政
治
の
世
界
の
こ
と
に
は
学
者
が
あ
ま
り
首
を
突
っ
込
ま
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
は
公

平
な
立
場
か
ら
、
霊
断
師
会
の
霊
断
と
修
法
師
会
の
祈
祷
と
の
違
い
は
、
宗
門
が
公
認
し
て
い
る
か
非
公
認
か
の
違
い
し
か
な
い
と
、

い
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
公
認
さ
れ
れ
ば
偉
い
の
か
、
非
公
認
だ
か
ら
駄
目
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
一
概
に
は
言
え
ま

せ
ん
。
勢
力
関
係
が
逆
に
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
ま
た
逆
に
な
る
の
で
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
政
治
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

も
っ
と
立
ち
入
っ
た
議
論
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
霊
断
に
し
た
所
で
祈
祷
に
し
た
所
で
、
唱
題
成
仏
の
正
行
か
ら
い
え
ば
、
方

便
行
で
し
か
な
い
と
私
は
思
っ
て
ま
す
。
方
便
行
は
色
々
あ
っ
て
い
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
ば
、
な
ん
と
か
し
て
お
題
目
の
正
行
に
結
縁

さ
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
色
々
の
方
便
を
使
う
こ
と
は
悪
く
な
い
と
い
え
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で

し
ょ
う
。
逆
に
、
方
便
を
真
実
に
繋
が
な
け
れ
ば
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
謗
法
に
な
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
霊
断
師
会
が
内
棲
宗
教

で
あ
る
か
を
判
断
す
る
際
に
、
霊
断
師
会
と
修
法
師
会
の
双
方
に
加
わ
っ
て
い
る
寺
院
僧
侶
が
多
く
、
彼
ら
に
一
義
的
な
帰
属
が
み
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
点
で
す
。
実
際
、
両
方
に
入
っ
て
る
人
が
多
い
の
で
す
。
霊
断
師
会
が
、
霊
断
師
会
に
だ
け
所
属
さ
せ
て
僧

侶
を
拘
束
す
る
、
そ
れ
で
団
結
を
守
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
内
棲
教
団
と
し
て
の
特
徴
が
強
い
と
言
え
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
は

な
く
、
散
ら
ば
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
参
加
し
て
る
の
で
す
か
ら
、
霊
断
師
会
は
内
棲
教
団
性
に
欠
け
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
所
属
寺
院
間
に
幸
龍
寺
と
の
本
末
、
法
縁
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
名
古
屋
の
法
音
寺
は
、
全
国
に
散

ら
ば
っ
て
い
る
法
音
寺
系
の
お
寺
や
教
会
を
末
寺
の
よ
う
な
形
に
し
て
い
ま
す
。
支
院
と
い
っ
て
ま
す
が
、
こ
れ
を
中
央
集
権
的
に
法
音

寺
に
所
属
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
関
係
は
、
霊
断
師
会
に
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
法
音
寺
の
ほ
う
が
内
棲
宗
教
性
が

高
い
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
所
属
寺
院
が
日
蓮
宗
の
各
布
教
区
に
所
属
し
て
い
て
、
戦
前
ま
で
の
本
門
佛
立
講
の
よ
う
な
特
別
教
区
制
を
と
っ
て
は
い
な

い
。
佛
立
講
は
、
日
蓮
宗
八
品
派
の
中
で
特
別
布
教
区
と
い
う
こ
と
で
ひ
と
く
く
り
に
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
霊
断
師
会
は

そ
う
い
う
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
な
い
。
戦
前
ま
で
の
本
門
佛
立
講
は
紛
う
こ
と
な
い
内
棲
宗
教
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
も
違
う
。

従
っ
て
、
内
棲
宗
教
性
は
、
戦
前
ま
で
の
本
門
佛
立
講
よ
り
弱
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
霊
断
師
会
と
し
て
宗
教
法
人
格
を
取
得
し
て
い
な
い
。
こ
れ
も
決
定
的
で
す
ね
。
創
価
学
会
は
、
戦
後
、
日
蓮
正
宗
と
は
別

に
、
東
京
都
知
事
認
証
の
独
立
し
た
宗
教
法
人
格
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
蓮
正
宗
は
創
価
学
会
を
警
戒
し
ま
し

た
。
私
の
聞
く
限
り
、
霊
断
師
会
は
ま
と
ま
っ
て
宗
教
法
人
格
を
取
っ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
特
徴
か
ら
す
る
と
、
特
に
組
織
面
か
ら
す
る
と
、
内
棲
宗
教
性
は
か
な
り
強
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

す
が
、
日
蓮
宗
内
に
類
似
の
グ
ル
ー
プ
が
他
に
な
い
と
も
い
え
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
一
概
に
霊
断
師
会
だ
け
を
捉
え
て
内
棲
宗
教
で
あ

る
と
騒
ぐ
の
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。

結
局
、
こ
れ
が
結
論
部
分
に
な
る
の
で
す
が
、
内
棲
宗
教
と
は
関
係
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
関
係
概
念
と
い
う
の

は
、
内
棲
教
団
と
母
教
団
と
の
関
係
、
こ
の
関
係
で
も
っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
っ
て
、
八
品
派
や
富
士
派
の
よ
う
に
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
な
境
界
、
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
、
境
目
が
明
確
な
集
団
に
は
内
棲
宗
教
と
い
う
こ
と
が
言
え
て
も
、
日
蓮
宗
の
よ
う
に
多
様
な
宗

教
伝
統
が
混
在
し
て
い
て
正
統
が
ど
こ
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
教
団
で
は
簡
単
に
は
い
え
な
い
。
私
は
、
も
は
や
、
日
蓮
宗
イ

コ
ー
ル
一
致
派
教
団
と
は
言
え
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
一
致
派
だ
け
で
は
な
い
、
顕
本
法
華
宗
と
か
富
士
派
が
入
り
込
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ん
で
る
か
ら
で
す
。
彼
ら
の
こ
と
を
一
致
派
で
は
な
い
と
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
一
致
派
教
団
と
は
い
え
な
い
、
こ
の

よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
教
団
に
お
い
て
は
、
簡
単
に
内
棲
宗
教
と
い
う
言
葉
は
適
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う

風
に
思
う
の
で
す
。

従
っ
て
、
今
、
宗
門
の
中
で
、
霊
断
師
会
自
身
が
、
宗
門
の
公
認
を
求
め
て
い
る
段
階
、
非
常
に
政
治
的
に
重
要
な
段
階
に
達
し
て
い

ま
す
の
で
、
こ
れ
が
内
棲
宗
教
か
そ
う
で
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
判
断
を
し
た
ほ
う
が
い
い
、
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
資
料
の

と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

資
料

は
、
在
家
日
蓮
宗
浄
風
会
に
関
す
る
も
の
で
す
。
浄
風
会
と
い
う
の
は
本
門
佛
立
講
の
分
派
で
あ
り
ま
し
て
、
明
治
末
か
ら
大

正
期
に
で
き
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
在
家
主
義
を
掲
げ
て
ま
し
て
、
佛
立
講
が
八
品
派
の
中
で
既
成
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
反
発
し
て

純
粋
在
家
主
義
の
旗
を
掲
げ
て
独
立
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
戦
争
前
に
お
い
て
は
、
な
か
な
か
国
家
の
宗
教
統
制
の
枠
か
ら
逃
れ
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
、
七
転
八
倒
し
、
戦
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
在
家
教
団
と
し
て
独
立
し
た
在
家
教
団
で
す
。
そ
の
過
程
を
分
析
し
た
も
の

が
、
こ
の
「
戦
前
期
に
お
け
る
純
粋
在
家
主
義
運
動
の
運
動
過
程
」
と
い
う
論
文
で
す
。
こ
の
論
文
は
私
の
内
棲
宗
教
論
を
下
敷
き
に
し

て
い
る
の
で
す
。
既
に
私
が
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
ご
参
考
ま
で
に
添
付
し
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
内
棲
宗
教
論
を
適
用
し
て
浄
風
会
を
分
析
し
た
と
い
う
、
間
も
な
く
出
る
で
あ
ろ
う
論
文
の
紹
介
で

す
。も

う
一
つ
の
資
料

で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
福
祉
大
学
を
創
設
し
た
法
音
寺
開
山
の
鈴
木
修
学
氏
、
こ
の
人
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た

私
の
論
文
の
未
定
稿
で
す
。
こ
れ
も
、
実
は
内
棲
宗
教
論
な
の
で
す
。
先
程
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
、
戦
後
に
日
蓮
宗
の
修
法
師
会

の
荒
行
を
三
行
満
行
し
た
鈴
木
修
学
氏
が
、
日
蓮
宗
の
中
で
教
団
を
維
持
し
よ
う
と
腹
を
決
め
て
日
蓮
宗
に
入
り
ま
し
た
。
で
す
が
だ
い

ぶ
日
蓮
宗
と
は
性
格
が
違
い
ま
し
て
、
法
音
寺
教
団
と
で
も
い
う
べ
き
よ
う
な
存
在
の
仕
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
荒
行
堂
の
副
伝
師

で
あ
っ
た
田
中
日
常
上
人
が
言
っ
た
言
葉
で
す
。
彼
は
、
現
在
の
法
音
寺
教
団
は
、
強
い
独
自
性
と
自
治
権
を
持
つ
点
で
法
音
寺
教
団
と
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で
も
称
す
べ
き
、
日
蓮
宗
に
於
い
て
も
特
異
な
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
風
に
特
異
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ

は
、
戦
争
前
ま
で
の
仏
教
感
化
救
済
会
と
い
う
所
か
ら
引
き
継
い
で
き
た
彼
ら
の
伝
統
で
す
。
彼
ら
は
、
釈
尊

杉
山
辰
子

村
上
斎

鈴
木
修
学
と
い
う
独
自
の
法
灯
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
杉
山
辰
子
は
安
立
行
の
再
来
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
は
、
当
然
、

上
行
の
血
脈
を
持
っ
た
教
団
で
す
が
、
彼
ら
は
安
立
行
の
血
脈
を
主
張
し
て
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
所
が
日
蓮
宗
と
少
し
違
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
霊
断
師
会
よ
り
も
も
っ
と
違
う
所
で
す
。
彼
ら
は
、
釈
尊
か
ら
鈴
木
修
学
に
至
る
「
諸
仏
の
代
理
」
の
血
脈
を
主
張
し
、
功
徳
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
こ
の
血
脈
に
沿
わ
な
け
れ
ば
い
た
だ
け
な
い
、
だ
か
ら
徳
は
本
部
か
ら
送
っ
て
い
た
だ
く
も
の
だ
、
そ

れ
で
病
気
が
治
る
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
、
法
音
寺
教
団
は
配
徳
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
で
あ
る
と
い
っ
て
い

る
の
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
幹
部
が
「
ご
神
通
」
が
け
と
い
っ
て
背
中
を
さ
す
る
行
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
米
題
目

や
豆
題
目
と
い
っ
た
も
の
も
含
め
て
色
々
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
日
蓮
宗
の
伝
統
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
異
な
っ
て
は
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
異
な
っ
た
伝
統
を
持
っ
た
法
音
寺
教
団
と
い
う
も
の
が
日
蓮
宗
の
中
に
は
あ
る
の
で
す
か
ら
、
決
し
て
霊
断
師
会

だ
け
が
日
蓮
宗
の
中
の
異
物
で
は
な
い
の
で
す
。
異
物
的
な
存
在
は
他
に
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
こ
と
の
例
証
と
し
て
、
こ
の
資
料

を
添
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

後
で
詳
し
く
、
資
料
の

と

を
お
読
み
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
今
日
の
ミ
ニ
講
演
は
、
三
枚
に
わ
た
る
レ

ジ
ュ
メ
に
限
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
不
正
確
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
な
り
に
理
解
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
内
棲
宗
教
の
概
念

と
そ
れ
を
適
用
し
た
場
合
の
霊
断
師
会
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
で
、
本
日
の
お
話
と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
拙
い
話
で
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


