
本
宗
の
お
題
目
と
新
興
宗
教
の
お
題
目
の
違
い

長
谷
川

正

徳

(
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
長
)

何
故
、
今
頃
日
蓮
宗
の
お
題
目
と
、
題
目
教
団
で
あ
る
新
興
宗
団
の
お
題
目
と
の
違
い
目
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
或
る
教
団
の
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
ま
た
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
お
題
目
を
唱
え
て
い
る
。
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
話
を
聞
き
ま
し
た
が
、

檀
那
寺
の
お
上
人
様
の
お
題
目
と
ど
う
変
っ
て
い
る
の
か
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
」

と
か
、
「
霊
友
会
・
立
正
佼
成
会
、
し
か
も
タ
ス
キ
に

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
書
い
て
あ
る
。
創
価
学
会
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
だ
し
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
」

と
い
う
質
問
が
出
て
も
、
教
学
的
、

教
学
論
理
的
に
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
も
、
教
化
の
次
元
で
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
ど
ん
な
具
合
に
話
し
た
ら
よ
い
か
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
、
今
回
こ
う
い
う
テ
ー
マ
・
タ
イ
ト
ル
で
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
宗
研

の
主
任
で
あ
る
石
川
教
張
師
が

「
法
華
教
箋
シ
リ
ー
ズ
」
第
一
号
に

『
お
題
目

-
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
七
字

-
』

と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
小
冊
子
を
出
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
、
「
な
ぜ
、
日
蓮
宗
の
お
題
目
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
こ

れ
に
答
え
る
と
い
う
形
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
読
ん
で
信
者
に
お
話
し
下
さ
れ
ば
、
信
者
は
納
得

い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
初
信
の
信
者
の
為
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
背
後
に
あ
る
理
論
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
い
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
石
川
師
が
述
べ
て
い
る
平
易
な
表
現
の
裏
に
あ
る
理
論
的
な
も
の
を
付
け
加
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
な
ぜ
、
日
蓮
宗
の
お
題
目
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
か
」

「
お
釈
迦
さ
ま
と
法
華
経
の
心
を
心
と
し
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
お
題
目
を
唱
え
て
い
る
の
は
、
日
蓮
宗
だ
け
で
す
。
日
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蓮
宗
の
お
題
目
を
唱
え
て
心
を
浄
め
幸
せ
と
平
安
に
み
ち
た
生
活
を
き
ず
い
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
」
 
、
こ
れ
が
答
え
で
す
が
、
さ
ら
に
細
か
く

説
明
し
て
お
り
ま
す
。
「
お
題
目
そ
の
も
の
は
、
誰
が
唱
え
て
も
、
そ
の
功
徳
は
同
じ
で
す
。
ち
ょ
う
ど
梅
干
を
見
た
だ
け
で
口
の
な
か
が

す
っ
ぱ
く
な
り
、
赤
ち
ゃ
ん
が
な
に
も
知
ら
ず
に
お
乳
を
の
む
よ
う
に
、
一
心
に
す
な
お
に
お
題
目
の
心
を
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
お
題
目
を
自
分
勝
手
に
唱
え
た
り
、
お
題
目
を
授
け
ら
れ
て
い
る
お
釈
迦
さ
ま
や
、
妙
法
蓮
華
経
の
救
い
や
、
お
題

目
を
伝
え
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
 
。
こ
れ
は
、
大
事
な
こ
と
で
す
。
お
題
目
を
自

分
勝
手
に
唱
え
る
主
観
的
観
念
論
が
横
行
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
日
も
共
同
墓
地
に
檀
家
の
人
が
お
墓
を
建
て
、
そ
の
開
眼
の
お
経

に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
南
無
が
な
く
て
「
妙
法
蓮
華
経
」
と
示
し
た
塔
婆
が
建
て
て
あ
る
お
墓
が
あ
り
ま
し
た
。
自
坊
の
近
所
に
も
「
南
無
」

は
唱
え
な
い
で

「
妙
法
蓮
華
経
」

「
妙
法
蓮
華
経
」

と
唱
え
る
教
団
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伺
い
ま
し
た
。
こ
れ
な
ど
は
全
く
自
分
勝
手

で
、
こ
う
い
う
形
が
教
学
か
ら
出
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
今
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
年
代
に
は
、
「
南
無
妙
法
蓮

華
経
」

で
は
南
が
無
い
の
だ
が
私
の
教
団
で
は
、
北
が
無
い

「
北
無
妙
法
蓮
華
経
」

と
唱
え
る
と
い
う
教
団
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
で
も

け
っ
こ
う
信
者
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
お
題
目
は
、
お
題
目
を
授
け
ら
れ
た
お
釈
迦
様
や
、
妙
法
蓮
華
経
の
救
い
の
お

題
目
を
伝
え
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
の
で
い
け
な
い
こ
と
で
す
。

「
お
題
目
は
お
釈
迦
さ
ま
の
み
心
を
あ
か
し
た
も
の
で
あ
り
、
み
仏
の
救
い
の
心
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま

の
救
い
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
は
な
れ
て
お
題
目
を
唱
え
た
り
、
妙
法
蓮
華
経
の
教
え
に
背
い
て
お
題
目
を
唱
え
て
い
て
も
、
功
徳
を
つ
む
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
、
地
獄
の
苦
し
み
に
お
ち
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
お
題
目
は
み
仏
の
使
い
で
あ
る
上
行
菩
薩
に
よ

っ
て
、
今
の
世
に
生
き
る
人
び
と
を
救
う
た
め
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
の
上
行
菩
薩
の
自
覚
に
た
っ
て
、
お
題
目
を
唱
え
る

よ
う
す
す
め
、
社
会
ぜ
ん
た
い
と
人
び
と
を
救
お
う
と
は
げ
ま
れ
た
日
蓮
聖
人
に
し
た
が
っ
て
、
お
題
目
を
唱
え
、
心
に
仏
の
種
を
う
え

る
こ
と
が
、
本
当
に
お
題
目
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」
 
、
こ
れ
が

「
宗
義
大
綱
」

の
示
す
「
本
門
の
題
目
」

で
あ
り
ま
す
。
今

度
、
勧
学
院
が
生
ま
れ
ま
し
て
、
教
学
研
修
会
が
開
か
れ
、
茂
田
井
院
長
が
「
宗
義
大
綱
」
の
講
義
を
な
さ
れ
、
そ
の
三
秘
の
説
明
の
「
本
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門
の
題
目
」
の
と
こ
ろ
で
、
「
釈
尊
の
悟
り
の
一
念
三
千
を
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
具
象
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
さ

に
本
宗
の
お
題
目
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
悟
り
の
一
念
三
千
を
独
自
に
具
象
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
は
こ
れ
を
教
法
と

し
て
衆
生
に
与
え
、
我
ら
凡
夫
は
こ
れ
を
三
業
身
口
意
に
受
持
し
て
行
法
を
成
就
す
る
。
こ
こ
に
天
台
の
立
場
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
悟
り
の
一
念
三
千
、
本
仏
果
界
の
一
念
三
千
、
こ
の
一
念
は
如
来
の
一
念
で
栗
か
ら
因
に
向
う
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
ま
す
。
教

法
と
し
て
の
一
念
三
千
が
与
え
ら
れ
、
我
々
凡
夫
は
行
法
と
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
頂
く
。
つ
ま
り
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
は
教
法

で
あ
る
と
同
時
に
行
法
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
理
解
に
た
っ
て
釈
尊
の
御
意
を
明
か
し
た
も
の
が
本
宗
の
唱
題
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
救

い
の
心
が
込
め
ら
れ
て
お
る
釈
尊
の
悟
り
の
一
念
三
千
で
す
か
ら
、
私
ど
も
は
し
っ
か
り
教
学
論
理
を
ふ
ま
え
教
え
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

も
う
一
点
大
切
な
事
は
、
仏
の
使
い
で
あ
る
上
行
菩
薩
に
よ
っ
て
今
の
世
に
生
き
る
人
々
を
救
う
た
め
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
で
す
。
上
行
菩
薩
の
自
覚
に
立
っ
て
お
題
目
を
唱
え
る
よ
う
に
す
す
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
上
行
所
伝
の
南
無
妙
法
蓮
華
経

で
あ
り
ま
す
。
神
力
品
の

「
如
来
の
一
切
の
所
有
の
法
、
如
来
の
一
切
の
自
在
の
神
力
、
如
来
の
一
切
の
秘
要
の
蔵
、
如
来
の
一
切
の
甚

深
の
事
、
皆
比
の
経
に
於
て
宣
示
顕
説
す
」
 
。
こ
こ
に
五
字
の
要
法
を
末
法
の
教
え
と
し
て
頂
戴
す
る
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
、
釈
尊
は
こ
の

神
力
品
に
お
い
て
上
行
菩
薩
に
本
門
の
法
華
経
を
付
嘱
せ
ら
れ
た
。
末
法
の
衆
生
の
為
の
教
え
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
法
華
経
の
精
要
を
五
字

の
要
法
に
ま
と
め
て
授
与
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ
の
妙
法
五
字
の
要
法
こ
そ
、
釈
尊
の
悟
り
の
エ
ッ
セ
ン
ス
、
精
要
で

あ
り
、
結
晶
で
あ
り
ま
す
。
末
法
の
衆
生
の
為
に
特
別
に
つ
く
ら
れ
た
最
上
の

「
是
好
良
薬
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
こ
う
い

う
説
明
の
仕
方
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
佼
成
会
な
ど
は
上
行
所
伝
で
は
な
く
、
庭
野
会
長
を
開
祖
と
し
、
会
長
先
生
の
教
え

に
基
づ
い
て
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
や
が
て
は
宗
祖
と
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
創
価
学
会
で
も
、
池
田
会
長
が
か
つ
て
日
蓮
本
仏

論
を
唱
え
、
や
が
て
池
田
本
仏
論
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
野
望
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
が
、
佼
成
会
で
も
そ
う
い
う
傾
向
を
持
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
反
省
が
起
っ
て
い
る
の
も
事
実
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
上
行
所
伝
、
本
化
上
行
書
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薩
を
と
お
し
て
の
要
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
「
創
価
学
会
の
唱
え
る
お
題
目
は
、
日
蓮
聖
人
を
悪
し
く
敬
い
、
お
釈
迦
さ
ま
を
ヌ
ケ
ガ
ラ
と
の
の
し
り
、
仏
の
種
を
う
え
る
た

め
で
は
な
く
、
自
分
の
欲
を
み
た
す
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
お
題
目
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
お
釈
迦
さ
ま
の
心
を
捨
て
き
り
、
な
げ

打
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
あ
や
ま
っ
た
唱
え
方
で
す
」

と
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
創
価
学
会
の
唱
え
る
お
題
目
は
、
日
蓮
聖
人
を
悪
し
く
敬
い
、
御
存
知
の
日
蓮
本
仏
論
を
も
っ
て
、
日
蓮
聖
人
を
久
遠
元

初
の
自
受
用
身
、
大
法
一
如
の
末
法
の
本
仏
で
あ
っ
て
、
お
釈
迦
様
は
末
法
に
お
い
て
は
役
に
た
た
な
い
、
脱
仏
で
あ
る
か
ら
末
法
の
現

在
は
お
釈
迦
様
を
拝
ん
で
も
語
法
で
こ
そ
あ
り
、
ご
利
益
は
な
く
、
板
夏
祭
羅
即
ち
日
蓮
聖
人
を
拝
め
ば
よ
い
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は

『
血
脈
抄
』

と
か

『
産
湯
相
承
』

の
中
に
出
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
ま
た
三
位
日
順
の
書
い
た

『
本
門
詮
要
抄
』

に

「
久
遠
元
初
の
自

受
用
身
と
は
、
蓮
祖
大
聖
人
の
こ
と
な
り
」

と
は
っ
き
り
い
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
も

『
血
脈
抄
』

も

『
産
湯
相
承
』

も

『
本
困
妙
抄
』

と
と
も
に
日
興
門
流
中
古
の
偽
書
で
あ
る
こ
と
は
、
皆
様
ご
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
偽
書
が
い
つ
頃
で
き
た
か
と
い
う
こ

と
は
、
学
問
的
に
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
日
蓮
本
仏
論
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
発
想

が
や
が
て
池
田
本
仏
論
に
な
っ
て
く
る
。
あ
く
ま
で
も
久
遠
実
成
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
を
離
れ
た
ら
、
何
々
本
仏
、
何
々
本
仏
論
が
出
て
く

る
の
が
宗
教
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
と
、
私
は
思
う
。
や
は
り
彼
ら
は
そ
う
い
う
傾
向
を
示
そ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
本
仏
論
が
大
石

寺
教
学
に
お
い
て
完
成
し
た
の
は
、
祖
滅
四
四
〇
年
頃
の
自
覚
上
人
の

『
六
巻
抄
』

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
に
明
瞭
な
事
実
で

あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
創
価
学
会
で
は
、
日
蓮
を
悪
し
く
敬
ま
う
な
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
る
な
か
で
悪
く
敬
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
創
価
学
会
で
は
、
折
伏
と
信
仰
の
逆
転
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
聖
人
は
、
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
へ
の
熱
情
に
よ
っ
て
は
げ
し
く
他
宗
を
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
日
教
学
と
な
っ
て
私
ど
も
は

継
承
し
て
お
り
ま
す
。
学
会
で
は
、
こ
の
大
聖
人
の
熱
烈
な
信
仰
が
逆
転
さ
れ
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
折
伏
こ
そ
が
信
仰
の
実
践
で
あ
り
、

一
人
で
も
多
く
の
信
者
を
つ
く
る
こ
と
が
救
済
の
確
実
な
保
証
と
な
る
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の
論
法
で
あ
り
ま
す
。
信
仰
が
基
準
で
あ
り
、
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信
仰
に
み
ち
び
く
た
め
の
折
伏
の
実
践
と
い
う
の
が
正
し
い
姿
で
あ
り
、
そ
れ
が
逆
転
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
す
。

「
ま
た
、
お
題
目
を
唱
え
て
い
る
新
興
宗
教
の
中
に
は
、
一
応
お
釈
迦
さ
ま
を
た
て
ま
つ
っ
て
い
る
教
団
も
あ
り
ま
す
が
、
教
祖
を
大

導
師
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
ん
ら
い
の
大
導
師
で
あ
る
日
蓮
聖
人
に
し
た
が
っ
て
お
題
目
を
唱
え
る
道
を
閉
ざ
し
、
妙
法
蓮
華
経
を

こ
の
世
に
ひ
ろ
め
、
お
題
目
に
よ
っ
て
一
切
の
も
の
を
救
い
、
幸
せ
と
平
安
を
う
ち
立
て
よ
う
と
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
生
き
方
を
さ
し
お

い
て
、
お
題
目
を
唱
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
も
、
正
し
い
唱
え
方
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
サ
ル
を
は
な
れ
て
キ
モ
を
求
め
、
池
に
う
つ
っ
た
月
を
本
当
の
月
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
す
も
の
で
す
。
口
で
お
題
目

を
唱
え
て
は
い
て
も
、
心
と
身
に
お
題
目
の
功
徳
を
き
ざ
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
題
目
に
も
と
づ
い
て
仏
性
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
仏

の
種
を
う
え
て
み
仏
に
な
ろ
う
と
い
う
誓
い
と
目
的
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
す
」
 
。

ほ
と
ん
ど
の
題
目
系
教
団
に
お
い
て
、
祖
伝
を
あ
ま
り
説
き
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
を
無
視
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
日
蓮
聖
人
に
随

っ
て
お
題
目
を
唱
え
る
道
を
閉
し
て
お
り
ま
す
。
と
に
か
く
、
日
蓮
聖
人
の
生
き
方
、
大
聖
人
と
法
華
経
と
の
実
存
関
係
、
法
華
経
が
日

蓮
聖
人
を
と
ら
え
、
日
蓮
聖
人
は
法
華
経
の
中
に
生
命
を
投
入
し
た
。
大
聖
人
は
法
華
経
を
な
が
め
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
法
華
経
の
中

に
生
き
ら
れ
た
の
で
す
。
法
華
経
と
日
蓮
聖
人
の
実
存
関
係
を
離
れ
て
説
こ
う
と
す
る
新
興
宗
教
に
は
、
基
本
的
に
唱
題
の
功
徳
は
な
い

と
言
い
切
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
「
日
蓮
宗
の
お
題
目
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
慈
し
み
の
心
と
真
実
の
救
い
を
あ
か
さ
れ
て
い
る
妙
法
蓮
華
経
を
、
一
心
に
信
じ
て

唱
え
る
正
し
い
お
題
目
で
す
。
お
題
目
を
口
と
心
と
身
に
唱
え
る
よ
う
す
す
め
、
み
な
と
も
に
み
仏
の
道
に
入
っ
て
、
ま
こ
と
の
幸
せ
と

平
和
を
め
ざ
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
生
き
方
に
し
た
が
っ
て
、
お
題
目
を
心
す
な
お
に
唱
え
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
」
 
、
こ
れ
が
日
蓮
宗
の
お
題
目

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
柏
手
の
機
根
に
応
じ
て
説
明
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。

後
半
で
は
、
新
興
宗
教
が
ど
う
し
て
伸
び
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
お
話
し
申
し
上
げ
ま
す
。

端
的
に
申
し
ま
し
て
、
日
蓮
教
団
を
含
め
て
、
既
成
仏
教
教
団
の
よ
っ
て
も
っ
て
立
っ
て
い
る
社
会
的
基
盤
は
、
社
会
科
学
で
い
う
旧
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中
間
層
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
新
興
宗
教
が
狙
っ
て
い
っ
た
社
会
層
は
、
新
中
間
層
と
い
わ
れ
る
社
会
層
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
ど

ん
旧
中
間
層
は
、
人
口
減
を
き
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
新
中
間
層
は
益
々
増
え
る
一
方
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
新
聞
の
社
説
で
あ
つ
か
っ

た
時
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
新
中
間
層
の
人
口
は
七
割
を
超
え
て
い
ま
す
。
旧
中
間
層
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
な
農
民
階
層
、
都
市
及

び
都
市
周
辺
の
自
営
業
者
階
層
を
典
型
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
的
な
分
析
に
よ
り
ま
す
と
、
資
本
主
義
的
な
階
級
分
解
が

ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
階
層
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
中
間
層
と
は
、
現
代
社
会
に
な
っ
て
量
的
に
増
大

し
た
階
層
で
あ
り
、
比
較
的
大
き
な
組
織
に
雇
わ
れ
て
事
務
を
し
た
り
、
販
売
を
し
た
り
、
製
造
を
し
た
り
し
て
い
る
労
働
者
・
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
を
典
型
と
す
る
都
市
的
勤
労
者
階
級
を
さ
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
今
日
の
仏
教
教
団
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。
従
来
の
仏
教
教
団

は
、
そ
の
主
な
る
基
盤
を
旧
中
間
層
に
お
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
教
化
の
方
法
・
体
制
は
、
ま
さ
し
く
旧
中
間
層
的
な
性
格
を
濃
厚
に
一

持
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
旧
中
間
層
は
定
着
性
を
持
っ
て
い
る
、
家
族
の
構
成
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
代
々
そ
こ
に
住
ん
で
同
じ
仕
事

胴

を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
家
の
意
識
が
非
常
に
強
い
の
で
、
そ
の
宗
教
意
識
に
お
い
て
も
祖
先
崇
拝
的
傾
向
を
当
然
強
く
持
っ
て
い
ま
す
。
一

ま
た
従
来
の
仏
教
教
団
の
檀
家
制
度
は
、
江
戸
幕
府
が
人
々
を
社
会
的
移
動
を
お
さ
え
る
と
い
う
統
制
機
能
を
そ
れ
に
与
え
た
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
定
着
性
の
強
い
旧
中
間
層
に
こ
そ
相
応
し
た
教
団
体
制
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
現
に
農

村
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
都
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
寺
の
檀
家
の
有
力
メ
ン
バ
ー
を
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
旧
中
間
層
で
あ
り
ま

す
。
移
動
の
可
能
性
の
高
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
総
代
を
持
っ
て
い
か
な
い
の
は
、
定
着
性
の
低
さ
か
ら
い
っ
て
、
現
在
の
寺
檀
体
制
の
中

で
は
、
中
核
メ
ン
バ
ー
に
な
り
に
く
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
か
ら
で
す
。

さ
て
、
家
族
の
構
成
と
い
い
ま
す
と
、
新
中
間
層
は
全
く
の
核
家
族
で
家
の
意
識
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
先
祖
崇
拝
感

情
と
い
う
も
の
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
あ
わ
せ
ま
せ
ん
。
従
来
、
こ
う
い
う
人
の
意
識
、
家
や
先
祖
崇
拝
に
う
っ
た
え
る
と
い
う
こ
と
を
重
要

な
手
段
と
し
て
い
た
仏
教
教
団
の
こ
れ
ま
で
の
教
化
方
法
は
、
こ
の
核
家
族
階
層
に
向
っ
て
は
、
は
な
は
だ
無
力
な
も
の
に
な
っ
て
き
て



い
る
と
い
う
認
識
を
持
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
祖
代
々
続
い
て
い
る
旧
中
間
層
は
、
ご
先
祖
様
の
お
蔭
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
け
れ
ど

も
、
新
中
間
層
で
は
、
死
人
は
あ
っ
て
も
一
人
か
二
人
で
、
し
か
も
両
親
と
子
供
の
よ
う
な
身
近
な
存
在
で
あ
り
、
死
者
を
悼
ん
だ
り
懐

し
ん
だ
り
涙
を
こ
ぼ
す
と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
て
も
、
崇
拝
的
な
感
情
を
持
つ
こ
と
は
乏
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
世
代
を
超
え
た
家
の
存

続
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
死
者
は
早
晩
無
縁
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
現
在
の
寺
檀
体
制
の
中
で
、
新
中
間
層
が
周

辺
的
な
取
り
扱
い
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

仏
教
教
団
は
、
こ
う
い
う
階
層
に
対
し
て
教
化
面
か
ら
い
っ
て
も
、
組
織
面
か
ら
い
っ
て
も
、
完
全
に
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
ば
か
り

か
、
か
え
っ
て
遠
ざ
け
て
い
る
状
態
で
す
。
そ
の
原
因
は
、
現
在
の
社
会
的
基
盤
、
並
び
に
教
団
体
制
の
性
格
に
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

現
在
の
社
会
に
お
い
て
の
新
中
間
層
は
、
益
々
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
既
成
教
団
の
基
盤
を
構
成
し
て
い
る
旧
中
間

層
は
、
ど
ん
ど
ん
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
状
態
が
、
今
日
の
新
興
宗
教
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
最
重
要
の
社
会
的
背
景
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。ま

た
、
こ
の
新
中
間
層
は
、
現
代
社
会
の
諸
問
題
を
集
中
的
に
そ
の
身
に
被
っ
て
い
る
階
層
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
お
い
て
現

代
そ
の
も
の
の
典
型
的
代
表
者
で
あ
り
ま
す
。
巨
大
社
会
の
中
に
お
け
る
孤
独
と
不
安
、
ま
た
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
核

家
族
化
に
伴
う
老
人
問
題
、
家
族
問
題
。
核
家
族
的
家
庭
に
は
、
新
し
い
時
代
に
似
合
う
家
族
倫
理
の
確
立
が
あ
り
ま
せ
ん
。
旧
中
間
層

に
は
、
先
祖
伝
来
の
家
風
と
か
慣
行
が
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
治
ま
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
核
家
族
に
は
そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
社
会
病
理
現
象
と
い
う
も
の
が
で
て
き
ま
す
。
い
じ
め
っ
子
問
題
に
し
て
も
、
単
な
る
教
育
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
柳
辰
也
の
金
属
バ
ッ
ト
事
件
に
し
て
も
、
社
会
病
理
現
象
と
し
て
、
日
本
中
の
問
題
と
し
て
特
別
弁
護
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

家
族
倫
理
の
未
確
立
に
基
づ
く
不
和
や
断
絶
と
い
う
も
の
が
、
親
の
問
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
母
子
・
父
子
家
庭
の
問
題
、
住
宅
問
題
等
、

現
代
の
困
難
な
問
題
が
新
中
間
層
に
集
中
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
人
た
ち
の
不
幸
感
は
か
な
り
重
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

不
幸
感
に
向
っ
て
新
興
宗
教
は
、
「
あ
な
た
、
幸
福
に
な
り
た
く
な
い
の
か
」
と
働
き
か
け
た
の
で
す
。
そ
し
て
連
れ
て
い
か
れ
た
場
所
に
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は
、
何
百
、
何
千
と
い
っ
た
信
者
が
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
所
へ
不
安
感
と
孤
独
感
と
不
幸
感
を
持
っ
た
人
が
連
れ
て
い
か
れ
る
と
、

天
地
に
響
く
よ
う
な
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
声
の
中
で
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
中
味
よ
り
も
大
群
集
の
中
に
自
己
肥
大
を
と
げ
、
力
強
さ
を

感
じ
、
偽
り
の
満
足
感
に
漬
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
新
興
宗
教
は
、
伸
び
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
現
代
の
悩
み
を
一
身
に
引
き
う
け
て
い
る
新
中
間
層
を
し
て
疎
外

さ
せ
る
よ
う
な
教
団
体
制
が
、
既
成
教
団
に
お
い
て
続
け
ら
れ
る
限
り
、
新
興
宗
教
が
こ
う
い
う
階
層
に
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い

く
の
を
な
が
め
て
い
る
以
外
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
題
目
の
輪
を
広
げ
よ
う
」

と
い
う
と
き
に
、
ど
う
い
う
階
層
に
向
っ
て
、
ど
う
い
う
方
法
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
踏

み
込
ん
で
し
ま
せ
ん
と
、
充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
私
ど
も
は
、
現
代
人
に
対
す
る
宗
教
教
化
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
が
、
そ
こ
に
は
、
日
蓮
教
団
を
含
め
た
既
成
教
団
の
社
会
的
基
盤
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
既
成
教
団
が
現
代
社
会
の
中
に
お
い
て

い
か
な
る
位
置
に
あ
る
か
と
い
う
正
確
な
認
識
な
く
し
て
、
現
代
社
会
人
の
教
化
や
救
済
を
叫
ん
で
も
お
ぼ
つ
き
ま
せ
ん
。
今
こ
そ
、
本

当
に
現
代
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
日
蓮
宗
の
教
化
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

(
本
稿
は
、
浜
松
市
妙
恩
寺
に
於
て
開
催
さ
れ
た
第
二
回
静
岡
県
教
化
研
究
会
議
の
講
演
か
ら
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
)
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