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教
学
の
現
代
的
把
握

摂
折
論
の
現
代
的
把
握
（
日
蓮
聖
人
の
摂
受
観
を
め
ぐ
っ
て
）

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
嘱
託
）

早

坂

鳳

城

一
近
年
、
大
聖
人
の
摂
受
・
折
伏
に
つ
い
て
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
宗
門
関
係
者
周
知
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
既
に
多

く
の
方
々
の
優
れ
た
論
攷
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
小
稿
な
ど
は
屋
上
に
屋
を
重
ね
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
聖

人
の
教
学
の
基
本
的
な
こ
と
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
現
代
に
於
け
る
布
教
伝
道
と
い
う
問
題
と
も
密
接
に
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
の

で
、
こ
の
機
会
に
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
近
年
こ
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
は
、
今
成
元
昭
博
士
が
、
大
聖
人
の
本
懐
は
摂
受
に
あ
る
、

と
い
う
学
説
を
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
博
士
の
御
所
論
を
検
討
す
る
形
で
議
論
を
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
ま
す
が
、
上
述
の
通
り
、
既
に
多
く
の
論

文
等
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
今
成
博
士
の
も
の
も
相
当
数
に
な
り
ま
す
の
で
、
既
に
な
さ
れ
た
議
論
を
見
落
と
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
平
成
十
五
年
三
月
に
宗
務
院
で
開
催
さ
れ
た
現
宗
研
主
催
の
教
団
論
研
究
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
も
、
博
士
は
、
問
題

の
発
端
と
な
っ
た
『
統
一
』
誌
へ
の
一
連
の
御
寄
稿
を
資
料
と
し
て
配
布
さ
れ
て
も
お
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、『
福
神
』
第
四
号
を
参
照
す

る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ひ
と
ま
ず
、『
統
一
』
誌
と
『
福
神
』
誌
で
の
博
士
の
見
解
を
、
検
討
の
対
象
と
し
て
差
し
支
え
な
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い
も
の
と
考
え
ま
す
。

さ
て
、
始
め
に
言
及
し
て
お
く
べ
き
は
、
博
士
の
基
本
的
な
立
場
、
問
題
意
識
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

博
士
は
、『
福
神
』
で
の
御
所
論
の
中
で
、
ま
ず
、
一
般
に
抱
か
れ
て
い
る
大
聖
人
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
と
こ
ろ
の
折
伏
の
イ
メ
ー
ジ
を
問
題
に
さ
れ
、「
も
し
本
懐
を
折
伏
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
折
伏
は
武
器
を
持
つ
こ
と
も
良
い
し
、

相
手
を
罵
倒
す
る
こ
と
も
良
い
ん
で
す
か
ら
、
現
代
の
世
界
情
勢
か
ら
い
っ
て
で
す
ね
、
何
か
を
発
言
す
る
時
に
歯
切
れ
が
悪
く
な
っ
て

し
ま
う
」
と
か
、「
立
教
開
宗
七
五
〇
年
の
こ
の
『
立
教
』
の
立
脚
点
が
、
本
来
的
に
武
力
行
使
を
是
と
し
、
悪
口
も
罵
倒
も
悪
く
は
な

い
と
い
う
折
伏
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
異
教
徒
と
の
対
話
』
と
か
『
宗
教
共
同
体
』
と
か
云
っ
た
っ
て
歯
切
れ
の
悪

い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
な
ど
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
或
い
は
ま
た
「
武
力
を
可
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
り
、
そ
れ
か
ら

相
手
を
罵
倒
す
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
と
す
る
と
、
ど
う
も
現
代
の
風
潮
か
ら
す
る
と
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
だ
い
い
ち
日
本
の

憲
法
に
も
反
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
な
ど
と
ま
で
、
何
の
屈
託
も
な
く
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
今
成
博
士
の
一
連
の
発
言
か
ら
、「
阿
世
」
と
い
う
こ
と
ば
を
連
想
し
て
し
ま
う
の
は
筆
者
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

大
聖
人
の
本
意
本
懐
の
如
何
を
検
討
す
る
と
云
い
な
が
ら
、
要
は
現
代
の
情
勢
に
合
わ
せ
て
、
日
蓮
聖
人
の
思
想
に
不
都
合
が
あ
る
な

ら
訂
正
し
よ
う
、
摂
受
と
言
っ
た
方
が
都
合
が
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
有
り
体
に
言
え
ば
、
大
聖
人
の
本
意
が
折
伏
に
あ
る
と
す
る
と
、
時
代
状
況
と
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
実
際

に
、
現
代
の
本
宗
は
折
伏
を
実
践
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
宗
祖
の
本
意
を
裏
切
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
け
れ
ど
も
、

大
聖
人
の
本
懐
は
摂
受
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
他
教
団
と
の
友
好
関
係
を
構
築
し
た
り
す
る
に
も
都
合
が
良
い
し
、
現
下
の

宗
門
の
在
り
方
も
肯
定
さ
れ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
発
想
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

今
成
博
士
は
、
宗
門
に
は
「
何
が
何
で
も
、
折
伏
」
と
い
う
枷
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
逆
に
、
博
士
の
方

が
、
時
代
状
況
に
合
わ
せ
る
た
め
に
「
何
が
何
で
も
、
摂
受
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
、
訝
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
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無
論
、
た
と
え
問
題
意
識
が
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
要
は
学
的
に
正
確
で
誠
実
な
議
論
が
な
さ
れ
た
上
で
、
摂
受
で
あ
る
と
論
証
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
問
題
な
い
と
も
言
え
な
く
は
な
い
の
で
す
が
。

二

さ
て
、
以
下
、
博
士
の
論
点
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

博
士
は
、
大
聖
人
が

摂
受
・
折
伏
の
二
義
、
仏
説
に
任
す
る
。
敢
え
て
私
曲
非
ず
（『
富
木
殿
御
返
事
』）

と
記
さ
れ
る
、
そ
の
仏
説
と
は
、

勝
鬘
経
云
、

摂
受

折
伏

と
あ
る
断
簡
に
も
記
さ
れ
る
通
り
、
主
と
し
て
勝
鬘
経
は
、「
摂
受
正
法
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
経
典
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
伊
藤
瑞
叡
博
士
の
御
研
究
（『
法
華
学
報
別
冊

摂
折
論
の
新
研
究
』
上
・
下
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
勝
鬘
経

に
お
い
て
、「
摂
受
正
法
」
と
説
か
れ
る
際
の
「
摂
受
」
と
、「
摂
受
・
折
伏
」
と
い
う
際
の
、「
折
伏
」
の
対
語
と
し
て
の
「
摂
受
」

は
、
原
語
の
異
な
る
別
概
念
の
タ
ー
ム
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
今
成
博
士
が
、
勝
鬘
経
の
説
に
基
ず
い
て
、「
調
伏
の
大
願
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
摂
受
」
は
、「
摂
受
・
折

伏
」
の
「
摂
受
」
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
の
一
事
を
以
て
、
博
士
の
、「
仏
教
の
心
と
言
葉

摂
受
・
折
伏
（
一
）『
勝
鬘
経
』
の
摂
受
正
法
」
と
い
う
、
近
年
の
摂
受
論
争
の

発
端
と
な
っ
た
論
攷
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
実
は
、
大
聖
人
の
摂
折
論
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
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り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、「
摂
受
・
折
伏
」
の
何
た
る
か
を
取
り
違
え
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
が
、
今
成
博
士
の
摂

折
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

付
言
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
「
摂
受
」
の
原
語
の
相
違
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
日
蓮
聖
人
が
そ
の
原
語
の
相

違
と
い
う
こ
と
を
キ
チ
ン
と
把
握
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
も
今
成
博
士
と
同
様
に
、
二
つ
の
摂
受
を
混
同
し

た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
論
理
的
に
は
可
能
で
は
あ
り
ま
す
が
、
流
石
に
こ
れ
は
無
理
な
議
論
と
云
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
、
二
つ
の
摂
受
の
原
語
の
相
違
に
つ
い
て
伊
藤
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
以
前
に
、『
統
一
』
誌
編
集
部
の
西
條
師
は
、
今
成
博
士
の
『
勝

鬘
経
』
の
「
摂
受
正
法
」
の
解
釈
に
疑
問
を
呈
せ
ら
れ
て
い
ま
す
（『
福
神
』
第
五
号
所
収
「
摂
受

折
伏
／
今
成
説
へ
の
疑
問
」）。
西

條
師
で
も
気
付
い
た
二
つ
の
摂
受
の
相
違
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
が
気
付
か
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
言
っ
て
は
西
條
師
に

失
礼
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
否
、
恐
ら
く
西
條
師
も
、
そ
の
通
り
と
仰
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

三
今
成
博
士
の
論
点
は
、
ほ
か
に
も
、

・
『
開
目
抄
』
の
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
に
つ
い
て

・
『
如
説
修
行
抄
』
等
の
真
偽

な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
伊
藤
博
士
や
、
あ
る
い
は
、
東
京
西
部
の
教
化
セ
ン
タ
ー
の
『
教
化
情
報
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
大
賀

義
明
氏
の
論
攷
な
ど
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
論
駁
、
な
い
し
今
成
博
士
の
論
は
論
証
で
は
な
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
と
考
え

ま
す
の
で
、
い
ち
い
ち
は
論
じ
ま
せ
ん
。

但
し
、『
開
目
抄
』
の
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
に
つ
い
て
は
、
敢
え
て
付
言
し
て
お
く
こ
と
と
し
ま
す
。
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今
成
博
士
は
、「
心
の
師
と
は
な
る
と
も
、
心
を
師
と
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
文
の
出
典
を
『
六
波
羅
蜜
経
』
と
記
す
『
兄
弟

抄
』
の
記
述
を
、
先
師
が
書
き
換
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
日
蓮
聖
人
を
思
う
心
の
あ
ま
り
で
す
ね
、
恥
を
か
か
せ
た
く
な
い

と
い
う
こ
と
で
御
遺
文
そ
の
も
の
を
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
／
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
あ
る
ん
で
す
。」『
大
乗
理
趣
六
波
羅
蜜

多
経
』
の
原
文
を
調
べ
て
み
れ
ば
す
ぐ
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
あ
ま
り
努
力
し
な
く
て
も
見
れ
ば
分
る
こ
と
で
し
ょ
、
あ
る
か

な
い
か
と
い
う
こ
と
は
。
そ
ん
な
単
純
な
仕
事
さ
え
何
百
年
来
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
。」
と
鬼
の
首
を
取
っ
た
よ
う
に
得
意
満

面
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
先
師
を
愚
弄
さ
れ
た
そ
の
御
本
人
が
、
日
蓮
聖
人
が
「
常
不
軽
」
と
お
書
き
に
な
っ
て

い
る
の
は
、『
開
目
抄
』
の
こ
の
部
分
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
世
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
て
、「
そ
れ
だ
け
で
も
で
す
ね
、

こ
れ
を
付
け
加
え
た
人
は
ち
よ
っ
と
勉
強
不
足
だ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
日
蓮
聖
人
は
絶
対
『
常
不
軽
菩
薩
』
と
か

『
常
不
軽
品
』
と
か
い
わ
れ
な
い
方
な
ん
で
す
」
と
ま
で
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
賀
氏
の
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
御
真
蹟
の
あ
る
『
断
簡
三
二
一
』
に
も
、「
常
不
軽
」
の
語
が
あ
る
の
で
す
。

も
う
一
度
引
き
ま
す
。

「
あ
ま
り
努
力
し
な
く
て
も
見
れ
ば
分
る
こ
と
で
し
ょ
、
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
。
そ
ん
な
単
純
な
仕
事
」

「
勉
強
不
足
」

「
日
蓮
聖
人
は
絶
対
『
常
不
軽
菩
薩
』
と
か
『
常
不
軽
品
』
と
か
い
わ
れ
な
い
」

無
論
、『
断
簡
三
二
一
』
に
「
常
不
軽
」
の
語
が
あ
る
こ
と
は
、『
開
目
抄
』
に
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
句
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
す
る
博
士
の
議
論
の
い
か
が
わ
し
さ
を
証
し
て
余
り
あ
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

博
士
は
大
賀
氏
の
こ
の
指
摘
を
受
け
て
か
、「
真
蹟
断
簡
中
に
一
箇
所
『
常
不
軽
』
と
い
う
語
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
含
む
断
簡

と
は
（
中
略
）
日
蓮
の
通
常
の
表
現
と
相
違
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
或
は
他
の
文
献
の
引
用
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
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が
、
も
し
こ
れ
を
日
蓮
自
身
の
作
文
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
四
語
仕
立
の
偈
文
様
式
と
い
う
制
約
の
も
と
で
の
『
如
常
不
軽
』
の
一
例

を
以
て
、
日
蓮
遺
文
一
般
か
ら
得
ら
れ
た
用
語
法
の
原
則
に
異
を
唱
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
補
足
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

（「
日
蓮
論
形
成
の
典
拠
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
蓮
教
団
史
論
叢
』
所
収
）。

理
屈
と
何
と
か
は
ど
こ
で
も
付
く
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
大
聖
人
は
「
常
不
軽
」
と
は
「
絶
対
」
に
言
わ
な
い
と
ま
で
断
言
さ

れ
た
挙
げ
句
の
言
い
逃
れ
が
こ
れ
で
す
。
一
切
経
を
手
元
に
置
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
先
師
が
、
十
巻
の
経
典
中
の
短
い
一

節
を
見
落
と
し
て
い
た
こ
と
を
「
勉
強
不
足
」
と
い
う
の
も
結
構
で
す
が
、
現
代
で
は
パ
ソ
コ
ン
で
簡
単
に
検
索
出
来
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
そ
れ
す
ら
せ
ず
、
真
蹟
遺
文
に
は
「
常
不
軽
」
は
「
絶
対
」
に
な
い
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
御
自
身
の
「
努
力
不
足
」
も
反
省
さ

れ
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

霊
山
で
苦
笑
さ
れ
る
日
蓮
聖
人
の
お
顔
が
、
眼
に
見
え
る
よ
う
で
す
。

そ
の
他
、
博
士
の
議
論
に
は
、「
日
蓮
聖
人
御
自
身
は
摂
受
折
伏
と
は
あ
ん
ま
り
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
」「
摂
受
と
か
折
伏
と
か
い
う
こ
と
は

些
末
な
問
題
だ
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
仰
り
な
が
ら
、「
本
懐
は
摂
受
」
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
疑

わ
な
い
（
重
視
し
て
い
な
い
こ
と
や
些
末
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
「
本
懐
」
と
す
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
？
）
と
か
い
う
よ
う

な
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
論
理
展
開
を
な
さ
る
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
際
で
す
の
で
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。

四
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
最
大
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
は
、
常
不
軽
菩
薩
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

今
成
博
士
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
を
摂
受
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
筆
者
は
、
伊
藤
博
士
の
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ

れ
は
折
伏
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
す
が
、
と
も
あ
れ
、
今
成
博
士
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
を
摂
受
で
あ
る
と
捉
え
た
上
で
、
大
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聖
人
は
常
不
軽
菩
薩
の
後
継
者
を
以
て
任
じ
て
お
ら
れ
た
、
と
主
張
さ
れ
ま
す
。

大
聖
人
が
摂
受
・
折
伏
の
い
ず
れ
の
立
場
を
と
ら
れ
た
と
考
え
る
方
で
も
、
或
い
は
ま
た
、
い
ず
れ
の
立
場
に
も
偏
し
な
か
っ
た
と
考

え
る
方
で
も
、
大
聖
人
が
常
不
軽
菩
薩
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
任
さ
れ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
に
異
論
の
あ
る
む
き

は
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
成
博
士
も
認
め
て
お
ら
れ
る
ご
と
く
、
日
蓮
聖
人
の
実
践
は
折
伏
で
し
た
。
仮
に
そ
れ
が
博
士
の
仰
る
よ
う
に
「
た
だ

そ
の
時
々
の
情
勢
で
強
く
折
伏
的
実
践
を
な
さ
っ
た
」
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
周
囲
か
ら
「
御
前
は
摂
受
を
や
ら
な
い
か
ら
こ
ん
な
ひ
ど

い
目
に
あ
っ
て
い
る
ん
だ
、
と
責
め
ら
れ
た
」
ほ
ど
に
、
折
伏
を
実
践
さ
れ
た
の
で
す
。

で
は
、
日
蓮
聖
人
は
、
御
自
分
の
実
践
（
折
伏
）
と
は
異
な
る
実
践（
摂
受
）を
な
さ
っ
た
常
不
軽
菩
薩
の
後
継
を
以
て
任
じ
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
今
成
博
士
に
よ
れ
ば
、「
折
伏
が
あ
っ
た
っ
て
良
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
開
き
直
り
」
を
し
た
日
蓮
聖
人
が
、
如
何
な

る
迫
害
を
も
忍
受
さ
れ
て
「
但
行
礼
拝
」
と
い
う
「
摂
受
」
の
実
践
を
貫
徹
さ
れ
た
常
不
軽
菩
薩
を
継
承
し
て
い
る
つ
も
り
で
お
ら
れ

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
得
る
と
し
た
ら
何
故
で
し
ょ
う
か
。

但
行
礼
拝
を
摂
受
で
あ
る
と
強
弁
す
る
以
上
、
今
成
博
士
は
こ
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

私
は
日
蓮
で
は
な
い
か
ら
判
ら
な
い
、
な
ど
と
い
う
逃
げ
口
上
で
は
誰
も
納
得
し
ま
せ
ん
（
東
京
西
部
で
の
公
開
討
論
会
の
席
上
、
同

様
の
質
問
に
対
し
、
今
成
博
士
は
そ
う
答
え
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
）。

恐
ら
く
こ
う
し
た
批
判
が
耳
に
入
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
九
月
の
中
央
教
研
で
は
、
つ
い
に
博
士
は
、「
日
蓮
聖
人
は
一
切
折
伏

を
し
な
か
っ
た
」
と
ま
で
言
明
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
の
教
化
の
全
て
は
摂
受
で
あ
っ
た
、
と
言
う
の
で
す
。

こ
れ
ま
た
「
折
伏
」
は
暴
力
で
あ
る
と
い
う
誤
解
に
基
づ
く
見
解
で
あ
り
、
ま
た
、
既
引
の
こ
れ
ま
で
の
博
士
の
発
言
と
の
整
合
性
に

疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
に
で
も
主
張
し
な
い
と
、
論
理
的
に
破
綻
し
て
し
ま
う

無
理
に
無
理
を
重
ね
た
議
論
が
摂
受
正
意
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
こ
と
は
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
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か
と
思
わ
れ
ま
す
。

五
現
下
宗
門
で
行
な
わ
れ
て
い
る
常
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
に
つ
い
て
の
解
説
や
説
明
に
は
、
仏
性
へ
の
礼
賛
と
い
っ
た
面
の
み
を
強
調

し
、
そ
れ
を
折
伏
で
あ
る
と
見
な
す
解
説
を
記
さ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
逆
化
で
あ
る
と
い
う
視
点
す
ら
を
欠
い
た
も
の
が
散
見
さ

れ
ま
す
。

ま
た
、
筆
者
の
周
囲
で
今
成
博
士
へ
の
賛
意
を
示
す
方
に
伺
う
と
、
但
行
礼
拝
を
折
伏
と
解
す
る
こ
と
が
納
得
出
来
な
い
と
い
う
方
が

多
い
よ
う
で
す
。（
尤
も
、
そ
の
方
達
で
も
、「
日
蓮
聖
人
は
折
伏
を
行
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
す
る
議
論
に
は
与
し
得
な
い
と
は
思
い
ま

す
が
）。

更
に
は
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
な
今
成
博
士
の
問
題
意
識
を
共
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
蓮
思
想
を
曲
解
し
よ
う
と
す
る
か
ど
う
か

は
別
と
し
て
も
、
現
代
に
「
折
伏
」
と
言
っ
て
も
通
用
し
に
く
い
、
と
考
え
て
お
ら
れ
る
方
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
今
成
博
士
の
折
伏
否
定
論
は
、
決
し
て
、
突
然
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
宗
門
の
現
状
か
ら
出
る
べ
く
し

て
出
て
き
た
議
論
で
あ
る
と
も
云
い
え
る
で
し
ょ
う
（
今
成
博
士
の
引
用
す
る
『
日
蓮
事
典
』
に
あ
る
如
く
、「
宗
門
の
大
勢
は
摂
受
に

帰
」
し
て
来
て
い
る
の
で
す
）。

こ
の
問
題
に
対
す
る
学
的
な
議
論
は
既
に
決
着
が
つ
い
て
い
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
が
、
学
的
な
結
論
が
出
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
状
況
、
こ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た
情
勢
が
す
ぐ
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
う
と
な
れ
ば
、
先
ず
、
不
軽
行
を
宣
揚
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
は
ど
う
か
、
と
考
え
ま
す
。

今
成
博
士
は
不
軽
行
に
つ
い
て
、「
あ
れ
を
折
伏
だ
な
ん
て
云
っ
た
っ
て
世
間
で
通
用
し
な
い
で
す
よ
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
（
ど
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こ
ま
で
も
、
世
間
や
時
流
が
判
断
基
準
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
）。

し
か
し
、
不
軽
行
は
折
伏
と
し
て
通
用
し
て
き
た
歴
史
を
有
す
る
の
で
す
。
不
軽
行
を
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
受
容
史
に
対
す
る
理
解
を

深
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
不
軽
行
に
対
す
る
誤
解
を
少
し
で
も
減
ら
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。

常
不
軽
菩
薩
の
行
が
折
伏
と
理
解
さ
れ
得
る
こ
と
（「
折
伏
で
あ
る
こ
と
」
で
な
く
と
も
構
い
ま
せ
ん
）
へ
の
理
解
が
広
ま
れ
ば
、
何

し
ろ
、
誰
も
不
軽
行
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い
の
で
す
し
、「
折
伏
」
と
云
っ
て
も
、
何
も
「
暴
力
的
」
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
く
、
但
行
礼
拝
で
良
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
折
伏
へ
の
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
も
和
ら
い
で
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

今
般
の
摂
折
論
争
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
折
伏
」
へ
の
誤
解
か
ら
、
そ
れ
を
敵
視
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
す
の
で
、「
折
伏
」
が
敵
で
は
な
い
こ
と
が
判
れ
ば
、
自
ず
と
終
息
し
て
い
く
も
の
と
期
待
し
ま
す
。

今
成
博
士
は
、
ま
す
ま
す
意
気
軒
昂
で
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
要
は
、
常
不
軽
の
但
行
礼
拝
が
「
折
伏
」
で
あ
る
と
世
間
で
通
用

し
、
そ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
有
さ
ず
、「
異
教
徒
と
の
対
話
」
に
差
し
障
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
博
士

も
安
堵
さ
れ
て
摂
受
本
意
で
な
く
て
も
よ
い
と
お
考
え
頂
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

但
し
、
そ
れ
が
「
化
導
法
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、
と
釘
を
差
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

摂
受
で
あ
れ
折
伏
で
あ
れ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
化
導
法
」
で
す
。
現
代
の
「
異
教
徒
と
の
対
話
」
に
は
摂
受

で
な
け
れ
ば
、
と
お
考
え
に
な
る
方
々
に
は
、
例
え
摂
受
で
あ
れ
、「
対
話
」
に
「
化
導
法
」
を
持
ち
込
ん
で
巧
く
行
く
の
だ
ろ
う
か
、

と
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
何
し
ろ
、
そ
の
「
摂
受
」
は
、
日
蓮
聖
人
の
化
導
の
一
切
を
含
む
の
で
す
（
何
故
な
ら
、
日
蓮
聖
人
は
折
伏
を
行
じ
な
か
っ

た
の
で
す
か
ら
）。「
国
家
諌
暁
」
や
「
四
箇
格
言
」
を
包
含
す
る
「
摂
受
」
と
い
う
「
化
導
法
」
を
以
て
す
る
「
異
教
徒
と
の
対
話
」

が
、
今
成
博
士
や
「
摂
受
」
論
者
の
期
待
す
る
成
果
を
上
げ
得
る
と
考
え
る
ほ
ど
、
筆
者
は
楽
観
論
者
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
が
。


