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は
じ
め
に

本
研
究
は
「
宗
門
と
国
家
」
の
第
二
作
目
で
あ
る
。
昨
年
の
研
究
に
お
い
て
、
本
研
究
の
目
的
は
宗
門
と
国
家
の
有
り
様
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
は
い
か
な
る
発
展
過
程
を
た
ど
り
、
そ
の
際
の
克
服
す

べ
き
摩
擦
は
何
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
宗
門
の
関
わ
り
方
か
ら
、
あ
る
べ
き
関
わ
り
方
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

中
で
昨
年
の
研
究
で
は
、
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
の
発
展
過
程
は
国
民
国
家
化
で
あ
り
、
資
本
主
義
国
家
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
摩
擦
は
、
ま
ず
西
欧
化
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
大
正
以
後
は
共
産
主
義
の
挑
戦
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

今
回
は
、
国
家
に
対
す
る
宗
門
の
関
わ
り
と
し
て
、
田
中
智
学
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
人
物
の
選
定
は
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
厳
密
に
は
宗
門
の
高
僧
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
田
中
は
日
蓮
宗
の
僧
で
は
あ
っ
た
が
、
宗
門
に
飽
き
た
ら
ず
還
俗

し
、
自
ら
国
柱
会
を
た
て
日
蓮
主
義
を
広
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
田
中
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
ま
ず
、
国
家
と
の
関
わ
り
の
深
さ
で
あ
る
。

彼
は
帝
国
政
府
に
深
く
食
い
込
み
、
国
立
戒
壇
の
設
置
を
促
し
た
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
明
治
の
元
勲
山
田
顕
義
は
じ
め
、
満
州
事

変
の
立
役
者
石
原
莞
爾
等
、
い
わ
ゆ
る
国
家
の
大
物
を
帰
依
さ
せ
た
。
次
に
、
そ
の
評
価
が
多
様
か
つ
極
端
な
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
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戦
前
と
戦
後
で
は
評
価
が
分
か
れ
る
こ
と
は
多
い
に
し
て
も
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
戦
前
と
軍
国
主
義
の
理
論

的
指
導
者
と
し
て
唾
棄
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
扱
わ
れ
た
戦
後
で
は
、
あ
ま
り
に
も
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
理
解
に
苦
し
む
と
と
も
に
興
味
を
抱

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
最
後
に
、
戦
後
に
対
す
る
影
響
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
田
中
は
戦
後
指
弾
さ
れ
た
し
、
国
柱
会
に
昔
日
の
面
影
は

な
い
。
し
か
し
、
組
織
や
行
動
の
面
か
ら
見
る
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
新
宗
教
が
、
驚
く
ほ
ど
勢
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ろ

い
ろ
な
意
味
で
田
中
も
し
く
は
国
柱
会
と
国
家
の
関
係
は
今
日
的
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
い
か
に
し
た
ら
田
中
智
学
と
帝
国
政
府
の
関
係
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
読
者
が
田
中
の
考
え
た
日
蓮
教
学

と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
期
待
を
し
て
い
る
の
な
ら
、
全
く
失
望
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
考
え
た
日
蓮
教
学
の
正
統
性
を
い
く

ら
あ
げ
つ
ら
っ
た
と
し
て
も
国
家
と
の
関
わ
り
は
見
え
て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
正
統
性
と
布
教
の
正
否
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
さ

ら
に
い
う
な
ら
ば
、
正
義
は
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
は
田
中
の
考
え
た
日
蓮
教
学
そ
の
も
の
よ
り
も
む

し
ろ
、
教
化
学
つ
ま
り
布
教
手
法
に
メ
ス
を
入
れ
る
。
こ
の
た
め
、
ま
ず
、
田
中
の
『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』
に
よ
り
彼
の
思
想
の
特

徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、『
本
化
摂
折
論
』
で
、
教
化
の
考
え
方
を
承
知
す
る
。
さ
ら
に
、『
国
柱
会
百
年
史
』
を
手
が
か
り
に
、

布
教
手
法
を
分
析
し
て
結
論
に
導
く
。
こ
の
よ
う
な
、
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
思
想
は
何
な
の
か
、
い
か
に
そ
の
思
想
を
広

め
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
教
化
手
法
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
か
が
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

国
家
と
密
接
不
利
一
体
と
な
っ
た
田
中
智
学
と
国
柱
会
は
、
宗
門
が
国
家
と
結
ぶ
強
み
と
そ
の
危
険
性
を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
て
く
れ

る
だ
ろ
う
。

２
『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』
に
み
る
思
想

「
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
」
と
い
え
ば
、
日
蓮
宗
の
信
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
で
も
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
有
名
な
一
節
「
我
日
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本
の
柱
と
な
ら
ん
。
我
日
本
の
眼
目
と
な
ら
ん
。
我
日
本
の
大
船
と
な
ら
ん
。」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
開
目
抄
』
の
一
節
で
あ
る
こ
と
は

論
を
待
た
な
い
。『
開
目
抄
』
は
、
佐
渡
の
流
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
が
、
自
ら
が
上
行
菩
薩
の
再
来
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、『
法
華
経
』
が

予
言
し
た
、
世
界
の
未
来
を
実
現
す
る
決
意
を
書
き
表
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

田
中
は
自
著
で
あ
る
『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』
の
な
か
で
、
こ
の
解
説
を
試
み
て
い
る
が
、
こ
の
論
理
構
成
お
よ
び
解
釈
が
特
徴
的

で
あ
る
。

ま
ず
、
論
理
構
成
を
確
認
す
る
。
ま
ず
特
徴
的
な
こ
と
に
、
序
論
と
し
て
国
体
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
三
分
の
一
を
占
め

て
い
る
。
次
に
約
人
の
開
顕
、
約
国
の
開
顕
、
す
な
わ
ち
人
及
び
国
が
法
華
経
に
帰
依
し
三
大
誓
願
を
実
行
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
。
最
後
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
来
る
世
界
平
和
が
結
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
俯
瞰
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り

に
論
理
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
国
体
論
を
も
っ
て
日
本
が
特
別
な
国
家
で
あ
る
こ
と
を
定
義
づ
け
る
。
次
い
で
国

民
、
国
家
の
順
で
法
華
経
広
宣
流
布
の
戦
略
を
策
定
し
発
動
す
る
。
そ
し
て
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
の
暁
に
は
、
世
界
平
和
が
訪
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
祖
意
に
何
ら
抵
触
し
な
い
ば
か
り
か
、
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
論
理
構
成
は
良
い
に
し
て
も
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
国
体
論
で
あ
る
。『
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
』
で
は
、
こ
れ
が
序
論
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
定
義
づ
け
に
失
敗
す
る
と
す
べ
て
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
田
中
は
、「
種
々
御
振
舞
御
書
」
に
お
い
て
日
蓮
聖

人
が
「
日
蓮
に
よ
り
て
日
本
国
の
有
無
は
あ
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
理
論
づ
け
た
。
法
華
経
は
最
善
の
教
え

で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
こ
れ
を
も
っ
て
日
本
を
開
顕
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
日
蓮
聖
人
が
、
自
分
が
い
る
か
ら
日
本
が
あ
る
、
と
い
っ
て

い
る
。
従
っ
て
、
日
本
は
法
華
経
を
広
め
る
べ
き
特
別
な
使
命
が
あ
る
と
い
う
論
法
で
あ
る
。

こ
の
思
想
の
凄
み
は
、
本
当
か
と
思
い
つ
つ
も
、
日
蓮
宗
宗
徒
は
反
論
が
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と

は
法
華
経
か
日
蓮
聖
人
の
い
ず
れ
か
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
蓮
宗
宗
徒
は
絶
対
に
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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３
『
本
化
摂
折
論
』
に
み
る
教
化
の
考
え
方

『
本
化
摂
折
論
』
に
よ
れ
ば
、
摂
受
は
衆
生
が
性
悪
の
際
に
な
し
、
折
伏
は
衆
生
が
性
善
の
際
に
な
す
事
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
摂
折

を
行
う
場
合
も
宗
旨
的
な
場
合
と
悉
檀
的
場
合
に
区
分
し
て
論
じ
て
い
る
。
宗
旨
的
な
場
合
と
は
計
画
的
な
行
う
こ
と
で
、
悉
檀
的
と
は

あ
く
ま
で
も
宗
旨
的
な
場
合
の
副
業
と
し
て
機
会
的
に
行
う
と
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
感
化
事
業
と
し
て
監
獄
布
教
を
や
る
場
合
や

布
教
教
化
と
し
て
軍
人
や
工
場
布
教
を
行
う
場
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。
国
家
に
使
え
る
者
と
し
て
軍
人
だ
け
取
り
出
し
て
い
る
こ
と
も
興

味
深
い
が
、
当
時
増
大
し
て
き
た
工
場
労
働
者
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。

い
ろ
い
ろ
な
例
を
挙
げ
て
、
布
教
手
段
、
対
象
を
、
わ
ざ
と
と
も
思
え
る
ほ
ど
難
し
く
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ

れ
ほ
ど
対
象
を
広
げ
、
手
段
を
体
系
的
に
述
べ
て
い
る
の
で
は
、
考
え
得
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
れ
と
い
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
実
際
の

と
こ
ろ
、
田
中
は
あ
ら
ゆ
る
布
教
手
段
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
宗
旨
的
場
合
に
該
当
し
よ
う
が
、『
国
柱
会
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
少
年
部
、
青
年
部
、
婦
人
部
、
成
人
部
な
ど
に
区
分
し
、

宗
教
活
動
の
み
な
ら
ず
、
社
会
生
活
に
至
る
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
が
結
果
と
し
て
、
信
者
の
福
利
厚
生
活
動
に
も

な
り
、
布
教
活
動
に
活
性
化
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
は
、
悉
檀
的
布
教
と
な
ろ
う
が
、
牛
乳
店
を
経
営
し
蓋
に
仏
語
を
入
れ
た
り
、
鉄

道
待
合
室
に
機
関
誌
を
配
布
し
た
り
、
磐
梯
山
大
噴
火
の
折
に
は
い
ち
早
く
写
真
を
使
っ
て
報
道
し
た
り
、
今
に
も
通
用
す
る
多
様
か
つ

奇
抜
な
ア
イ
デ
ア
で
大
衆
の
心
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る
。

ま
た
、
多
数
派
工
作
、
政
治
工
作
に
も
長
じ
て
い
た
。『
国
柱
会
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
日
蓮
宗
は
も
ち
ろ
ん
、
日
蓮
系
宗
教
団
体
と
も

定
期
的
に
会
合
を
持
ち
、
ま
た
、
立
正
大
師
号
下
賜
の
た
め
に
多
く
の
政
治
工
作
を
行
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
田
中
が
行
っ
た
教
化
方
策
と
は
、
ま
さ
に
手
段
を
選
ば
ず
、
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
や
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
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そ
の
ア
イ
デ
ア
の
豊
か
さ
か
ら
大
き
く
花
開
い
た
も
の
と
言
え
る
。

４
『
国
柱
会
百
年
史
』
に
よ
る
分
析

こ
こ
ま
で
の
話
か
ら
く
る
田
中
の
人
物
像
は
、
ア
イ
デ
ア
豊
か
な
論
理
性
の
高
い
人
物
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
確
か
に
こ
れ
も
彼
の
一

面
な
の
だ
ろ
う
が
、『
国
柱
会
百
年
史
』
を
み
る
と
ま
た
違
う
一
面
が
見
え
る
。
そ
れ
は
天
皇
制
に
た
い
す
る
説
明
と
、
自
ら
を
天
皇
に
な

ぞ
ら
え
て
い
る
か
の
服
装
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
天
皇
制
の
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
遺
文
削
除
問
題
を
み
る
と
あ
ま
り
大

き
な
比
重
を
置
い
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
純
正
日
蓮
主
義
を
標
榜
す
る
田
中
も
こ
の
点
だ
け
は
大
き
く
違
っ

て
い
る
。
日
本
建
国
の
精
神
を
「
八
紘
一
宇
」
と
し
て
説
明
し
、
久
遠
の
釈
尊
と
天
皇
を
同
列
に
お
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
現
在
よ
く
問

題
と
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
が
、「（
日
蓮
は
）
世
界
統
一
軍
の
大
元
帥
な
り
。
大
日
本
帝
国
は
ま
さ
し
く
そ
の
大
本
営
な
り
。
日
本

国
民
は
そ
の
天
兵
な
り
。」
と
し
て
、
国
体
と
日
蓮
教
学
を
融
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
を
天
皇
に
な
ぞ
ら
え
た

服
装
を
す
る
こ
と
は
自
己
の
権
威
を
高
め
る
上
で
必
要
な
舞
台
装
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
国
体
論
は
天
皇
制
と
日
蓮
主
義
を
無
理
な
く
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
日
蓮
信
者
の
多
く

が
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
廃
仏
毀
釈
の
暴
風
に
さ
ら
さ
れ
、
国
家
神
道
の
興
隆
の
前
に
伝
統
教
団
の
勢
い
は
風

前
の
灯
火
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
自
信
を
と
り
戻
し
た
伝
統
教
団
と
し
て
の
日
蓮
宗
が
、
国
柱
会
と
連
携
を
深
め
た
の
は
当
然

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
成
功
し
た
か
に
も
見
え
た
。
そ
れ
ほ
ど
戦
前
の
日
蓮
宗
の
勢
い
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
証
拠
に
戦
前
の
国
家
的
事
件
は
日
蓮
主
義
を
無
視
し
て
は
語
れ
な
い
。
ま
た
、
命
を
な
げ
う
つ
ほ
ど
の
海
外
布
教
、
そ
れ
は
外

国
へ
の
進
出
と
い
う
名
で
は
あ
っ
た
が
、
が
行
わ
れ
た
。
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た
だ
し
、
そ
の
国
体
論
の
危
う
さ
を
ど
れ
ほ
ど
の
日
蓮
宗
僧
侶
が
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
危
う
さ
と
は
、
天
皇
の
神
格
を
否

定
さ
れ
れ
ば
す
べ
て
の
根
拠
を
失
い
、
国
体
論
で
説
明
し
て
い
た
法
華
経
の
優
位
性
す
ら
も
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
。
そ
し
て
そ
の

日
は
来
た
の
で
あ
っ
た
。

５

結
論

田
中
や
国
柱
会
の
考
え
は
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
国
家
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
の
か
。
ま
た
、
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
を
魅
了
し
た
の
か
。
お

そ
ら
く
、
田
中
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
一
人
が
何
を
欲
し
て
い
る
か
を
一
瞬
の
う
ち
に
理
解
で
き
る
と
い
う
一
種
独
特
の
天
才
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
一
人
が
欲
し
て
い
る
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
明
治
政
府
は
、
幕
府
に
代
わ
る
新
た
な
政
体
を
模
索
し
続
け
て
い
た
。
そ
の
中
で
導
き
出
し
た
天
皇
制
を
中
心
と
す
る
西
欧
化

で
あ
っ
た
こ
と
は
昨
年
述
べ
た
。
こ
の
新
た
な
政
体
に
正
統
性
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
既
存
の
秩
序
を
破
壊
す
る
だ
け
で
な
く
、
新
た

な
調
整
が
必
要
に
な
っ
た
。
こ
の
破
壊
が
廃
仏
毀
釈
で
あ
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
元
勲
伊
藤
博
文
は
皇
室
に
キ
リ
ス
ト
教
改
宗
を
迫
っ
た
ほ

ど
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
政
府
内
で
も
反
対
を
呼
び
、
仏
教
界
の
焦
り
は
一
層
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
政
府
に
お
い
て

も
、
宗
門
に
お
い
て
も
、
無
理
な
く
天
皇
制
と
日
蓮
主
義
を
す
り
併
せ
る
こ
と
が
可
能
な
説
明
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
門

で
な
く
、
田
中
の
み
が
説
明
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
結
論
自
体
、
当
時
の
知
識
階
級
が
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に

い
た
る
説
明
が
論
理
的
で
か
つ
丁
寧
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
宮
沢
賢
治
や
石
原
莞
爾
と
い
っ
た
あ
れ
ほ
ど
多
く
の

知
識
人
が
支
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
田
中
の
著
書
は
、
い
ず
れ
も
自
ら
の
仮
説
を
日
蓮
聖
人
の
遺
文
を
も
っ
て
証
拠
立
て

て
い
る
。
そ
し
て
結
論
に
は
や
や
飛
躍
が
あ
る
が
、
結
論
自
体
当
時
の
時
代
精
神
が
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
飛
躍
も
気

─123─

宗門と国家Ⅱ（野村）



に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
田
中
の
布
教
の
命
脈
は
天
皇
制
と
日
蓮
主
義
と
の
す
り
あ
わ
せ
で
あ
り
、
こ
れ
が
命
脈
で
あ
る
以
上
、

国
家
と
一
体
化
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。

田
中
の
布
教
手
法
は
、
近
代
的
な
広
告
手
法
の
先
取
り
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か
に
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
し
っ
か
り
し
た
論
理
性
を
持
ち
得
た
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
支
持
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
際
、
宗
門
は
何

を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
た
だ
た
だ
迎
合
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
お
そ
ら
く
、
日
蓮
宗
僧
侶
の
な
か
に

は
、
田
中
の
結
論
の
飛
躍
に
訝
し
さ
を
感
じ
て
い
た
者
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
国
柱
会
の
教
勢
が
拡
大
す
る
中
で
、

天
皇
制
と
日
蓮
主
義
に
関
す
る
う
ま
い
理
論
構
成
を
案
出
で
き
ず
、
現
実
を
追
認
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

田
中
の
遺
産
と
い
う
べ
き
、
布
教
手
段
の
体
系
や
組
織
性
は
新
宗
教
の
中
に
生
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
宗
門
は
、
戦
後
、
国
柱
会
の

関
わ
り
を
切
っ
た
。
し
か
し
、
戦
前
の
無
為
無
策
に
よ
る
現
実
追
認
の
事
実
と
、
そ
れ
に
伴
う
戦
後
の
批
判
を
考
え
る
と
き
、
新
宗
教
へ

の
対
応
を
再
度
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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