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『
立
正
安
国
論
』
か
ら
み
た
教
化

一
、『
立
正
安
国
論
』
の
特
色

　
　
　
　
　
　

１
、
奏
進
し
鎌
倉
幕
府
を
諫
言
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る

　
　
　
　
　
　

２
、
何
度
も
書
か
れ
た
こ
と

二
、
立
正
安
国
の
課
題
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

１
、
立
正
安
国
の
精
神
と
日
蓮
宗
教
師
の
課
題

　
　
　
　
　
　

２
、
現
代
の
謗
法
と
は

　
　
　
　
　
　

３
、
社
会
教
化
で
の
課
題

　
　
　
　
　
　

４
、
教
化
の
知
恵
を
活
か
す

　
　
　
　
　
　

５
、
未
信
徒
教
化
の
ば
あ
い
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教
化
学
体
系

教
化
学
体
系

　
　
　
　
　
　

１
、「
教
化
」
の
使
わ
れ
方
（
法
華
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『
立
正
安
国
論
』
か
ら
み
た
教
化

　

本
日
の
第
四
十
二
回
中
央
教
化
研
究
会
議
の
テ
ー
マ
「『
立
正
安
国
』
を
如
何
に
実
現
す
る
か
│
教
化
学
の
確
立
を
め
ざ
し
て
」
を

受
け
て
、
私
の
基
調
報
告
は
、「
立
正
安
国
と
教
化
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
小
松
宗
務
総

長
の
ご
挨
拶
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
本
年
は
『
立
正
安
国
論
』
奏
進
七
五
〇
年
の
節
目
の
年
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
現
代
宗
教

研
究
所
の
研
究
そ
の
も
の
も
、
祖
願
を
如
何
に
具
体
化
し
達
成
す
る
か
と
い
う
、
日
蓮
宗
と
し
て
の
大
き
な
課
題
を
常
に
研
究
し
て
き
た

わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
る
こ
と
も
、
宗
祖
の
弘
教
の
精
神
を
『
立
正
安
国
論
』
を
通
し
て
見
る
こ
と
が
一
番
大
事
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

教
化
学
と
い
う
、
言
葉
は
新
し
い
言
葉
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
単
な
る
新
し
い
理
論
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
法
華
経
、

そ
し
て
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
の
弘
教
の
ご
精
神
と
、
我
々
と
の
間
を
如
何
に
埋
め
る
か
、
と
い
う
課
題
に
む
け
て
、
教
化
学
と
い
う
も
の
を

体
系
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
『
立
正
安
国
論
』
を
も
と
に
教
化
の
あ
り
か
た
、
言
い
か
え
れ
ば
、
我
々
布
教
の
現
場
に
関
わ
る
部
分
と
し
て
の
特
色
と
い
う
も

の
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、『
立
正
安
国
論
』
の
特
色

１
、
奏
進
し
鎌
倉
幕
府
を
諫
言
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る

　

ま
ず
『
立
正
安
国
論
』
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。『
安
国
論
』
に
は
、
例
え
ば
『
観
心
本
尊
抄
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
教
義

と
い
う
も
の
は
殆
ど
説
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
相
手
は
信
徒
や
檀
越
で
は
な
く
、
最
明
寺
入
道
と
い
う
、
引
退
は
し
た
も
の
の
、

実
際
の
鎌
倉
の
権
力
者
で
し
た
。
論
理
的
に
厳
格
で
あ
っ
た
宗
祖
が
、
幕
府
を
諫
言
す
る
と
い
う
時
に
、
何
故
あ
ん
な
に
も
教
義
の
部
分
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が
少
な
い
の
か
、
こ
れ
は
他
の
ご
遺
文
と
は
別
の
見
方
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
立
正
安
国
論
』
は
、
幕
府
に
奏
進
し
、

諫
言
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
祖
は
、
も
の
を
論

じ
る
時
に
は
必
ず
ご
自
分
の
教
義
や
思
想
と
い
う
も
の
を
、
段
取
り
を
も
っ
て
示
し
て
い
く
の
が
常
で
あ
り
ま
す
が
、『
立
正
安
国
論
』

は
ま
さ
に
例
外
的
だ
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
文
中
に
念
仏
批
判
と
い
う
一
面
は
あ
り
ま
す
が
、
念
仏
批
判
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
も
の

で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
な
ぜ
当
時
の
世
の
中
が
乱
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
根
源
と
し
て
国
が
謗
法
の
国
に
な
っ
て
い
る
、
さ
ら
に
す

す
ん
で
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐
れ
の
代
表
的
な
対
象
と
し
て
、
法
然
に
よ
る
浄
土
念
仏
信
仰
を
批
判
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
論
を
書
か
れ
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
、
む
し
ろ
書
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
幕
府
に
諫
言
を
し
て
い
く
こ
と
が
目
的
だ

っ
た
の
で
す
。
当
然
そ
れ
は
ま
と
も
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
宗
祖
も
ご
覚
悟
の
上
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果

と
し
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
迫
害
を
は
じ
め
と
す
る
、
ご
自
分
に
関
わ
る
危
害
を
予
想
さ
れ
た
上
で
お
出
し
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

宗
祖
の
弘
教
の
出
発
点
と
も
な
る
べ
き
意
味
と
し
て
の
位
置
付
け
、
こ
れ
は
他
の
御
書
で
は
な
か
な
か
み
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う

意
味
で
大
き
な
特
色
と
考
え
ま
す
。
基
調
報
告
で
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
根
拠
を
お
出
し
す
る
こ
と
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

周
知
の
通
り
、
念
仏
批
判
に
関
し
て
は
、
こ
の
『
安
国
論
』
を
お
出
し
に
な
る
前
に
、
既
に
『
守
護
国
家
論
』
で
、
徹
底
的
に
そ
の
教
義

的
な
内
容
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
更
に
は
、
ご
自
分
が
何
故
こ
の
よ
う
に
幕
府
を
諫
言
す
る
の
か
と
い
う
、
内
面
的
な
支
え
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
は
、
佐
渡
流
罪
時
の
『
開
目
抄
』
に
て
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、『
安
国
論
』
の
最
後
の
結
論
部
分
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
世
が
常
に
宝
土
で
あ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
謗
法
を
止
め
、
仏
国
土
を
顕
現
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、『
観
心
本

尊
抄
』
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
御
書
で
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
般
に
は
祖
伝
の
中
で
宗
祖
が
龍
ノ
口
法
難
を
経
て
、
佐
渡
流
罪
に
て
法

華
経
の
色
読
、
い
わ
ゆ
る
本
化
の
菩
薩
の
自
覚
を
さ
れ
た
上
で
、『
観
心
本
尊
抄
』
や
『
開
目
抄
』
が
示
さ
れ
た
と
い
う
風
に
捉
え
て
お

り
ま
す
。
勿
論
、
そ
の
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
誤
解
を
恐
れ
ず
敢
え
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
宗
祖
の
思
い
と
い
う
も
の
が
そ
こ
で
初

め
て
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
捉
え
方
は
ど
う
も
違
う
の
で
は
な
い
か
、
既
に
こ
の
安
国
論
を
お
出
し
に
な
る
段
階
で
、
内
面
的
に
は
当
然
そ
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れ
は
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
そ
れ
が
実
際
に
、
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
、
確
信
と
い
う

も
の
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、『
開
目
抄
』
や
『
観
心
本
尊
抄
』
な
ど
が
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
佐
渡

に
お
い
て
、
初
め
て
お
気
づ
き
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
安
国
論
』
を
お
出
し
に
な
る
段
階
で
、

苦
難
へ
の
ご
覚
悟
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
む
し
ろ
『
開
目
抄
』
や
『
観
心
本
尊
抄
』
は
、
ご
自
分
の
生
き
方
が

正
し
か
っ
た
と
い
う
確
信
の
も
と
で
、
お
弟
子
や
檀
越
に
そ
の
意
味
付
け
を
明
確
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

２
、
何
度
も
書
か
れ
た
こ
と

　

も
う
ひ
と
つ
の
特
色
と
し
ま
し
て
、『
立
正
安
国
論
』
と
い
う
ご
自
身
で
命
名
さ
れ
た
こ
の
御
書
を
、
当
初
幕
府
に
出
さ
れ
た
も
の
以

外
に
何
度
も
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
宗
祖
は
こ
れ
を
書
い
て
、
幕
府
に
奏
進
さ
れ
、
そ
れ
き
り
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
生
涯
こ
の
『
安
国
論
』
を
手
も
と
に
置
き
、
ま
た
常
に
お
弟
子
や
、
或
い
は
檀
越
に
、
そ
の
都
度
そ
れ
を
お
示
し
に
な
る
と

い
う
よ
う
に
、
ま
さ
に
弘
教
の
基
本
と
し
て
ず
っ
と
そ
れ
を
携
え
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

教
化
学
と
は
、
教
義
的
な
も
の
を
布
教
の
現
場
に
活
か
し
て
い
く
「
学
」
で
あ
る
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
以
前
に
教
化
の
一
番
の
原
点
と
し
て
、
宗
祖
に
と
っ
て
『
立
正
安
国
論
』
の
持
つ
意
味
、
す
な
わ
ち
弘
教
の
精
神
そ
の
も
の
を

教
化
の
原
則
と
し
て
位
置
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
頃
の
布
教
教
化
と
い
う
部
分
に
お
い
て
の
大
き
な

指
針
と
し
て
捉
え
て
い
く
、
そ
れ
が
こ
の
『
立
正
安
国
論
』
の
教
化
に
関
す
る
特
色
で
あ
り
ま
す
。

二
、
立
正
安
国
の
課
題
に
つ
い
て

１
、
立
正
安
国
の
精
神
と
日
蓮
宗
教
師
の
課
題

　

次
に
、
立
正
安
国
の
精
神
と
日
蓮
宗
教
師
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
日
蓮
聖
人
の
末
弟
で
あ
り
、
そ
の
上
で
の
仲
間
に
よ
っ
て
日
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蓮
宗
が
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
宗
門
と
い
う
も
の
も
視
野
に
入
れ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
宗
祖
が
『
安
国
論
』
を

幕
府
に
お
出
し
に
な
っ
て
諫
言
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
義
と
、
今
我
々
が
実
際
に
、
遭
遇
し
て
い
る
社
会
問
題
に
対
す
る
、
日
蓮
宗

教
師
さ
ら
に
は
宗
門
と
し
て
の
対
応
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
課
題
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
生
じ
る
重
要
な
問
題
が
、

現
代
に
お
け
る
立
正
安
国
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
『
立
正
安
国
論
』
に
つ
い
て
教
義
的
に
解
釈
す
る
教
学
論
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
宗
祖
の
弘
教
の
ご
精
神
と
い
う
も
の
を
、
現
代
に
お
い
て
ど
う
い
う
風
に
受
け
止
め
る
か
と
考
え
れ
ば
、
い

ろ
い
ろ
な
項
目
が
出
て
く
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
現
代
に
於
け
る
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
、
こ
れ
は
現
宗
研
に
と
っ
て
常
に
重
要
課
題
と
し
て
研
究
を
す
す
め

て
い
る
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
宗
祖
七
〇
〇
遠
忌
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、『
日
蓮
宗
近
代
史
年
表
』
を
現
宗
研
が
ま
と
め

ま
し
た
。
そ
の
研
究
の
過
程
で
、
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
日
蓮
主
義
と
い
う
も
の
が
近
現
代
史
に
於
い
て
い
か
に

社
会
と
関
わ
っ
て
き
た
か
と
い
っ
た
問
題
点
を
含
め
て
、
我
々
が
日
々
社
会
問
題
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
か
、
そ
れ
は
個
の
問
題
で
あ
る

と
同
時
に
、
ま
た
宗
門
と
い
う
両
面
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
扱
い
方
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
議

論
の
必
要
が
あ
り
、
我
々
と
し
て
も
こ
う
し
た
課
題
を
常
に
認
識
を
し
て
、
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

２
、
現
代
の
謗
法
と
は

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
近
現
代
で
の
問
題
と
関
連
す
る
の
で
す
が
、
現
代
に
お
け
る
謗
法
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
宗
祖

は
『
立
正
安
国
論
』
で
念
仏
信
仰
、
特
に
法
然
に
よ
る
浄
土
念
仏
信
仰
を
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
浄
土
念
仏

信
仰
を
批
判
す
る
こ
と
が
、
現
代
に
『
安
国
論
』
を
受
け
止
め
る
い
き
方
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

当
初
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
奏
進
を
さ
れ
た
姿
勢
か
ら
考
え
れ
ば
、
現
代
に
お
け
る
謗
法
と
い
う
の
は
も
う
少
し
広
い
視
野
と
異
な

っ
た
視
点
か
ら
捉
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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現
代
の
人
々
の
宗
教
観
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
或
る
意
味
で
の
弾
圧
と
し
て
、
社
会
的
に
批
判

を
さ
れ
る
、
或
い
は
軽
視
を
さ
れ
、
或
い
は
曲
解
を
さ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
問
題
点
を
、
現
代
に
お
け
る
謗
法
と
し
て
も
っ
と
受
け
止
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
更
に
そ
れ
に
対
す
る
我
々
の
関
わ
り
方
と
い
う
も
の
の
基
本
姿
勢
に
つ

い
て
、
本
宗
だ
け
で
な
く
各
方
面
で
の
取
り
組
み
の
事
例
も
研
究
し
、
実
践
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
一

人
ひ
と
り
の
問
題
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
宗
門
と
い
う
組
織
の
問
題
で
あ
り
、
宗
祖
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
日
蓮
宗
と
い
う
こ
の
教

団
と
し
て
の
課
題
で
あ
り
、
教
団
が
あ
っ
て
こ
そ
で
き
る
可
能
性
に
つ
い
て
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

教
研
会
議
で
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
代
は
、
宗
教
間
対
話
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
こ
と
と
謗
法
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
も
、
考
え

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
、
現
宗
研
の
所
長
と
い
う
立
場
で
、
全
日
本
仏
教
会
の
委
員
会
な
ど
に
も
出
て
お
り
ま
す
が
、
浄
土
宗
や
真
言
宗
な
ど
の
他
宗
の

方
々
と
席
を
並
べ
て
、
色
々
議
論
を
致
し
ま
す
。
そ
れ
が
果
た
し
て
謗
法
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
内
面
で
悩
む
時
も
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
も
う
ひ
と
つ
視
点
を
考
え
ま
し
た
時
に
、
同
じ
僧
侶
と
し
て
、
仏
教
者
と
し
て
の
共
通
の
課
題
に
向
き
合
っ
た
時
に
は
、
そ
れ
は

法
華
経
を
広
め
て
い
く
上
で
の
障
害
と
な
る
も
の
を
除
く
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

現
代
に
お
け
る
宗
教
界
に
対
し
、
或
い
は
皆
さ
ん
の
日
頃
の
寺
院
・
教
会
・
結
社
等
に
お
け
る
活
動
に
対
し
、
国
の
権
力
と
言
い
ま
し

ょ
う
か
、
行
政
か
ら
の
介
入
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
国
の
み
な
ら
ず
地
域
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
事
に
つ
き
ま
し
て

は
顧
問
弁
護
士
の
長
谷
川
先
生
も
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
講
演
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
今
回
の
分
科
会
に
も
あ
り
ま
す
、

裁
判
員
制
度
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
我
々
宗
教
者
が
そ
れ
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
分
の
問
題
と
し
て
し
っ

か
り
と
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
公
益
性
の
問
題
も
ご
ざ
い
ま
す
。
い
っ
た
い
国
は
何
を
我
々
に
対
し
て
求
め
て
い
る
の

か
、
ひ
と
つ
間
違
え
れ
ば
介
入
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
税
法
の
問
題
も
含
め
て
大
い
に
注
意
す
べ
き
状
況
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
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常
に
国
や
宗
教
の
自
由
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
権
力
か
ら
の
介
入
と
い
う
も
の
に
対
し
て
危
機
意
識
を
持
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
、
現
代
の
謗
法
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
の
必
要
性
を
申
し
上
げ
た

い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
圧
力
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
る
世
間
の
風
潮
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
宗
教
界
や
特
に
仏
教
界
を
軽
視
す
る
、
特
殊
な
例
を
面
白
可
笑
し
く
扱
っ
て
、
坊
さ
ん
全
て
が
か
く
の
如
く
で
あ
る
よ
う
に
吹

聴
を
し
て
い
く
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
み
ら
れ
ま
す
。
我
々
は
時
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
反
論
を
致
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ

れ
が
ま
と
も
に
扱
っ
て
貰
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
現
宗
研
で
も
昨
年
、
某
大
手
新
聞
社
に
よ
っ
て
誤
解
を
招
く
よ
う
な
こ
と
を
記
事

に
さ
れ
た
と
い
う
、
大
変
苦
い
経
験
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
日
蓮
宗
を
大
事
に
扱
っ
て
く
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
の
受
け
取
り
方

に
よ
っ
て
は
日
蓮
宗
が
脆
弱
だ
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
よ
う
な
記
事
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
も
の
も
あ
る
意
味
で

は
、
社
会
や
マ
ス
コ
ミ
に
お
け
る
、
弾
圧
と
ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
本
来
の
姿
を
そ
の
通
り
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
妨

害
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
も
沢
山
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
謗
法
と
い
う

も
の
を
、
我
々
自
身
の
問
題
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
受
け
止
め
な
が
ら
、
整
理
し
、
ま
と
め
て
い
く
努
力
を
是
非
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

３
、
社
会
教
化
で
の
課
題

　

今
申
し
上
げ
た
幾
つ
か
の
問
題
を
通
し
て
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
日
蓮
宗
の
中
で
も
、
戦
後
い
ち
早
く
立
正
平
和
運
動
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
原
水
禁
運
動
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
は
社
会
か
ら
も
評
価
さ
れ
、
他
教
団
か
ら
も
、
驚
異
と
尊
敬
の
目
で
見
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
時
代
の
変
化
の
中
で
、
そ
う
し
た
運
動
が
形
を
変
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
現
在
は
、
立
正
平
和
の
会
を
中
心
に
、
そ
の
活
動
が

継
続
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
宗
門
と
し
て
も
、
現
在
の
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
と
い
う
形
で
そ
れ
が
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

や
は
り
そ
の
時
代
の
中
で
、
継
続
を
す
る
こ
と
の
困
難
さ
と
、
時
に
応
じ
て
そ
れ
を
い
か
に
変
え
て
い
く
か
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
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社
会
問
題
と
い
う
の
は
常
に
相
手
や
状
況
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
十
年
前
、
五
十
年
前
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
今
日
、
或
い
は
十
年
後
、

五
十
年
後
に
通
じ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
問
題
点
を
我
々
は
常
に
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
宗
門
と
し
て
は
寺
院
・
教
会
・
結
社
が
構
成
要
員
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
の
は
、
お
檀
家
や

ご
信
徒
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
檀
信
徒
と
い
う
も
の
に
対
す
る
布
教
教
化
と
、
そ
う
で
は
な
い
未
信
徒
を
対
象
と
し
た
、

ま
さ
に
社
会
教
化
と
い
う
、
こ
の
立
ち
位
置
の
違
い
も
、
教
化
学
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
は
っ
き
り
と
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
特
に
社
会
問
題
に
対
応
す
る
意
義
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
、
何
故
日
蓮
宗
の
教
師
が
、
平
和
問
題
、
環
境
問
題
等
に
つ

い
て
、
議
論
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
、
或
い
は
な
ん
ら
か
の
活
動
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
必
要
は
ど
こ
か
ら
来
る
の

だ
ろ
う
と
い
っ
た
問
題
点
を
、
ど
う
捉
え
て
い
く
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

現
代
の
諸
問
題
は
臓
器
移
植
の
問
題
な
ど
の
よ
う
に
、
生
命
観
の
大
き
な
変
化
を
と
も
な
う
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た

日
々
変
化
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
う
い
う
問
題
に
対
し
て
我
々
は
、
法
華
経
や
宗
祖
の
ご
遺
文
に
答
え
を
求
め
よ
う
と
し
ま
す
が
、
七
五
〇

年
前
の
祖
文
を
現
代
に
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
、
も
っ
と
そ
の
間
を
埋
め
て
い
く
、
ル
ー
ル
と
言
い
ま
し
ょ

う
か
、
原
則
と
い
っ
た
も
の
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
我
々
は
お
互
い
の
知
恵
を
出
し
合
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
体
系
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

４
、
教
化
の
知
恵
を
活
か
す

　

そ
れ
ぞ
れ
個
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
恵
を
用
い
な
が
ら
、
戦
後
六
十
年
、
布
教
の
現
場
で
の
教
化
活
動
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
宗

門
と
し
て
も
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
先
人
が
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
場
で
努
力
し
苦
労
さ
れ
な
が
ら
、
知
恵
を
お
出
し
に
な
っ
た
も
の
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
分
類
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
将
来
に
と
っ
て
、
今
の
皆
さ
ん
方
の
現
実
の
苦
労
や
知
恵

を
生
か
し
て
い
く
重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。
我
々
に
と
っ
て
は
、
お
か
げ
さ
ま
で
宗
祖
の
ご
遺
文
が
膨
大
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
も
の
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を
論
じ
る
場
合
は
、
法
華
経
や
ご
遺
文
を
通
し
て
考
え
て
ま
い
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
七
五
〇
年
の
長
い
歴
史
の
間
で
、
特
に
宗
祖
滅

後
、
室
町
期
、
戦
乱
期
に
お
い
て
の
各
先
師
の
努
力
が
あ
る
わ
け
で
す
。
法
類
や
法
縁
等
の
元
に
も
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

有
名
な
歴
代
の
先
師
先
聖
が
た
が
、
法
華
経
や
宗
祖
の
ご
遺
文
を
通
し
て
、
何
を
当
時
の
人
々
に
訴
え
て
、
ど
の
よ
う
な
布
教
を
さ
れ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
体
系
化
し
て
ま
と
め
て
い
く
中
で
、
今
日
の
我
々
が
受
け
継
い
で
来
て
い
る
法
灯
と
い
う
も
の
も
含
め
て
、
伝
統
の

中
に
あ
る
布
教
に
関
す
る
智
恵
を
、
我
々
が
ど
う
生
か
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た

事
の
資
料
や
情
報
は
、
宗
史
や
宗
学
史
の
分
野
に
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
布
教
に
活
か
す
と
い
う
意
味
で
、
当
時
の

人
々
に
何
を
伝
え
て
き
た
の
か
と
い
う
、
布
教
の
現
場
の
目
線
で
、
や
は
り
、
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
当
時
の
知
恵
が
、

現
代
の
問
題
に
対
し
て
法
華
経
や
宗
祖
の
ご
遺
文
を
活
か
す
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

皆
様
方
自
身
も
そ
れ
ぞ
れ
、
法
縁
と
深
い
関
わ
り
を
お
も
ち
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
法
縁
と
い
う
も
の
が
歴
史
の
中
で
何
を
伝

え
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
ま
と
め
て
、
後
世
に
伝
え
て
行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
法
縁
意
識
が
薄
く

な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
中
で
、
法
灯
を
守
る
と
い
う
こ
と
の
責
任
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
も
の
を
伝
え
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
現
宗
研
で
も
法
縁
の
調
査
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
時
代
に
よ
っ

て
違
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
中
で
、
先
師
の
苦
労
さ
れ
た
、
或
い
は
悩
ん
だ
部
分
の
思
い
と
い
っ

た
も
の
を
、
我
々
が
そ
れ
を
ど
う
生
か
し
て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ま
た
違
っ
た
展
開
が
は
じ
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い

ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
我
々
が
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
捉
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
研
究
課
題
の
一
つ
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
宗
の
持
つ
歴
史
、
伝
統
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
新
寺
建
立
を
さ
れ
た
場

合
で
も
、
寺
の
歴
史
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
将
来
に
向
け
て
、
や
は
り
そ
れ
を
繫
い
で
い
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
何
ら

変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ん
と
か
そ
の
辺
り
の
と
こ
ろ
を
教
化
学
と
い
う
枠
の
中
で
、
し
っ
か
り
と
位
置
付
け
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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５
、
未
信
徒
教
化
の
ば
あ
い

　

次
に
、
檀
信
徒
に
対
す
る
布
教
と
い
う
も
の
は
、
教
義
や
ご
遺
文
を
も
と
に
、
そ
れ
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
く
、
或
い
は
宗
祖
の

ご
信
仰
を
、
直
接
檀
信
徒
に
対
し
て
示
し
感
激
を
与
え
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
や
は
り
檀
家
、
或
い
は
信

徒
と
い
え
ど
も
、
社
会
に
生
き
、
生
か
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
社
会
問
題
の
中
で

多
く
悩
み
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
我
々
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
け
る
か
と
い
う
、
布
教
の
現
場
に
お
い
て
、
法
華
経
や
ご
遺
文
の
解
説

と
い
う
枠
に
は
納
ま
り
き
ら
な
い
教
化
と
い
う
も
の
が
、
も
う
ひ
と
つ
大
き
な
課
題
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
恐
ら
く
現

実
に
は
行
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
た
だ
そ
れ
が
個
人
の
経
験
の
み
で
、
ま
と
ま
っ
て
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
大
勢
の
そ
う
し
た
経

験
や
知
恵
を
、
ま
と
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
檀
信
徒
以
外
に
対
す
る
働
き
か
け
も
、
大
変
重
要
な
部
分
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
色
々
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
中

で
、
法
華
経
へ
の
信
仰
、
宗
祖
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
も
の
を
共
有
し
て
い
な
い
相
手
に
接
す
る
時
の
布
教
の
あ
り
よ
う
は
ど
う
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
も
大
き
な
課
題
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

近
現
代
に
お
け
る
宗
門
の
中
で
も
多
く
の
方
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
活
躍
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
経
験
を
個
人
の
も
の
と
し
て
終
わ

ら
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
後
世
に
伝
え
て
い
く
も
の
と
し
て
ど
こ
か
で
ま
と
め
て
、
体
系
化
を
し
て
い

く
と
い
う
努
力
が
、
教
化
学
の
確
立
に
向
け
た
重
要
な
要
素
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
社
会
に
対
す
る
働
き
か
け
と
い
う
も

の
は
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。
十
人
十
色
、
そ
れ
は
勝
手
だ
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
ど
こ
か

で
集
約
を
し
て
、
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
努
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
勿
論
そ
れ
は
現
宗
研
の
仕
事
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
も
共
に

そ
う
し
た
こ
と
へ
の
作
業
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
話
し
が
少
し
そ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
少
な
く
と
も
日
蓮
聖

人
が
、『
立
正
安
国
論
』
を
幕
府
に
奏
進
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
、
そ
の
弘
教
の
ご
精
神
と
い
う
も
の
を
、
私
た
ち
の
布
教
の

現
場
の
問
題
点
と
し
て
、
教
化
学
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
、
敢
え
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
に
教
化
学
の
体
系
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に
つ
い
て
話
を
す
す
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

教
化
学
体
系

教
化
学
体
系

１
、「
教
化
」
の
使
わ
れ
方
（
法
華
経
・
ご
遺
文
）

　

教
化
学
の
体
系
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
最
初
に
、
法
華
経
並
び
に
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
文
で
、
こ
の
教
化
と
い

う
文
字
が
ど
う
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
少
し
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　

法
華
経
に
つ
い
て
は
、
岩
波
文
庫
上
中
下
三
巻
に
て
調
べ
ま
し
た
。
ま
ず
、
釈
尊
が
菩
薩
を
教
化
す
る
、
と
い
う
表
現
が
大
変
多
く
見

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
他
に
、
寿
量
品
の
「
常
説
法
教
化
」
と
あ
る
よ
う
に
一
切
衆
生
を
対
象
と
し
た
部
分
も
み
ら
れ
ま
す
。

　

は
じ
め
の
菩
薩
に
向
け
て
の
文
言
は
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
れ
は
、
恐
ら
く
そ
の
先
の
、
地
涌
の
菩
薩
を
想
定
さ
れ
た
う

え
で
の
迹
門
だ
と
思
い
ま
す
。
菩
薩
と
い
う
も
の
を
敢
え
て
出
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
確
た
る
信
仰
を
持
ち
修
行
を
さ
れ
て
い
る

と
い
う
、
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
も
の
に
対
す
る
教
化
と
い
う
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
始
め
か
ら
一
切
衆

生
を
教
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
敢
え
て
菩
薩
と
い
う
も
の
を
対
象
に
し
て
い
る
理
由
は
な
に
か
と
い
う
、
素
朴
な
問
題
意
識

か
ら
勝
手
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
菩
薩
は
誓
願
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
。
誓
願
を
持
っ
た
菩
薩
に
対
す
る
、
更
な
る
釈
尊
か
ら
の
教
化
と
い

う
も
の
は
な
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
、
寿
量
品
で
常
説
法
教
化
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
法
華
経
で
の
教
化
と
い
う
の
は
、
一
切
衆
生
を
仏
道
に
入
ら
し
め
る
、
悟
り
の

世
界
に
入
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
釈
尊
の
教
化
の
目
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
ほ
か
に
興
味
を
持
つ
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
法
華
経
の
受
記
品
の
、

　
「
仏
土
を
浄
め
ん
が
た
め
の
ゆ
え
に
、
常
に
仏
事
を
作
し
て
衆
生
を
教
化
せ
る
な
り
」

　

と
い
う
一
節
で
す
。
こ
の
一
節
は
宗
祖
に
と
っ
て
は
大
変
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
世
を
浄
め
る
と
い
う
仏
国

土
顕
現
に
繫
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
宗
祖
が
『
立
正
安
国
論
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

次
に
、
日
蓮
聖
人
ご
遺
文
に
つ
い
て
は
昭
和
定
本
の
一
巻
二
巻
の
み
で
は
あ
り
ま
す
が
一
応
調
べ
て
み
ま
し
た
。
宗
祖
の
ご
遺
文
に
つ

き
ま
し
て
は
、
教
化
と
い
う
語
句
は
法
華
経
に
帰
依
す
る
と
い
う
意
味
の
、
宗
祖
の
布
教
行
為
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
宗
祖
に
と
っ

て
は
教
化
と
い
う
言
葉
は
布
教
と
い
う
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
当
然
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
釈
尊
が
法
華
経
に
て

本
仏
の
誓
願
と
し
て
の
救
済
に
伴
う
教
化
と
い
う
場
合
、
こ
れ
は
お
釈
尊
か
ら
我
々
に
対
し
て
教
化
を
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
宗
祖

が
法
華
経
・
お
題
目
を
広
め
ら
れ
る
弘
教
の
ご
生
涯
に
お
い
て
、
そ
れ
を
支
え
ら
れ
る
意
味
で
の
法
華
経
の
経
文
を
よ
く
引
用
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
と
は
別
に
、
宗
祖
が
ご
自
分
の
言
葉
と
し
て
教
化
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
法
華
経
の
引
用
と
は

違
う
、
宗
祖
か
ら
直
接
に
私
た
ち
に
発
せ
ら
れ
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、

も
う
少
し
内
容
を
進
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
、
こ
れ
ま
で
の
教
化
学
に
つ
い
て

　

昭
和
五
十
八
年
、
現
代
宗
教
研
究
所
の
当
時
主
任
を
さ
れ
て
い
た
石
川
教
張
先
生
が
、
教
化
研
究
集
会
に
お
い
て
、
教
化
学
と
い
う
言

葉
を
使
い
、
教
研
会
議
に
て
行
わ
れ
て
き
た
教
化
活
動
に
関
す
る
事
例
、
体
験
を
、
更
に
は
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
問
題
点
の
解
明
、
そ
し

て
そ
の
方
策
な
ど
、
具
体
的
な
成
果
を
集
約
し
つ
つ
、
教
化
の
内
容
を
明
確
に
し
て
こ
れ
ら
の
体
系
化
を
図
る
と
い
う
、
教
化
学
の
重
要

性
が
提
示
さ
れ
、
更
に
教
研
会
議
の
大
き
な
目
的
と
し
て
、
教
化
学
の
体
系
化
が
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

更
に
、
そ
の
体
系
化
に
つ
き
ま
し
て
、
五
つ
に
大
き
く
分
類
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
と
め
た
形
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
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一
つ
に
は
、
研
究
と
い
う
立
場
に
お
い
て
本
格
的
に
信
行
と
教
化
の
理
論
と
、
そ
の
方
策
を
体
系
的
に
ま
と
め
る
こ
と
が
、
現
宗
研
の

使
命
で
あ
る
。

　

二
つ
に
、
日
蓮
宗
が
伝
道
教
団
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
、
単
に
行
政
的
な
措
置
を
講
ず
る
だ
け
で
な
く
、
教
化
の
事
例
や
体
験
研
究

を
踏
ま
え
、
教
化
の
内
容
と
方
策
を
と
り
ま
と
め
て
提
示
し
て
い
く
。
教
研
会
議
等
で
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

三
つ
に
は
、
安
直
な
形
で
技
法
的
に
教
化
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
、
信
仰
的
に
体
験
的
に
磨
か
れ
た
も
の
を
提
示
し
、
現
場
に

お
い
て
生
か
し
て
い
く
教
化
内
容
を
、
教
化
学
と
し
て
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
そ
れ
ぞ
れ
色
々
な
技
法
が
あ
る
が
、
そ
う

い
う
方
法
論
が
中
心
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
そ
れ
を
通
し
な
が
ら
、
信
仰
的
に
教
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
、
基
本
的
な
内
面
的
な
構

築
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
と
い
っ
た
意
味
で
す
。
ま
た
そ
れ
が
洗
練
さ
れ
、
実
績
を
持
っ
た
多
く
の
経
験
と
し
て
、
体
系
化
し
て
い
く
、
そ

う
い
う
内
容
を
ま
と
め
て
体
系
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

四
つ
に
は
、
現
代
社
会
の
状
況
に
対
応
で
き
る
教
化
学
で
あ
り
ま
す
。

　

五
つ
に
は
、
教
化
学
の
研
究
内
容
は
、
信
行
論
や
教
団
論
だ
け
で
な
く
、
寺
院
や
住
職
が
現
実
に
遭
遇
す
る
問
題
や
、
寺
庭
婦
人
の
位

置
づ
け
な
ど
、
ま
た
十
人
お
れ
ば
十
の
課
題
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
多
岐
に
亘
る
色
々
な
問
題
の
研
究
内
容
を
受
け
て
、

具
体
的
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
、
法
華
経
は
全
て
の
人
を
仏
道
に
導
き
入
ら
し
め
る
教
化
を
説
き
、
日
蓮
聖
人
に
よ
る
社
会
と
人
間
の
救

済
の
教
化
実
践
を
元
に
、
教
化
弘
通
の
内
容
方
策
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
は
既
に
教
化
学
と
い
う
も
の
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

３
、
教
化
学
体
系
構
成

　

私
た
ち
も
そ
う
い
う
も
の
を
受
け
と
め
な
が
ら
、
今
日
の
教
研
会
議
等
に
臨
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
も
う
少
し
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
私

な
り
に
、
教
化
学
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
整
理
を
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
整
理
に
よ
っ
て
分
か
り
易
く
な
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
ま
し

て
、
簡
単
な
概
略
図
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
し
い
た
し
ま
す
。（
概
略
図
参
照
）
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【
概
略
図
】

教
化
学
体
系
に
つ
い
て

一
、
教
化
原
論
（
教
化
と
は
何
か
か
ら
始
ま
る
教
化
学
の
体
系
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
等
を
構
築
す
る
。
構
造
は
次
の
通
り
。）

二
、
教
化
学
理
論
（
教
化
原
論
に
基
づ
き
そ
の
内
容
を
構
築
す
る
。
自
己
認
識
と
誘
導
認
識
を
提
示
す
る
。）

　
　

ア　

自
己
認
識

　
　
　
　
　

発
心
に
対
す
る
理
論
構
築

　
　

イ　

誘
導
認
識

　
　
　
　
　

発
心
を
伝
え
る
た
め
の
理
論
構
築

三
、
教
化
学
応
用
論
（
教
化
学
理
論
を
も
と
に
、
教
化
の
実
際
に
つ
い
て
研
究
す
る
。）

　

Ａ
、
教
化
応
用
理
論

　
　

ア　

自
己
認
識

　
　
　
　
　

発
心
に
基
づ
く
布
教
方
法
の
構
築

　
　

イ　

誘
導
認
識

　
　
　
　
　

発
心
を
伝
え
る
た
め
の
布
教
方
法
の
構
築

　

Ｂ
、
教
化
応
用
実
践
論

　
　
　

教
化
学
応
用
理
論
を
基
に
、
宗
門
か
ら
各
教
師
に
い
た
る
ま
で
の
布
教
の
現
場
で
の
経
験
を
収
集
分
類
す
る
。

　

ま
ず
、
教
義
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
教
学
と
い
う
言
葉
の
前
に
、
法
華
経
、
そ
し
て
日
蓮
聖
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
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た
、
教
え
の
世
界
、
信
仰
の
世
界
そ
の
も
の
と
思
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
今
の
自
分
の
信
仰
の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
く
か
、
こ
れ
が
教
義
の
現
実
化
で
す
。
他
人
事
で
は
な
く
、
あ
あ
昔

は
そ
ん
な
偉
い
人
が
い
た
の
か
、
す
ご
い
な
、
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
分
と
し
て
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
教
学
と
な
り
ま

す
。
日
蓮
教
学
と
い
う
の
は
、
宗
祖
の
み
な
ら
ず
、
歴
代
多
く
の
先
師
や
、
そ
う
い
う
方
々
の
論
も
入
り
ま
す
。
そ
れ
を
ご
自
分
の
問
題

と
し
て
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
教
学
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ま
だ
ま
だ
、
法
華
経
で
あ
り
、
宗
祖
の
ご
遺
文
や
先
師
の
各
論
等
の
枠
内
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
を
実
際
に

今
度
は
布
教
の
現
場
で
、
い
ろ
い
ろ
変
化
し
て
い
る
社
会
的
な
問
題
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
か
、
ど
う
自
分
は
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い

く
か
と
い
う
努
力
が
、
こ
の
教
化
学
と
い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
ん
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
ご
遺
文
の
現
代
訳
と
い
う
の
は
教
学
の
部
分
と
し
て
今
日
ま
で
と
ら
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
ご
遺
文
を
、
現
在
目
の
前
に
い
る
人
に
対
し
て
、
ど
う
説
く
か
、
そ
の
人
の
悩
み
に
近
づ

き
、
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
が
更
に
重
要
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
ご
遺
文
で
こ
う
書
い
て
あ
る
よ
と
い
う
こ
と
で
済
ま
さ
れ
な
い
現

実
も
あ
り
ま
す
。
教
化
学
は
、
教
学
の
現
代
語
訳
で
は
な
く
、
教
学
を
布
教
に
生
か
す
た
め
に
、
現
実
の
問
題
と
の
間
を
埋
め
る
も
の
と

い
う
位
置
付
け
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
の
、
教
化
学
と
い
う
も
の
を
想
定
し
た
上
で
の
考
え
方
と
し
て
、
三
つ
の
分
類
を
し
て
み
ま
し
た
。
け
し
て
大
そ
れ

た
学
問
体
系
を
提
言
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
教
化
学
と
い
う
も
の
を
体
系
化
し
て
い
く
た
め
の
、
手
続
き
的
な
も
の
と
し
て

受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

４
、
教
化
の
基
本
と
教
化
学
原
論

　

ま
ず
、
教
化
学
原
論
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
教
化
学
と
い
う
学
問
体
系
の
骨
格
を
位
置
付
け
し
ま
す
。
次
に
教
化
と
は
何
か
、

と
い
う
基
本
的
な
理
論
を
肉
付
け
し
て
い
く
と
い
う
部
分
、
理
論
の
構
築
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
先
ほ
ど
申
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し
上
げ
ま
し
た
布
教
の
現
場
、
実
際
に
布
教
を
さ
れ
て
、
そ
れ
な
り
の
実
績
な
り
、
経
験
か
ら
課
題
が
発
生
し
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
を

応
用
論
と
し
て
分
け
ま
し
た
。
以
上
の
三
つ
で
あ
り
ま
す
。
特
に
こ
の
原
論
と
い
う
の
は
、
一
般
的
な
学
問
で
の
原
論
と
は
異
な
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
敢
え
て
原
論
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
教
化
学
に
お
い
て
は
、
教
化
学
理
論
と
、
教
化
学
応
用
論
と
二
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
を
骨
格
と
し
て
、
考
え
方
の
方
法
と
し
て
示
す
の
が
原
論
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
中
身
と
し
て
は
、
理
論
と
応
用

論
と
い
う
大
き
な
二
要
素
で
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
物
理
学
で
も
理
論
物
理
と
、
応
用
物
理
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
位

置
付
け
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
更
に
も
う
少
し
付
け
足
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
教
化
学
応
用
論
と
い
う
の

は
教
化
研
究
会
議
な
ど
で
も
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
非
常
に
多
岐
に
亘
り
ま
す
の
で
、
補
足
的
な
意
味
で
、
こ
の
教
化
応
用
論
の
中
に
、
更

に
応
用
し
て
い
く
た
め
の
、
ま
あ
基
礎
的
な
法
則
と
い
っ
た
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
く
部
分
と
し
て
の
理
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
実

際
に
、
こ
う
し
た
ら
こ
う
な
っ
た
と
い
う
、
事
例
集
的
な
も
の
、
こ
れ
が
実
践
論
と
し
て
存
在
致
し
ま
す
。
つ
ま
り
応
用
論
の
中
に
も
う

ひ
と
つ
、
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

教
化
学
研
究
の
内
容
と
い
う
も
の
は
本
来
、
法
華
経
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
と
い
う
も
の
の
中
に
、
既
に
教
化
学
と
い
う
も
の
の
原
形
が

内
包
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
私
と
い
う
現
実
に
降
ろ
し
て
く
る
た
め
の
考
え
方
を
、
概
略
図
に
て
私
な
り
に
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
先
ほ
ど
の
ご
法
華
経
、
遺
文
等
の
捉
え
方
の
部
分
に
な
る
ん
で
す
が
、
教
化
と
い
う
の
は
釈
尊
の
場
合
は
、
教
主
の
立
場
と
し
て
説

か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
法
華
経
へ
の
帰
依
と
い
う
こ
と
を
、
信
仰
行
為
と
し
て
我
々
に
勧
め
る
、
そ
れ
が
教
化
と
い
う
内
容
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
仏
土
を
浄
め
る
」
と
い
う
部
分
が
入
っ
て
お
り
ま
し
て
、
我
々
に
法
華
経
を
帰
依
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
勧
め
る
、

ま
た
そ
れ
を
提
示
し
て
い
く
と
い
う
教
化
で
あ
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
こ
の
世
が
寂
光
土
で
あ
る
と
い
う
世
界
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
こ
と
の
説
か
れ
て
い
る
法
華
経
へ
の
帰
依
を
勧
め
ら
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
宗
祖
ご

自
身
が
仏
弟
子
と
し
て
法
華
経
に
帰
依
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
更
に
宗
祖
の
弟
子
や
信
者
の
立
場
に
な
り

ま
す
と
、
そ
う
し
た
宗
祖
へ
の
、
帰
依
と
い
う
の
が
生
じ
ま
す
。
私
た
ち
は
出
家
得
度
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
釈
尊
の
弟
子
と
い
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う
意
識
に
加
え
、
日
蓮
聖
人
の
弟
子
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
日
蓮
宗
な
の
で
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
も
う
ひ
と
つ
帰

依
の
対
象
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
大
変
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
当
然
な
こ
と
を
敢
え
て
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す

が
、
宗
祖
と
異
な
る
信
仰
的
意
味
合
い
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
日
蓮
宗
に
と
っ
て
の
教
化
学

の
体
系
の
基
礎
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
の
本
化
地
涌
の
菩
薩
の
ご
自
覚
に
対
す
る
、
祖
師
信
仰
、
こ
れ
は
我
々
の
み
な
ら
ず
、

多
く
の
檀
信
徒
に
対
し
て
も
、
そ
う
し
た
布
教
の
展
開
が
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
の
受
け
止
め
方
に
基
づ
い
て
、

日
蓮
宗
教
化
学
と
い
う
も
の
が
大
変
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宗
学
が
日
蓮
聖
人
の
教
義
を
信
仰
的
意

味
で
体
系
化
さ
れ
て
い
く
、
さ
ら
に
先
師
の
各
論
も
合
わ
せ
て
、
教
学
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
教
化
学

と
い
う
も
の
は
、
そ
の
教
義
や
教
学
が
元
で
は
あ
り
ま
す
が
、
教
化
の
た
め
の
内
容
や
方
策
を
、
個
人
の
経
験
の
み
に
終
わ
ら
せ
ず
に
、

学
問
的
に
ま
と
め
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
十
人
十
色
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
、
分
析
し
、
分
類
も
し
て
ゆ

く
こ
と
か
ら
体
系
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
宗
祖
に
つ
い
て
多
少
は
分
か
る
け
ど
も
、
う
ち
の
寺
の
開
山
上
人
や
歴
代
上
人
は
一
体
何
を
当
時
の
人
々
に
、
ど
う
い
う
布

教
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
の
が
現
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ご
本
山
な
ど
お
寺
に
よ
っ
て
は
書
物

や
文
献
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、
宝
物
と
し
て
奥
に
し
ま
っ
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

我
々
と
し
て
は
そ
う
し
た
先
師
の
も
の
も
、
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
い
く
。
そ
れ
は
宗
史
や
宗
学
史
や
日
蓮
教
団
史
と
い
う
分
野
で
す

が
、
そ
れ
を
更
に
今
の
自
分
に
ど
う
捉
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
意
味
で
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
が

日
々
、
檀
信
徒
や
社
会
に
対
し
て
、
色
々
と
布
教
教
化
を
さ
れ
て
い
る
上
で
の
大
き
な
素
材
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
、
皆

さ
ん
が
た
が
実
践
し
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
五
十
年
後
、
百
年
後
に
、
大
い
に
役
立
つ
こ
と
を
想
定
し
て
書
き
置
く
な
ど
、
常
に
残

し
て
い
く
、
ま
た
現
時
点
に
お
い
て
は
、
お
互
い
に
そ
れ
ら
の
情
報
を
共
有
し
、
自
分
だ
け
の
も
の
に
し
な
い
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
事
も
教
化
学
の
中
で
位
置
付
け
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
以
前
は
そ
れ
ら
は
本
山
や
法
類
等
に
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て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
あ
の
お
経
の
読
み
方
を
聞
け
ば
、
ど
こ
の
法
類
だ
な
と
分
か
る
く
ら
い
脈
々
と
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
本
山
の

貫
首
は
そ
れ
ら
を
よ
く
把
握
さ
れ
て
若
い
弟
子
や
門
下
に
教
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
は
宗
門
の
教
育
制
度
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
各
地
域
で
の
伝
統
は
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
本
山
を
中
心
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
同
時
に
、
教
師
育
成
に
お
い
て
、
何
を
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
歴
史
と
伝
統
と
い
う
も
の
の
中
で
、
当
然
培
わ
れ
た
も
の

が
あ
る
わ
け
で
す
、
そ
う
い
う
も
の
も
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
せ
め
て
そ
う
い
う
伝
統
を
少
し
で
も
お
感
じ
の
方
は
、
そ
れ

を
し
っ
か
り
留
め
て
お
い
て
欲
し
い
、
ま
た
後
世
の
人
間
が
そ
れ
を
、
開
け
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
欲
し
い
、
そ
う
い
う
努
力
は
そ
れ
ぞ

れ
が
与
え
ら
れ
た
中
で
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
宗
研
と
し
て
も
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
、
大
き
な
形
へ
と
残
し
て
い
く

課
題
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
で
き
る
範
囲
で
始
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
教
研
会
議
も
、
そ
う

い
う
こ
と
を
議
論
し
、
そ
う
い
う
現
場
を
見
て
み
る
と
か
、
或
い
は
情
報
を
交
換
し
合
う
、
そ
れ
ら
を
常
時
行
う
た
め
に
、
教
化
セ
ン
タ

ー
が
三
百
六
十
五
日
機
能
す
る
と
い
う
必
要
が
出
て
く
る
の
で
す
。

　

話
が
少
し
各
論
に
入
り
す
ぎ
ま
し
た
が
、
こ
の
原
論
を
元
に
、
い
よ
い
よ
、
教
化
学
理
論
と
い
う
部
分
の
内
容
に
少
し
触
れ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

５
、
教
化
学
理
論

　

法
華
経
・
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
現
代
社
会
の
問
題
に
如
何
に
対
応
さ
せ
る
か
、
そ
の
た
め
の
原
則
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
ま

と
め
る
こ
と
が
教
化
学
の
理
論
と
な
り
ま
す
。
布
教
を
す
る
者
に
と
っ
て
の
法
華
経
、
日
蓮
聖
人
と
は
何
か
。
そ
し
て
出
家
の
発
心
が
布

教
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
、
法
華
経
や
ご
遺
文
を
は
じ
め
、
教
義
論
な
ど
で
の
基
本
資
料
を
基
に
理
論
構
築
す
る
。
法
華
経
は
全
て
の
人

を
仏
道
に
導
き
入
ら
し
め
る
教
化
を
説
き
、
日
蓮
聖
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
社
会
と
人
間
の
救
済
の
た
め
、
教
化
実
践
を
元
に
、
教
化

弘
通
の
内
容
方
策
を
考
え
る
。
現
代
社
会
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
を
考
え
る
。
教
化
の
事
例
、
体
験
研
究
を
踏
ま
え
、
教
化
の

内
容
と
方
策
を
と
り
ま
と
め
、
提
示
し
て
い
く
。
理
論
と
い
う
ひ
と
つ
の
位
置
付
け
を
、
こ
ん
な
表
現
で
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
布
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教
の
原
点
は
、
信
仰
に
基
づ
く
発
心
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
嫌
々
や
っ
て
い
る
の
で
は
布
教
と
は
言
え
な
い

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
車
の
営
業
で
例
え
ら
れ
ま
す
が
、
営
業
マ
ン
が
本
当
に
そ
の
車
が
良
い
ん
だ
と
思
っ
て
一
生
懸
命
に
売
る
、
し

ょ
う
が
な
い
け
ど
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
か
ら
こ
れ
で
と
り
あ
え
ず
話
し
て
お
け
ば
、
と
い
う
売
り
方
と
は
自
ず
か
ら
違
う
と
い
う
こ
と

を
何
か
の
本
で
読
ん
だ
こ
と
あ
り
ま
す
が
、
我
々
に
と
っ
て
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
発
心
が
原
点
と
な
っ
て
布
教
し
て
い
く
、
布
教
は

発
心
が
な
け
れ
ば
有
り
得
な
い
と
い
う
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
宗
祖
を
仰
ぐ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
お

け
る
認
識
と
行
為
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
ア
）
自
己
認
識

　

そ
れ
は
、
法
華
経
、
日
蓮
聖
人
に
対
し
て
、
素
晴
ら
し
い
と
思
う
こ
と
、
他
に
そ
れ
を
広
め
よ
う
と
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
を
分
け
て
捉
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
ま
ず
は
じ
め
に
自
己
認
識
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
は
、

法
華
経
、
日
蓮
聖
人
に
触
れ
て
素
晴
ら
し
い
と
、
思
う
こ
と
で
す
。
発
心
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
自
己
の
内
面
を
高
め
る
こ
と
、

た
だ
こ
れ
は
常
に
、
そ
れ
を
維
持
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。
昔
は
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
け
ど
、
今
は
も
う
そ
う
じ
ゃ

な
い
、
な
ん
て
こ
と
は
有
り
得
な
い
、
常
に
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
高
め
て
い
か
な
き
ゃ

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
の
教
化
学
の
、
教
化
と
い
う
言
葉
の
ひ
と
つ
の
持
つ
要
素
で
す
。
信
仰
す
る
こ
と
、
教
義
を
己
の
も
の
に
し
よ

う
と
す
る
の
も
そ
こ
な
ん
で
す
。
学
問
的
な
論
文
の
検
証
で
は
な
い
の
で
す
。
宗
祖
に
親
し
む
、
宗
祖
に
学
ぶ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ご

遺
文
に
接
し
て
い
く
、
或
い
は
法
華
経
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
の
、
自
分
を
高
め
て
い
く
、
そ
れ
を
自
己
認
識

と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
は
現
代
に
生
き
る
多
く
の
方
々
に
対
し
て
、
説
得
し
納
得
を
さ
せ
る
た
め
の
大
事
な
要
素
な
ん
で
す
。

し
か
し
、
ま
だ
そ
れ
は
自
分
の
内
面
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
大
変
重
要
な
部
分
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
イ
）
誘
導
認
識

　

二
番
目
に
、
自
己
認
識
に
対
す
る
言
葉
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
の
で
、
勝
手
に
誘
導
認
識
な
ど
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
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き
ま
し
た
。
実
は
境
界
認
識
な
ん
て
い
う
認
識
学
の
言
葉
を
使
っ
て
も
い
い
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
誘
導
す
る
と

い
う
意
味
で
、
自
己
認
識
に
対
し
て
誘
導
認
識
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
そ
の
誘
導
認
識
と
は
、
法
華
経
、
日
蓮
聖
人
に
触
れ
て
素
晴

ら
し
い
と
、
他
に
語
る
こ
と
で
す
。
己
の
信
仰
を
、
他
に
説
こ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
ま
さ
に
教
化
に
な
る
の
で
す
。
信
仰
を
広
め
る
、
そ

れ
は
、
教
義
の
現
代
化
で
あ
り
、
ま
た
、
相
手
や
社
会
に
対
し
て
、
そ
の
理
解
を
さ
せ
る
努
力
が
つ
い
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
布
教

教
化
と
か
、
伝
道
と
い
う
言
葉
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
な
部
分
で
そ
れ
が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
布
教
院
や
声
明
講
習
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
、

或
い
は
行
堂
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
中
で
同
時
に
実
は
内
面
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
も
課
題
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

当
た
り
前
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
意
識
し
な
い
と
、
檀
家
に
向
か
っ
て
ご
遺
文
の
訳
し
た
の
を
配
っ
て
れ
ば
そ
れ
で
い
い
ん

だ
、
と
い
う
よ
う
な
形
骸
に
陥
り
や
す
い
た
め
に
、
敢
え
て
自
己
認
識
と
い
う
も
の
を
常
に
我
々
は
意
識
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
自
己
教
化
と
も
い
え
ま
す
。
釈
尊
や
宗
祖
に
直
参
を
し
て
い
く
、
こ
の
関
係
を
常
に
維
持
し
て
い
く
、
こ
れ
は
釈
尊
か
ら
の
目
線

で
あ
り
、
宗
祖
か
ら
の
目
線
と
し
て
こ
ち
ら
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
分
の
意
識
で
あ
り
、
教
化
す
る
の
で
は
な
い
、
教
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
意
識
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
両
面
で
見
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
敢
え
て
そ
の
辺
の
必
要
な
要

素
、
こ
れ
を
抜
き
に
は
教
化
学
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
た
め
に
、
自
己
認
識
と
誘
導
認
識
の
二
つ
に
分
け
て
み

ま
し
た
。
そ
れ
ら
が
、
教
化
学
理
論
と
い
う
言
葉
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
課
題
と
し
て
、
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
次
に
教
化
学
応
用
論
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

６
、
教
化
学
応
用
論

　

次
に
教
化
学
応
用
論
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
安
易
な
意
味
で
テ
ク
ニ
ッ
ク
的
に
教
化
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
、
教
化
学
理
論

に
て
提
示
し
た
、
自
己
認
識
と
誘
導
認
識
の
両
面
か
ら
教
化
を
考
え
る
、
つ
ま
り
信
仰
的
に
、
体
験
的
に
磨
か
れ
た
も
の
を
提
示
し
、
現

場
に
お
い
て
生
か
し
て
い
く
た
め
の
教
化
内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
の
研
究
内
容
は
、
信
行
論
、
教
団
論
を
始
め
、
住
職
や

寺
族
や
寺
庭
婦
人
に
つ
い
て
の
課
題
を
研
究
し
、
教
師
並
び
に
檀
信
徒
の
育
成
、
更
に
は
社
会
活
動
へ
の
参
加
の
あ
り
か
た
な
ど
、
三
六
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〇
度
全
方
位
に
亘
る
視
野
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
の
教
化
と
は
対
象
を
選
び
ま
せ
ん
。
そ
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
お
前
だ
け
を
布
教
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
限
ら
れ
た
布
教
で
は
な
い
の
で
す
。
色
々
な
も
の
を
対
象
と

し
て
考
え
ま
す
、
だ
か
ら
こ
そ
、
色
々
な
要
素
が
入
っ
て
く
る
の
で
す
。
応
用
論
で
は
そ
の
よ
う
な
要
素
と
い
う
も
の
を
、
分
類
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
分
析
し
て
一
つ
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
難
し
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
本
日
の

午
後
か
ら
行
わ
れ
る
分
科
会
は
ま
さ
に
そ
の
ひ
と
つ
の
現
れ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
当
初
申
し
上

げ
ま
し
た
よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
煩
雑
に
は
な
る
ん
で
す
が
、
こ
の
応
用
論
の
中
に
、
理
念
的
な
部
分
と
、
実
践
的
な
部
分
と
敢
え
て
分
け

て
み
ま
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
、
自
己
認
識
或
い
は
誘
導
認
識
な
ん
て
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
こ
の
、
応
用
論
の
理
念

的
な
部
分
で
あ
り
ま
す
。

Ａ　

教
化
応
用
理
論

（
ア
）
自
己
認
識

　

自
己
認
識
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
内
面
を
高
め
る
、
す
な
わ
ち
教
化
す
る
者
の
信
頼
関
係
を
ど
う
作
る

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
え
は
正
し
い
け
ど
、
あ
の
僧
侶
の
や
っ
て
る
こ
と
は
ど
う
も
違
う
ん
で
は
な
い
か
、
こ
れ
で
は
布
教
に
な
り
ま

せ
ん
。
な
る
ほ
ど
あ
の
人
は
素
晴
ら
し
い
な
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
布
教
と
い
う
も
の
は
始
ま
る
は
ず
で
す
。
教
化
布
教
す
る
者
の
信

頼
を
ど
う
高
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
、
綺
麗
な
衣
装
を
着
け
て
、
化
粧
し
て
か
っ
こ
よ
く
見
せ
る
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
内
面
的
な
、
ま
さ
に
自
己
認
識
と
い
う
内
面
を
高
め
る
と
い
う
部
分
か
ら
始
ま
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
社
会
問
題
に
対
す
る
意
識
、
意
義
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
故
日
蓮
宗
の
お
坊
さ
ん
が
平
和
問
題
、
環
境
問
題
、

或
い
は
生
命
観
の
問
題
等
々
、
そ
の
日
そ
の
日
と
常
に
出
て
く
る
色
々
な
社
会
問
題
を
、
自
分
に
と
っ
て
の
課
題
、
い
ろ
い
ろ
と
選
択
肢
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は
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
社
会
問
題
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
関
わ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と

い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
こ
ち
ら
側
が
認
識
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
基
本
的
原
則
を
し
っ
か
り
持

っ
て
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
理
論
構
築
の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
神
戸
の
大
震
災
が
あ
っ
た
時
、
こ
こ
に
も
仲
間
の
方
が
何
人
も
お
ら
れ
ま
す
け
ど
も
、
私
の
場
合
は
二
週
間
、
四
週
間
後
に

行
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
時
に
は
と
に
か
く
大
変
な
現
場
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
安
全
靴
と
作
業
服
を
持
っ
て
、
現
地
で
は

入
手
で
き
な
い
自
分
用
の
飲
料
水
、
ま
ず
は
自
分
の
身
を
守
れ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
は
折
五
条
と
数
珠
は
持
っ
て
ゆ

き
ま
し
た
け
ど
、
決
し
て
お
坊
さ
ん
ら
し
い
格
好
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
場
へ
行
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
大
変
な
中
を
、
地
元
の
お
上

人
か
ら
近
く
の
公
園
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
に
テ
ン
ト
を
張
り
ま
し
た
。
現
地
の
状
況
を
教
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
出
来
な
い

な
が
ら
も
救
援
の
お
手
伝
い
を
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
人
達
か
ら
、
衣
も
持
っ
て
行
か
な
い
、
玄
題
旗
も
持
っ
て
行
か
な
い
で
、

そ
れ
は
布
教
じ
ゃ
な
い
、
と
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
実
は
二
度
目
に
ゆ
く
と
き
に
多
少
支
援
を
募
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
の
は
布
教
じ
ゃ

な
い
か
ら
各
自
で
行
う
べ
き
だ
と
拒
否
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
今
で
は
ま
ず
有
り
得
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
あ
の
当

時
は
そ
う
で
し
た
。
そ
こ
で
私
は
感
じ
た
ん
で
す
。
坊
さ
ん
が
こ
の
被
災
地
の
中
で
、
居
士
衣
を
着
て
行
脚
や
手
甲
脚
絆
で
歩
い
た
か
ら

っ
て
、
誰
も
意
味
が
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
、
む
し
ろ
違
和
感
を
持
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
現
場
に
入
り
大
丈
夫
で
す
か
と
言
っ
て
、

壊
れ
た
家
の
一
角
に
小
屋
を
造
っ
た
り
、
壊
れ
た
水
道
管
を
つ
な
い
で
水
が
飲
め
る
よ
う
に
す
る
と
か
、
そ
れ
こ
そ
全
く
僧
侶
と
は
関
係

な
い
こ
と
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
に
我
々
が
千
葉
か
ら
行
っ
た
日
蓮
宗
の
坊
主
だ
と
わ
か
っ
た
時
に
、
あ
あ
そ
う
か
、
と
い
う
こ

と
で
初
め
て
、
私
た
ち
の
内
面
と
い
う
も
の
を
見
て
も
ら
え
た
ら
そ
れ
で
良
い
で
は
な
い
か
と
い
こ
と
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
現

場
に
行
っ
た
方
々
は
恐
ら
く
多
く
体
験
し
、
ジ
レ
ン
マ
を
お
感
じ
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
る
政
党
は
要
領
が
い
い
の
で
す
。
被
災
地

の
角
々
で
十
五
分
位
ず
つ
看
板
を
立
て
て
支
援
物
資
を
配
り
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
ま
た
次
へ
行
く
と
い
う
や
り
か
た
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
く
ら
べ
、
我
々
は
汗
み
ど
ろ
に
な
っ
て
、
ゴ
ミ
だ
ら
け
に
な
っ
て
、
そ
の
地
区
の
ほ
ん
の
百
人
か
そ
こ
ら
し
か
対
応
出
来
な
い
、
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そ
れ
で
も
い
い
よ
と
い
う
こ
と
で
行
い
ま
し
た
。
ど
ち
ら
が
効
果
的
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
行
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
あ
の
現
場
を
見
て
、
行
っ
て
み
よ
う
と
い
う
仲
間
が
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
多
く

の
方
々
の
経
験
が
も
と
で
、
今
で
は
日
蓮
宗
に
も
、
そ
う
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
制
度
化
も
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
し
、
今

回
の
分
科
会
の
テ
ー
マ
に
も
な
り
、
み
ん
な
共
有
の
認
識
を
持
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
あ
の
震
災
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
全

国
か
ら
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
青
年
会
、
或
い
は
有
志
の
人
が
、
い
ろ
ん
な
現
場
に
行
き
な
が
ら
、
積
み
上
げ
て
き
た
も
の
と
言
え
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
を
、
教
化
学
と
し
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
な
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
教
化
学
の
体
系
の
中
に
、

位
置
付
け
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
是
非
皆
様
に
も
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
外
見
上
で
は
他
の
人
々
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い

て
も
、
そ
れ
を
支
え
る
内
面
は
僧
侶
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
社
会
問
題
に
対
す
る
思
い
と
い
う

も
の
が
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
そ
れ
は
宗
祖
で
あ
り
、
法
華
経
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
の
し
っ
か
り
後
ろ
か
ら
位
置
付
け
を
す
る
こ
と
が
、

も
う
ひ
と
つ
教
化
学
の
大
き
な
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
安
国
論
講
義
の
中
で
も
よ
く
言
わ
れ
る
、
最
初
の
冒
頭

に
み
ら
れ
る
宗
祖
の
目
線
は
、
多
く
苦
し
ん
で
い
た
人
々
の
目
線
だ
、
宗
祖
は
そ
こ
か
ら
『
立
正
安
国
論
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
。
そ
の

目
線
は
、
我
々
が
同
じ
く
共
有
す
べ
き
目
線
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
教
義
と
い
う
言
葉
に
は
収
ま
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
宗
祖

の
生
き
方
の
一
端
を
自
分
の
も
の
に
持
っ
て
こ
れ
る
ひ
と
つ
の
例
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ま
申
し
上
げ
た
の
は
自
己
認
識
を
高
め
て
い
く
と

い
う
こ
と
の
ひ
と
つ
の
例
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
教
師
個
人
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
宗
門
全
体
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
社
会
か
ら
信
頼
さ
れ
尊
敬
さ
れ
る
教
団
づ
く
り

に
も
繫
が
る
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
イ
）
誘
導
認
識

　

次
に
誘
導
認
識
で
す
。
こ
れ
は
午
後
の
分
科
会
等
で
話
し
合
わ
れ
る
内
容
で
あ
り
ま
す
が
、
一
応
、
体
系
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
ま
す

の
で
幾
つ
か
思
い
つ
く
も
の
を
項
目
的
に
挙
げ
て
み
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
に
は
無
く
て
大
変
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
聞
き
い
た
だ
け
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れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
教
団
と
檀
信
徒
の
関
係
で
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
し
た
が
、
信
仰
を
共
有
し
て
い
る
者
同

士
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
信
徒
に
対
し
て
、
我
々
が
布
教
教
化
す
る
と
い
う
理
由
で

す
。
教
化
学
と
い
う
こ
と
は
そ
の
理
論
的
な
体
系
を
示
す
、
と
い
う
の
が
今
回
の
課
題
で
あ
り
ま
す
の
で
、
何
故
私
は
布
教
を
す
る
の
か
、

と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
位
置
付
け
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
千
葉
県
な
も
の
で
す
か
ら
、

檀
家
と
信
徒
を
分
け
て
し
ま
う
ん
で
す
。
現
在
は
北
関
東
と
千
葉
教
区
が
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
以
前
は
関
東
教
区
が
あ
り
ま
し
た
。
な

か
な
か
テ
ー
マ
が
あ
わ
な
い
も
の
で
、
北
関
東
と
千
葉
県
を
分
け
て
教
研
会
議
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、

北
関
東
の
方
々
は
信
徒
を
檀
家
に
し
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
信
徒
は
す
ぐ
気
が
変
わ
る
の
で
し
っ
か
り
捉
ま
え
る
に
は
、

と
い
っ
た
問
題
提
起
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
千
葉
県
は
日
蓮
宗
の
檀
家
さ
ん
が
多
い
の
で
す
。
千
葉
県
北
東
部
で
は
七
里
法
華
な
ん
て
呼
ば

れ
て
い
る
、
日
蓮
宗
ば
か
り
の
地
域
も
あ
り
ま
す
。
大
多
喜
、
勝
浦
方
面
で
も
日
蓮
宗
の
お
檀
家
ば
か
り
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
檀
家
で

あ
っ
て
も
信
者
で
は
な
い
。
檀
権
（
檀
家
の
権
力
）
な
ん
て
言
葉
が
一
時
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
そ
う
で
も
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、

以
前
は
住
職
が
勝
手
に
境
内
の
庭
木
一
本
切
っ
て
も
、
寺
役
員
が
怒
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
私
の
住
ん
で
い
る
茂
原
の
周
辺
で
も
、
住
職

を
飼
っ
て
い
る
と
言
う
よ
う
な
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
お
寺
の
手
伝
い
に
行
っ
て
檀
家
さ
ん
相
手
に
話
を
す
る
と
、
檀
家
の
お
布
施

で
寺
は
生
活
し
て
い
る
ん
だ
ろ
と
、
は
っ
き
り
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
驚
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
の
違
い
に
よ
り
、
教
研
会
議
で

の
問
題
意
識
が
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
檀
家
の
教
化
と
い
う
項
目
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
何
故
私
は
信
仰
の
あ

る
は
ず
の
檀
家
を
教
化
を
し
て
い
く
ん
だ
、
そ
の
何
故
の
部
分
を
し
っ
か
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

未
信
徒
の
場
合
、
も
っ
と
広
い
社
会
的
な
教
化
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
社
会
教
化
事
業
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
組
織
と

い
う
の
で
な
く
我
々
自
身
が
、
社
会
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
教
化
を
し
て
い
く
か
、
と
い
う
項
目
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
課
題

は
必
要
に
応
じ
て
も
っ
と
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
何
故
私
は
未
信
徒
で
あ
る
貴
方
を
教
化
す
る
の
か
、
そ

れ
ぞ
れ
我
々
の
中
に
位
置
付
け
を
し
て
、
分
類
し
て
、
使
い
分
け
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
部
分
が
一
般
的
に
共
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通
認
識
の
上
で
、
私
の
や
り
か
た
は
こ
う
だ
け
ど
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
経
験
と
し
て
積
み
重
ね
て
い
っ
た
時
に
、
社

会
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
、
共
通
の
知
恵
と
し
て
積
み
上
が
っ
た

も
の
を
残
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
、
誘
導
認
識
と
い
う
言
葉
を
と
お
し
て
課
題
と
し
て
構
築
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
違
っ
た
意
味
で
は
本
山
等
を
中
心
と
し
た
、
我
々
の
布
教
の
形
態
、
そ
こ
に
は
法
縁
法
脈
な
ど
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
き
く
言
え
ば
教
団
の
歴
史
そ
の
も
の
か
ら
み
た
問
題
意
識
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
こ
と
も
重
要
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。
現
宗
研
で
も
法
縁
に
つ
い
て
は
教
団
論
と
し
て
扱
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
組
織
論
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
を
利
用
し

て
い
く
た
め
に
、
組
織
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
幾
つ
か
の
問
題
点
、
そ
れ
が
教
育
の
部
分
、
法
器
育
成
の
部
分
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
は
、
社
会
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
時
に
は
大
き
な
権
力
者
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
や
は
り
、
一
個
人
の
布
教
と
は
自
ず
か
ら
形
態
も
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
関
わ
り
方
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
違
う
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
こ
と
も
、
経
験
を
し
て
い
く
中
か
ら
積
み
上
げ
て
い
く
、
そ
れ
が
こ
の
教
化
学
の
中
に
大
き
な
課
題
と
し
て
実
を
結
ん
で
い
く

要
素
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
今
は
国
や
政
治
の
世
界
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
等
に

よ
る
無
責
任
な
報
道
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
社
会
に
対
し
て
、
我
々
が
こ
れ
か
ら
の
布
教
に
関
し
て
も
常
に
確
認
を
し
な
が
ら
、

時
に
は
発
言
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
ん
な
局
面
も
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
場
面
で
は
個
だ
け
で
は
無
理
で
あ

り
ま
す
。
日
蓮
宗
と
い
う
大
き
な
教
団
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
要
素
が
あ
り
ま
す
。
寺
院
教
会
結
社
の
布
教
活
動
と
運
営
と
い

う
も
の
を
ど
う
守
る
か
、
中
央
の
み
な
ら
ず
地
域
も
含
め
て
、
宗
務
院
、
宗
務
所
或
い
は
教
化
セ
ン
タ
ー
と
い
う
よ
う
な
活
動
母
体
が
、

そ
れ
ぞ
れ
持
つ
問
題
意
識
の
中
か
ら
教
化
研
究
会
議
等
に
て
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら

教
団
が
大
き
な
力
を
持
ち
、
防
波
堤
に
も
な
る
、
或
い
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
す
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
要
素
が
教
団
の
も
つ
大
き
な
意
義

だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
も
誘
導
認
識
と
い
う
中
の
、
一
つ
の
項
目
と
し
て
存
在
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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Ｂ　

教
化
応
用
実
践
論

　

次
に
、
今
の
は
あ
く
ま
で
も
理
念
的
な
部
分
で
あ
り
ま
す
が
、
実
践
と
し
て
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
少
し
申
し
上
げ
ま

す
。
布
教
の
現
場
と
い
う
も
の
は
既
に
申
し
上
げ
て
ま
す
け
ど
も
、
実
際
に
皆
さ
ん
が
教
義
を
も
と
と
し
な
が
ら
、
現
代
社
会
に
向
け
て

そ
れ
ぞ
れ
布
教
さ
れ
て
る
、
そ
う
い
う
経
験
、
ま
た
経
験
に
基
づ
く
知
恵
と
い
う
も
の
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
こ
の
実
践
論

の
部
分
で
あ
り
ま
す
。
理
念
的
な
部
分
で
位
置
付
け
し
て
、
実
際
に
は
こ
う
や
っ
た
ら
こ
う
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
実
践
論
の
部
分
と

な
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
普
遍
的
な
結
論
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
様
自
身
の
経
験
と
い
う
も
の
を
出
し
合
い
一
つ
の
可
能
性
を
見

つ
け
る
。
あ
る
い
は
失
敗
例
か
ら
問
題
点
を
提
示
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
刻
々
内
容
が
変
化
す
る
事
柄
が
多
い
の
で
す
。
十
年
前
の
事
例

は
も
う
通
じ
な
い
と
い
っ
た
事
も
含
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
を
理
念
的
な
分
野
へ
と
戻
し
て
、
あ
る
段
階
で
教
化
学
の
重
要
項
目
に
ま
で
影

響
し
て
ゆ
く
の
で
す
。
今
回
の
分
科
会
の
中
で
、
布
教
の
現
場
か
ら
の
経
験
や
提
言
を
出
し
合
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
教
化
学
の
応
用

論
の
実
践
部
分
と
い
う
こ
と
の
大
き
な
素
材
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
規
程
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
現
宗
研
は
教
化
学
の
体
系
化
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
課
題
で
あ

り
ま
す
。
た
だ
こ
れ
は
私
や
主
任
、
或
い
は
所
員
や
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
行
う
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
こ
の
教
研
会
議
が
そ
の
情
報
を
求

め
、
研
究
を
進
め
て
い
く
大
き
な
核
で
あ
り
ま
す
、
エ
ン
ジ
ン
で
あ
り
ま
す
。
中
央
教
研
の
み
な
ら
ず
、
各
教
区
或
い
は
管
区
で
行
わ
れ

る
教
研
そ
の
も
の
も
同
じ
位
置
付
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
集
大
成
と
し
て
、
現
宗
研
が
最
終
的
に
は
教
化
学
の
体
系
と
い
う
中
で
位

置
付
け
さ
れ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ご
理
解
ご
認
識
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

分
科
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
今
日
の
資
料
の
中
に
、
問
題
提
起
者
が
そ
れ
ぞ
れ
お
書
き
頂
い
て
ま
す
の
で
、
ど
う
か
午
後
の
分
科

会
で
は
私
が
申
し
上
げ
た
幾
つ
か
の
課
題
の
中
で
、
ご
参
考
に
な
る
も
の
は
利
用
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
問
題
提
起
に
従
っ
て
、
ご
提

言
を
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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７
、
ま
と
め
と
し
て

　

最
後
に
ま
と
め
と
し
て
結
ば
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
日
の
日
蓮
宗
や
そ
の
教
師
へ
の
課
題
は
、
多
く
の
社
会
問
題
に
対
し
て
如
何

に
対
応
し
た
ら
よ
い
か
、
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
姿
勢
を
、
宗
祖
が
『
立
正
安
国
論
』
を
幕
府
に
奏
進
さ
れ
諫
言
を
さ
れ
た
、
弘
教
の
お

姿
と
そ
の
ご
精
神
か
ら
学
び
取
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
安
国
論
御
勘
由
来
に
「
但
偏
に
国
の
為
法
の
為
人
の
為
に
し
て
身

の
為
に
之
を
申
さ
ず
」
と
さ
れ
た
宗
祖
日
蓮
聖
人
の
、
ご
生
涯
に
わ
た
る
ご
精
神
に
基
づ
け
ば
、
私
た
ち
は
宗
門
の
興
隆
や
、
寺
院
教
会

結
社
等
の
繁
栄
の
た
め
に
布
教
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
確
で
あ
り
ま
す
。
ひ
と
え
に
、
悩
み
苦
し
む
多
く
の
人
々
の
た
め
で
あ
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
法
華
経
が
弘
ま
る
、
お
題
目
を
唱
え
る
人
々
が
増
え
、
寺
院
教
会
結
社
そ
れ
ぞ
れ
が
繁
栄
を
し
、
延
い
て
は
宗
門
が
興
隆

を
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
念
頭
に
置
い
て
布
教
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
夢
多
き
僧
侶
が
お
寺
の
法
灯
を
受
け
継
ぐ
入
寺
式
な
ど
で
、

来
賓
の
多
く
が
ご
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま
す
が
、「
み
な
さ
ん
宗
門
興
隆
の
た
め
、
当
山
繁
栄
の
た
め
に
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述

べ
ら
れ
ま
す
。
勿
論
そ
れ
は
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
は
そ
う
な
ん
で
す
。
た
だ
若
い
者
に
は
そ
の
手
前
が
必
要
な
ん
で
す
。

「
ど
う
か
多
く
の
人
々
の
悩
み
を
少
し
で
も
な
く
す
た
め
に
頑
張
っ
て
く
れ
。
世
界
安
穏
の
た
め
に
、
出
来
る
こ
と
で
良
い
か
ら
、
や
っ

て
く
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
寺
の
繁
栄
、
宗
門
の
興
隆
が
あ
る
の
だ
」
と
激
励
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
こ
れ
か
ら
を
担
っ
て
い
く

若
い
者
た
ち
に
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
、
我
々
日
蓮
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
大
き
な
役
目
の
位
置
付
け
を
、
も
っ
と
明
確
に
し
て
お
い
て

あ
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
現
宗
研
が
、
教
化
学
体
系
の
中
で
、
今
日
申
し
上
げ
た
こ
と
が
、
一
番
の
基
本
テ

ー
マ
と
し
て
将
来
に
繫
い
で
い
く
大
き
な
基
軸
に
な
っ
て
い
く
ん
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、『
立
正
安
国
論
』
を
お

出
し
に
な
っ
た
宗
祖
の
ご
精
神
と
い
う
も
の
か
ら
、
教
化
学
を
学
ん
で
い
く
こ
と
が
一
番
の
根
幹
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
今
回
の
基
調
報
告
の
責
め
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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