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第
二
十
六
回
法
華
経
・
日
蓮
聖
人
・
日
蓮
教
団
論
研
究
セ
ミ
ナ
ー
　
発
表

実
践
的
立
場
か
ら
唱
題
成
仏
を
考
え
る

教
団
論
と
し
て
の
唱
題
成
佛
の
一
考
察

髙
　
佐
　
宣
　
長

司
会
　
引
き
続
き
ま
し
て
、
全
日
本
仏
教
会
社
会
・
人
権
部
長
、
東
京
都
善
行
院
住
職
、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
前
主
任
で
あ
り
ま
し

た
髙
佐
宣
長
先
生
に
、
ご
発
表
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

髙
佐

　
で
は
、
お
題
目
一
唱
で
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ご
唱
和
願
い
ま
す
。

　
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

　「
実
践
的
立
場
か
ら
唱
題
成
仏
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
の
お
話
は
あ
ま
り
実
践
的
な
お
話
に
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
今
、
皆
様
方
に
唱
題
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
て
実
践
と
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
、
髙
佐
宣
長
で
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
二
十
七
年
三
月
ま
で
現
宗
研
の
主
任
を
務
め
て
お
り
ま
し
た
。
平
成

二
十
八
年
四
月
よ
り
全
日
本
仏
教
会
の
社
会
・
人
権
部
長
を
拝
命
し
て
お
り
ま
す
。
本
務
先
の
出
張
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

本
日
こ
こ
に
お
り
ま
す
関
係
で
、
ご
ら
ん
の
よ
う
な
全
仏
の
袈
裟
を
か
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
全
仏
の
立
場
か
ら

本
日
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
申
し
上
げ
る
べ
き
こ
と
は
特
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
現
宗
研
の
元
関
係
者
と
し
て
、
少
し
気
楽
な
立
場
か
ら
、

考
え
る
と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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以
下
、
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
祖
文
の
引
用
は
す
べ

て
電
子
聖
典
に
拠
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
出
典
の
頁
数
等
を
記
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
部
分
的
に
私
の
趣
味
で
句
読
点
を
付
し
た

り
、
仮
名
遣
い
を
変
え
た
り
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
お
許
し
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

一
、
佛
陀
観
と
成
佛
観
の
乖
離

　
さ
て
、
本
日
は
成
佛
論
が
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
近
代
佛
教
学
、
あ
る
い
は
近
代
日
蓮
教
学
に
お
い
て
、
成
佛
と
い
う
問
題
は
あ

ま
り
検
討
さ
れ
て
来
て
い
な
い
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　「
日
本
佛
教
学
会
」
で
は
、
毎
年
テ
ー
マ
を
設
け
て
、
そ
の
テ
ー
マ
に
応
じ
て
加
盟
大
学
の
代
表
が
発
表
す
る
と
い
っ
た
形
式
で
年
次

大
会
が
開
催
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
見
落
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
記
録
で
あ
る
「
日
本
佛
教
学
会
年
報
」
に
「
成

佛
観
」
と
い
う
号
は
あ
り
ま
せ
ん
。
佛
教
学
の
課
題
に
つ
い
て
、
そ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
年
次
大
会
の
ま
と
め
と
い
う
形
で
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
大
変
有
用
な
の
で
す
が
、
日
本
佛
教
学
会
の
年
次
大
会
で
は
、
恐
ら
く
成

佛
観
と
い
う
こ
と
は
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
成
佛
と
い
う
の
は
佛
陀
に
な
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
佛
陀
観
が
発
展
し
て
い
っ
た
結
果
、
成
佛
が
論
じ
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う

な
事
情
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
原
始
佛
教
に
お
き
ま
し
て
も
、
釈
尊
滅
後
、
佛
教
徒
の
目
標
は
阿
羅
漢
に
な
る
こ
と
で
、
佛
陀
に
成

る
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
大
乗
佛
教
の
佛
陀
観
の
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
は
、
法
界
遍
満
佛
、
あ
る
い
は
如

来
蔵
・
佛
性
と
い
う
よ
う
な
内
在
佛
で
あ
っ
た
り
い
た
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
よ
う
な
佛
陀
に
な
る
と
い
う
形
で
の
成
佛
観
が
成

立
す
る
よ
う
な
佛
陀
観
で
は
な
い
、
と
申
し
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
少
々
乱
暴
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
佛
陀
観
と
成
佛
観
が
乖
離
、
あ
る
い
は
成
佛
観
が
置
き
去
り
に
さ
れ
た
と
い
う

よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
後
で
蓑
輪
先
生
が
き
っ
と
お
叱
り
を
下
さ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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二
、
本
覚
思
想
の
否
定
・
現
世
利
益
の
否
定
・
唱
題
成
佛
の
否
定

　
二
に
参
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
日
蓮
教
学
に
話
を
限
定
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
代
日
蓮
教
学
に
お
い
て
は
、
概
ね
本
覚
思
想
が
否
定
さ
れ
、

現
世
利
益
が
否
定
さ
れ
て
来
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
布
教
の
現
場
で
は
修
法
な
ど
の
よ
う
に
、
明
確
に
現
世

利
益
の
信
仰
が
現
在
の
日
蓮
宗
の
主
流
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
学
問
的
に
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
現
宗
研
主
任
に
在
任
中
、
あ
る
教
区
の
教
研
会
議
で
、
講
師
で
あ
り
ま
し
た
宗
門
系
大
学
の
教
授
が
「
お
題
目
を
唱
え
て
も
何
も
変
わ

ら
な
い
」
と
い
う
発
言
を
さ
れ
ま
し
た
。
名
字
即
即
身
成
佛
で
あ
り
ま
す
と
か
、
當
位
即
妙
本
有
不
改
で
あ
り
ま
す
と
か
い
う
文
脈
で
は

な
か
っ
た
か
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
三
十
二
相
八
十
種
好
が
現
れ
な
い
か
ら
何
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
発
言
で
は
な
く
て
、

お
題
目
を
唱
え
て
も
何
も
変
わ
ら
な
い
と
多
分
お
考
え
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
に
発
言
を
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
、
そ
の
と
き
理
解
を

い
た
し
ま
し
た
の
で
、「
ち
ょ
っ
と
そ
れ
は
、
ま
ず
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
、
現
宗
研
主
任
と
し
て
も
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

三
、
日
蓮
思
想
に
於
け
る
唱
題
成
佛

　
で
は
、
本
当
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
お
題
目
を
唱
え
て
も
何
も
変
わ
ら
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
蓮
思

想
の
基
本
・
根
本
は
『
観
心
本
尊
抄
』
の
「
佛
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生
せ
ず
、
所
化
以
て
同
体
な
り
。」
と
い
う
、
四
十
五

字
法
体
に
ご
ざ
い
ま
す
。

　「
本
覚
」
と
呼
称
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
い
た
し
ま
し
て
、
能
化
の
本
佛
と
所
化
の
凡
夫
と
が
同
体
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
私
た
ち

が
佛
体
を
有
す
る
こ
と
が
唱
題
成
佛
の
大
前
提
と
な
る
と
、
明
確
に
説
示
を
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
唱
題
成
佛
論
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、
三
原
所
長
も
引
用
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
申
す
ま
で
も
な
く
『
観
心
本
尊
抄
』
の
自
然
譲
与
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段
で
す
。「
釈
尊
の
因
行
・
果
徳
の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足
す
。
我
等
こ
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
、
自
然
に
彼
の
因
果
の
功

徳
を
譲
り
与
え
た
ま
ふ
」。

　
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
功
徳
を
譲
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
成
佛
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
妙

法
五
字
を
受
持
す
る
と
成
佛
す
る
わ
け
で
す
が
、
問
題
は
先
ほ
ど
の
宗
学
者
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
成
佛
を
し
て
も
見
か

け
上
、
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
本
佛
の
因
果
の
功
徳
を
譲
与
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
唱
題
成
佛
を
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
三
十
二
相
八
十
種
好
の
具
現
で
な
い

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
で
す
か
ら
、
當
位
即
妙
本
有
不
改
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
所
化
以
て
同
体
」
で
佛
体

を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
佛
体
に
佛
用
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
佛
す
る
と
い
う
解
釈
を
す
る
こ
と
が
、「
所
化
以
て
同
体
」

と
い
う
言
葉
か
ら
自
然
に
出
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
佛
用
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
ご
利
益
と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
く
る
は
ず
だ
と
考
え
ま
す
。

　
私
の
引
用
は
す
べ
て
、
三
原
所
長
と
重
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、『
立
正
安
国
論
』
の
結
文
「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
、
速
に

実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
。
し
か
れ
ば
即
ち
三
界
は
皆
佛
国
な
り
、
佛
国
そ
れ
衰
へ
ん
や
。
十
方
は
悉
く
宝
土
な
り
、
宝
土
何
ぞ
壊
れ
ん
や
。

国
に
衰
微
な
く
、
土
に
破
壊
無
く
ん
ば
、
身
は
こ
れ
安
全
に
し
て
、
心
は
こ
れ
禅
定
な
ら
ん
」。
実
乗
の
一
善
に
帰
す
る
と
、
三
界
が
佛

国
に
な
り
、
十
方
が
宝
土
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
身
は
安
全
で
心
が
禅
定
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
立
正
す
る
と
安
国
に

な
っ
て
成
佛
す
る
と
仰
っ
て
い
る
と
読
み
込
ん
で
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
『
如
説
修
行
抄
』
を
見
て
み
ま
す
。
本
鈔
の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
摂
折
論
が
議
論
さ
れ
た
際
、
今
成
元
昭
先
生
が
偽
作
論

を
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
、
庵
谷
行
亨
先
生
が
反
論
さ
れ
ま
し
た
。
御
真
蹟
現
存
、
或
る
い
は
曽
存
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い

御
遺
文
に
つ
い
て
、
宗
学
を
専
門
と
す
る
先
生
が
真
作
論
を
展
開
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
祖
文
の
真
偽
に
関
す
る
研
究
が
変
化
し
て
来

て
い
る
印
象
を
、
そ
の
際
は
持
ち
ま
し
た
。
詳
細
に
言
及
す
る
余
裕
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
宗
門
的
に
も
概
ね
、
御
真
蹟
が
な
く
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と
も
御
真
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　「
天
下
万
民
諸
乗
一
佛
乗
と
成
て
妙
法
独
り
繁
昌
せ
ん
時
、
万
民
一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
奉
ら
ば
、
吹
く
風
枝
を
な
ら
さ
ず
、

雨
壌
を
砕
か
ず
。
代
は
羲
農
の
世
と
な
り
て
、
今
生
に
は
不
祥
の
災
難
を
払
ひ
、
長
生
の
術
を
得
、
人
法
共
に
不
老
不
死
の
理
、
顕
れ
ん

時
を
各
各
御
覧
ぜ
よ
。」

　
一
国
同
帰
と
な
っ
た
際
に
、
衆
生
が
成
佛
し
、
国
土
が
成
佛
す
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
立
正
安
国
を
別
の
言
葉
で
言

い
換
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、「
代
は
羲
農
の
世
と
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
国
土
の
成
佛
だ
け
で
は
な

く
、
い
わ
ゆ
る
社
会
成
佛
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
佛
と
い
う
と
、
個
人
の
成
佛
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
来
て
い
る
よ
う
な
感
が
ご
ざ
い

ま
す
が
、
社
会
成
佛
、
衆
生
成
佛
を
強
く
説
く
の
が
日
蓮
宗
の
特
色
で
あ
る
と
捉
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
次
は
、『
曽
谷
殿
御
返
事
（
成
佛
用
心
鈔
）』
を
引
き
ま
し
た
。
こ
の
御
遺
文
に
も
真
蹟
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ま
り
用
い
な
い
方

が
い
い
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
現
代
的
な
視
点
に
立
ち
ま
し
て
、
唱
題
成
佛
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
考
慮
に
入
れ
て
お
い
た
方

が
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
あ
え
て
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　「
抑
此
経
釈
の
心
は
佛
に
な
る
道
は
豈
境
智
の
二
法
に
あ
ら
ず
や
。
さ
れ
ば
境
と
云
は
万
法
の
体
を
云
、
智
と
云
は
自
体
顕
照
の
姿
を

云
也
。
而
る
に
境
の
淵
ほ
と
り
な
く
ふ
か
き
時
は
、
智
慧
の
水
な
が
る
る
事
つ
つ
が
な
し
。
此
境
智
合
し
ぬ
れ
ば
即
身
成
佛
す
る
也
。
法

華
以
前
の
経
は
、
境
智
各
別
に
し
て
、
而
も
権
教
方
便
な
る
が
故
に
成
佛
せ
ず
。
今
法
華
経
に
し
て
境
智
一
如
な
る
間
、
開
示
悟
入
の
四

佛
知
見
を
さ
と
り
て
成
佛
す
る
也
。
此
内
証
に
声
聞
辟
支
佛
更
に
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
、
次
下
に
一
切
声
聞
辟
支
佛
所
不
能
知
と
説
か
る

る
也
。
此
境
智
の
二
法
は
何
物
ぞ
。
但
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
也
。
此
五
字
を
地
涌
の
大
土
を
召
出
し
て
結
要
付
属
せ
し
め
給
。
是
を

本
化
付
属
の
法
門
と
は
云
也
」。

　
成
佛
の
道
は
境
智
冥
合
で
あ
る
、
境
智
冥
合
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
で
あ
る
と
お
書
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
要
は
、
環
境
と

の
一
体
化
を
成
佛
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
、
現
代
的
な
解
釈
が
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
使
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、「
環
境
・
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平
和
・
い
の
ち
」
と
い
う
の
が
日
蓮
宗
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
現
代
教
学
を
構
築
す
る
上
で
、
留
意
し
て
お
く
べ

き
祖
文
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
智
は
自
体
顕
照
の
姿
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
の
体
を
明
ら
か
に
照
ら
す
。
体
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
の
「
所
化
以
て
同

体
」
の
体
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
境
智
冥
合
が
即
身
成
佛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

四
、
佛
陀
観
と
成
佛
観
と
の
統
合

　
四
に
入
り
ま
す
。「
佛
陀
観
と
成
佛
観
と
の
統
合
」
と
書
き
ま
し
た
。
日
蓮
門
下
に
と
っ
て
の
佛
陀
は
法
華
経
の
久
遠
実
成
の
本
佛
で

あ
り
ま
す
。
成
佛
と
い
う
の
は
佛
に
成
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
久
遠
実
成
に
な
ら
な
い
と
、
佛
陀
に
成
っ
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
生
物
と
し
て
の
我
々
が
久
遠
実
成
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の
う
ち
、

例
の
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
な
ど
に
よ
る
再
生
医
療
が
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
夢
物
語
で
な
く
な
る
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
。

　
冗
談
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
、
久
遠
実
成
の
一
分
を
担
う
と
い
う
こ
と
。
私
た
ち
の
全
体
成
佛
の
継
続
が
久
遠
実
成
で
あ
る
と

会
通
を
し
て
、
個
人
と
し
て
は
、
佛
用
を
現
し
、
本
佛
の
一
分
と
な
り
、
本
佛
の
誓
願
を
生
き
る
こ
と
が
成
佛
で
あ
る
と
解
釈
・
理
解
し

て
、
異
体
同
心
し
て
菩
薩
行
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
妙
法
五
字
の
宗
旨
を
受
け
継
い
だ
佛
子
と
し
て
、
佛
位
を
相

続
し
て
、
そ
の
立
場
で
信
唱
受
持
し
、
本
佛
の
生
命
の
表
現
者
と
な
っ
て
、
成
佛
す
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。

五
、
教
団
論
と
し
て
の
唱
題
成
佛
論

　
最
後
に
、
五
の
、
教
団
論
と
し
て
の
唱
題
成
佛
に
入
り
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
成
佛
を
考
え
た
上
で
、
そ
れ
を
教
団
論
と
し
て
ど
う
捉

え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
全
体
成
佛
の
継
続
な
ど
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
使
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
蓮
門

下
が
本
佛
の
一
分
と
し
て
、
異
体
同
心
し
て
佛
願
佛
業
を
継
承
し
て
、
そ
う
い
っ
た
生
き
方
を
す
る
。
そ
う
い
う
菩
薩
の
集
団
と
な
っ
て
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行
く
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
の
教
学
の
整
備
を
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
言
葉
だ
け
の
も
の
と
せ
ず
実
践
す
る
教
団
と
な
っ
て
い
く
こ

と
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
教
団
と
し
て
の
実
践
が
求
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
つ
い
で
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
、
現
代
宗
教
研
究
所
は
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
そ
の
意
味
で
も
本
日
の
セ
ミ
ナ
ー
は
大
変
意
義
の
深
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

六
、
障
碍
と
成
佛

　
先
ほ
ど
、
最
後
に
と
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
、
実
は
も
う
一
枚
め
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
余
慶
の
功
徳
を
付
け
て
お
き
ま
し
た
。

　
先
ほ
ど
三
原
所
長
の
発
題
の
中
で
「
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
、
直
面
し
た
問
題
や
そ
の
解
釈
、
あ
る
い
は
悩
み
を
含
め
て
」
と
い
う
ご
要
望

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
部
分
に
最
も
応
ず
る
部
分
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ま
す
が
、
あ
ま
り
具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
感
情
が
高

ぶ
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
話
が
続
け
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
と
は
三
枚
目
に
付
け
ま
し
た
資
料
を
読
ん
で
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
の
四
月
、
日
本
国
は
障
害
者
差
別
解
消
法
と
い
う
の
を
施
行
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
時
代
状
況
を
も
踏
ま
え
ま
し
て
、
こ
う

し
た
観
点
か
ら
教
学
の
整
備
、
教
団
の
対
応
が
必
要
だ
ろ
う
と
考
え
る
、
と
要
す
る
に
、
そ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
聾
唖
の
方
に
唱
題
成
佛
を
ど
う
説
く
の
か
。
受
持
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
重
度
の
知
的
障

碍
者
に
と
っ
て
の
信
仰
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
捉
え
る
の
か
。
障
碍
者
で
な
く
て
も
、
認
知
症
と
い
う
よ
う
な
方
々
、
そ
の
方
々
の
信
の

問
題
を
ど
う
捉
え
て
い
く
の
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
教
学
的
に
整
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
、
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
例
は
い
く
ら
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。
手
や
腕
に
身
体
的
な
障
碍
の
あ
る
方
に
、
合
掌
と
い
う
こ
と
を
ど
う
説
く
の
か
等
々
、
想
定
さ
れ
る

こ
と
は
多
岐
に
わ
た
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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日
蓮
教
学
の
場
合
は
、
こ
れ
も
三
原
所
長
が
結
語
の
と
こ
ろ
で
言
及
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
、「
一
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
、
佛

大
慈
悲
を
起
し
、
五
字
の
う
ち
に
此
の
珠
を
裹
み
て
、
末
代
幼
稚
の
頸
に
懸
け
さ
し
め
給
う
」
と
い
う
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
お
言
葉
が

ご
ざ
い
ま
す
。
お
お
よ
そ
の
状
況
、
万
事
に
こ
の
言
葉
で
、
教
学
的
に
は
会
通
し
て
行
け
る
で
あ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ど
う

我
々
が
実
践
す
る
の
か
、
教
団
と
し
て
実
践
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
大
変
雑
駁
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
私
の
パ
ネ
ル
擬
き
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
折
角
で
す
か
ら
、
お
題
目
を
締
め
で
唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
実
践
の
一
分
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

　
ど
う
も
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
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࣭ᬛ㸻⮬య㢧↷ యࡣᡤ௨࡚ྠయ

ᅄࠊష㝀ほᡂషほࡢ⤫ྜ

࣭ష㝀㸻ஂ㐲ᐇᡂ

࣭ᡂష㸻ష㝀ࡇࡿ࡞㸻ஂ㐲ᐇᡂࡇࡿ࡞

࣭ಶேࠊࡣ࡚ࡋష⏝ࠊࡋ⌧ࢆᮏష୍ࡢศࠊࡾ࡞ᮏషࡢㄋ㢪ࡿࡁ⏕ࢆ

ࡇ

࣭ష┦⥆

࣭⾗⏕ᡂషࢆ௨࡚ஂ㐲ᐇᡂࡿ⪄⌧⾲ࡢ

ࠊᩍᅋㄽࡢ࡚ࡋၐ㢟ᡂషㄽ

࣭ᮏష୍ࡢศࡇࡿࡁ⏕࡚ࡋ㸻ష㢪షᴗࡢ⥅ᢎ㸻ᡂష

࣭ᮏషࡢά⌧యࡢ㞟ᅋ
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