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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
白
光
真
宏
会（

（
（

の
教
祖
・
五
井
昌
久
（
一
九
一
六
―
一
九
八
〇
）
の
思
想
形
成
に
お
い
て
、
他
教
団
の
教
祖
ら
か
ら
受
け
た
「
影
響
」
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

先
行
研
究（

（
（

に
お
い
て
同
教
団
は
「
大
本（

（
（

系
」「
生
長
の
家（

（
（

分
派
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
通
り
で
あ
り
、
異
論
は
な
い
。

　

本
稿
は
、
白

び
ゃ
っ

光こ
う

真し
ん

宏こ
う

会か
い

の
教
祖
・
五ご

井い

昌ま
さ

久ひ
さ

が
立
教
ま
で
に
受
け
た
他

教
団
か
ら
の
「
影え

い

響き
ょ
う」

に
つ
い
て
論
じ
た
。

　

生
長
の
家
の
分
派
と
さ
れ
る
同
教
団
だ
が
、
五
井
は
立
教
に
至
る
ま
で

に
複
数
の
教
団
に
入
信
（
入
会
）
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
思し

想そ
う

か
ら
「
影

響
」
を
受
け
た
。
他
教
団
と
は
、
世
界
救
世
教
・
生
長
の
家
・
千
鳥
会
等

で
あ
る
。

　

世
界
救
世
教
（
岡
田
）
か
ら
は
「
浄
化
作
用
」、
生
長
の
家
（
谷
口
）

か
ら
は
「
光
明
思
想
」、
千
鳥
会
（
萩
原
）
か
ら
は
「
フ
ー
チ
」
の
「
影
響
」

が
見
ら
れ
る
。
他
に
も
、
心
霊
研
究
グ
ル
ー
プ
と
交
流
が
あ
り
、「
心
霊
」

思
想
の
「
影
響
」
が
あ
っ
た
。

　

教
団
遍
歴
を
経
て
、
の
ち
に
同
会
の
「
教
義
」
が
成
立
す
る
。
五
井
が

作
成
し
た
「
教
義
」
の
文
言
か
ら
う
か
が
え
る
他
教
団
の
思
想
的
「
影
響
」

を
指
摘
し
た
。
他
教
団
で
獲
得
し
た
教
え
が
自
ら
の
教
団
の
「
教
義
」（
思

想
）
形
成
に
反
映
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
「
大お

お

本も
と

系け
い

」
の
先
行
教
団
を
経
由
し
て
後
発
教
団
（
同
会
）
に
思
想
的

継
承
が
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。

論
　
文
　
要
　
旨

吉
　
田
　
尚
　
文

五
井
昌
久
の
思
想
形
成
に
み
ら
れ
る
他
教
団
か
ら
の
「
影
響
」
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①
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』［
村
上　

一
九
七
二
：
巻
末
］
の
「
近
代
民
衆
宗
教
系
統
図
」
は
、
大
本
教
（
現
・
大
本
）
か
ら
、
い
く
つ
も
の
新
宗
教

教
団
が
派
生
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
白
光
真
宏
会
は
、
同
図
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
「
大
本
系
」
の
流
れ
に
属
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
五
井
は
こ
の
系
統
の
教
団
（
世
界
救
世
教（

（
（

、
生
長
の
家
等
）
の
信
者
と
し
て
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
②
『
新
宗
教
研
究
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
』［
井
上
ほ
か　

一
九
八
一
：
二
〇
二
頁
］
の
「〈
図
―
二
〉
大
本
系
」
に
よ
れ
ば
、
白
光
真
宏
会
は
「
生
長
の
家
か
ら
分
派
し
た
教
団
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、

③
『
新
宗
教
教
団
・
人
物
事
典
』［
井
上
ほ
か
編　

一
九
九
六
：
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
頁
］
の
「
大
本
系
教
団
系
統
図
」
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

三
つ
の
図
か
ら
、「
白
光
真
宏
会
は
大
本
を
源
と
し
て
派
生
し
た
教
団
群
の
一
つ
で
あ
り
、
特
に
生
長
の
家
か
ら
分
派
し
て
出
来
た
教
団
」
と
い
え
る
。

　

尚
、
五
井
自
身
が
自
ら
の
教
団
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
弟
子
に
よ
る
著
作
『
あ
る
日
の
五
井
先
生
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。
当
時
、
同
会
青
年
部
長
だ
っ
た
清
水
勇
の
問
い
に
五
井
が
答
え
た
内
容
だ
と
い
う
。

　
　

�　

あ
る
と
き
五
井
先
生
に
そ
の
こ
と
を
お
訊
ね
し
た
ら
、「
う
ち
は
大
本
教
の
流
れ
だ
よ
。
大
本
教
は
文
字
と
お
り
宗
教
の
『
お
お
も
と
』
な
ん
だ
よ
。

教
祖
が
出
口
王お

仁に

三さ
ぶ

郎ろ
う

で
、
ま
さ
に
『
宗
教
の
出
口
』
だ
ね
。
出
口
か
ら
谷
口
（
雅
春
、
生
長
の
家
）
が
出
て
、
谷
口
の
脇
か
ら
岡
田
（
茂
吉
、
世
界
救

世
教
）
が
出
た
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
出
口
か
ら
谷
口
が
出
て
、
谷
口
か
ら
五
井
が
出
た
と
い
う
わ
け
だ
ね（

（
（

」

　

こ
の
記
述
の
通
り
な
ら
ば
、
五
井
自
身
「
白
光
真
宏
会
は
、
大
本
教
の
流
れ
で
あ
り
、
谷
口
（
生
長
の
家
）
か
ら
派
生
し
た
」
と
い
う
理
解
だ
っ
た
こ
と
に

な
る
。

　

本
稿
で
は
、
思
想
研
究
の
観
点
か
ら
、
生
長
の
家
の
分
派
で
あ
る
同
会
が
、
他
教
団
か
ら
ど
の
よ
う
な
思
想
的
影
響
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
前
半
生
に
お
い
て
五
井
は
複
数
の
教
団
（
団
体
）
の
信
者
（
会
員
）
と
な
っ
て
活
動
し
、
そ
れ
ら
の
教
団
か
ら
「
影
響
」
を
受

け
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
五
井
の
思
想
の
概
略
、
特
徴
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
後
述
す
る
が
、
五
井
の
思
想
は
、
一
頁
に
お
さ
ま
る
ほ
ど
の
短
い
文
章
か
ら
な
る
「
教

義
（
現
在
、「
人
間
と
真
実
の
生
き
方
」
と
題
さ
れ
、
機
関
誌
の
巻
頭
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。）」
に
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
す
べ
て
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い

え
る
。
五
井
に
よ
る
解
説
を
ま
と
め
た
小
冊
子
『
人
間
と
真
実
の
生
き
方
』（
白
光
真
宏
会
出
版
本
部
、
二
〇
〇
八
年
〈
五
版
〉〈
初
版
一
九
九
八
年
〉）
を
参

照
す
る
と
、
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
人
間
は
本
来
「
神
の
分
霊
で
あ
り
、
神
の
子
で
あ
る
」
が
、
こ
の
世
界
の
業
想
念
の
波
が
烈
し
い
た
め
に
、
そ
の
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影
響
を
受
け
て
悪
行
為
を
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
に
は
各
人
に
「
守
護
霊
」
お
よ
び
「
守
護
神
」
が
つ
い
て
お
り
、
守
っ
て
く
れ

て
い
る
、
と
い
う
。
五
井
は
「（
想
念
）
波
動
」
の
重
要
さ
を
強
調
し
、
各
人
が
よ
り
微
妙
な
「
霊
波
動
」「
光
明
波
動
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。
人
間
は
「
守

護
霊
、
守
護
神
」
に
常
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
に
お
い
て
不
幸
や
苦
悩
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
過
去

世
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
業
想
念
（
誤
て
る
想
念
）
が
「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
で
あ
る
。
現
わ
れ
れ
ば
必
ず
消
え
る
も
の
だ
か
ら
、
不
幸
災
難
の
中
に
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
「
消
え
て
い
く
姿
」
と
し
て
、「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を
日
常
生
活
の
中
で
続
け
て
ゆ
く
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。「
世
界
平
和
の
祈
り
」
に
は
絶

大
な
力
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
想
い
に
お
い
て
、「
自
分
を
赦
し
、
人
を
赦
し
」「
責
め
裁
か
な
い
」
で
、
徹
頭
徹
尾
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を
行
じ
る
こ
と
で
、

自
他
を
浄
め
、
自
分
を
救
い
人
類
に
平
和
世
界
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
五
井
の
思
想
の
特
徴
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
次
章
よ
り
、
他
の
「
大
本
系
」
教
団
（
教
祖
）
か
ら
の
思
想
的
影
響
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　

二
、
他
教
団
教
祖
か
ら
の
「
影
響
」

　

五
井
の
思
想
形
成
に
関
わ
る
「
影
響
」
の
す
べ
て
を
解
明
す
る
の
は
難
し
い
が
、
五
井
自
身
の
記
述
等
か
ら
断
片
的
に
知
る
こ
と
は
出
来
る
。
ま
ず
は
、
五

井
の
著
作
『
天
と
地
を
つ
な
ぐ
者（

7
（

』
を
中
心
に
、
思
想
的
影
響
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
（
一
）
岡
田
茂
吉
（
世
界
救
世
教
）

　

五
井
が
岡
田
の
思
想
に
触
れ
た
の
は
、「
終
戦
半
年
位
前
に
腎
臓
を
病

（
マ
マ
（つ
た
」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
二
一
頁
］
と
き
で
あ
る
。「
工
場
の
勤
労
課

に
仂
い
て
ゐ
た
幸
田
さ
ん
と
云
ふ
事
務
員
の
女
性
か
ら
、
今
の
世
界
救メ

シ
ヤ世

教
、
其
の
頃
、
日
本
浄
化
療
法（

8
（

と
云
っ
て
ゐ
た
岡
田
茂
吉
氏
の
明
日
へ
の
医
術（

9
（

と
云

ふ
や
う
な
題
名
の
著
書
を
借
り
て
」［
同
：
同
頁
］
読
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。
岡
田
の
「
理
論
」
に
つ
い
て
五
井
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

�

岡
田
茂
吉
氏
の
理
論
は
、
人
間
の
病
気
は
す
べ
て
毒
素
排
泄
作
用
に
よ
つ
て
起
る
の
で
あ
る
、
と
云
ふ
。
毒
素
の
中
に
は
先
天
的
、
即
ち
先
祖
か
ら
の
罪

穢
れ
、
過
去
世
の
業
の
現
は
れ
、
と
薬
毒
に
よ
る
も
の
と
が
あ
つ
て
、
そ
の
毒
素
が
熱
に
よ
つ
て
溶
融
さ
れ
て
ゆ
く
姿
が
病
気
で
あ
る
。
其
の
溶
融
さ
せ



90

る
熱
は
、
人
間
自
体
の
も
つ
て
ゐ
る
自
然
療
能
的
治
癒
力
が
な
す
の
で
、
熱
を
発
し
て
体
が
苦
し
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
毒
素
の
浄
化
で
あ
つ
て
け
つ

し
て
悪
い
状
態
で
は
な
い
、
人
間
の
体
が
浄
ま
つ
て
ゆ
く
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
薬
を
用
ひ
て
、
自
然
療
能
的
熱
を
抑
へ
、
毒
素
を
再
び
固
め

て
し
ま
ひ
、
更
に
薬
の
も
つ
毒
素
を
加
へ
て
し
ま
ふ
。
だ
か
ら
、
薬
の
種
類
が
増
す
ご
と
に
、
益
々
人
間
の
体
に
毒
素
が
ふ
え
、
病
気
が
浄
化
し
に
く
く

な
り
、
種
々
の
重
病
が
起
つ
て
く
る
。
す
べ
て
自
然
に
逆
ふ
か
ら
い
け
な
い
の
で
、
自
然
に
さ
か
ら
は
ず
自
然
療
能
に
ま
か
せ
て
お
く
方
が
よ
い
、
と
云

ひ
、
人
間
の
掌
か
ら
は
霊
線
と
云
つ
て
神
か
ら
く
る
光
が
出
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
掌
を
人
間
の
浄
化
の
中
心
で
あ
る
腎
臓
を
主
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
所
に
当
て
ゝ
や
れ
ば
、
浄
化
を
速（

マ
マ
（進

さ
せ
、
病
気
が
速
か
に
痛
み
尠
く
全
治
す
る
、
と
云
ふ
の
で
あ
つ
た
。［
同
：
二
一
―
二
二
頁
］

と
あ
る
。
五
井
は
「
私
は
其
の
理
論
に
す
つ
か
り
共
感
し
た
」［
同
：
二
二
頁
］
と
述
べ
て
い
る
。
続
け
て
「
私
の
病
弱
を
克
服
し
て
き
た
過
去
の
体
験
が
、

医
者
と
薬
を
捨
て
、
自
己
の
治
癒
力
に
ゆ
だ
ね
き
つ
た
事
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
」［
同
：
同
頁
］
と
、
五
井
が
そ
れ
ま
で
に
体
験
的
に
自
覚
し
て
い
た
「
思
想
」

を
、
岡
田
の
「
理
論
」
が
強
化
し
た
と
い
え
る
。

　

岡
田
の
「
理
論
」
の
う
ち
、
五
井
が
ま
ず
取
り
入
れ
た
の
が
「
霊
線
療
法
」
だ
っ
た
。「
私
は
幸
田
さ
ん
に
伴
は
れ
て
、
Ｙ
氏
と
云
ふ
第
一
級
に
位
す
る
弟

子
の
治
療
所
を
訪
づ
れ
た
」［
同
：
二
五
頁
］。
五
井
自
身
、「
明
日
へ
の
医
術
の
中
に
書
い
て
あ
る
事
、
掌
か
ら
霊
線
と
呼
ば
れ
る
強
い
光
が
放
射
さ
れ
そ
の

力
が
人
間
に
作
用
す
る
と
云
ふ
事
は
あ
り
得
る
に
違
ひ
な
い
と
一
度
で
う
な
づ
け
る
」［
同
：
二
六
頁
］
と
述
べ
、「
そ
の
日
以
来
、
時
折
り
Ｙ
氏
を
尋
ね
て
、

岡
田
氏
の
思
想
や
生
き
方
を
聴
い
た
り
、
霊
線
療
法
の
講
習
を
受
け
た
り
し
た
」［
同
：
二
七
頁
］
と
記
し
て
い
る
。

　

五
井
は
、
習
っ
た
「
霊
線
療
法
」
で
病
気
治
し
を
行
っ
た
。「
私
は
Ｙ
氏
か
ら
受
け
た
霊
線
療
法
を
、
幸
田
さ
ん
の
家
で
実
施
し
て
ゐ
た
」［
同
：
同
頁
］。「
私

は
幸
田
さ
ん
の
家
を
根
拠
に
し
て
、
次
々
と
病
気
治
し
に
歩
い
て
ゐ
た
。
病
人
に
掌
を
か
ざ
し
て
、
震
動
さ
せ
た
り
、
指
圧
の
や
う
に
指
で
押
し
た
り
し
て
ゐ

る
う
ち
、
か
な
り
の
治
病
効
果
が
あ
つ
た
」［
同
：
二
八
頁
］
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
病
気
を
治
す
方
法
と
し
て
、
こ
の
手
か
ざ
し
「
療
法
」
を
学
び
、
病

気
治
し
に
用
い
た
こ
と
は
、
岡
田
か
ら
の
「
影
響
」
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　

岡
田
か
ら
の
思
想
的
影
響
の
中
で
重
要
な
も
の
に
「
浄
化
作
用
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

　

五
井
は
、
前
掲
引
用
の
よ
う
に
、「（
病
気
で
―
吉
田
註
）
熱
を
発
し
て
体
が
苦
し
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
毒
素
の
浄
化
で
あ
つ
て
け
つ
し
て
悪
い
状
態
で

は
な
い
、
人
間
の
体
が
浄
ま
つ
て
ゆ
く
作
用
で
あ
る
。」［
同
：
二
二
頁
］
と
、
岡
田
の
「
理
論
」
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
理
論
」
に
五
井
は
ま
っ
た
く
同
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意
し
て
い
る
。
実
際
、
敗
戦
直
後
の
頃
、「
四
十
度
近
い
高
熱
が
幾
日
も
つ
ゞ
き
、
息
づ
か
ひ
が
烈
し
く
、
頭
の
天
つ
ぺ
ん
か
ら
足
の
先
き
ま
で
痛
ま
ぬ
と
こ

ろ
は
な
い
と
云
ふ
状
態
」［
同
：
二
三
頁
］
に
な
っ
た
が
、「
自
分
自
身
の
生
命
力
で
癒
さ
れ
る
事
を
確
信
し
て
ゐ
た
」［
同
：
同
頁
］
と
い
う
。
そ
し
て
、
結

果
的
に
「
十
日
程
し
て
病
気
は
全
快
し
た
。」［
同
：
二
四
頁
］
と
い
っ
た
経
験
を
し
て
お
り
、
五
井
の
以
降
の
人
生
に
お
い
て
も
、
岡
田
の
「
浄
化
作
用
」
の

「
理
論
」
は
五
井
に
「
影
響
」
し
て
い
た
と
筆
者
は
見
て
い
る
。

　

前
掲
の
引
用
中
、「
毒
素
」
の
中
の
「
過
去
世
の
業
の
現
は
れ
」［
同
：
二
二
頁
］
の
部
分
は
、
五
井
の
「
教
義
」
に
お
け
る
「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
の
教
え
と

相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
五
井
は
、
病
気
も
含
め
て
現
在
の
苦
し
み
は
「
過
去
世
か
ら
の
誤
っ
た
業
想
念
」
が
今
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
病
気
と

し
て
「
現
わ
れ
れ
ば
（
過
去
世
か
ら
の
誤
っ
た
「
業
想
念
」
は
そ
の
分
―
同
註
）
消
え
る
」、
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
病
気
（
発
熱
）
な
ど
を
経
て
〈
現

わ
れ
て
〉、「
浄
化
」
さ
れ
た
〈
消
え
て
ゆ
く
〉、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
五
井
の
「
教
え
」
は
、
岡
田
の
「
理
論
」
に
通
じ
る
も
の
で
、
岡
田
の
「
影
響
」

を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

前
掲
の
引
用
中
、「
毒
素
」
に
は
「
先
祖
か
ら
の
罪
穢
れ
」［
同
：
同
頁
］
が
あ
る
、
と
の
岡
田
の
「
理
論
」
を
五
井
が
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「（
先
祖

か
ら
の
）
罪
穢
れ
」
は
「（
先
祖
か
ら
の
）
業
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
、
五
井
は
養
女
・
西
園
寺
昌
美（

（1
（

の
主
著
『
明
日
は
も
っ

と
素
晴
し
い
』
の
「
序
文
」
に
お
い
て
、「
昌
美
は
琉
球
王
朝
の
末
孫
の
為
か
、
琉
球
関
係
の
業
の
渦
を
一
身
に
背
負
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
十
代

後
半
か
ら
体
が
硬
直
し
て
し
ま
い
、
し
ゃ
べ
る
こ
と
も
身
動
き
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
病
気
が
時
折
り
起
り
、
医
師
も
手
の
つ
け
よ
う
の
な
い
状

態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た（

（（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
先
祖
か
ら
の
罪
穢
れ
（
業
）」
と
い
う
「
毒
素
」
を
昌
美
が
身
に
受
け
て
、
重
病
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
五
井
は
昌
美
を
千
葉
県
市

川
市
の
本
部
道
場
に
あ
ず
か
っ
て
看
護
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
地
球
援
助
の
神
々
や
昌
美
の
守
護
神
方
が
、
昌
美
を
地
球
救
済
の
大
き
な
力
に

し
よ
う
と
思
わ
れ
て
、琉
球
の
業
の
浄
め
と
同
時
に
、守
護
の
神
霊
や
宇
宙
天
使
と
の
交
流
を
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
な
さ
っ
て
、私
に
あ
ず
け
ら
れ
た
」［
前

掲
書
、
西
園
寺　

一
九
八
六
〈
一
九
七
九
〉
：
一
―
二
頁
］
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
昌
美
に
は
「
先
祖
（
琉
球
）
の
業
の
浄
め
」
と
い
う
役
目
も
あ
っ

て
重
い
病
気
を
患
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
こ
う
し
た
説
明
は
、
先
に
引
用
し
た
岡
田
の
「
理
論
」
に
挙
げ
ら
れ
て
あ
る
通
り
で
、「
先
祖
か
ら
の
罪
穢
れ
」

と
い
う
「
毒
素
」
が
病
気
と
し
て
現
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡
田
の
「
理
論
」
と
考
え
方
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
岡
田
の
「
理
論
」
か
ら
「
影
響
」
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を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
前
掲
引
用
の
「
毒
素
」
の
中
に
は
「
薬
毒
に
よ
る
も
の
」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
二
二
頁
］
が
あ
る
、
と
五
井
は
「
岡
田
の
理
論
」
に
つ

き
説
明
し
て
い
る
。
岡
田
の
「
理
論
」
と
し
て
、
薬
の
弊
害
に
関
し
「
わ
ざ
わ
ざ
薬
を
用
ひ
て
、
自
然
療
能
的
熱
を
抑
へ
、
毒
素
を
再
び
固
め
て
し
ま
ひ
、
更

に
薬
の
も
つ
毒
素
を
加
へ
て
し
ま
ふ
。
だ
か
ら
、
薬
の
種
類
が
増
す
ご
と
に
、
益
々
人
間
の
体
に
毒
素
が
ふ
え
、
病
気
が
浄
化
し
に
く
く
な
り
、
種
々
の
重
病

が
起
つ
て
く
る
。」［
同
：
同
頁
］
と
述
べ
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
敗
戦
直
後
、
高
熱
が
幾
日
も
つ
づ
い
た
時
も
、
五
井
は
「
医
者
に
か
か
ら
な
い
の
で
病
名
は
判
ら
な
い
」［
同
：
二
三
頁
］
け
れ
ど
も
、「
医

者
を
呼
ば
う
と
す
る
の
を
、
私
は
切
れ
〳
〵
の
け
わ
し
い
言
葉
で
さ
え
ぎ
つ
た
。」［
同
：
同
頁
］
と
い
う
。
五
井
は
「
私
の
病
弱
を
克
服
し
て
き
た
過
去
の
体

験
が
、
医
者
と
薬
を
捨
て
、
自
然
治
癒
力
に
ゆ
だ
ね
き
つ
た
事
に
あ
つ
た
か
ら
」［
同
：
二
二
頁
］
と
、
同
「
理
論
」
に
共
感
し
た
理
由
を
記
し
て
い
る
。
岡

田
の
「
理
論
」
を
読
む
前
か
ら
、
五
井
自
身
の
体
験
と
し
て
、
医
者
や
薬
に
頼
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
が
、
岡
田
の
『
明
日
の
醫
術
』
に
よ
っ
て
、

よ
り
「
確
信
」
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
岡
田
の
「
薬
毒
が
病
気
の
原
因
で
あ
つ
て
、
熱
は
其
の
薬
毒
を
溶
解
さ
せ
る
為
に
起
る
、
と
云
ふ
理
論
」［
同
：
同
頁
］

を
、「
そ
の
断
乎
と
し
た
書
き
ぶ
り
が
心
地
良
か
つ
た
。」［
同
：
同
頁
］
と
い
い
、
五
井
は
岡
田
に
「
非
常
な
興
味
を
感
じ
た
。」［
同
：
同
頁
］
そ
う
で
あ
る
。

　

関
係
者
（
側
近
）
に
よ
れ
ば
、
実
際
、
後
半
生
に
お
い
て
、
五
井
は
医
者
に
か
か
ら
ず
、
薬
を
服
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
最
晩
年
に
家
族
の
懇
願
に
よ
り
、

会
員
の
医
師
が
処
方
し
た
薬
を
口
に
し
た
が
嘔
吐
し
、
自
ら
の
意
思
で
は
服
薬
し
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
五
井
の
場
合
、
自
分
の
身
に
現
わ
れ
る
病
患
の
現

象
を
、「
浄
化
作
用
」
と
理
解
し
て
い
た
。

　

五
井
は
自
身
が
病
に
苦
し
む
こ
と
を
通
し
て
「
地
球
（
人
類
）
の
業
」
を
浄
め
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
薬
を
用
い
て
「
毒
素
（
業

―
同
註
）」
を
固
め
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
五
井
は
、
戦
後
ま
も
な
く
葛
飾
の
中
川
土
手
で
自
分
の
命
を
神
に
捧
げ
る

覚
悟
を
「
天
声
」
に
向
か
っ
て
表
明
し
て
お
り
［
同
：
三
六
頁
参
照
］、
命
を
失
っ
て
も
「
人
類
の
業
の
浄
め
」
を
遂
行
す
る
こ
と
を
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
え
に
、
自
身
の
病
苦
は
「
浄
化
作
用
」
の
促
進
で
あ
る
か
ら
、「
浄
化
」
を
さ
ま
た
げ
る
「
薬
」
を
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

晩
年
、
症
状
が
重
く
な
る
中
に
あ
っ
て
頑
な
に
「
薬
」
を
拒
み
つ
づ
け
る
五
井
の
姿
は
、
岡
田
の
「
薬
毒
」
と
い
う
「
理
論
」
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
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（
二
）
谷
口
雅
春
（
生
長
の
家
）

　

谷
口
か
ら
の
「
影
響
」
を
見
て
い
く
。

　

五
井
は
、
岡
田
の
弟
子
か
ら
「
霊
線
療
法
」
の
講
習
を
受
け
て
い
た
の
と
同
じ
頃
、「
音
楽
家
の
友
人
Ｍ
君
の
家
で
、
ふ
と
眼
に
つ
い
て
借
り
て
来
た
、
ホ

ル
ム
ス
と
云
ふ
英
人
の
書
い
た
も
の
を
谷
口
雅
春
と
云
ふ
人
が
訳
し
た
百
事
如
意
と
云
ふ
本（

（1
（

を
読
ん
だ
。
こ
の
本
は
非
常
に
私
の
興
味
を
ひ
い
て
、
一
気
に
読

ん
で
し
ま
ひ
、
何
か
眼
の
前
が
一
度
に
開
け
た
や
う
な
深
い
感
銘
を
受
け
た
」「
百
事
如
意
を
読
み
終
る
と
、
此
の
人
の
書
い
た
別
の
本
を
読
ん
で
み
た
い
、

と
し
き
り
に
思
つ
た
」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
二
七
頁
］
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
本
は
、「
三
界
唯
心
」
を
説
く
も
の
で
、
谷
口
の
教
え
が
生
ま
れ
る

出
発
点
と
な
っ
た
本
の
一
つ
で
あ
る
。
谷
口
は
「『
三
界
唯
心
』
で
あ
る
が
故
に
、
此
の
世
界
は
何
事
も
思
ふ
ま
ゝ
に
成
就
す
る
こ
と
を
知
り
、
人
生
に
處
し

て
百
事
如
意
の
方
法
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
此
の
百
事
如
意
法
の
紹
介
で
あ
る
。」［
前
掲
書
、
谷
口　

一
九
四
〇
〈
一
九
三
八
〉：
五
頁
］
と
い
い
、

生
長
の
家
の
基
本
的
な
教
え
の
一
つ
「
唯
心
所
現
」
に
結
び
つ
い
た
。

　

そ
し
て
、「
私
は
治
療
を
つ
ゞ
づ
け
な
が
ら
、
色
々
の
宗
教
書
や
哲
学
書
を
読
み
あ
さ
り
し
て
ゐ
た
。
そ
の
中
に
Ａ
と
云
ふ
友
人
か
ら
借
り
た
谷
口
雅
春
氏

の
生
命
の
実
相
が
あ
つ
た
。
全
篇
二
十
巻
を
ま
た
た
く
ま
に
読
み
終
つ
て
、
私
の
知
ら
な
い
別
世
界
が
如
実
に
存
在
し
て
ゐ
る
事
、
私
た
ち
の
肉
体
は
人
間
の

一
つ
の
現
は
れ
で
し
か
な
い
事
を
、
は
つ
き
り
認
識
し
た
の
で
あ
つ
た
」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
二
九
頁
］
と
述
懐
し
て
い
る
。

　

敗
戦
か
ら
間
も
な
か
っ
た
当
時
、
五
井
は
、
岡
田
や
谷
口
を
「
二
人
の
超
人
」［
同
：
三
〇
頁
］
と
思
い
、
そ
の
二
人
が
「
共
に
霊
界
の
存
在
を
書
き
、
魂

の
個
性
的
存
続
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
」「
私
は
此
の
二
人
の
実
証
に
よ
つ
て
と
云
つ
て
も
書
物
の
上
の
事
な
の
に
こ
ろ
り
と
霊
魂
存
続
論
者
に
一
変
し

て
ゐ
た
」［
同
：
同
頁
］
と
あ
る
よ
う
に
、
書
物
か
ら
と
は
い
え
、
五
井
は
自
身
の
考
え
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

五
井
は
、
生
長
の
家
本
部
で
谷
口
の
講
話
を
聞
き
、「
谷
口
雅
春
先
生
の
講
話
の
内
容
の
素
晴
し
さ
と
、
そ
の
話
術
の
巧
み
さ
が
、
私
の
魂
を
し
つ
か
り
と

把
へ
て
い
つ
た
」［
同
：
四
一
頁
］、「
此
の
日
は
感
涙
の
う
ち
に
、
最
後
の
神
想
観
と
云
ふ
祈
り
の
行
事
を
終
つ
て
帰
宅
し
た
」［
同
：
四
三
頁
］
と
い
う
。
谷

口
の
教
え
に
心
酔
し
、
生
長
の
家
の
活
動
に
熱
心
と
な
っ
た
。「
近
辺
の
誌
友
に
呼
び
掛
け
て
支
部
結
成
に
奔
走
し
、
葛
飾
信
徒
会
を
つ
く
り
、
先
輩
を
会
長

に
し
て
、
私
は
副
会
長
に
な
り
、
生
長
の
家
光
明
思
想
普
及
に
一
身
を
捧
げ
つ
く
さ
う
と
、
熱
烈
な
意
気
で
同
志
獲
得
に
乗
り
出
し
て
ゐ
た
。
谷
口
雅
春
の
草
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履
取
り
に
な
ら
う
、
と
言
ふ
の
が
其
の
時
の
気
持
で
あ
っ
た
」［
同
：
四
四
頁
］
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
。

　

谷
口
の
書
物
を
読
ん
で
、「
生
命
の
実
相
の
根
柢

（
マ
マ
（を

流
れ
て
ゐ
る
、
人
間
神
の
子
、
実
相
円
満
完
全
、
人
間
の
本
来
性
に
は
悪
も
な
く
悩
み
も
病
苦
も
な
い

の
だ
、
と
喝
破
し
て
ゐ
る
そ
の
思
想
に
深
く
打
た
れ
」［
同
：
四
二
頁
］
て
、「
信
徒
会
」
の
副
会
長
に
な
り
、「
生
長
の
家
講
師
」
に
ま
で
な
っ
た
。
谷
口
の

思
想
の
「
影
響
」
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
三
）
萩
原
真（

（1
（

（
千
鳥
会
）

　

五
井
は
、「
私
は
幸
田
さ
ん
か
ら
Ｙ
氏
（
岡
田
の
弟
子
―
同
註
）
の
と
こ
ろ
で
Ｃ
会
（
千
鳥
会
―
同
註
）
と
云
ふ
神
霊
現
象
の
会
が
行
は
れ
る
事
を
聞
き
、

そ
の
会
の
会
員
と
な
つ
た
。
Ｃ
会
は
、
心
霊
科
学
協
会
（
日
本
心
霊
科
学
協
会（

（1
（

―
同
註
）
か
ら
分
れ
た
会
で
、
Ｈ
（
萩
原
―
同
註
）
霊
媒
と
Ｓ
（
塩
谷
信
男（

（1
（

―

同
註
）
博
士
を
中
心
に
発
足
し
た
ば
か
り
の
会
」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
八
八
―
八
九
頁
］
と
あ
る
よ
う
に
、
千
鳥
会
の
会
員
と
な
っ
た
。「
も
つ
と

高
度
な
神
霊
の
出
現
す
る
と
こ
ろ
を
識
り
た
い
、
と
思
つ
て
ゐ
た
」［
同
：
八
九
頁
］
と
入
会
の
動
機
を
述
べ
て
い
る
。

　

生
長
の
家
の
信
者
で
あ
り
つ
つ
、
現
実
の
具
体
的
問
題
を
打
開
す
る
「
超
人
的
力
」［
同
：
九
〇
頁
］
を
欲
し
て
い
た
五
井
で
あ
り
、
生
長
の
家
の
教
え
に
「
他

の
何
処
か
ら
か
、
そ
れ
に
プ
ラ
ス
す
る
力
を
得
た
い
、
と
切
望
す
る
気
持
に
な
つ
て
ゐ
た
」［
同
：
九
一
頁
］
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
千
鳥
会
は
、「
会
員
の
中
に
は
生
長
の
家
関
係
の
人
た
ち
が
、
か
な
り
顔
を
み
せ
て
ゐ
た
。」［
同
：
同
頁
］
と
い
う
よ
う
に
、「
生
長
の
家
関
係
」
の

人
た
ち
を
引
き
つ
け
て
い
た
。
五
井
も
含
め
て
こ
う
し
た
人
た
ち
は
、「
物
理
霊
媒
実
験
会
」
と
い
っ
た
「
心
霊
運
動
」
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

尚
、『
生
命
の
實
相
』
に
よ
る
と
谷
口
は
、
生
長
の
家
を
立
ち
上
げ
た
後
も
「
と
こ
ろ
で
生
長
の
家
出
版
部
で
も
昭
和
八
年
二
月
二
十
八
日
、
こ
の
物
理
的
心

霊
現
象
の
霊
媒
（
亀
井
三
郎（

（1
（

―
同
註
）
に
つ
い
て
招
霊
実
験
を
行
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す（

（1
（

。」
と
あ
る
よ
う
に
「
心
霊
」
に
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
。
世
界

救
世
教
、
生
長
の
家
、
日
本
心
霊
科
学
協
会
、
千
鳥
会
、
そ
し
て
五
井
に
お
い
て
は
、「
心
霊
」
と
い
う
関
心
を
同
じ
く
し
て
い
た
。

　

五
井
が
具
体
的
に
千
鳥
会
か
ら
得
た
も
の
は
、「
フ
ー
チ
（
五
井
は
〝
扶
糺
〟
と
表
記
。
扶
乩
の
こ
と
―
同
註
）」
だ
っ
た
。
千
鳥
会
の
「
交
霊
会
」
で
は
「
交

霊
会
の
始
ま
る
前
に
、
扶フ

ー
チ糺

を
受
け
る
人
々
の
申
込
み
が
あ
り
、
申
込
順
か
ら
定
め
ら
れ
た
人
員
だ
け
が
、
扶フ

ー
チ糺

を
受
け
る
事
に
な
つ
た
」［
同
：
九
二
頁
］

と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
頃
の
千
鳥
会
誌
に
は
、「
一
、
扶
乩　

当
日
御
希
望
ノ
方
ニ
扶
乩
ヲ
行
ヒ
マ
ス
。
約
十
名
内
外
ノ
予
定
デ
ス
。」
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［『
千
鳥
』
一
九
四
九
年
六
月
号
：
表
二
頁
］
と
あ
る
。
そ
し
て
五
井
も
フ
ー
チ
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
五
井
の
貰
っ
た
フ
ー
チ
に
は
、

　
　

百
知
不
及
一
真
実
行
（
百
知
は
一
真
実
行
に
及
ば
ず
〈「
百
知
は
及
ば
ず
、
一
真
実
行
」
と
も
読
め
る
―
同
註
〉）

　
　

誠
実
真
行
勝
万
理
識
（
誠
実
真
行
万
理
を
識
る
〈「
万
理
の
識
」「
万
の
理
識
」
と
も
読
め
る
―
同
註
〉
に
勝
る
）［

前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
九
二
頁
］

と
書
か
れ
て
あ
っ
た
、
と
い
う
。「
こ
の
言
葉
は
私
に
と
つ
て
非
常
に
有
益
な
も
の
で
あ
つ
た
事
を
今
に
し
て
は
つ
き
り
思
ふ
の
で
あ
る
」［
同
：
同
頁
］
と
述

懐
し
て
い
る
。
千
鳥
会
で
も
ら
っ
た
フ
ー
チ
は
、
五
井
に
と
っ
て
「
非
常
に
有
益
な
も
の
」
と
し
て
「
影
響
」
を
与
え
た
。

　
　
　
　
（
四
）
心
霊
研
究
グ
ル
ー
プ

　

岡
田
、
谷
口
、
萩
原
ら
、「
大
本
系
」
の
流
れ
に
あ
っ
た
教
祖
は
「
心
霊
」
の
知
識
の
吸
収
に
つ
と
め
て
い
た
。
同
様
に
「
大
本
系
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る

五
井
も
、
国
内
外
の
心
霊
思
想
に
関
心
を
示
し
、
学
ん
で
い
た
。
戦
後
ま
も
な
い
頃
、
尊
敬
す
る
岡
田
や
谷
口
が
、「
魂
」
や
「
霊
界
」
に
つ
い
て
著
述
し
て

い
た
「
影
響
」
を
受
け
、「
私
は
其
の
頃
を
機
と
し
て
霊
界
幽
界
の
研
究
と
、
人
間
の
真

（
（マ

（
マ
マ
（（毘
（
神
）
を
求
め
る
必
死
永
生
の
第
一
歩
を
進
め
た
」［
前
掲
書
、
五

井　

一
九
五
五
：
三
〇
頁
］
と
述
べ
て
い
る
。「
色
々
な
霊
媒
を
尋
ね
て
、
霊
魂
の
存
在
を
確
め
た
り
、
心
霊
問
題
を
取
扱
つ
た
図
書
を
探
し
歩
い
た
り
し
て
」

［
同
：
四
〇
頁
］
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
私
は
以
前
か
ら
、
心
霊
科
学
協
会
（
日
本
心
霊
科
学
協
会
―
同
註
）
の
物
理
現
象
実
験
会
に
参
加
し
て
ゐ
て
、
メ
ガ
ホ
ン
が
飛
ん
だ
り
、
机
が

動
き
出
し
た
り
、
時
折
り
霊
魂
の
声
を
聞
か
さ
れ
た
り
し
て
ゐ
た
」［
同
：
八
九
頁
］、「
私
は
其
の
頃
（
一
九
四
九
〈
昭
和
二
四
〉
年
一
月
頃
―
同
註
）
迄
に
種
々

の
行
者
や
霊
媒
に
も
会
ひ
、
様
々
な
霊
現
象
を
見
た
り
、
生
長
の
家
の
本
や
、
外
国
の
翻
訳
本
に
よ
つ
て
、
心
霊
に
関
す
る
智
識
は
か
な
り
も
つ
て
ゐ
る
つ
も

り
で
い
た
」［
同
：
九
四
―
九
五
頁
］、
と
記
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
を
見
れ
ば
、
心
霊
思
想
の
「
影
響
」
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
と
い
え
る
。

　

五
井
の
側
近
に
よ
る
と
、
財
団
法
人
日
本
心
霊
科
学
協
会
の
粕
川
章
子（

（1
（

や
、
心
霊
研
究
団
体
「
菊
花
会
」
の
小
田
秀
人
と
も
交
流
が
あ
っ
た
、
と
い
う
。
小

田
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
前
掲
『
あ
る
日
の
五
井
先
生
』
に
、
次
の
回
顧
録
が
あ
る
。



9（

　
　

�　

五
井
先
生
か
ら
お
呼
び
が
か
か
っ
て
昱
修
庵
の
お
部
屋
に
伺
っ
た
の
は
、
た
し
か
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
）
の
春
先
の
頃
で
し
た
。
先
生
が
白

い
角
封
筒
を
お
示
し
に
な
っ
て
、「
こ
こ
へ
行
っ
て
き
な
さ
い
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。封
筒
の
中
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
一
通
の
案
内
状
が
入
っ
て
お
り
、

そ
れ
は
心
霊
研
究
会
で
あ
る
菊
花
会
の
総
会
が
深
川
の
富
岡
八
幡
宮
で
開
か
れ
る
と
い
う
内
容
で
し
た
。

　
　

�　

菊
花
会
は
小
田
秀
人
氏
が
主
宰
し
て
い
る
日
本
で
有
数
の
心
霊
研
究
会
で
、
五
井
先
生
が
そ
の
会
員
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
先
生
は
角
封
筒
と

は
別
に
二
つ
の
祝
儀
袋
も
お
出
し
に
な
っ
て
私
に
託
さ
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
会
費
で
し
た
が
、
も
う
一
つ
は
お
祝
い
金
で
し
た
。（
中
略
）

　
　

�　
（
略
）…
、ま
さ
か
五
井
先
生
が
菊
花
会
の
会
員
で
心
霊
研
究
の
応
援
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、私
が
先
生
の
ご
指
示
で
交
霊
会
に
出
席
し
た
と
は
、

村
田
長
老
に
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
　

�　

心
霊
研
究
を
通
し
て
宗
教
的
世
界
維
新
運
動
に
生
涯
を
か
け
て
お
ら
れ
る
真
摯
で
誠
実
な
小
田
秀
人
氏
に
、
五
井
先
生
は
惜
し
み
な
い
声
援
を
送
っ
て

お
ら
れ
た
の
で
す
。
昭
和
五
十
五
年
八
月
、
五
井
先
生
が
ご
帰
神
に
な
ら
れ
た
時
の
葬
儀
に
、
弔
問
者
の
一
人
と
し
て
小
田
秀
人
氏
の
姿
を
お
見
か
け
い

た
し
ま
し
た
。［
前
掲
書
、
清
水　

二
〇
〇
七
〈
二
〇
〇
六
〉
：
一
一
二
―
一
一
五
頁
］

　

こ
の
よ
う
に
、
五
井
は
菊
花
会
の
会
員
と
な
り
、
同
会
お
よ
び
小
田
の
「
心
霊
研
究
」
に
物
心
両
面
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
日
本
心
霊
科

学
協
会
の
粕
川
は
、
五
井
が
提
唱
し
た
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
の
英
訳
を
最
初
に
行
っ
た（

11
（

、
と
い
う
［
五
井
の
側
近
］。
心
霊
研
究
グ
ル
ー
ブ
・
人
脈
を
と
お

し
て
、
五
井
の
終
生
に
至
る
ま
で
、
心
霊
思
想
の
「
影
響
」
が
及
ん
で
い
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

三
、「
教
義
」
に
み
ら
れ
る
他
教
団
か
ら
の
「
影
響
」

　
「
教
義
」
の
形
成
過
程
を
見
る
と
、
会
が
宗
教
法
人
化
し
た
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
ま
で
に
、
五
井
の
「
教
え
」
は
お
お
む
ね
固
ま
っ
て
い
た
。
機
関

誌
『
白
光
』
の
創
刊（

1（
（

後
、
早
々
に
「
祈
り（

11
（

」
と
「
教
義
」
が
誌
上
に
掲
載
さ
れ
、
小
さ
な
変
化
は
あ
る
が
、
大
々
的
な
変
更
は
な
い
。

　

現
在
の
「
教
義
（
人
間
と
真
実
の
生
き
方
、
と
い
う
題
で
掲
載
―
同
註
）」
を
以
下
に
記
す
。
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人
間
と
真
実
の
生
き
方

　
　

�　

人
間
は
本
来
、
神
の
分わ

け
み
た
ま霊

で
あ
っ
て
、
業ご

う

生し
ょ
う

で
は
な
く
、
つ
ね
に
守し

ゅ

護ご

霊れ
い

、
守し

ゅ

護ご

神じ
ん

に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

�　

こ
の
世
の
な
か
の
す
べ
て
の
苦
悩
は
、
人
間
の
過か

去こ

世せ

か
ら
現
在
に
い
た
る
誤あ

や
ま

て
る
想そ

う

念ね
ん

が
、
そ
の
運
命
と
現
わ
れ
て
消
え
て
ゆ
く
時
に
起
る
姿
で

あ
る
。

　
　

�　

い
か
な
る
苦
悩
と
い
え
ど
現
わ
れ
れ
ば
必
ず
消
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
消
え
去
る
の
で
あ
る
と
い
う
強
い
信
念
と
、
今
か
ら
よ
く
な
る
の
で
あ
る
と

い
う
善ぜ

ん

念ね
ん

を
起
し
、
ど
ん
な
困
難
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
自
分
を
赦ゆ

る

し
人
を
赦
し
、
自
分
を
愛
し
人
を
愛
す
、
愛
と
真ま

こ
と

と
赦
し
の
言げ

ん

行こ
う

を
な
し
つ
づ
け

て
ゆ
く
と
と
も
に
、
守
護
霊
、
守
護
神
へ
の
感
謝
の
心
を
つ
ね
に
想
い
、
世
界
平
和
の
祈
り
を
祈
り
つ
づ
け
て
ゆ
け
ば
、
個
人
も
人
類
も
真し

ん

の
救す

く

い
を
体た

い

得と
く

出
来
る
も
の
で
あ
る
。［『
白
光
』
二
〇
一
五
年
九
月
号
：
巻
頭
頁
］

　
「
教
義
」
が
初
め
て
記
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
一
二
月
一
五
日
付
の
「
宗
教
法
人
五
井
先
生
讃
仰
会
設
立
公
告
」
に
お
い
て
で
あ
り
、『
白

光
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
。
以
下
、「
公
告
」
中
の
「
教
義
」
の
箇
所
を
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　

教　
　

義

　
　

�　

人
間
は
本
来
、
神
の
分
霊
で
あ
つ
て
、
業
生
で
は
な
く
常
に
守
護
霊
、
守
護
神
に
よ
つ
て
守
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
世
の
中
の
す
べ
て
の
苦

悩
は
、
人
間
の
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
誤
て
る
想
念
が
、
其
の
運
命
と
現
は
れ
て
消
え
て
ゆ
く
時
に
起
る
姿
で
あ
る
。
如
何
な
る
苦
悩
と
い
へ
ど
現
は
れ

れ
ば
必
ず
消
え
去
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
消
え
去
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
強
い
信
念
と
、
今
か
ら
よ
く
な
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
善
念
を
起
し
、
ど
ん
な
困
難

の
中
に
あ
つ
て
も
愛
と
真
と
許
し
の
言
行
を
な
し
つ
づ
け
て
ゆ
く
と
共
に
、
守
護
霊
、
守
護
神
へ
の
感
謝
の
心
を
常
に
想
ひ
つ
づ
け
て
ゆ
け
ば
、
人
間
は

真
の
救
ひ
を
体
得
出
来
る
も
の
で
あ
る
。（

マ
マ
（と
説
く
。［『
白
光
』
一
九
三
〇
年
一
月
号
：
二
六
頁
］

　

同
讃
仰
会
を
宗
教
法
人
と
し
て
設
立
す
る
に
あ
た
り
、
申
請
の
た
め
五
井
に
「
教
義
」
の
執
筆
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
場
で
短
時
間
（
二
〇
分
ほ
ど
）

で
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
［
前
掲
書
、
清
水　

二
〇
〇
七
〈
二
〇
〇
六
〉
：
二
一
五
頁
］。
す
で
に
こ
の
時
点
ま
で
に
五
井
の
中
で
「
教
義
」
は

ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
は
、
五
井
昌
久
の
「
思
想
」
す
な
わ
ち
「
教
義
」
の
形
成
に
み
ら
れ
る
他
教
団
か
ら
の
「
影
響
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
教
義
」
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中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
ご
と
に
、
あ
ら
た
め
て
他
教
団
か
ら
の
「
影
響
」
を
確
認
し
た
い
。

　

①
「
神
の
分
霊
」

　

五
井
は
、
生
長
の
家
に
つ
い
て
「
人
間
神
の
子
、
実
相
円
満
完
全
、
人
間
の
本
来
性
に
は
悪
も
な
く
悩
み
も
病
苦
も
な
い
の
だ
、
と
喝
破
し
て
ゐ
る
そ
の
思

想
に
深
く
打
た
れ
た
」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
四
二
頁
］
と
述
べ
、「
教
義
」
の
中
で
人
間
が
「
神
」
と
同
質
の
「
神
の
分
霊
（
神
の
子
）」
と
言
っ

て
い
る
。
真
の
道
で
も
『
導
き
の
栞
』
に
お
い
て
「
私
た
ち
は
神
の
子
で
あ
り
、
神
か
ら
生
命
を
授
け
ら
れ
た
人
間
は
、
神
の
本
質
に
通
ず
る
も
の
を
み
な
持
っ

て
い
る
神
聖
な
存
在（

11
（

」
と
、
生
長
の
家
同
様
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
大
本
」
で
も
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
「
お
筆
先
」（『
大
本
神
諭
』）
で

「
も
と
は
神
の
直じ

き

系じ
き

の
分わ

け
み
た
ま霊

が
さ
ず
け
て
あ
る
ぞ
よ（

11
（

。」
と
あ
る
。
世
界
救
世
教
も
『
天
国
の
礎
』
で
「
人
は
神
の
子
で
あ
り
、
神
の
宮
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

既き

説せ
つ

の
ご
と
く
そ
れ
は
神
か
ら
受じ

ゅ

命め
い

さ
れ
た
す
な
わ
ち
神
の
分ぶ

ん

霊れ
い

を
有
し
て
い
る
か
ら
で（

11
（

、」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
述
「
大
本
系
」（「
神
道
系
」）
教

団
に
お
い
て
、「
神
の
分
霊
」
の
教
え
は
共
通
認
識
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ど
の
教
団
か
ら
の
「
影
響
」
と
い
う
よ
り
は
、
共
有
す
る
考
え
方
、
と
い
え
る
。

　

②
「
守
護
霊
、
守
護
神
に
守
ら
れ
て
い
る
」

　
「
大
本
」
で
は
、「
守
護
霊
」
と
言
わ
ず
「
守
護
神
」
と
言
う
が
、
世
界
救
世
教
、
生
長
の
家
、
千
鳥
会
（
真
の
道
）
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
考
え
で
あ

る
。
地
上
の
人
間
は
、
そ
う
し
た
存
在
に
四
六
時
中
守
ら
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
前
述
の
教
団
が
お
お
む
ね
受
け
入
れ
て
い
た
内
外
の
「
心
霊
運
動
」
の
「
影

響
」
を
五
井
も
同
じ
く
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

③
「
苦
悩
は
現
わ
れ
て
消
え
て
ゆ
く
姿
」

　

五
井
は
、
自
身
の
「
光
明
思
想
」
と
し
て
、
こ
の
教
え
を
打
ち
出
し
た
。「
悪
と
現
は
れ
、
不
幸
と
現
は
れ
て
き
た
環
境
は
す
べ
て
過
去
世
の
誤
つ
た
想お

も
ひ念

や
行
ひ
が
今
現
は
れ
て
消
え
て
ゆ
く
姿
な
の
で
、
何
も
恐
る
る
事
は
な
い
。
消
え
れ
ば
必
ず
、
そ
れ
だ
け
魂
が
浄
ま
つ
て
、
運
命
が
開
い
て
く
る
」［
前
掲
書
、

五
井　

一
九
五
五
：
一
四
九
頁
］
と
い
う
。
生
長
の
家
の
谷
口
が
説
い
た
「
精
神
分
析（

11
（

」
は
、
現
在
の
悪
や
不
幸
の
「
原
因
」
は
現
在
生
き
る
人
の
心
の
誤
り

に
あ
る
（「
三
界
唯
心
所
現
」）、
と
し
た
。
こ
の
教
え
に
よ
っ
て
、
不
幸
な
状
態
に
あ
る
信
徒
は
自
ら
の
心
（
あ
る
い
は
、
他
の
信
徒
の
心
）
を
責
め
る
傾
向

が
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
考
え
方
と
し
て
、「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
と
い
う
教
え
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
の
だ
っ
た
。
五
井
は
、
現
在
の
人

間
の
せ
い
で
は
な
く
、（
人
間
の
「
霊
魂
」
が
永
遠
で
、
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
）
そ
の
人
の
「
過
去
世
」
の
想
念
や
行
い
に
誤
り
が
あ
っ
て
、
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そ
れ
が
「
業
」
と
し
て
現
在
現
わ
れ
て
い
る
、
と
し
た
。
そ
し
て
、
不
幸
で
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
不
幸
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
で
「
過
去
世
の
悪
業
」
が
消

え
て
ゆ
く
、「（
悪
）
業
」
が
消
え
れ
ば
そ
れ
だ
け
魂
が
浄
ま
り
運
命
が
開
い
て
ゆ
く
、
と
未
来
を
「
光
明
」
方
向
に
と
ら
え
る
よ
う
導
い
た
。
生
長
の
家
に
出

合
っ
た
初
期
の
頃
は
、
谷
口
に
心
酔
し
「
三
界
唯
心
所
現
」
の
教
え
を
本
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
受
け
取
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
、
こ
の
教
え
の
マ
イ

ナ
ス
面
に
気
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。問
題
は
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
心
や
言
葉
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
世
界
を
現
わ
す
と
い
う
ほ
う
で
は
な
く
、「
不
幸
な
現
わ
れ〈
果
〉」

を
も
た
ら
し
た
原
因
を
「
心
の
誤
り
」
に
求
め
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
谷
口
の
「
精
神
分
析
」
で
あ
り
、
五
井
は
こ
れ
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、「
人

間
神
の
子
」（
実
相
論
）
と
「
心
の
影
」（
現
象
論
）
の
二
つ
の
教
え
か
ら
生
ま
れ
る
葛
藤
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
結
果
的
に
、
五
井
は
「
実
相
論
」
一
本
で

い
く
こ
と
を
選
択
し
、
そ
れ
が
五
井
の
「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
と
い
う
教
え
だ
っ
た
。「
教
義
」
の
主
要
部
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
そ
う
し
た
五
井
の
主
張
の
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
と
い
う
考
え
方
が
五
井
の
独
創
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
全
く
そ
う
と
は
言
え

な
い
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、
谷
口
は
『
聖
経　

四し

部ぶ

経き
ょ
う』

中
、「
聖
経　

続
々
『
甘
露
の
法
雨
』」
で
「
肉
体
に
激
変
起
る
と
も
恐
る
る
こ
と
勿
れ
。
高
く
建

ち
た
る
建
物
の
壊く

だ

く
る
と
き
に
は
轟
然
た
る
響
を
発
せ
ん
。
そ
の
轟
然
た
る
響
に
も
似
た
る
病
変
は
高
く
建
ち
た
る
汝
の
過
去
の
迷
い
の
消
ゆ
る
響
な
り
。
迷

い
の
建
物
低
け
れ
ば
激
動
少
し
。
迷
い
の
建
物
高
け
れ
ば
激
動
多
し
。
さ
れ
ど
此
ら
の
病
変
を
恐
る
る
こ
と
勿
れ
。
壊
く
る
も
の
は
汝
自
身
に
非
ず
し
て
「
迷

い
」
な
り（

11
（

。」
と
記
し
て
あ
る
。
前
の
引
用
文
の
「
建
物
」「
迷
い
」
を
「
業
」
と
置
き
換
え
る
と
、
肉
体
の
病
変
（
病
気
）
は
業
が
「
壊
け
る
（
消
え
て
ゆ
く
）」

姿
、
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
場
合
、「
過
去
の
迷
い
」
の
「
過
去
」
を
「
過
去
世
」
の
意
味
で
言
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、「
迷
い
（
業
）」

の
消
え
て
ゆ
く
姿
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。『
大
和
の
国　

日
本
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
終
戰
後
の
神
示
（
一
九
四
五
年
一
一
月
二
七
日
未
明

神
示
）」
に
も
、「
こ
れ
か
ら
八
十
禍
津
日
神
、
大
禍
津
日
神
な
ど
色
々
の
禍
が
出
て
來
る
が
、
そ
れ
は
、
日
本
が
『
穢き

た
な

き
』
心
に
な
つ
て
ゐ
た
と
き
の
汚
れ

が
落
ち
る
働
き
で
あ
る
か
ら
憂
ふ
る
こ
と
は
な
い
。こ
の
禊
祓
に
よ
つ
て
日
本
國
の
業
が
消
え
、眞
に
淨
ま
つ
た
日
本
國
に
な
る
の
で
あ
る（

1マ
（

。」と
あ
る
。禍（
ま

が
）
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
国
の
）
業
が
消
え
、
浄
ま
る
、
と
い
う
の
は
五
井
の
「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
の
教
え
と
似
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
五
井
は
、「
其
の
頃
（
一
九
四
六
〈
昭
和
二
一
〉
年
九
月
頃
―
同
註
）
の
私
は
、
生
長
の
家
の
真
理
の
言
葉
、
生
命
の
実
相
に
書
か
れ
て
あ
る
様
々

な
説
明
を
隈
な
く
と
云
ふ
程
覚
え
て
ゐ
た
。」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
五
八
頁
］
と
い
う
。
戦
後
ま
も
な
く
か
ら
熱
狂
的
と
も
い
え
る
生
長
の
家
信
奉

者
だ
っ
た
五
井
で
あ
る
か
ら
、
生
長
の
家
の
経
典
で
あ
る
『
聖
経
』（「
続
々
甘
露
の
法
雨
」
は
一
九
四
三
〈
昭
和
一
八
〉
年
一
一
月
発
表（

11
（

）
や
前
述
「
終
戰
後
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の
神
示
」
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
と
い
う
「
教
義
」
に
お
い
て
も
、
い
く
ら
か
生
長
の
家
・
谷
口
の
「
影
響
」

が
考
え
ら
れ
る
。

　

岡
田
か
ら
の
「
影
響
」
は
よ
り
明
確
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、「
毒
素
の
中
に
は
先
天
的
、
即
ち
先
祖
か
ら
の
罪
穢
れ
、
過
去
世
の
業
の
現
は
れ
、
と
薬

毒
に
よ
る
も
の
と
が
あ
つ
て
、」「
熱
を
発
し
て
体
が
苦
し
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
毒
素
の
浄
化
で
あ
つ
て
け
つ
し
て
悪
い
状
態
で
は
な
い
、
人
間
の
体
が
浄

ま
つ
て
ゆ
く
作
用
で
あ
る
。」［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
二
二
頁
］
と
、
五
井
は
岡
田
の
「
理
論
」
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、「
私
は
其
の
理
論
に
す
つ

か
り
共
感
し
た
」［
同
：
同
頁
］
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、「
毒
素
」
の
中
に
「
過
去
世
の
業
の
現
は
れ
」
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
現
わ
れ
て

（
肉
体
が
）
苦
し
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
毒
素
が
「
浄
化
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
「
浄
ま
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ま
さ
に
五
井
の
「
教
義
」
の
「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
道
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
病
気
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
過
去
世
の
業
の

浄
化
」
と
い
う
の
は
、
岡
田
の
「
理
論
」
か
ら
の
「
影
響
」
と
見
て
も
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

④
「
信
念
、
善
念
」

　
「（
苦
悩
は
―
同
註
）
消
え
去
る
の
で
あ
る
と
い
う
強
い
信
念
」
と
「
今
か
ら
よ
く
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
善
念
」
を
起
す
よ
う
、
五
井
は
「
教
義
」
の
中
で

説
い
て
い
る
。「
光
明
思
想
」
の
点
で
、
生
長
の
家
の
教
え
の
「
影
響
」
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
谷
口
は
前
掲
『
聖
経　

四
部
経
』「
聖
経　

天
使
の
言
葉
」

で
「
信
念
を
変
う
れ
ば
ま
た
そ
の
相す

が
たも

変
化
せ
ん
」［
前
掲
経
本
、
谷
口　

二
〇
一
二
：
二
九
頁
］、「
汝
ら
常
に
『
健け

ん

』
を
念
じ
て
『
病や

ま
い』

を
念
ず
る
こ
と
勿な

か

れ
。」

［
同
：
三
四
頁
］
と
記
し
て
あ
る
。
ま
た
、『
聖
光
録
』
に
収
録
の
「『
生
長
の
家
』
信
徒
行
持
要
目
」
に
も
、「
五
、
常
に
人
と
事
と
物
と
の
光
明
面
を
見
て

暗
黒
面
を
見
る
べ
か
ら
ず（
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。」
と
あ
る
よ
う
に
、
考
え
方
は
同
様
で
あ
る
。

　

⑤
「
自
分
を
赦
し
人
を
赦
し
、
自
分
を
愛
し
人
を
愛
す
」、「
愛
と
真
と
赦
し
の
言
行
」

　

五
井
は
生
長
の
家
の
信
徒
時
代
を
振
り
返
り
、「
自
己
に
相
対
す
る
人
間
の
心
の
間
違
ひ
を
、
精
神
分
析
的
心
の
法
則
論
で
、
し
き
り
に
責
め
立
て
て
ゐ
る
」

［
前
掲
書
、
五
井　

一
九
五
五
：
七
六
頁
］、「
人
間
の
弱
点
に
切
り
込
む
責
め
道
具
、
心
の
法
則
と
云
ふ
精
神
分
析
を
教
へ
込
む
生
長
の
家
思
想
」［
同
：

七
七
頁
］、「
赦
し
の
心
、
愛
の
心
に
非
常
な
雲
が
か
か
つ
て
し
ま
ふ
。」［
同
：
七
八
頁
］
と
述
べ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
五
井
自
身
の
教
え
は
「
現
在
の
人

間
の
中
に
一
点
の
悪
を
も
認
め
ぬ
愛
と
赦
し
の
教
な
の
で
あ
る
。」［
同
：
七
九
頁
］
と
い
う
。
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ま
た
、
五
井
は
『
失
望
の
な
い
人
生
』
に
お
い
て
、「
人
間
は
、
善
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自
分
の
誤
ち
を
責
め
裁
き
や
す
い
。（
中
略
）
そ
こ
で
私
は
、

私
の
教
義
の
中
に
、
自
分
を
赦
し
と
い
う
一
行
を
加
え
た
の
で
あ
る（

1（
（

。」
と
記
し
て
い
る
。

　

会
の
初
期
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
、「
教
義
」
に
、「
自
分
を
赦
し
人
を
赦
し
、
自
分
を
愛
し
人
を
愛
す
、」［『
白
光
』
一
九
五
七
年
二
月
号
：
表
二
頁
］

の
文
言
が
挿
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、「
心
の
法
則
論
（
精
神
分
析
）」
を
用
い
て
自
分
や
他
人
を
責
め
裁
き
が
ち
だ
っ
た
と
い
う
生
長
の
家
の
教
え
を
振
り
返
っ

て
の
反
省
（
教
訓
）
と
も
受
け
取
れ
る
。
谷
口
の
説
い
た
「
精
神
分
析
」
の
教
え
を
見
直
す
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
を
責
め
ず
他
人
も
責
め
な
い
、
自
分
も
他

人
も
赦
し
愛
す
る
、
と
い
う
「
教
義
」
に
結
び
つ
い
た
、
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
千
鳥
会
で
五
井
が
も
ら
っ
た
フ
ー
チ
の
と
お
り
、
谷
口
の
よ
う
な
豊
富
な
知
識
（
百
知
、
万
理
識
）
よ
り
も
「
愛
と
真
と
赦
し
の
言
行
」（
一
真

実
行
、
誠
実
真
行
）
を
重
ん
じ
た
。
こ
れ
も
、
他
教
団
（
千
鳥
会
、
生
長
の
家
等
）
か
ら
の
「
影
響
」
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　

四
、
お
わ
り
に

　

五
井
は
、
こ
れ
ま
で
論
述
し
て
き
た
よ
う
に
複
数
の
宗
教
家
か
ら
思
想
的
影
響
を
受
け
た
。
そ
う
し
た
影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
五
井
の
根
本
思
想
に
つ
い
て

述
べ
た
い
。
筆
者
は
、
五
井
の
思
想
的
中
心
は
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
と
考
え
る
。
生
長
の
家
や
真
の
道
と
い
っ
た
教
団
に
も
「
祈
り
」
が
多
数
存
在
す
る
。

し
か
し
、
五
井
は
複
雑
・
難
解
で
あ
る
こ
と
を
避
け
、「
祈
り
」
を
単
純
化
し
、「
祈
り
」
を
一
つ
と
し
た
。
こ
の
「
祈
り
」
の
大
衆
化
の
方
向
性
は
、
生
長
の

家
・
谷
口
ら
の
「
祈
り
」
の
煩
瑣
な
と
こ
ろ
を
解
消
し
た
。「
単
純
化
傾
向
」（
津
城　

一
九
九
〇
：
八
五
頁
）
へ
向
か
っ
た
の
は
、
反
面
教
師
的
に
谷
口
ら
の

「
影
響
」
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
教
義
」
の
中
に
書
か
れ
て
あ
る
が
、
五
井
は
こ
の
祈
り
言
葉
（
と
な
え
言
葉
）
を
通
し
て
、
個
人
の
幸
福
と
人
類
の
平
和
が
同
時
に
成
就
す
る
、
と
い
う
。

『〔
縮
刷
版
〕
新
宗
教
事
典　

本
文
篇
』
の
「
と
な
え
言
葉
」
の
項（

11
（

を
参
照
す
る
と
、
新
宗
教
教
団
ご
と
に
様
々
な
「
と
な
え
言
葉
」
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

五
井
の
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
は
、「
頻
繁
に
繰
り
返
し
と
な
え
ら
れ
る
言
葉
」（
前
掲
書
、
井
上
ほ
か
編　

一
九
九
四
：
三
六
一
頁
）
に
該
当
す
る
が
、
新
宗

教
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
系
統
に
属
す
る
教
団
の
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
ほ
か
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
っ
た
「
と
な
え
言
葉
」
と
一
線
を
画
す
も
の
が
あ
る
。
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そ
れ
は
、
五
井
の
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ
を
問
わ
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
こ
の
「
と
な
え
言
葉
」
を
想
う
こ
と
で
個
人
の
平
安
・
人
類
の
平
和
を

も
た
ら
す
、
と
説
く
点
に
あ
る
。
五
井
は
「
心
霊
主
義
」
の
考
え
方
同
様
に
、「
想
念
波
動
」
を
重
視
す
る
。「
想
念
」
に
お
い
て
人
類
の
平
和
を
願
う
「
世
界

平
和
の
祈
り
」
を
通
し
て
、
世
界
人
類
の
平
和
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
世
界
平
和
の
祈
り
」
と
い
う
「
と
な
え
言
葉
」
を
、

平
和
運
動
に
お
い
て
最
も
有
効
な
方
法
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
祈
り
に
よ
る
世
界
平
和
達
成
運
動
」（
同
：
五
八
三
―
五
八
四
頁
）
こ
そ
、
五
井
の
思
想

の
根
本
、
根
幹
で
あ
り
、
新
宗
教
史
上
に
お
い
て
他
教
団
と
分
け
る
独
特
の
（
ユ
ニ
ー
ク
な
）
思
想
を
持
つ
教
団
（
教
祖
）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
教
祖
・
五
井
昌
久
を
メ
イ
ン
に
し
た
思
想
研
究
は
本
格
的
に
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
五
井
の
教
団
は
生
長
の
家
か
ら
分

派
し
た
教
団
だ
が
、
他
教
団
か
ら
の
思
想
的
影
響
に
つ
い
て
、
関
連
文
献
を
示
し
て
具
体
的
に
「
影
響
」
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
稿
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
を
指
摘
し
た
意
義
は
大
き
い
と
考
え
る
。

　
「
影
響
」
と
括
弧
付
き
で
記
述
し
た
の
は
、
数
値
で
正
確
に
定
量
化
し
て
表
す
こ
と
が
難
し
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
文
献
か
ら
該
当

箇
所
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
お
お
か
た
の
人
が
客
観
的
に
「
影
響
」
と
し
て
納
得
し
得
る
よ
う
な
論
証
が
行
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
り
わ
け
意
義
深
い
の
は
、
五
井
の
思
想
形
成
に
あ
た
り
、
世
界
救
世
教
の
「
浄
化
作
用
」
と
い
う
考
え
方
の
「
影
響
」
が
鮮
明
に
見
え
て
き
た
こ
と
で
あ

る
。
五
井
自
身
は
〝
独
創
的
な
教
え
〟
と
し
て
「
消
え
て
ゆ
く
姿
」
と
い
う
も
の
を
説
い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
考
え
方
と
似
た
教
え
は
他
の
教

祖
（
谷
口
、
岡
田
）
に
よ
っ
て
も
説
か
れ
て
い
る
。
違
い
は
、
五
井
の
ほ
う
が
自
ら
の
「
教
義
」
の
柱
と
し
て
「
消
え
て
ゆ
く
姿
の
教
え
」
を
前
面
に
押
し
出

し
強
調
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
世
界
救
世
教
で
は
、「
浄
化
作
用
」
が
は
っ
き
り
と
説
か
れ
、
同
様
の
教
え
は
世
界
救
世
教
か
ら
分
派
し
た
教
団
群
に

も
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
崇
教
真
光
や
世
界
真
光
文
明
教
団
な
ど
世
界
救
世
教
系
教
団
で
あ
る
。「
浄
化
理
論
」
に
つ
い
て
は
、
教
祖
の

思
想
研
究
に
関
す
る
課
題
と
し
て
、
岡
田
茂
吉
の
『
明
日
の
醫
術
』
を
読
み
直
し
精
査
す
る
な
ど
し
て
、
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
生
長
の
家
、
世
界
救
世
教
、
千
鳥
会
、
心
霊
研
究
グ
ル
ー
プ
等
と
「
影
響
関
係
」
の
線
が
結
べ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
世
界
救
世
教
の
信
者
と

し
て
「
手
か
ざ
し
」
を
行
っ
て
い
た
五
井
の
こ
と
を
、「
世
界
救
世
教
に
近
い
人
物
」
と
見
る
心
霊
研
究
グ
ル
ー
プ
関
係
者
も
い
る
。
分
派
の
概
念
で
は
な
く
、

そ
の
思
想
的
実
践
的
類
似
性
か
ら
、「
大
本
系
」
に
「
世
界
救
世
教
系
」
を
加
味
し
て
考
え
る
余
地
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
尚
、
白
光
真
宏
会
の
草
創
期

の
会
員
に
は
、
生
長
の
家
の
信
徒
の
ほ
か
世
界
救
世
教
の
信
者
、
日
本
心
霊
科
学
協
会
会
員
だ
っ
た
人
も
含
ま
れ
て
い
た
。
戦
前
、
日
立
製
作
所
の
工
場
に
五
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井
が
勤
務
し
て
い
た
時
に
『
明
日
の
醫
術
』
を
五
井
に
渡
し
た
女
性
は
、
世
界
救
世
教
の
信
者
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
白
光
真
宏
会
の
講
師
と
な
っ
た
。

　

五
井
に
対
す
る
思
想
的
影
響
を
考
え
る
と
き
、
幼
少
時
よ
り
様
々
な
「
影
響
」
が
存
在
し
、
そ
の
強
弱
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
他
教
団
以
外
に
も
、
歴
史
上

の
偉
人
、
親
族
等
、
広
く
と
れ
ば
数
え
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
本
論
文
で
は
、
敗
戦
か
ら
の
数
年
間
、
特
に
五
井
が
「
宗
教
遍
歴
」
し
た
時
に
受
け
た
「
他
教
団
（
教
祖
ら
）
か
ら
の
思
想
的
影
響
」
に
焦
点
を
絞
っ

た
。
こ
の
時
期
に
五
井
が
接
し
た
世
界
救
世
教
（
岡
田
）、
生
長
の
家
（
谷
口
）、
千
鳥
会
（
萩
原
）、
心
霊
運
動
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
）
が
、
の
ち
の
白

光
真
宏
会
（
五
井
）
の
思
想
形
成
に
お
い
て
「
影
響
」
を
与
え
た
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
の
「
影
響
」
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
出

来
た
。

　

最
後
に
、
教
祖
の
思
想
形
成
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
新
宗
教
教
団
の
教
祖
が
す
べ
て
「
天
啓
」
に
よ
っ
て
全
く
新
し
い
独
自
の
教
え
を
生
み
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
団

お
よ
び
教
祖
が
そ
の
独
自
性
・
独
創
性
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
教
祖
が
「
教
義
」
を
打
ち
立
て
る
に
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
思
想
か
ら
の
「
影
響
」
が
存
在
す

る
。
こ
れ
は
、
ど
の
教
団
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
五
井
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

教
団
の
系
統
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
白
光
真
宏
会
は
「
大
本
系
」
で
あ
り
、「
大
本
」
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
元
（
源
）

の
「
大
本
」
教
団
に
向
か
っ
て
遡
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、「
思
想
的
影
響
因
子
（〝
大
本
Ｄ
Ｎ
Ａ
〟
の
よ
う
な
も
の
）」
が
存
在
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
大
本
系
」
な
ら
で
は
の
思
想
的
特
徴
が
同
系
教
団
群
の
な
か
に
伝
播
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
全
て
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
た
い

へ
ん
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
大
本
系
」
に
当
て
ら
れ
て
い
る
教
団
各
々
の
思
想
特
徴
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
各
教
団
の
主
要
教
典
に

ア
ク
セ
ス
し
、
思
想
を
分
析
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
は
、
五
井
が
所
属
し
た
教
団
や
出
会
っ
た
人
物
（
教
祖
）
に
限
ら
ず
、
広
く

他
の
「
大
本
系
」
教
団
と
の
思
想
比
較
の
中
で
、
共
通
す
る
「
思
想
的
因
子
」
を
見
出
し
て
い
き
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。「
大
本
系
」
教
団
群
に
お
い
て
、

時
代
が
下
り
な
が
ら
、
教
祖
（
思
想
家
）
間
で
そ
う
し
た
「
因
子
」
の
継
承
が
行
わ
れ
て
き
た
、
と
の
仮
説
を
検
証
す
る
。
こ
の
検
証
に
お
い
て
、
常
に
留
意

す
る
の
は
、
教
祖
・
五
井
昌
久
の
思
想
と
の
〝
連
結
点
〟
で
あ
る
。
ど
う
い
う
思
想
が
、
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経
て
、
五
井
の
思
想
へ
と
至
っ
た
の
か
を
解
明

し
た
い
。
目
論
見
と
し
て
は
、「
大
本
系
」
ゆ
え
に
、「
霊
」
の
思
想
、「
霊
界
」
思
想
に
着
目
し
な
が
ら
、
個
別
に
他
の
「
大
本
系
」
教
団
教
祖
の
思
想
を
検
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討
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、「
大
本
系
」
教
団
群
お
け
る
白
光
真
宏
会
・
五
井
昌
久
の
思
想
的
位
置
付
け
を
行
う
。
本
研
究
を
深
め
る
こ

と
で
、
新
宗
教
教
団
に
お
け
る
「
大
本
系
」
の
思
想
的
特
徴
が
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
各
教
団
の
文
献
を
横
断
的
に
閲
覧
し
て
「
共
通
の
思
想
因

子
」
を
見
出
し
、
新
宗
教
研
究
が
さ
ら
に
一
歩
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　
　
　

註

（
1
）　�

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
「
五
井
先
生
讃
仰
会
」
と
し
て
結
成
さ
れ
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
に
宗
教
法
人
化
。
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
に
「
宗
教
法
人
白
光
真

宏
会
」
と
名
称
変
更
し
た
。
本
部
は
千
葉
県
市
川
市
に
あ
っ
た
が
、
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
に
静
岡
県
富
士
宮
市
へ
移
っ
た
。
同
会
関
係
者
に
よ
る
と
、
国
内
の
会
員
数
は
、

二
万
人
程
度
と
い
う
。

（
2
）　�

五
井
あ
る
い
は
白
光
真
宏
会
を
扱
っ
た
学
術
論
文
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
キ
サ
ラ
「
新
宗
教
の
平
和
思
想
‐
一
般
信
徒
の
意
識
と
行
動
」（〈
博
士
論
文
：
東
京
大
学
〉、
一
九
九
四
年
）、

熊
田
一
雄
「
宗
教
心
理
複
合
運
動
に
お
け
る
医
療
化
の
問
題
―
―
白
光
真
宏
会
の
場
合
―
―
」（『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
九
号
、
愛
知
学
院
大
学
、
一
九
九
九
年
）、

熊
田
一
雄
「
白
光
真
宏
会
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
―
規
範
か
ら
の
自
由
に
つ
い
て
―
―
」（
愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
編
『
人
間
文
化
：
愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
一
五
号
、
愛
知
学
院
大
学
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）、
岡
本
圭
史
「
出
来
事
を
生
み
出
す
教
団
機
関
誌
：
一
九
七
〇
年
代
の
白
光
真
宏
会
の
事
例
か
ら
」（
日
本
宗
教
学
会
編
『
宗

教
研
究
』
第
八
四
巻
第
四
輯
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、
岡
本
圭
史
「
信
仰
を
支
え
る
も
の
：
白
光
真
宏
会
に
お
け
る
信
者
達
の
実
践
と
語
り
」（
日
本
宗
教
学
会

編
『
宗
教
研
究
』
第
八
六
巻
第
一
輯
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
二
年
六
月
）、
等
あ
る
が
数
は
少
な
い
。
書
籍
で
は
、
津
城
寛
文
『
鎮
魂
行
法
論
―
―
近
代
神
道
世
界
の
霊
魂

論
と
身
体
論
』（
春
秋
社
、
一
九
九
〇
年
）、
沼
田
健
哉
『
宗
教
と
科
学
の
ネ
オ
パ
ラ
ダ
イ
ム
―
新
新
宗
教
を
中
心
と
し
て
―
』（
創
元
社
、
一
九
九
五
年
）
等
の
中
に
お
い
て
、

五
井
昌
久
の
生
涯
の
概
要
・
教
え
と
行
法
・
白
光
真
宏
会
の
活
動
に
つ
い
て
の
基
礎
的
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
教
団
系
統
」
の
位
置
付
け
に
関
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
先
行

研
究
を
参
照
し
た
。
①
村
上
重
良
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
七
二
年
（
第
二
版
第
二
刷
）（
第
二
版
第
一
刷
は
一
九
六
三
年
）、
②
井
上
順
孝
・
孝
本
貢
・
塩

谷
政
憲
・
島
薗
進
・
対
馬
路
人
・
西
山
茂
・
吉
原
和
男
・
渡
辺
雅
子
共
著
『
新
宗
教
研
究
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
、
③
井
上
順
孝
・
孝
本
貢
・
対
馬

路
人
・
中
牧
弘
允
・
西
山
茂
編
『
新
宗
教
教
団
・
人
物
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
。
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（
3
）　�

宗
教
法
人
大
本
に
は
二
人
の
教
祖
が
お
り
、
出
口
な
お
（
一
八
三
六
―
一
九
一
八
）
を
「
開
祖
」、
出
口
王
仁
三
郎
（
一
八
七
一
―
一
九
四
八
）
を
「
聖
師
」
と
呼
ぶ
。

一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
の
な
お
の
「
神
が
か
り
」
を
大
本
の
歴
史
の
始
ま
り
と
す
る
。
同
教
団
の
信
者
あ
る
い
は
同
教
団
に
関
係
の
あ
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
、
多
く
の
新
宗

教
教
団
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

（
4
）　�

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
立
教
。
谷
口
雅
春
（
一
八
九
三
―
一
九
八
五
）
が
宗
教
法
人
生
長
の
家
の
初
代
総
裁
（
創
始
者
）。
同
年
三
月
、『
生
長
の
家
』
誌
を
発
刊
、『
聖
経�

甘
露
の
法
雨
』『
生
命
の
實
相
』
な
ど
多
数
の
刊
行
物
を
出
し
て
い
る
。
山
梨
県
北
杜
市
に
同
法
人
国
際
本
部
（
生
長
の
家
〝
森
の
中
の
オ
フ
ィ
ス
〟）
が
あ
る
。
総
本
山
は
長
崎

県
に
あ
る
。

（
5
）　�

教
祖
は
、
岡
田
茂
吉
（
一
八
八
二
―
一
九
五
五
）。
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
、
大
日
本
観
音
会
の
名
称
で
立
教
。
そ
の
後
、
教
団
名
称
を
変
更
し
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）

年
、
宗
教
法
人
世
界
救き

ゅ
う

世せ
い

教
と
な
る
。「
浄
霊
」
と
い
う
掌
か
ざ
し
、
自
然
農
法
、
芸
術
活
動
を
推
進
し
た
。

（
6
）　

清
水
勇
『
あ
る
日
の
五
井
先
生
』
オ
ン
ブ
ッ
ク
、
二
〇
〇
七
年
（
第
二
刷
）（
初
版
第
一
刷
は
二
〇
〇
六
年
）、
二
一
―
二
二
頁
。

（
7
）　

五
井
昌
久
『
天
と
地
を
つ
な
ぐ
者
』
宗
教
法
人
五
井
先
生
讃
仰
会
、
一
九
五
五
年
（
非
売
品
）。
五
井
の
前
半
生
の
自
叙
伝
で
あ
る
。

（
8
）　

一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
、「
日
本
浄
化
療
法
」
設
立
［
世
界
救
世
教
教
学
部
編
『
世
界
救
世
教
』
熱
海
商
事
、
一
九
七
三
年
：
二
二
七
頁
］。

（
9
）　

正
し
い
題
は
『
明
日
の
醫
術
』。
岡
田
茂
吉
『
明
日
の
醫
術
』（
第
一
編
・
第
二
編
・
第
三
編
）
志
保
澤
武
、
一
九
四
三
年
（
非
売
品
）
を
参
照
。

（
10
）　�

西
園
寺
昌
美
（
一
九
四
一
―
）
は
、
宗
教
法
人
白
光
真
宏
会
第
二
代
（
現
）
会
長
。
琉
球
王
朝
の
子
孫
・
尚
誠
の
長
女
。
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
、
五
井
の
養
女
と
な
っ
た

（
旧
姓
名
：
尚
悦
子
）。
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
、
西
園
寺
公
望
の
曽
孫
・
西
園
寺
裕
夫
と
結
婚
し
た
。

（
11
）　

西
園
寺
昌
美
『
明
日
は
も
っ
と
素
晴
し
い
』
白
光
真
宏
会
出
版
局
、
一
九
八
六
年
（
十
版
）（
初
版
は
一
九
七
九
年
）、
一
頁
。

（
12
）　�

谷
口
の
訳
書
と
は
、
原
著Being�and�Becom

ing

を
翻
訳
的
に
紹
介
し
た
『
新
百
事
如
意
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
谷
口
雅
春
『
新
百
事
如
意
』
光
明
思
想
普
及
會
、
一
九
四
〇

年
（
普
及
廉
價
版
再
發
行
）（
初
版
は
一
九
三
八
年
）、
五
―
九
頁
を
参
照
。

（
13
）　�

萩
原
真
（
一
九
一
〇
―
一
九
八
一
）。
宗
教
法
人
真
の
道
の
初
代
教
え
主
。
真
の
道
の
前
身
は
千
鳥
会
。
自
伝
等
に
よ
れ
ば
、
岩
倉
鉄
道
学
校
卒
業
後
、
中
国
に
渡
っ
た
。
帰
国

の
翌
年
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
、「
霊
能
」
が
出
現
し
た
と
い
う
。
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
よ
り
、「
霊
能
者
」「
霊
媒
」
と
し
て
「
心
霊
実
験
」「
交
霊
会
」
を
重
ね
た
。

（
14
）　�

日
本
心
霊
科
学
協
会
は
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
一
二
月
に
発
足
し
、
翌
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
二
月
よ
り
機
関
誌
『
心
霊
研
究
』
を
刊
行
。
以
後
、
現
在
ま
で
同
誌
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は
毎
月
発
行
さ
れ
て
い
る
。
協
会
設
立
の
初
期
（
例
え
ば
一
九
四
七
年
八
月
）
に
は
「
霊
媒
」（
萩
原
や
津
田
江
山
）
に
よ
る
「
物
理
的
心
霊
実
験
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
15
）　�

塩
谷
信
男
（
一
九
〇
二
―
二
〇
〇
八
）。
東
京
大
学
医
学
部
卒
、
医
学
博
士
。
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
五
月
、
東
京
・
渋
谷
に
内
科
医
院
を
開
設
。
塩
谷
は
医
院
を
開
業
し
た

年
か
ら
、
手
掌
よ
り
の
「
放
射
線
」
を
研
究
し
、
治
療
に
応
用
し
て
い
た
、
と
い
う
。
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
萩
原
と
と
も
に
千
鳥
会
を
立
ち
上
げ
た
。

（
16
）　�

亀
井
三
郎
。「
物
理
霊
媒
者
」。
浅
野
和
三
郎
（
一
八
七
四
―
一
九
三
七
）
と
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
接
触
し
た
際
、
当
時
二
七
歳
ぐ
ら
い
だ
っ
た
亀
井
は
浅
野
に
い
く
つ
か

の
「
心
霊
現
象
」
を
披
露
し
た
、
と
い
う
。
小
田
秀
人
（
一
八
九
六
―
一
九
八
九
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
一
一
月
三
日
、
亀
井
が
小
田
に
話
を
持
ち
か
け
る
形

で
一
緒
に
「
菊
花
会
」
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

（
17
）　

谷
口
雅
春
『
生
命
の
實
相　

頭
注
版　

第
一
〇
巻
』
日
本
教
文
社
、
一
九
八
二
年
（
四
五
版
）（
初
版
は
一
九
六
三
年
）、
一
二
二
頁
。

（
18
）　�「
真
毘
」
は
、
直
霊
、
直
毘
、
真
霊
と
も
書
け
る
。
五
井
は
法
話
に
お
い
て
、「
な
お
ひ
、
な
お
び
」「
ち
ょ
く
れ
い
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。「
直
霊
（
五
井
は
真
毘
と
書
い
て
あ

る
が
同
じ
）」
と
い
う
語
を
用
い
て
「
神
（
実
相
、
神
性
、
本
心
）」
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。

（
19
）　�

粕
川
章
子
（
一
八
八
七
―
一
九
六
九
）
は
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
一
二
月
一
日
か
ら
、
逝
去
し
た
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
四
月
一
二
日
ま
で
、
日
本
心
霊
科
学
協
会

の
理
事
で
あ
っ
た
。
海
外
の
「
心
霊
」
関
係
書
の
翻
訳
を
手
が
け
た
。

（
20
）　�

五
井
の
側
近
に
よ
る
と
、
機
関
誌
『
白
光
』
一
九
五
八
年
三
月
号
誌
上
に
、
粕
川
の
英
訳
に
よ
る
（M

ay�peace�prevail�on�earth!　

で
始
ま
る
）「
世
界
平
和
の
祈
り
（O

ur�

Prayer

）」
が
初
め
て
掲
出
さ
れ
た
、
と
い
う
。
同
誌
三
二
頁
に
掲
載
。

（
21
）　

機
関
誌
『
白
光
』
創
刊
号
は
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
一
〇
月
一
五
日
に
刊
行
。

（
22
）　�『
白
光
』
の
創
刊
前
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
頃
に
、
五
井
は
、
あ
る
程
度
定
型
化
さ
れ
た
「
祈
り
言
葉
」
を
会
員
に
提
示
し
て
い
る
。
翌
年
中
に
祈
り
の
形
が
定
ま
っ
て

お
り
、
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
に
は
定
着
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
二
月
の
号
で
は
巻
頭
で
「
教
義
」
と
並
べ
て
、「
世
界
平
和
の
祈
り
」
を
注
釈
付
き
で
掲
載
し
て

い
る
。
現
在
の
「
祈
り
」
す
な
わ
ち
「
世
界
平
和
の
祈
り
」
の
文
言
は
次
の
通
り
。「
世
界
人
類
が
平
和
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
／
日
本
が
平
和
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
／
私

わ
た
く
し

達た
ち

の

天て
ん

命め
い

が
完ま

っ
とう

さ
れ
ま
す
よ
う
に
／
守し

ゅ

護ご

霊れ
い

様さ
ま

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
／
守し

ゅ

護ご

神じ
ん

様さ
ま

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」［『
白
光
』
二
〇
一
五
年
九
月
号
：
表
二
頁
］。

（
23
）　

中
川
崇
風
『
小
冊
子　

導
き
の
栞　

N
o.�3　

真
の
道
の
祈
り
―
祈
ぎ
言
の
解
説
―
』
真
の
道
、
一
九
七
〇
年
、
二
頁
。

（
24
）　

大
本
祭
教
院
編
『
大
本
神
諭
』
第
一
集
、
大
本
教
典
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
（
第
四
刷
）（
第
一
刷
は
一
九
六
八
年
）、
一
六
頁
。
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（
25
）　

世
界
救
世
教
編
『
天
国
の
礎
』
メ
シ
ア
ニ
カ�

ゼ
ネ
ラ
ル
、
一
九
七
九
年
（
改
訂
新
版
第
六
刷
）、
七
〇
頁
。

（
26
）　

谷
口
雅
春
編
著
『
精
神
分
析
の
話
』
光
明
思
想
普
及
會
、
一
九
四
一
年
一
一
月
（
二
版
）（
初
版
は
同
年
六
月
）
を
参
照
。

（
27
）　

谷
口
雅
春
『
聖
経　

四
部
経
』
光
明
思
想
社
、
二
〇
一
二
年
、
九
一
―
九
二
頁
。

（
28
）　

谷
口
雅
春
『
大
和
の
国　

日
本
―
―
占
領
下
の
啓
示
と
そ
の
後
の
論
策
』
日
本
教
文
社
、
一
九
九
七
年
（
一
〇
版
）（
初
版
は
一
九
八
三
年
）、
一
六
頁
。

（
29
）　

生
長
の
家
本
部
編
『
生
長
の
家
五
十
年
史
』
日
本
教
文
社
、
一
九
八
〇
年
、「
年
表
」
七
六
八
頁
を
参
照
。

（
30
）　

生
長
の
家
本
部
編
『
聖
光
録
（
生
長
の
家
家
族
必
携
）』
日
本
教
文
社
、
一
九
六
八
年
（
改
訂
版
四
版
）（
初
版
は
一
九
五
三
年
）、
一
〇
三
頁
。

（
31
）　

五
井
昌
久
『
失
望
の
な
い
人
生
』
白
光
真
宏
会
出
版
本
部
、
一
九
九
六
年
（
九
版
）（
初
版
は
一
九
七
七
年
）、
一
二
三
頁
。

（
32
）　�

石
井
研
士
「
と
な
え
言
葉
」（
井
上
順
孝
・
孝
本
貢
・
対
馬
路
人
・
中
牧
弘
允
・
西
山
茂
編
『〔
縮
刷
版
〕
新
宗
教
事
典　

本
文
篇
』
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
、
三
六
一
―
三
六
三

頁
）
を
参
照
。


