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一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
の
春
頃
で
あ
ろ
う
か
。
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
、
当
時
東
京
に
あ
っ
た
村
松
良
寛）

1
（

は
、
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
に
て
安
息
日
礼
拝
を
傍
聴
し
た
。
そ
の
様
子
を
村
松
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る）

2
（

。

　
　

 

帰
途
柳
橋
の
辺
を
彷
徨
す
是
日
や
安
息
日
に
し
て
処
々
に
耶
蘇
教
講
義
の
牌
を
掲
ぐ
る
を
観
る
即
ち
某
教
会
堂
に
至
り
名
刺
を
投
じ

て
傍
聴
を
請
い
堂
に
入
り
暫
時
休
息
す
時
已
に
至
れ
ば
一
の
美
少
年
堂
隅
の
テ
イ
ブ
ル
に
倚
り
て
音
楽
を
奏
す
其
声
鏘
々
と
し
て
衆

人
の
耳
朶
に
透
徹
し
聞
者
皆
形
ち
を
攝
め
威
儀
を
正
す
堂
中
之
が
為
に
寂
々
た
り
少
焉
あ
り
て
教
員
は
徐
々
と
し
て
出
て
堂
の
中
央

に
立
ち
信
徒
に
賛
美
歌
を
称
え
し
む
（
此
間
凡
そ
二
十
五
分
間
な
り
）
而
し
て
伍
を
分
ち
列
を
正
し
大
都
四
伍
を
以
て
一
列
と
し
其

　
　
明
治
前
期
に
お
け
る
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
観

　
　
　
―『
明
教
新
誌
』
を
中
心
に
―

星　

野　

靖　

二　
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2

次
第
順
序
を
以
て
之
に
教
授
す
其
弁
舌
実
に
滔
々
乎
た
り
叮
嚀
反
復
訓
語
惇
々
恰
か
も
慈
母
の
乳
児
に
於
け
る
が
如
し
信
徒
一
人
と

し
て
倦
厭
の
色
を
顕
す
も
の
あ
る
こ
と
な
し
偖
又
授
業
の
畢
る
や
異
口
同
音
に
称
へ
て
曰
く
天
主
我
に
幸
福
を
与
え
玉
へ
と
後
再
び

賛
美
歌
を
唱
へ
跪
拝
を
な
し
各
自
解
散
せ
り
其
粛
整
実
に
感
服
せ
り
而
し
て
余
も
共
に
堂
を
出
て
忽
々
舎
に
帰
り
先
つ
燈
を
点
じ
案

に
倚
り
て
熟
々
彼
が
挙
動
を
感
賞
し
て
止
ま
ず
且
つ
我
教
法
の
将
来
如
何
を
思
惟
し
て
終
宵
眠
に
就
く
を
得
ず）

3
（

こ
こ
で
村
松
は
、
説
教
を
す
る
牧
師
が
懇
切
丁
寧
に
教
え
を
説
き
、
ま
た
信
者
た
ち
も
そ
れ
を
熱
心
に
聞
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

「
感
服
」
し
た
と
記
し
、
翻
っ
て
仏
教
の
現
状
に
鑑
み
、「
我
教
法
の
将
来
」
を
考
え
て
眠
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
寄
書
に 

「
最
早
今
日
に
在
り
て
は
只
々
之
﹇
＝
キ
リ
ス
ト
教
﹈
を
撲
滅
す
る
の
籌
あ
る
の
み
」
と
あ
る
よ
う
に
、
村
松
は
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に

対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
村
松
の
「
感
服
」
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

視
点
を
変
え
て
み
る
な
ら
ば
、
仏
教
者
が
キ
リ
ス
ト
教
者
の
宗
教
実
践
を
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
禁
教
の
時
代
を
経
た
明
治
前
期

の
日
本
に
お
い
て
新
た
に
生
じ
た
事
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
当
時
仏
教
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教

観
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
明
治
期
の
代
表
的
な
通
宗
派
的
仏
教
新
聞
で
あ
る
『
明
教
新
誌）

4
（

』
を
用
い
、
一
八
八
〇
年
代

の
同
紙
上
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
関
す
る
叙
述
を
通
し
て
、
そ
れ
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

何
故
に
そ
の
検
討
を
行
う
の
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
先
に
本
稿
に
お
い
て
用
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
二

点
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、『
明
教
新
誌
』
上
の
同
時
代
語
と
し
て
は
「
耶
蘇
」、「
切
支
丹
」、「
基
督
教
」、「
外
教
」、「
西
教
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

本
稿
で
用
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
た
語
に
何
が
含
ま
れ
て
い

た
の
か
、
例
え
ば
論
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
、
更
に
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は
そ
も
そ
も
何
が
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。

　

第
二
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
本
稿
に
お
い
て
用
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
は
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己

理
解
と
し
て
「
正
し
い
」、
あ
る
い
は
「
正
統
」
な
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
一
般
論
と
し
て
、
こ
の

時
期
の
日
本
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
が
書
き
手
と
読
み
手
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
必
ず
し
も
前

提
で
き
な
い）

5
（

。
そ
し
て
よ
り
限
定
的
に
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
基
本
的
に
仏
教
者
に

よ
っ
て
述
べ
ら
れ
、
か
つ
僧
侶
を
中
心
と
す
る
仏
教
者
に
向
け
て
発
信
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た）

6
（

。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の 

「
正
し
さ
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
批
判
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
そ
の
「
正
し
さ
」
を
問
わ
ず
に
可
能
な
限
り
広
く

捉
え
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
叙
述
を
検
討
し
て
い
く
。

ǽ
ǽ
ץ
ᭉ
ᜫ
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Ɂ
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次
に
、一
八
八
〇
年
代
の
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
観
を
検
討
す
る
と
い
う
本
稿
の
問
題
設
定
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
一
八
八
〇
年
代
の
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
つ
い
て
、そ
こ
に
近
世
以
来
の
邪
教
意
識
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る）

7
（

。
し
か
し
、

近
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
邪
教
意
識
に
つ
い
て
、
大
橋
幸
泰
は
キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
の
実
態
を
指
し
示
す
「
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
、
史
料
用

語
で
あ
る
「
切
支
丹
」
と
を
区
別
し
、
前
者
と
切
り
離
さ
れ
た
仮
構
と
し
て
の
後
者
が
、
秩
序
を
乱
す
邪
と
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
な
が
ら

近
世
期
を
通
し
て
肥
大
化
し
て
い
っ
た
と
論
じ
て
い
る）

8
（

。
ま
た
、
幕
末
維
新
期
の
「
耶
蘇
」
表
象
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
否
定
的
な
含
意
に

お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
が
必
ず
し
も
実
態
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
か
ず
、
既
存
の
村
落
共

同
体
の
秩
序
や
そ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
揺
る
が
す
と
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
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そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
実
態
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
切
り
離
さ
れ
た
邪
教
意
識
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
実
態
と
し
て
の
キ
リ
ス

ト
教
の
存
在
と
摺
り
合
わ
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
大
橋
の
言
葉
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
「
切
支
丹
」
は
、
再
び
日
本

社
会
に
可
視
的
な
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
交
渉
し
、
変
容
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
純
に 

「
切
支
丹
」
か
ら
「
キ
リ
シ
タ
ン
」
へ
の
移
行
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
層
と
し
て
重
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
実
態
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
表
象
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
一
つ
の
目
的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
目
的
を
前
提
と
し
て
置
い
た
上
で
、
一
八
八
〇
年
代
と
い
う
時
代
設
定
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
明

治
政
府
は
江
戸
幕
府
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
政
策
を
引
き
継
い
だ
が
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
禁
制
の
高
札
を
撤
去
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
さ
ま
に
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
が
全
面
的
に
解
禁
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
黙
許
」

と
い
う
状
態
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
の
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
来
日
外
国
人
宣
教
師
か
ら
教
え
を
受
け
た
日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
が
、
日
本
各
地
で
伝
道

活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
禁
教
下
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
」
は
基
本
的
に
社
会
の
中
で
可
視

的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
」
は
次
第
に
可
視
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
仏
教
界
に
目
を
向
け
る
と
、
例
え
ば
通
仏
教
的
な
仏
教
結
社
に
よ
る
仏
教
演
説
や
そ
の
出
版
な
ど
を
通
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
に 

知
識
人
教
化
の
動
き
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
が
試
み
て
い
た
知
識
人
教
化
へ
の
対
抗
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の

で
も
あ
っ
た）
10
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
仏
教
者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
の
活
動
に
つ
い
て
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
、
更
に
は
冒
頭
に

引
用
し
た
例
の
よ
う
に
実
際
に
礼
拝
に
参
加
す
る
な
ど
と
い
っ
た
体
験
を
も
す
る
中
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
よ
う
な
「
キ
リ
ス
ト
教
」 

に
関
す
る
叙
述
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
近
世
以
来
の
邪
教
観
が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
は 
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5 明治前期における仏教者のキリスト教観

確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
見
聞
や
体
験
を
通
じ
た
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
変
化
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
検
討
し
た
い
。

ǽ
ǽ
а
ᚐ
ᆅ
ሱ
Ⱦ
ȷ
ȗ
ȹ

　

一
八
八
〇
年
代
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
に
お
い
て
排
耶
論
と
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る）
11
（

。
他
方
、
こ
の
時
期
の
仏
教
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
あ
る
意
味
で
島
地
黙
雷
と
井
上
円
了
の
間
の
空
隙）
12
（

と
し
て
、

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
充
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
の
母
体
と
な
っ
た
結
社
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ

り）
13
（

、
ま
た
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
と
の
関
わ
り
で
排
耶
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
た
り）
14
（

、
排
耶
論
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ

て
い
た
り
も
す
る）
15
（

。
こ
れ
ら
は
貴
重
な
研
究
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
反
キ
リ
ス
ト

教
運
動
と
重
な
り
な
が
ら
、
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
仏
教
者
た
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
目
を
向
け
る
こ
と
と
す
る
。

ǽ
ǽ
̝
ǽ
˵
ଡ଼
ɥ
ɔ
ȣ
ɞ

͍

ม

　

本
論
に
入
る
前
に
、
時
代
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
一
つ
の
事
例
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
八
〇
年
代
は
キ

リ
ス
ト
教
者
た
ち
の
活
動
が
よ
り
活
発
化
す
る
時
期
で
あ
り
、
街
頭
で
の
演
説
会
な
ど
も
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
六
月
一
一
日
に
、
組
合
教
会
の
牧
師
、
沢
山
保
羅
ら
を
弁
士
と
し
て
大
阪

で
「
耶
蘇
大
説
教
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
月
、
浄
土
宗
僧
侶
の
浅
野
義
順
と
蓮
本
自
聴）
16
（

は
、
キ
リ
ス
ト
教
者
が
説
教
会

を
開
催
す
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
意
見
書
を
大
阪
府
知
事
建
野
郷
三
に
提
出
す
る）
17
（

。
三
度
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も 
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6

回
答
が
な
か
っ
た
た
め
、
浅
野
ら
は
訴
訟
を
起
こ
し
、
以
下
の
三
点
を
訴
え
た
。

　

第
一
に
キ
リ
ス
ト
教
は
未
だ
に
「
公
許
」
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
居
留
地
の
外
で
、
公
的
な
活
動
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
、
第
二
に
説
教
は
教
導
職
に
限
る
と
い
う
布
達）
18
（

が
あ
る
以
上
、
教
導
職
で
な
い
も
の
に
説
教
す
る
こ
と
を
認
め
て
は
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
上
記
二
点
に
つ
い
て
、
大
阪
府
が
周
知
さ
せ
、
監
督
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た）
19
（

。

　

同
年
一
二
月
一
七
日
、
こ
の
訴
状
は
却
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
と
第
三
の
点
に
つ
い
て
、
宗
教
行
政
の
あ
り
方

に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
所
轄
の
官
庁
に
申
し
入
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
訴
訟
で
問
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と

さ
れ
た）
20
（

。
ま
た
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
、「
該
布
達
は
神
仏
二
道
の
説
教
を
指
摘
し
た
る
に
過
ぎ
ず
」（『
明
教
新
誌
』
一
二
六
二
号
、

一
八
八
一
年
一
二
月
二
六
日
）
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
は
、
神
道
で
も
仏
教
で
も
な
い
の
で
布
達
の
対
象
外
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
キ
リ
ス
ト
教
は
「
黙
許
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
大
阪
に
お
い
て

は
、
公
の
場
で
キ
リ
ス
ト
者
が
説
教
を
行
う
こ
と
が
違
法
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
教

導
職
制
度
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
仏
教
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
が
、
よ
り
自
由
に
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
訴
訟
の
顛
末）
21
（

は
、こ
の
時
期
の
大
阪
に
お
い
て
、仏
教
者
と
キ
リ
ス
ト
教
者
の
活
動
が
、現
実
的
に
競
合）
22
（

す
る
よ
う
な
局
面
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
の
伝
道
活
動
は
、
公
然
と
目
に
見
え
る
形
で

―
必
ず
し
も
公
的
な
介
入
に
よ
っ

て
停
止
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く

―
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
仏
教
者
た
ち
の
中
に
は
、
そ
う
し
た

キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
の
活
動
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
実
践
的
な
問
題
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
も
の
も
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
浅
野
自
身
も
こ
の
時
期
に
仏
教
演
説
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る）
23
（

。
以
下
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
キ
リ
ス
ト

教
」
に
関
す
る
叙
述
は
こ
う
し
た
文
脈
を
背
景
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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以
下
、
具
体
的
な
キ
リ
ス
ト
教
叙
述
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
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ま
ず
、
反
キ
リ
ス
ト
教
意
識
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
確
認
し
て
お
く
。
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
根

拠
と
し
て
は
、
政
治
的
な
意
味
で
の
国
害
論
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

例
え
ば
高
知
県
の
山
田
十
畆
の
手
に
な
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
論
が
寄
書
欄
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が）
24
（

、
そ
れ
は
「
西
教
排
除
」
の
論
で
あ

る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
西
洋
諸
国
と
結
び
つ
い
た
「
西
教
」
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
う

で
あ
る
が
故
に
、「
こ
の
悪
む
べ
き
西
教
を
信
ず
る
我
が
邦
人
は
日
本
の
罪
人
に
し
て
斬
首
す
る
も
尚
ほ
余
り
あ
り
噫
我
同
胞
兄
弟
よ
我

日
本
の
国
権
を
保
持
せ
ん
と
せ
ば
決
し
て
洗
礼
を
受
く
る
こ
と
勿
れ
」
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
日
本
の
国
権
」
を
阻
害
す
る
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
強
い
警
戒
感
を
述
べ
る
際
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
西
洋
諸
国
を
離
れ
て
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
教
え
と
し
て
優
れ
て
い
る
の
で
は
な
く）
25
（

、「
西
教
は
布
教
に
巧
み
に
し
て
儒
神
仏
教
は
布
教
に

妙
な
き
な
り
」
と
し
て
、
布
教
を
う
ま
く
行
っ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
主
た
る
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判

す
る
論
者
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
者
の
実
践
的
な
活
動

―
教
え
や
教
義
で
は
な
く

―
が
無
視
で
き
な
い
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
た
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
は
後
段
で
別
に
取
り
上
げ
る
。

　

ま
た
、
前
出
の
浅
野
義
順
に
よ
る
「
国
権
振
張
論
」
と
い
う
論
説
が
、
訴
訟
を
行
う
前
の
一
八
八
〇
年
六
月
の
寄
書
欄
に
掲
載
さ
れ
て
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8

い
る）
26
（

。
そ
こ
で
浅
野
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
ス
ペ
イ
ン
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ジ
ャ
ワ
島
へ
の
進
出
な
ど

に
触
れ
た
上
で
、
ニ
コ
ラ
イ
の
派
遣
は
日
本
の
属
国
化
を
謀
る
ロ
シ
ア
政
府
の
「
権
謀
術
策
」
で
あ
る
と
し
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
布
教
は
全
て
諸
外
国
の
政
治
上
の
思
惑
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
る）
27
（

。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
問

題
と
な
る
例
と
し
て
、「
吾
同
友
某
が
曾
て
自
か
ら
目
撃
し
た
る
所
」
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

或
る
洋
教
師
六
七
十
名
の
宗
徒
を
集
会
し
教
法
を
説
き
将
さ
に
神
聖
去
ん
と
す
る
と
き
其
懐
中
よ
り
我
天
皇
陛
下
の
真
像
を
出
し
之

を
宗
徒
の
前
に
投
じ
て
曰
く
踏
め
よ
踏
め
よ
踏
ま
ざ
る
者
は
未
に
天
主
教
の
尊
と
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
国
君
尊
と
き
者
に
あ
ら
ず
独

り
天
主
を
尊
と
き
も
の
と
す
踏
め
よ
踏
め
よ
と
是
に
お
ゐ
い
て
踏
み
た
る
も
の
あ
り
踏
ざ
る
も
の
あ
り
而
し
て
其
の
踏
み
た
る
も
の

半
に
あ
り
踏
ま
ざ
る
も
の
は
始
め
て
天
主
教
の
大
害
た
る
を
了
知
し
直
に
破
門
し
て
其
場
を
退
き
た
り）
28
（

浅
野
は
こ
れ
を
受
け
て
「
国
体
を
汚
し
国
辱
を
与
ふ
る
に
至
ら
し
め
た
る
も
の
」
で
あ
り
、「
内
国
教
導
職
た
る
も
の
豈
に
憤
懣
痛
息
す

る
所
な
か
ら
ん
や
」
と
し
て
い
る
。

　

他
に
も
中
古
治
郎
吉
に
よ
る
「
耶
蘇
教
の
弊
害
を
論
す
」
と
い
う
寄
書
に
お
い
て）
29
（

、
中
古
は
現
状
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
認
識
を
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
ま
ず
「
今
や
我
政
府
の
許
否
如
何
に
も
拘
は
ら
ず
各
地
に
其
会
堂
を
設
け
以
て
教
を
説
き
資
産
を
抛
ち
て
以
て
貧

民
を
賑
は
し
庠
序
を
備
て
以
て
子
弟
を
教
育
し
誘
導
提
撕
術
至
ら
ざ
る
所
な
き
が
如
し
」
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
貧
民
救
済
や
学
校
教

育
な
ど
を
通
し
て
、
人
々
を
教
え
導
く
術
に
長
け
て
い
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
「
而
し
て
巧
み
に
彼
の
十
字
架
空
の
妄
説
を
唱
ふ
る
を
以

て
魯
鈍
愚
蒙
の
徒
は
之
が
甘
辞
と
他
の
餌
と
に
心
酔
し
其
教
を
信
奉
し
洗
礼
と
や
ら
ん
を
受
け
妄
教
の
妄
信
者
と
な
る
も
の
日
に
其
数
の

多
き
を
加
ふ
る
を
見
る
」
と
続
け
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
い
て
い
る
教
え
は
「
彼
の
十
字
架
空
の
妄
説
」
で
あ
り
、
信
じ
る
者
は
愚
昧
の
民
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9 明治前期における仏教者のキリスト教観

で
あ
る
と
す
る
。

　

中
古
は
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
現
状
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
、「
宗
教
は
自
か
ら
好
て
之
を
信
ず
る
も
の
な
れ
ば
妄
教
に
ま
れ

真
教
に
ま
れ
其
信
不
信
は
毫
も
他
人
の
嵌
制
を
受
く
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
、
信
教
の
自
由
を
ひ
と
ま
ず
承
認
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教

え
の
優
劣
や
真
偽
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
教
法
の
勝
劣
」
で
は
な
く
「
我
邦
政
略
上
の
如
何
」
と
い
う
観
点
か

ら
見
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
掠
国
奪
地
」
を
目
的
と
す
る
「
最
大
害
物
」
で
あ
る
と
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ジ
ャ
ワ
島
の
事
例
を
例

と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
君
臣
の
義
を
殺
ぎ
父
子
の
親
を
屠
り
倫
理
を
乱
り
国
家
を
亡
す
は
該
教
よ
り
甚
し
き
は

な
し）
30
（

」
と
し
た
上
で
、
中
古
が
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
「
某
村
某
教
会
に
於
て
某
教
師
の
演
説
」
が
行
わ
れ
た
際
に
、
そ
の
教
師
が 

「
懐
よ
り
我
が
天
皇
陛
下
の
真
影
を
出
し
」、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
者
は
こ
れ
を
踏
め
と
い
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。

　

浅
野
と
中
古
の
議
論
の
内
容
に
は
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
共
に
当
時

の
一
般
的
な
認
識
を
反
映
し
て
い
る
と
し
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
両
者
共
に
キ
リ
ス
ト
教
教
師
が
天
皇
の
写
真
を
踏
む
よ
う
に

言
っ
た
と
い
う
出
来
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
実
際
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
確
認
す
る
術
は
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要

な
の
は
キ
リ
ス
ト
教
が
、
日
本
の
天
皇
に
よ
る
統
治
を
揺
る
が
し
う
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
排
撃
す
べ
き
も
の
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

後
に
浅
野
が
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
の
適
法
性
を
問
題
視
す
る
背
景
に
こ
う
し
た
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
秩
序
を
乱
す

も
の
と
い
う
近
世
に
お
け
る
邪
教
意
識
を
直
接
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
期
に

行
わ
れ
た
直
接
的
な
暴
力
を
伴
う
よ
う
な
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
は
、
こ
う
し
た
認
識
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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そ
れ
で
は
、
国
害
論
が
基
調
で
あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

概
観
的
に
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
は
取
る
に
足
ら
な
い
と
す
る
主
張
は
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
が）
31
（

、
そ
の
内
実
に
つ
い
て

立
ち
入
っ
た
考
察
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
排
撃
す
る
際
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
知
識
は
必
ず
し

も
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
多
少
な
り
と
も
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
な
ど
に
関
わ
る
よ
う
な
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。

　

ま
ず
、
意
図
は
ど
う
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
姿
勢
も
多
少
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し

て
い
た
笠
原
研
寿
が
「
異
教
勦
説
」
と
い
う
論
説
を
寄
稿
し
て
い
る）
32
（

。
こ
れ
は
「
三
位
説
の
遥
か
に
耶
蘇
死
後
に
生
熟
せ
し
と
見
る
べ
し
」

と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
説
は
必
ず
し
も
聖
書
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
イ
エ
ス
の
死
後
に
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
も
の
で
、
単
に
聖
書
の
語
句
だ
け
で
は
な
く
同
時
代
の
神
学
的
な
知
見
を
引
用
し
て
お
り
、
ま
た
全
体

の
論
調
と
し
て
も
弁
証
的
な
性
格
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
こ
の
時
期
の
『
明
教
新
誌
』
の
論
説
と
し
て
は
異
色
で
あ
る
が
、
連
載
は
未
完

と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
例
え
ば
一
八
八
一
年
八
月
の
雑
報
欄）
33
（

で
は
、
京
都
に
あ
る
護
浄
院
（
天
台
宗
、
上
京
荒
神
口
）
の
住
職
、
松
原
憲
純
が
「
耶
蘇

教
蔓
延
」
に
対
し
て
、自
修
社
と
い
う
結
社
を
設
立
し
、「
外
教
駁
撃
」
の
た
め
に
毎
週
火
曜
日
に
演
説
を
行
う
旨
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
際
に
「
殊
に
彼
を
知
り
我
を
守
る
の
主
義
に
由
り
て
や
時
々
同
志
社
の
耶
蘇
教
師
北
村
良
蔵
氏
を
招
き
て
耶
蘇
教
の
講
義
を
聞
き
社

員
一
同
之
を
討
論
し
て
追
々
入
社
の
人
員
も
増
加
す
る
由
」
と
付
記
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
者
を
招
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
話
を
し
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
護
浄
院
と
同
志
社
が
地
理
的
に
近
い
と
い
う
要
因
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
反
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
動
機
に
お
い
て
、
実
践
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
が
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に
設
立
さ
れ
た）
25
（

。
道
義
学
会
の
目
的
は
「
國
學
院
大
學
道
義
学
会
会
則）
26
（

」
に
「
本
会
ハ
広
ク
道
義
ノ
研
究
ヲ
行
ヒ
其
ノ
普
及
発
達
ヲ
図
リ

併
セ
テ
会
員
相
互
ノ
親
睦
ヲ
厚
ク
ス
ル
」（
第
三
条
）
と
あ
り
、
主
要
な
事
業
と
し
て
「
総
会
、
研
究
会
、
研
究
発
表
会
、
講
演
会
」
及
び 

「
会
報
ノ
発
行
、
親
睦
会
、
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
事
業
」
を
行
い
、
昭
和
八
年
か
ら
は
会
報
と
し
て
『
道
義
論
叢）

27
（

』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

初
期
の
活
動
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、『
國
學
院
雜
誌
』（
第
三
十
二
巻
八
号
、
大
正
十
五
年
八
月
）
の
第
四
回
例
会
（
於
國
學
院
大
學

道
義
学
科
研
究
室
）
の
記
事
に
は
、
会
長
・
筧
克
彦
、
評
議
員
・
小
柳
司
気
太
、
松
永
材
を
は
じ
め
、
道
義
学
会
会
員
の
他
、「
国
文
及
び 

国
史
学
科
学
生
数
名
予
科
生
七
名
専
攻
科
生
一
名
の
来
聴
あ
り
、
聴
講
者
総
計
二
十
有
余
」
と
あ
り
、
他
学
科
の
学
生
に
も
開
か
れ
た
会

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
同
記
事
は
「
同
会
の
特
色
の
一
二
を
挙
ぐ
れ
ば
内
は
十
数
名
の
若
き
学
徒
時
勢
の
潮
流
を
も
の
と
も

せ
ず
各
自
の
研
鑚
に
い
そ
し
み
各
々
他
日
の
大
成
を
期
し
外
は
又
本
学
教
授
講
師
に
し
て
或
は
評
議
員
と
し
て
或
は
特
別
会
員
と
し
て
燃

ゆ
る
が
如
き
熱
烈
さ
を
以
て
同
会
を
後
援
し
同
会
の
為
め
に
尽
力
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
者
な
ど
以
て
数
ふ
べ
し
。」
と
し
て
、
道
義
学
科
の

学
生
が
中
心
と
な
り
運
営
さ
れ
る
一
方
で
、
会
長
・
評
議
員
・
特
別
会
員
と
し
て
教
員
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
指
導
に
あ
た
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
ま
た
、
講
演
の
後
に
は
茶
菓
を
食
べ
な
が
ら
の
批
評
雑
談
や
晩
餐
会
が
行
わ
れ
、
道
義
学
会
は
、
道
義
学
科
の
振
興
を
担
う

と
と
も
に
他
学
科
と
の
交
流
の
場
と
し
て
も
機
能
し
た
。
ま
た
、
例
会
と
は
区
別
さ
れ
た
形
式
で
公
開
講
演
会）
28
（

も
開
催
す
る
ほ
か
、
倫
理

研
究
会
、哲
学
研
究
会
、輪
講
会
と
い
っ
た
勉
強
会
の
開
催
や
、教
員
引
率
の
も
と
散
策
旅
行
な
ど
も
行
わ
れ
、振
興
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

　

道
義
学
会
刊
行
の
『
道
義
論
叢
』（
第
一
輯
、
昭
和
八
年
）
に
は
、
小
柳
司
気
太
に
よ
る
「
発
刊
の
辞
」
が
掲
載
さ
れ
、
道
義
学
科
・

道
義
学
会
の
活
動
と
建
学
の
精
神
と
の
関
わ
り
が
説
か
れ
て
い
る）
29
（

。

　
　

 

本
学
は
、
以
前
学
部
の
一
と
し
て
、
道
義
科
の
設
備
あ
り
し
が
、
近
時
更
に
之
を
分
ち
て
哲
学
及
び
倫
理
の
二
門
を
開
き
、
幾
多
の

学
生
を
教
養
す
。
今
や
此
等
師
弟
相
与
に
一
団
と
な
り
、
本
誌
を
発
刊
し
て
、
大
い
に
建
学
の
精
神
を
発
揮
せ
ん
と
す
、
真
に
大
慶

無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
一
八
八
一
年
九
月
の
雑
報
欄
に
『
開
導
新
聞）
34
（

』
か
ら
の
転
載
と
し
て
、「
外
教
諸
派
の
中
に
も
尤
も
毒
焔
さ
か
ん

な
り
と
聞
け
る
希
臘
教
師
ニ
コ
ラ
イ
」
が
用
い
て
い
る
『
啓
蒙
式
』
と
い
う
小
冊
子
の
内
容
が
連
載
さ
れ
て
い
る）
35
（

。
こ
の
「
啓
蒙
式
」
は
、

正
教
に
入
信
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
受
洗
前
に
受
け
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
主
眼
は
正
教
の
教
義
の
理
解
を
問
い
、
確
認
す
る

こ
と
に
あ
り
、
例
え
ば
三
位
一
体
を
受
け
入
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
受
け
入
れ
る
と
い
う
答
え
を
返
す
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る）
36
（

。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
教
義
の
確
認
に
進
む
前
に
、
そ
れ
ま
で
に
関
わ
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
の

教
え
、
端
的
に
は
「
神
と
仏
と
の
虚
宗）
37
（

」
を
否
定
さ
せ
る
問
答）

38
（

が
あ
り
、
そ
れ
が
『
明
教
新
誌
』
上
に
転
載
さ
れ
て
い
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
大
部
分
は
正
教
の
基
本
的
な
教
義
に
関
わ
る
問
答
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
た
め
に
掲
載
し
て
い
る
文
書
が
、
逆
に
キ
リ

ス
ト
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
局
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
こ
の
時
期
の
『
明
教
新
誌
』
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
雑
誌
や
書
籍
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
一
八
八
一
年
一
一
月
の

雑
報
欄）
39
（

に
は
、
東
京
青
年
会
（
東
京
基
督
信
徒
青
年
会
）
が
一
八
八
〇
年
に
創
刊
し
た
『
六
合
雑
誌
』
に
つ
い
て
、
一
定
の
評
価
を
し
た

上
で
読
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
記
事
が
あ
る）
40
（

。
な
お
、『
明
教
新
誌
』
と
『
六
合
雑
誌
』
と
の
間
に
は
相
互
に
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り）

41
（

、 

『
六
合
雑
誌
』
上
に
掲
載
さ
れ
た
高
橋
吾
良
（
五
郎
）
の
仏
教
批
判
論
が
、『
明
教
新
誌
』
に
転
載
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
蘆
津
実
全
ら
仏

教
者
が
反
論
し
て
論
争
を
行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た）
42
（

。
こ
れ
は
決
し
て
今
日
的
な
意
味
で
の
「
宗
教
間
対
話
」
で
は
な
い
が
、

相
互
に
参
照
が
な
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
同
時
代
的
に
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
が
成
立
し

つ
つ
あ
っ
た
こ
と）
43
（

と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
福
澤
諭
吉
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
大
谷
派
の
寺
田
福
寿
は
、
洋
学
や
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
を
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
り
、
一
八
八
七
年
前
半
に
『
明
教
新
誌
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
「
寺
門
改
革
茶
話）
44
（

」
に
お
い
て
、
よ
く
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
の
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12

学
問
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
仏
教
者
は
仏
教
の
教
え
の
説
き
方
を
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
論
じ
る
際
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 
洋
学
中
に
て
神
理
哲
学
と
称
す
る
外
教
哲
学
の
方
の
書
を
見
る
と
中
々
馬
鹿
に
出
来
る
者
に
は
あ
ら
ず
し
て
チ
ヤ
ン
と
理
屈
の
合
て

居
る
様
に
書
て
あ
る
が
如
く
見
へ
て
素
人
ど
こ
ろ
か
大
分
な
学
者
で
も
こ
う
云
は
れ
て
み
る
と
い
や
も
云
へ
ぬ
と
云
ふ
様
に
書
て
あ

り
て
一
目
瞭
然
外
教
に
も
立
派
な
道
理
あ
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
し
て
あ
る
な
り
決
し
て
仏
書
の
如
く
一
寸
見
て
一
寸
分
ら
ず

ま
あ
本
当
に
お
や
り
な
さ
ら
に
や
仏
教
は
分
ら
ぬ
と
分
ら
ぬ
の
を
自
慢
に
す
る
様
な
馬
鹿
ら
敷
者
で
は
な
い）
45
（

こ
こ
で
寺
田
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
に
つ
い
て
「
チ
ヤ
ン
と
理
屈
の
合
て
居
る
様
に
書
て
あ
る
が
如
く
見
へ
」
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て

い
て
、「
外
教
に
も
立
派
な
道
理
あ
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
し
て
あ
る
」
と
述
べ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
本
質
的
に
「
理
屈
」
や
「
道
理
」

が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
こ
と
を
避
け
な
が
ら
、「
理
屈
」
や
「
道
理
」
が
あ
る
と
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方

で
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
46
（

。

　

洋
学
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
つ
い
て
の
知
見
に
裏
打
ち
さ
れ
た
寺
田
の
見
解
は
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
必
ず
し
も
仏
教
者
た
ち
に
広
く

共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
寺
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
説
き
方
を
参
照
し

な
が
ら

―
あ
る
い
は
参
照
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て

―
仏
教
は
そ
の
よ
う
に
教
え
を
提
示
で
き
て
い
な
い
と
い
う
反

省
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
議
論
は
寺
田
以
外
に
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
次
節
で
は
、
教
え
を
説
く
と
い
う
行
為
を
含
め
て
、
キ
リ
ス
ト

者
の
実
践
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
を
取
り
上
げ
る
。
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既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
と
い
う
宗
教
、
あ
る
い
は
そ
の
教
え
は
正
し
く
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
者
た
ち
の
宗
教

的
な
実
践
に
つ
い
て
は
見
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
形
で
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
仏
教
側
の
改
良
を

促
す
議
論
に
つ
な
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
節
で
は
そ
う
し
た
議
論
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　

例
え
ば
、
曹
洞
宗
の
林
古
芳
は
、「
耶
蘇
教
は
寧
ろ
愛
す
べ
く
し
て
恐
る
べ
か
ら
ざ
る
乎
」
と
い
う
寄
書
を
寄
せ）
47
（

、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト

教
に
つ
い
て
「
彼
れ
巧
手
饒
舌
を
以
て
東
洋
を
鯨
呑
し
皇
民
を
し
て
糟
粕
の
中
に
酔
し
め
ん
と
欲
す
る
」
と
い
う
思
惑
が
あ
る
と
し
、
ま

た
仏
教
は
「
純
善
至
仁
に
し
て
離
苦
得
楽
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
黠
智
巧
姦
に
し
て
名
聞
営
利
」
を

目
指
し
て
い
る
の
で
、
本
来
な
ら
ば
仏
教
の
方
が
広
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
と
両
者
を
対
比
し
て
論
じ
て
い
る）
48
（

。

　

し
か
し
、
林
は
そ
の
よ
う
に
評
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

抑
々
彼
教
﹇
＝
キ
リ
ス
ト
教
﹈
の
日
々
に
盛
大
な
る
は
是
れ
我
に
防
御
の
策
を
与
ふ
る
な
り
我
教
の
衰
微
を
恢
復
し
我
徒
の
弊
風
を

改
良
せ
し
む
る
な
り
何
と
な
れ
ば
我
が
同
門
の
僧
侶
を
し
て
彼
教
の
盛
大
な
る
を
見
て
は
内
に
自
か
ら
省
り
み
る
所
あ
り
我
教
の
衰

微
を
覚
知
し
て
之
を
挽
回
す
る
の
術
を
求
め
し
む
れ
ば
な
り
彼
の
伝
教
師
の
黽
勉
従
事
す
る
人
を
教
ゆ
る
に
丁
寧
反
覆
そ
の
労
を
顧

り
み
る
こ
と
な
く
我
国
民
を
し
て
信
帰
渇
仰
せ
し
め
る
を
見
て
は
我
が
懈
怠
放
心
に
し
て
信
徒
を
化
育
す
る
に
粗
略
な
る
を
悔
い
愕

然
と
し
て
一
層
憤
激
発
揮
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
し
め
更
に
教
風
を
振
揮
し
育
英
の
道
を
闡
き
旧
習
を
破
り
放
肆
の
暴
行
を
改
良
し
て
自

然
に
風
俗
を
紊
す
の
根
元
を
駆
り
道
徳
を
毀
る
の
乱
因
を
滅
せ
し
め
ば
縦
令
彼
教
が
千
変
万
化
し
て
欺
詐
の
妙
計
を
尽
す
あ
る
も
其

妙
計
は
是
れ
皆
我
が
用
に
供
す
る
に
足
り
謂
ゆ
る
他
山
の
石
の
益
々
精
確
な
る
は
即
ち
我
が
玉
の
光
輝
を
増
発
す
る
の
好
因
縁
な
れ

ば
な
り
是
れ
予
が
耶
蘇
教
は
寧
ろ
愛
す
べ
く
し
て
恐
る
べ
か
ら
ず
と
為
す
所
以
な
り）
49
（
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林
が
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
を
「
寧
ろ
愛
す
べ
く
し
て
恐
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
妙
計
」
を
行
っ
て
い
る
と

い
う
認
識

―
林
に
よ
れ
ば
仏
教
は
そ
の
「
妙
計
」
を
行
っ
て
い
な
い

―
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
他
山
の
石
」
と
い
う

言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
種
の
実
践
的
な
範
型
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

具
体
的
に
は
、「
伝
教
師
の
黽
勉
従
事
す
る
人
を
教
ゆ
る
に
丁
寧
反
覆
そ
の
労
を
顧
り
み
る
こ
と
な
く
我
国
民
を
し
て
信
帰
渇
仰
せ
し

め
る
」
と
あ
る
よ
う
に
宣
教
師
が
教
え
を
説
く
の
に
熱
心
で
あ
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
翻
っ
て
仏
教
側
に
対
し
て
、 

「
我
が
懈
怠
放
心
に
し
て
信
徒
を
化
育
す
る
に
粗
略
な
る
」
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
林
は
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
事
自
体
は
確
信
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
践
に
お
い
て
仏
教
が

キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
、
打
ち
破
る
た
め
に
は
「
教
風
を
振
揮
し
育
英
の
道
を
闡
き
旧
習
を
破
り
放
肆
の
暴
行
を
改
良
し
て
自
然
に
風
俗

を
紊
す
の
根
元
を
駆
り
道
徳
を
毀
る
の
乱
因
を
滅
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
現
状
の
仏
教
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で

も
な
か
っ
た
。

　

同
様
の
見
解
を
、
こ
れ
も
寄
書
の
「
仏
教
外
教
将
来
盛
衰
比
較）
50
（

」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
投
稿
者
は
「
局
外
中
立
子
」
と
名
乗
り
、

仏
基
ど
ち
ら
か
の
側
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、「
仏
教
は
是
れ
日
本
固
有
の
宗
教
な
り
彼
の
耶
蘇
教
は
是
れ
外

国
舶
来
の
宗
教
な
り
」
と
し
、ま
た
そ
れ
故
に
「
若
し
外
教
盛
ん
に
し
て
仏
教
こ
れ
に
反
す
る
と
き
は
皇
国
の
衰
微
す
る
や
亦
た
必
せ
り
」

と
い
う
視
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
先
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
キ
リ
ス
ト
教
者
と
仏
教
者
、
特
に
「
外
教
々
師
」
と
「
仏
教
々
導
職
」
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
前
者
が
後

者
よ
り
も
優
れ
て
い
る
面
が
あ
る
と
い
う
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
教
師
は
日
本
で
教
え
を
説
く
に
あ
た
り

「
孜
々
諄
々
謂
ゆ
る
随
機
の
方
便
を
以
て
伝
道
に
尽
力
」
し
、
懇
切
丁
寧
か
つ
状
況
に
合
わ
せ
て
「
布
教
の
針
路
」
を
変
え
て
教
え
を
説
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15 明治前期における仏教者のキリスト教観

い
て
い
る）
51
（

の
に
対
し
て
、
仏
教
教
導
職
は
日
本
に
お
い
て
仏
教
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
負
す
る
一
方
で
、
時
代
の
変
化
に

目
を
向
け
て
お
ら
ず
、「
吾
が
仏
教
徒
は
古
往
今
来
同
一
の
針
路
を
守
り
弘
教
の
籌
策
甚
は
だ
拙
な
る
に
似
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
キ
リ

ス
ト
教
教
師
の
よ
う
に
臨
機
応
変
に
教
え
を
説
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い）
52
（

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
両
者
の
人
物
を
比
べ
る
な
ら
ば
、キ
リ
ス
ト
教
教
師
に
は
「
学
識
徳
望
兼
備
の
人
」
が
選
ば
れ
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

仏
教
教
導
職
に
は
単
に
「
門
閥
」
や
「
財
力
」
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
者
も
あ
り
、「
名
実
相
当
の
教
導
職
は
其
人
蓋
し
少
し
」
と 

す
る）
53
（

。
関
連
し
て
前
者
が
「
品
行
方
正
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
に
は
「
往
々
不
品
行
の
人
少
な
か
ら
ず
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る）
54
（

。

　

あ
る
い
は
両
者
の
活
動
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
次
世
代
へ
の
継
承
に
つ
な
が
る
「
教
育
」
や
、
人
々
か
ら
の
支
持
を
獲
得
し
う
る

「
貧
民
救
助
」
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
て）
55
（

、
仏
教
は
、
教
育
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
不
十
分
で
あ
り）
56
（

、
ま
た
福

田
会
の
よ
う
な
育
児
事
業
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
援
助
が
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
批
判
す
る
者
す
ら
あ
る
と
記
し
て

い
る）
57
（

。

　

こ
の
寄
書
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
仏
教
者
側
の
一
致
団
結）
58
（

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
結
論
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
キ
リ
ス
ト
教
者
の
人
品
や
活
動
に
つ
い
て
は
、
見
習
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
に
も
、
例
え
ば
三
野
汗
馬
に
よ
る
寄
書
「
仏
教
改
良
の
必
要
な
る
を
論
す）
59
（

」
も
、
同
様
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
危
機
感
を
述
べ
た

上
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
仏
教
は
改
良
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
お
り
、
そ
の
際
に
「
彼
の
徒
﹇
＝
キ
リ
ス
ト
教
者
﹈

は
克
く
説
き
克
く
教
え
て
演
説
に
出
板
に
救
恤
に
百
方
至
ら
ざ
る
な
し
故
を
以
て
往
々
之
に
惑
は
さ
れ
仏
教
の
勢
力
も
大
に
教
徒
に
悩
ま

さ
れ
大
半
は
敗
色
と
な
れ
り
」
と
す
る
。
こ
こ
で
も
演
説
、
出
版）
60
（

、
救
恤
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
者
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
評
価
せ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
形
で
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
寄
書
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
内
実
が
肯
定
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
演
説
や
出
版
と
い
っ
た
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側
面
を
含
め
た
、
キ
リ
ス
ト
教
者
が
教
え
を
説
く
方
法
に
つ
い
て
は
、
あ
る
種
見
習
う
べ
き
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る

の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
更
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
見
解
が
『
明
教
新
誌
』
に
投
稿
さ
れ
て
読
ま
れ
、
ま
た
そ
の
読
者
た
ち
が 

「
寄
書
」
と
し
て
投
稿
す
る
と
い
っ
た
循
環
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
当
時
の
日
本
人
の
仏
教
者
の
一
部
に
お

い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
る
場）
61
（

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ǽ
ǽ
ه

ǽ
ȝ
ɢ
ɝ
Ⱦ

ǽ
ǽ
ଡ଼
ț
Ȼ

ᡇ

　

あ
ら
た
め
て
本
稿
の
問
題
意
識
を
述
べ
て
お
く
と
、
キ
リ
ス
ト
教
者
の
活
動
が
よ
り
可
視
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
一
八
八
〇
年
代

の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
か
を
問
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
確
認
し
た
の
は
、
ま
ず
反
キ
リ
ス
ト
教
意
識
は
変
わ
ら
ず
に
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の

知
識
を
得
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
積
極
的
に
学
ば
れ
て
い
た
様
子
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
仏
教
者
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
排
耶
論
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て

き
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
三
浦
周
は
「
排
耶
論
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
論
、
反
キ
リ
ス
ト
教
論
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る）
62
（

。

本
稿
で
取
り
扱
う
「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
つ
い
て
、
そ
の
「
正
し
さ
」
を
問
わ
な
い
こ
と
を
冒
頭
で
述
べ
た
が
、
も
し
「
正
し
い
」
キ
リ
ス

ト
教
を
前
提
と
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
論
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
「
正
し
い
」
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
仏
教
者
に
よ
る
批
判

と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
議
論
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
、
と
ひ
と
ま
ず
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
も
う
一
つ
の
論
点
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
実
践
、
例
え
ば
出
版
や
演
説
の
よ
う
な
教
え
の
説
き
方
、
ま
た
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17 明治前期における仏教者のキリスト教観

救
恤
活
動
の
よ
う
な
社
会
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
仏
教
者
が
無
視
し
え
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
者
の
活
動
が
目
に
見
え
る
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
狭
義
の
教
義
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
古
典
的
な
「
宗
教
」
の
捉
え
方
に
お
い
て
見
る
な
ら

ば
、
一
八
八
〇
年
代
の
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
論
に
は
、
そ
れ
が
「
正
し
い
」
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
た
め
に
、
あ
ま

り
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
こ
と
に
な
る）
63
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
あ
る
種
の
実
践
的
な
活
動
の
範
型
を
キ
リ
ス
ト
教
に
見
出
す
議
論
、
あ
る
い
は
「
教
え
」

は
仏
教
の
方
が
優
れ
て
い
る
が
「
教
え
方
」
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
を
見
習
わ
ざ
る
を
え
な
い
面
が
あ
る
と
す
る
よ
う
な
議
論
が
仏
教

者
た
ち
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
お
い
て
、
新

た
に
生
じ
た
変
化
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か）
64
（

。
冒
頭
で
村
松
良
寛
が
キ
リ
ス
ト
教
の
礼
拝
を
傍
聴
し
、
そ
の
教
え
で
は
な
く
実
践
の
あ
り

方
に
「
感
服
」
し
た
事
例
を
引
い
た
が
、
そ
の
「
感
服
」
は
単
に
村
松
の
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
仏
教
者
た
ち
の
間
に
、

そ
れ
を
共
有
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ǽ
ǽ
ޭ
ᩌ

ᓦ
ᝲ
Ȼ
ᶳ

ଡ଼

ᝒ
ᶴ

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
観）
65
（

は
、
よ
り
広
く
当
時
の
仏
教
者
の
議
論
を
見
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
八
八
四
年
二
月
一
日
、「
知
識
人
を
対
象
と
し
た
種
々
の
学
術
事
業
を
行
う
組
織）
66
（

」
と
し
て
令
知
会
と
い
う
仏
教
結
社
が
島
地
黙
雷
や

平
松
理
英
ら
を
中
心
と
し
て
設
立
さ
れ
、
こ
れ
は
『
明
教
新
誌
』
上
で
も
「
興
学
弘
教
の
二
事
を
隆
盛
な
ら
し
め
ん
と
の
主
義
」
を
持
つ 

も
の
と
し
て
好
意
的
に
紹
介）

67
（

さ
れ
て
い
た
が
、
同
会
は
そ
の
機
関
誌
と
し
て
『
令
知
会
雑
誌
』
を
創
刊
す
る）

68
（

。
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同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
「
仏
教
衰
頽
の
原
因）
69
（

」
は
、
仏
教
の
「
布
教
の
方
略
其
宜
を
得
ざ
る
」
こ
と
を
問
題
視
し
、
僧
侶
以
外
の
仏

教
信
者
が
積
極
的
に
教
え
を
説
い
て
い
く
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
や
は
り
「
余
常
に
外
教
徒
の
為
す
所
を
見
る
に
一
郡

一
村
の
間
に
一
人
の
信
徒
興
れ
ば
日
な
ら
ず
し
て
其
地
方
に
隠
然
た
る
一
教
区
と
為
し
忽
ち
教
会
を
設
立
し
会
堂
を
建
築
す
る
に
至
る）
70
（

」

と
キ
リ
ス
ト
教
者
の
活
動
を
参
照
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
論
説
の
主
眼
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
僧
侶
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
で
良

し
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
改
良
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
観
が
参
照
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
後
に
『
真
理
金
針
』
や
『
仏
教
活
論
』
な
ど
で
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
井
上
円
了
（
甫
水
）
も
「
僧
門
改
良
の
今
日
に
急
務

な
る
所
以
を
論
ず）
71
（

」
に
お
い
て
、
現
状
に
お
い
て
仏
教
の
社
会
的
な
役
割
は
「
葬
祭
」
だ
け
に
し
か
な
い
と
批
判
的
に
論
じ
た
上
で
、
西

洋
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
「
政
府
を
助
け
国
力
を
護
し
民
間
の
教
育
経
済
保
護
救
助
等
を
任
じ
て
其
国
家
に
益
を
与
ふ
る
こ
と
少
々
に

あ
ら
ざ
る
な
り
我
が
僧
侶
の
葬
祭
二
事
を
任
ず
る
に
比
す
れ
ば
其
懸
隔
霄
壌
啻
な
ら
ず）
72
（

」と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
井
上
の
議
論
の
主
眼
は
、

仏
教
も
「
国
力
」
を
養
う
こ
と
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
「
僧
門
改
良
」
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
論
じ
る
際
に
、
国
益
に
適
う
近
代
的
な
宗
教
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
を
参
照
し
、
彼
我
の
「
懸
隔
」
を
指
摘
す
る

の
で
あ
っ
た
。

　

再
び
『
明
教
新
誌
』
に
戻
る
。
前
出
の
浅
野
義
順
は
、
訴
状
を
却
下
さ
れ
た
翌
年
、
一
八
八
二
年
二
月
に
「
宗
規
の
改
宗
を
望
む
」
と

い
う
論
説
を
『
明
教
新
誌
』
の
「
普
説
」
欄
に
寄
稿
し
て
い
る）
73
（

。
こ
の
論
説
で
浅
野
は
、
仏
教
の
教
え
そ
の
も
の
（「
宗
義
教
旨
」）
で
は

な
く
、
仏
教
を
組
織
と
し
て
運
営
し
、
ま
た
教
え
を
人
に
よ
く
知
ら
し
め
る
た
め
の
手
段
（「
宗
制
教
式
」）
を
改
正
す
る
べ
き
で
あ
る
と

論
じ
て
お
り
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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吾
輩
倩
々
内
外
諸
教
各
宗
の
盛
衰
興
廃
す
る
所
以
を
探
求
す
る
に
全
た
く
其
宗
義
教
旨
の
正
邪
善
悪
に
拘
は
る
に
あ
ら
ず
し
て
畢
竟

宗
制
教
式
の
完
全
な
る
と
不
完
全
な
る
と
に
由
る
を
見
る
故
に
我
仏
教
の
如
き
其
宗
義
や
深
甚
微
妙
な
り
其
教
旨
や
最
尊
高
尚
な
り

と
雖
ど
も
其
宗
制
教
式
の
不
完
全
な
る
当
世
の
人
心
に
適
さ
ざ
る
者
あ
る
を
以
て
彼
の
異
教
邪
説
と
卑
視
賤
待
す
る
耶
蘇
教
道
の
為

に
終
に
蹂
躙
呑
噬
せ
ら
る
ゝ
の
勢
ほ
ひ
に
至
れ
る
を
免
が
れ
ざ
る
も
の
是
れ
自
ら
招
く
の
禍
殃
な
り）
74
（

こ
こ
で
浅
野
に
は
、
現
状
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
方
が
仏
教
よ
り
も
勢
い
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
仏
教
の
「
宗
義

教
旨
」
が
劣
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
仏
教
の
「
宗
制
教
式
」
が
「
当
世
の
人
心
」
に
適
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
浅
野
は

や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
「
宗
義
教
旨
」
に
は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
な
い
が）
75
（

、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
宗
制
教
式
そ
の
宜
し
き
を
得
て
而
か
も

時
機
に
応
じ
人
心
に
適
し
由
て
以
て
文
明
国
の
具
備
と
す
る
に
耻
ぢ
ざ
る
」
が
故
に
そ
の
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
る
と
し
、
仏
教
も
そ
の
よ

う
な
「
宗
制
教
式
」
に
お
け
る
変
化
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る）
76
（

。

　

一
貫
し
て
反
キ
リ
ス
ト
教
意
識
を
保
持
し
て
い
た
浅
野
は
、
か
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
者
の
活
動
を
公
的
な
介
入
に
よ
っ
て
抑
制
し
よ
う
と

し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
後
に
、
こ
こ
で
は
仏
教
宗
派
の
あ
り
方
を
改
良
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
良
く
対
抗
で
き
る
の

で
あ
り
、
ま
た
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
浅
野
の
、
あ
る
い
は
『
令
知
会
雑
誌
』
上
の
論
説
に
も
見
ら
れ
た

宗
門
改
良
論）
77
（

は
、本
稿
で
確
認
し
て
き
た
一
八
八
〇
年
代
の
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
観
と
連
続
す
る
地
平
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、
反
キ
リ
ス
ト
教
意
識
は
前
提
で
あ
り
、
そ
の
教
え
に
対
し
て
積
極
的
な
評
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、

キ
リ
ス
ト
教
に
勢
い
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
結
び
つ
け
る
形
で
、
キ
リ
ス
ト
者
の
実
践
が
あ
る
意
味
で
見
習
う
べ
き

範
型
と
し
て
置
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
形
で

―
よ
り
良
く
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
、
国
益
に
適
う
た
め
に

―
現
状

の
仏
教
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
そ
の
改
良
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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更
に
い
え
ば
、『
明
教
新
誌
』
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
メ
デ
ィ
ア
が
そ
う
し
た
議
論
を
後
押
し
し
た
面
が
あ
っ
た
。『
明
教
新
誌
』
に
つ

い
て
い
え
ば
、
こ
の
浅
野
の
論
説
を
「
寄
書
」
欄
で
は
な
く
「
普
説
」
欄
に
掲
載
す
る
に
あ
た
っ
て
編
集
者
は
前
文
を
付
し
、
ど
の
よ
う

に
宗
規
を
改
正
す
る
か
に
つ
い
て
は
今
後
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
宗
規
改
正
を
望
む
所
以
の
理
論
及
び
そ
の
事
実

に
於
て
は
大
に
我
々
の
素
志
に
適
う
所
の
者
あ
り
」
と
し
、「
共
に
宗
規
改
正
を
望
む
の
同
意
を
表
す
る
が
為
め
に
殊
更
に
之
を
本
欄
に

掲
ぐ
」
と
説
明
し
て
い
る）
78
（

。
こ
の
時
期
の
『
明
教
新
誌
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
既
存
の
宗
派
組
織
や
寺
院
、
僧
侶
の
あ
り
方
を
改
良
す
る

宗
門
改
良
論

―
前
掲
の
寺
田
福
寿
「
寺
門
改
革
茶
話
」
も
そ
う
し
た
論
説
で
あ
っ
た

―
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
編

集
者
側
の
意
図
も
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
八
八
〇
年
代
の
『
明
教
新
誌
』
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
あ
る
種
の
宗
教
的
実
践
の
範
型
と
し
て
見
る
よ
う
な
キ
リ

ス
ト
教
観
が
仏
教
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
狭
い
意
味
で
の
排
耶
論）
79
（

で
は
な
く
、
む
し

ろ
宗
門
改
良
論
に
結
び
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
面
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
宗
門
改
良
論
が
仏
教
メ
デ
ィ
ア
と
結
び
つ
く
形
で
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。

　
　

ᜲ

　
（
1 

）
村
松
良
寛
（
生
年
不
詳
）
は
、
後
に
遠
州
榛
原
郡
観
音
寺
に
戻
っ
て
お
り
、
そ
の
段
階
で
は
講
義
に
な
っ
て
い
る
（『
明
教
新
誌
』

一
七
一
一
号
、
一
八
八
四
年
七
月
三
〇
日
）。
引
用
し
た
寄
書
で
村
松
は
、
仏
教
の
振
張
の
た
め
に
は
優
秀
な
若
者
を
海
外
に
遊
学

さ
せ
、
更
に
そ
の
中
か
ら
選
ん
で
海
外
に
宣
教
師
と
し
て
派
遣
す
る
と
い
う
案
を
述
べ
て
い
る
が
、
村
松
自
身
一
八
九
九
年
頃
に
、

曹
洞
宗
の
最
初
の
公
的
な
開
教
師
と
し
て
朝
鮮
半
島
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
〇
四
年
に
現
地
で
病
没
（cf. N

am
-lin 
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H
ur  “T

he Soto Sect and Japanese M
ilitary Im

perialism
 in K

orea ” Japanese Journal of R
eligious S

tudies 26/ 

1-2, 1999

）。

　
（
2 
）『
明
教
新
誌
』
一
三
三
六
号
、
一
八
八
二
年
六
月
四
日
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
適
宜
か
な
・
新
字
に
改
め
、
濁
点
を
補
っ
た
。

以
下
同
様
。

　
（
3 

）『
明
教
新
誌
』
一
三
三
六
号
。

　
（
4 

）『
明
教
新
誌
』
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
か
ら
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
ま
で
隔
日
刊
で
刊
行
さ
れ
た
通
宗
派
的
な
仏
教
新

聞
で
あ
る
。
大
教
院
の
機
関
紙
と
し
て
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
教
会
新
聞
』
を
前
身
と
し
、一
時
休
刊
と
な
っ

て
い
た
『
教
会
新
聞
』
を
大
内
青
巒
が
社
主
で
あ
っ
た
明
教
社
が
引
き
受
け
、「
仏
教
純
一
に
各
宗
普
通
の
新
聞
」
と
な
る
こ
と

を
目
指
し
て
『
明
教
新
誌
』
に
改
題
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
同
紙
に
大
内
青
巒
の
影
響
が
強
い
こ
と

は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
決
し
て
大
内
個
人
の
新
聞
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
（
超
宗
派
的
な
通
仏
教
と
い
う
よ
り
も
）
諸

宗
派
協
同
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
該
当
時
期
の
『
明
教
新
誌
』
の
性
格
に
つ
い
て
、
星
野
靖
二

「『
明
教
新
誌
』
解
題
―
創
刊
か
ら
明
治
二
一
年
頃
ま
で
を
中
心
に
―
」『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
年
報
』

一
一
号
、
二
〇
一
八
年
、
参
照
。
ま
た
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
科
研15K

02059

の
助
成
に
よ
る
『
明
教
新
誌
』
目
次
（
β
版
）

（https://goo.gl/Q
T
H
FtL

）
を
活
用
し
た
。

　
（
5 

）
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
近
代
日
本
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
が

共
有
さ
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
（
6 

）『
明
教
新
誌
』
の
読
者
層
に
つ
い
て
は
不
明
な
所
も
多
く
、
時
代
的
な
変
遷
を
含
め
て
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
が
、

本
稿
で
取
り
上
げ
る
時
期
に
お
い
て
、
同
紙
の
流
通
は
既
存
の
寺
院
を
中
心
と
し
て
お
り
（
星
野
前
掲
「『
明
教
新
誌
』
解
題
」
参
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照
）、
中
心
的
な
読
者
は
僧
侶
と
そ
の
周
辺
の
仏
教
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
仏
教
者
以
外
の
読
者
が
排
除
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
本
文
中
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
雑
誌
で
あ
る
『
六
合
雑
誌
』
と
の
間
で
相
互
に
言
及
が
な

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
論
争
が
行
わ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
（
7 
）
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
幕
末
維
新
期
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
困
難
が
伴
う
こ
と
に
つ
い
て
別
稿

で
論
じ
た
（
星
野
靖
二
「
幕
末
維
新
期
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
「
困
難
」」
岩
田
真
美
、
桐
原
健
真
共
編
著
『
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
幕

末
維
新
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年
、
参
照
）。
本
稿
に
お
け
る
議
論
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
。

　
（
8 

）
大
橋
幸
泰
『
近
世
潜
伏
宗
教
論

―
キ
リ
シ
タ
ン
と
隠
し
念
仏
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
参
照
。

　
（
9 

）
安
丸
良
夫
「
近
代
転
換
期
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
」『
日
本
近
代
思
想
大
系
5
・
宗
教
と
国
家
』
岩
波
書
店
、一
九
八
八
年
、参
照
。

　
（
10 

）
池
田
英
俊
『
明
治
仏
教
教
会
・
結
社
史
の
研
究
』
刀
水
書
房
、
一
九
九
四
年
、
ま
た
星
野
靖
二
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念

―

宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
』
有
志
舎
、
二
〇
一
二
年
、
参
照
。

　
（
11 

）
大
濱
徹
也
『
明
治
キ
リ
ス
ト
教
会
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
、
鈴
木
範
久
『
信
教
自
由
の
事
件
史

―
日
本
の

キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
っ
て
』
オ
リ
エ
ン
ス
宗
教
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
排
耶
論
の
研
究
』

教
文
館
、
一
九
八
九
年
、
な
ど
。

　
（
12 

）
一
八
八
〇
年
代
の
仏
教
者
の
活
動
に
つ
い
て
、
大
内
青
巒
や
鳥
尾
得
庵
ら
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
一
方
で
人
物
研
究
と
し
て
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
他
方
で
大
内
や
鳥
尾
の
よ
う
な
居
士
が
存
在
し
え
た
文
脈
に

つ
い
て
も
、
よ
り
掘
り
下
げ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
展
開

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
仏
教
改
良
運
動
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
本
稿
に
お
け
る
議
論
も
、
そ
の

方
向
に
展
開
さ
せ
て
い
き
た
い
。
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23 明治前期における仏教者のキリスト教観

　
（
13 

）
池
田
、
前
掲
書
。

　
（
14 
）
小
林
志
保
・
栗
山
義
久
「
排
耶
書
『
護
国
新
論
』、『
耶
蘇
教
の
無
道
理
』
に
み
る
真
宗
本
願
寺
派
の
排
耶
運
動
」『
南
山
大
学
図

書
館
紀
要
』
七
号
、
二
〇
〇
一
年
。

　
（
15 

）
例
え
ば
、
三
浦
周
「
排
耶
論
の
研
究
」『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
三
三
号
、
二
〇
〇
九
年
、
な
ど
。

　
（
16 

）
肩
書
き
と
し
て
は
「
大
坂
府
下
浄
土
宗
教
導
職
取
締
心
光
寺
芝
山
見
全
代
理
浅
野
義
順
」
と
「
同
教
導
取
締
松
澤
素
順
代
理
蓮

本
自
聴
」
と
あ
る
（『
明
教
新
誌
』
一
一
七
二
号
、
一
八
八
一
年
六
月
二
四
日
）。

　
（
17 

）
な
お
、
浅
野
義
順
は
前
月
（
一
八
八
一
年
五
月
）
に
も
「
耶
蘇
説
教
の
儀
」
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
大
阪
府
庁
に
出
し
、
却
下

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
浅
野
は
、
認
可
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
教
者
が
居
留
地
外
で
説
教
す
る
こ
と
の
可
否
、

ま
た
聖
書
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
書
の
販
売
の
可
否
な
ど
を
、
浄
土
宗
の
管
長
を
通
じ
て
内
務
卿
に
伺
っ
た
と
「
雑
報
」
に
あ
る
が
、

そ
の
後
の
顛
末
は
不
明
で
あ
る
（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
九
号
、
一
八
八
一
年
五
月
二
八
日
）。

　
（
18 

）
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
四
月
二
八
日
に
、「
自
今
試
補
以
上
に
非
る
よ
り
は
説
教
差
止
可
申
」
と
い
う
布
達
が
出
さ
れ
て
い
た

（
教
部
省
達
書
乙
第
九
号
）。
こ
の
布
達
は
、
一
八
七
七
年
の
教
部
省
廃
止
後
も
有
効
で
あ
り
、
公
的
に
は
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）

年
の
教
導
職
廃
止
ま
で
効
力
を
持
っ
て
い
た
。

　
（
19 

）「
○
府
下
外
国
人
居
留
地
外
に
於
て
政
府
の
未
だ
公
認
せ
ざ
る
宗
教
は
何
宗
何
派
に
論
な
く
勝
手
自
儘
に
何
宗
何
教
何
教
会
と

公
称
し
人
民
を
集
合
す
べ
か
ら
ざ
る
事
○
非
教
導
職
の
者
が
説
教
の
文
字
を
用
ひ
ざ
る
も
非
教
導
職
が
人
家
又
は
芝
居
寄
席
等
に

於
て
宗
教
を
演
舌
す
る
を
禁
ず
る
こ
と
○
右
二
点
を
一
般
に
公
布
し
若
し
犯
則
の
者
之
あ
る
時
は
厳
重
に
差
止
め
ら
る
べ
き
事
」 

（『
明
教
新
誌
』
一
一
七
五
号
、
一
八
八
一
年
六
月
三
〇
日
）。

　
（
20 

）「
抑
も
宗
教
の
事
項
に
付
法
例
の
布
達
施
行
を
要
望
す
れ
ば
宜
し
く
其
所
轄
庁
に
建
議
申
禀
す
る
は
格
別
訴
求
す
べ
き
者
に
あ
ら
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ず
」（『
明
教
新
誌
』
一
二
六
二
号
、
一
八
八
一
年
一
二
月
二
六
日
）。

　
（
21 

）
な
お
、
浅
野
と
蓮
本
は
、
訴
状
の
却
下
を
受
け
て
上
告
し
、
ま
た
還
俗
し
て
教
導
職
も
辞
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
ら
の
顛
末
は

不
明
で
あ
る
。

　
（
22 
）
例
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
の
で
、
い
っ
そ
キ
リ
ス
ト
教
を
公
許
し
、
そ
の
上
で
仏
教
界
が
一
丸
と
な
っ
て
こ
れ
を
排

撃
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
論
説
も
出
さ
れ
て
い
る
（
荻
原
頼
光
「
外
教
の
宣
布
を
黙
許
す
る
者
は
政
府
に
非
ず
し
て
却

て
我
教
導
職
諸
君
な
り
」『
明
教
新
誌
』
一
一
九
九
号
、
一
二
〇
一
号
、
一
八
八
一
年
八
月
二
〇
日
、
二
四
日
）。

　
（
23 

）
こ
の
頃
、
浅
野
義
順
と
蓮
本
自
聴
は
興
信
会
と
い
う
仏
教
結
社
の
会
員
で
あ
り
、
服
部
伝
良
、
山
本
大
善
と
共
に
一
八
八
一
年

一
〇
月
頃
に
名
古
屋
周
辺
数
箇
所
で
仏
教
演
説
、
あ
る
い
は
仏
教
講
談
を
行
っ
た
と
い
う
記
事
が
出
て
い
る
。
個
別
の
論
者
は
不

明
だ
が
、
論
題
と
し
て
は
「
仏
教
興
廃
之
原
因
」、「
妄
想
社
会
」、「
掴
裂
邪
網
」
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
「
当

地
は
仏
教
も
繁
昌
ま
た
耶
蘇
信
者
も
多
き
所
な
れ
ば
一
段
盛
会
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
明
教
新
誌
』
一
二
四
一
号
、
一
一
月

一
四
日
）。

　
（
24 

）
山
田
十
畆
「
寄
書
」『
明
教
新
誌
』
九
六
〇
号
、
一
八
八
〇
年
四
月
二
七
日
。

　
（
25 

）
山
田
十
畆
は
、
仏
教
の
優
位
性
を
示
唆
し
な
が
ら
、
同
時
に
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
宗
教
は
「
空
理
」
を
用
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
点
に
お
い
て
優
劣
を
論
じ
る
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（『
明
教
新
誌
』
九
六
〇
号
）。

　
（
26 

）
浅
野
義
順
「
国
権
振
張
論
」『
明
教
新
誌
』
九
九
二
号
、
九
九
三
号
、
九
九
八
号
、
一
八
八
〇
年
六
月
八
日
、
一
〇
日
、
二
二
日
。

　
（
27 

）「
強
国
が
そ
の
属
国
を
要
む
る
に
必
ら
ず
先
づ
教
師
を
そ
の
国
に
派
遣
し
宗
教
を
そ
の
国
に
伝
播
し
而
し
て
后
に
之
が
鯨
呑
を
試

む
是
ら
み
な
権
謀
術
策
な
り
」（『
明
教
新
誌
』
九
九
八
号
）。

　
（
28 

）『
明
教
新
誌
』
九
九
八
号
。
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25 明治前期における仏教者のキリスト教観

　
（
29 

）
中
古
治
郎
吉
「
耶
蘇
教
の
弊
害
を
論
す
」『
明
教
新
誌
』
一
五
七
四
号
、
一
五
七
五
号
、
一
八
八
三
年
一
〇
月
一
二
日
、
一
四
日
。

　
（
30 
）『
明
教
新
誌
』
一
五
七
五
号
。

　
（
31 
）
例
え
ば
「
因
果
業
感
の
正
理
を
以
て
人
を
教
ふ
る
の
我
と
造
物
主
宰
の
権
説
を
以
て
人
を
導
く
の
彼
と
其
是
非
邪
正
如
何
ぞ
や
」

（
徳
光
松
隆
「
耶
蘇
教
は
要
む
べ
く
又
恐
る
べ
し
」『
明
教
新
誌
』
一
一
六
二
号
、
一
八
八
一
年
六
月
四
日
）。

　
（
32 

）
笠
原
研
寿
「
異
教
勦
説
」『
明
教
新
誌
』
一
〇
五
六
号
〜
一
〇
五
九
号
、
一
八
八
〇
年
一
〇
月
一
八
日
〜
二
四
日
。

　
（
33 

）「
雑
報
」『
明
教
新
誌
』
一
一
九
九
号
、
一
八
八
一
年
八
月
二
〇
日
。

　
（
34 

）『
開
導
新
聞
』
は
、
真
宗
大
谷
派
が
関
わ
っ
た
新
聞
で
、
東
京
の
開
導
社
か
ら
一
号
（
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
七
月
一
日
）

か
ら
四
〇
〇
号
（
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
四
月
一
七
日
）
ま
で
出
さ
れ
て
い
た
。

　
（
35 

）「
雑
報
」『
明
教
新
誌
』
一
二
一
五
〜
一
二
一
九
号
、
一
八
八
一
年
九
月
二
二
日
〜
三
〇
日
。

　
（
36 

）「（
問
）
父
及
び
子
及
び
聖
神
の
性
に
於
て
分
れ
ず
位
に
於
て
分
れ
た
る
一
天
主
な
る
を
認
め
る
か
こ
れ
独
り
真
の
天
主
な
る
を

信
ず
る
や
且
つ
こ
れ
に
服
拝
す
る
や
（
答
）
父
及
び
子
及
び
聖
神
の
性
に
於
て
分
れ
ず
位
に
於
て
分
れ
た
る
一
天
な
る
を
認
む
伊

れ
独
り
真
の
天
主
な
る
を
信
ず
且
つ
伊
れ
吾
れ
の
造
者
及
び
救
者
な
る
に
伏
拝
す
（
言
ひ
畢
て
伏
拝
の
礼
あ
り
）」（『
明
教
新
誌
』

一
二
一
六
号
、
一
八
八
一
年
九
月
二
四
日
）。

　
（
37 

）
啓
蒙
式
は
「
神
と
仏
と
の
虚
宗
に
属
す
る
成
人
惟
一
聖
公
宗
徒
の
教
会
に
就
て
面
し
て
実
に
之
に
合
せ
ん
を
欲
す
る
者
を
接
し

入
る
ゝ
規
式
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
爾
は
誰
な
る
や
」
と
い
う
最
初
の
問
に
対
し
て
「
救
贖
の
道
に
迷
い
神
と
仏
と
の
虚
宗

に
大
に
昧
ま
さ
れ
し
人
」
と
い
う
答
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（『
明
教
新
誌
』
一
二
一
五
号
、
一
八
八
一
年
九
月
二
二
日
）。

　
（
38 

）
仏
教
に
関
す
る
問
答
の
問
に
つ
い
て
、以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
（
答
は
基
本
的
に
復
唱
な
の
で
省
略
す
る
）。「（
問
）

諸
仏
菩
薩
及
び
其
出
現
の
妄
説
を
悉
く
袪
て
且
つ
之
を
詛
ふ
乎
」、「（
問
）
其
諸
仏
菩
薩
三
世
を
司
ど
る
事
人
の
再
生
因
果
極
楽
自
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読
等
の
偽
説
を
悉
く
袪
け
て
且
つ
之
を
詛
ふ
乎
」、「（
問
）
一
切
仏
経
及
び
仏
法
の
祈
祷
修
法
引
導
其
外
諸
妄
宗
の
行
事
を
ば
人
の

霊
を
害
す
る
者
と
し
て
悉
く
袪
て
且
つ
之
を
詛
ふ
乎
」、「（
問
）
天
主
に
悖
る
所
の
不
潔
の
神
と
仏
と
の
宗
諸
神
諸
仏
及
び
之
に
属

す
る
巨
細
の
教
を
悉
く
既
に
袪
け
し
や
且
つ
之
を
詛
ひ
及
び
之
に
唾
す
る
や
」（『
明
教
新
誌
』
一
二
一
五
号
）。

　
（
39 
）「
雑
報
」『
明
教
新
誌
』
一
二
四
一
号
、
一
八
八
一
年
一
一
月
一
四
日
。

　
（
40 

）
例
え
ば
「
明
教
新
誌
の
穴
を
拾
ふ
て
冷
語
を
云
た
り
福
澤
氏
の
時
事
小
言
を
捉
え
て
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
り
中
々
面
白
い
雑
誌
で

あ
り
ま
す
」…「﹇
宗
教
の
話
は
と
も
か
く
﹈
世
俗
の
事
を
談
ず
る
辺
は
随
分
実
学
に
要
用
な
る
論
説
多
く
此
実
学
の
荘
厳
を
以
て
妄

浪
な
る
宗
教
の
声
援
と
な
す
其
手
際
の
巧
み
な
る
は
実
に
感
服
す
べ
き
な
り
破
邪
顕
正
に
志
ざ
し
あ
る
人
々
は
購
求
し
て
閲
覧
せ

ら
れ
よ
」（『
明
教
新
誌
』
一
二
四
一
号
）。

　
（
41 

）
例
え
ば
「
明
教
新
誌
を
読
む
」『
六
合
雑
誌
』
一
三
号
、
一
八
八
一
年
一
一
月
一
一
日
、
な
ど
。

　
（
42 

）
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
前
論
じ
た
（
星
野
靖
二
「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
あ
る
仏
基
論
争
の
位
相

―
高
橋
五
郎
と
蘆
津
実
全
を

中
心
に
」『
宗
教
学
論
集
』
二
六
輯
、
二
〇
〇
七
年
、
参
照
）。

　
（
43 

）
星
野
前
掲
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
』、
参
照
。

　
（
44 

）
寺
田
福
寿
「
寺
門
改
革
茶
話
」『
明
教
新
誌
』
二
一
五
〇
号
か
ら
二
一
八
四
号
に
か
け
て
一
八
回
掲
載
（
一
八
八
七
（
明
治

二
〇
）
年
二
月
一
日
〜
四
月
二
二
日
）。

　
（
45 

）『
明
教
新
誌
』
二
一
八
三
号
、
一
八
八
七
年
四
月
二
〇
日
。

　
（
46 

）
寺
田
福
寿
は
同
じ
論
説
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
は
、
浄
土
真
宗
で
い
え
ば
「
御
文
か
和
讃
か
三
部
経
の
様
な
者
」
で
、「
講
釈
」

の
よ
う
な
説
明
な
し
で
は
そ
の
内
容
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
現
状
で
は
誰
に
で
も
よ
く
わ
か
る
よ

う
な
形
で
聖
書
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る（『
明
教
新
誌
』二
一
八
三
号
）。
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27 明治前期における仏教者のキリスト教観

　
（
47 

）
林
古
芳
「
耶
蘇
教
は
寧
ろ
愛
す
べ
く
し
て
恐
る
べ
か
ら
ざ
る
乎
」『
明
教
新
誌
』
一
一
五
五
号
、
一
八
八
一
年
五
月
一
八
日
。

　
（
48 
）「
彼
は
黠
智
巧
姦
に
し
て
名
聞
営
利
の
為
に
す
る
な
り
是
れ
決
し
て
遠
大
長
時
に
維
持
す
べ
き
者
に
非
ず
我
は
純
善
至
仁
に
し
て

離
苦
得
楽
の
為
に
す
る
な
り
必
ら
ず
末
世
永
劫
に
振
張
す
べ
き
な
り
」（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
五
号
）。

　
（
49 

）『
明
教
新
誌
』
一
一
五
五
号
。

　
（
50 

）
局
外
中
立
子
稿
、
半
拙
居
士
投
寄
「
仏
教
外
教
将
来
盛
衰
比
較
」『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
、
一
八
八
一
年
五
月
二
四
日
。

　
（
51 

）「
彼
の
外
教
は
土
地
と
人
情
と
時
世
と
を
量
り
て
布
教
の
針
路
を
変
ず
る
に
速
や
か
な
り
」（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）
と 

あ
り
、
例
と
し
て
当
初
は
仏
教
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
た
の
が
、
次
第
に
僧
侶
批
判
（
例
え
ば
そ
の
不
品
行
の
批
判
）
を
行
う

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

　
（
52 

）
教
え
方
が
旧
態
依
然
で
あ
る
こ
と
の
例
と
し
て
「
観
音
の
利
益
に
あ
ら
ざ
れ
ば
地
蔵
の
慈
悲
を
説
き
祖
師
の
苦
行
に
あ
ら
ざ
れ

ば
開
山
の
道
徳
を
讃
し
そ
の
因
果
を
説
く
や
迂
遠
の
古
例
の
み
を
以
て
し
て
未
だ
手
近
に
そ
の
証
を
挙
げ
以
て
深
く
信
ぜ
し
む
る

こ
と
能
は
ず
」
と
す
る
（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）。

　
（
53 

）「
門
閥
に
依
て
地
歩
と
な
し
財
力
に
依
て
其
身
を
立
て
依
怙
す
る
所
あ
り
て
其
職
級
を
拝
す
る
の
人
の
み
多
く
純
然
た
る
名
実
相

当
の
教
導
職
は
其
人
蓋
し
少
し
」（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）。

　
（
54 

）「
彼
外
教
々
師
は
品
行
方
正
な
り
能
く
布
教
伝
導
す
る
の
任
に
堪
え
た
り
而
る
に
吾
教
導
職
は
往
々
不
品
行
の
人
少
な
か
ら
ず
今

に
し
て
其
品
行
を
矯
正
せ
ず
ん
ば
後
来
仏
教
の
衰
微
は
か
る
べ
か
ら
ざ
る
者
あ
り
」（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）。

　
（
55 

）「
彼
の
外
教
々
師
は
子
弟
の
教
育
を
専
ら
に
し
且
つ
貧
民
救
助
を
努
め
た
り
其
子
弟
の
教
育
や
是
れ
他
日
布
教
の
基
礎
た
る
な
り

其
貧
民
の
救
助
や
人
心
固
結
の
基
礎
た
る
な
り
」（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）。

　
（
56 

）「
吾
仏
教
々
導
職
は
然
ら
ず
徒
弟
の
教
育
其
道
や
ゝ
立
て
る
に
似
た
り
と
雖
ど
も
未
だ
彼
が
如
く
懇
篤
親
切
な
る
こ
と
を
得
ず
」
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（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）。

　
（
57 

）「
偶
々
福
田
会
等
の
仏
徒
の
手
に
な
れ
る
あ
る
を
見
る
も
終
に
浄
財
を
投
じ
て
之
を
賛
成
せ
ん
と
す
る
の
心
な
き
の
み
な
ら
ず
却

て
之
を
誹
議
す
る
者
あ
る
に
至
る
」（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）。

　
（
58 
）
キ
リ
ス
ト
教
が
「
同
心
協
力
」
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
に
は
宗
派
間
の
争
い
が
絶
え
な
い
と
い
う
言
及
も
な
さ
れ
て
い

る
（「
吾
仏
教
徒
は
其
和
合
僧
の
名
義
に
反
し
て
不
和
合
の
者
多
し
」『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）。
ま
た
別
の
箇
所
で
、
キ
リ
ス

ト
教
の
教
会
と
い
う
組
織
は
信
者
同
士
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
教
師
は
信
者
同
士
の

「
和
融
協
合
を
は
か
る
」
が
、
仏
教
の
寺
院
に
つ
い
て
は
「
其
住
職
た
る
者
其
檀
中
を
見
る
こ
と
奴
僕
の
如
く
毫
も
之
を
愛
撫
し
て

和
合
協
同
せ
し
む
る
こ
と
を
謀
ら
ず
」（『
明
教
新
誌
』
一
一
五
七
号
）
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
（
59 

）
三
野
汗
馬
「
仏
教
改
良
の
必
要
な
る
を
論
す
」『
明
教
新
誌
』
一
六
二
九
、一
六
三
一
号
。
一
八
八
四
年
二
月
八
日
、
一
二
日
。

　
（
60 

）
関
連
し
て
、
肥
前
の
老
僧
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
寒
枯
隠
士
に
よ
る
寄
書
、「
耶
蘇
教
の
書
冊
を
見
る
」（『
明
教
新
誌
』
一
七
六
四
号
、

一
八
八
四
年
一
一
月
一
六
日
）
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
書
が
「
彼
の
書
冊
を
悉
々
く
仮
名
を
以
て
之
を
綴
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
そ
れ
故
に
多
く
の
者
に
読
ま
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
（「
僅
か
に
仮
名
を
読
得
る
丈
の
も
の
な
ら
ば
之
を
解
す
る

に
足
り
其
意
を
了
す
る
に
足
る
」）
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
大
に
歎
て
」
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
寄
書
と
同
様
に
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
「
教
を
施
く
の
方
術
」
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
仏
教
か
ら
派
生
し

た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
、「
彼
等
我
仏
の
盗
賊
な
り
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
61 

）
こ
の
時
期
の
『
明
教
新
誌
』
の
執
筆
者
や
宗
派
と
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
は
、
星
野
前
掲
「『
明
教
新
誌
』
解
題
」
に
お
い
て

検
討
し
た
。

　
（
62 

）
三
浦
前
掲
「
排
耶
論
の
研
究
」、
四
頁
。
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29 明治前期における仏教者のキリスト教観

　
（
63 

）
一
八
八
〇
年
代
の
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
に
つ
い
て
、
そ
の
運
動
と
し
て
の
側
面
が
考
察
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
思
想
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
な
い
（
注
11
、
参
照
）。

　
（
64 
）
こ
れ
に
関
連
し
て
、
吉
田
久
一
や
池
田
英
俊
の
よ
う
な
近
代
仏
教
研
究
の
先
駆
者
た
ち
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教

の
あ
り
方
を
、
あ
る
種
の
理
念
型
と
し
て
参
照
し
な
が
ら
、
仏
教
の
「
近
代
化
」
に
つ
い
て
規
範
的
に
論
じ
て
い
た
こ
と
は
、
と

り
わ
け
近
代
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
歴
史
性
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
引
き
受
け
た
研
究
者
た
ち
に
よ
っ

て
既
に
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
、
例
え
ば
大
谷
栄
一
は
吉
田
ら
の
研
究
姿
勢
を
「
近
代
仏
教
史
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
呼
ん

で
い
る
（
大
谷
英
一
編
「
書
評
特
集　

末
木
文
美
士
『
明
治
思
想
家
論
』『
近
代
日
本
と
仏
教
』
を
読
む
」『
南
山
宗
教
文
化
研
究

所
研
究
所
報
』
一
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

　
　

 　

本
稿
で
確
認
し
た
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
、
共
に
「
近
代
的
」
宗
教
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
」
を
見
て
い
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
確
か
に
吉
田
ら
の
姿
勢
と
重
な
る
面
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
吉
田
ら
が
倫
理
な
ど
個
人
の
内
面
性
に
強
く
焦
点
を

合
わ
せ
て
論
じ
て
い
た
の
に
対
し
（「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
絶
対
者
と
し
て
の
、
こ
の
世
か
ら
断
絶
し
た
唯
一
な
る
神
に
従
う
者
と

し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
示
す
価
値
基
準
を
目
標
と
し
て
、
全
生
活
を
内
側
か
ら
組
織
づ
け
よ
う
と
す
る
「
内
面
的
尊
厳
の
倫
理
」

を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
」
吉
田
久
一
『
日
本
の
近
代
社
会
と
仏
教
』
評
論
社
、
一
九
七
〇
年
、
七
九
頁
）、
本
稿
は
む
し
ろ
早
い

時
期
か
ら
仏
教
者
が
キ
リ
ス
ト
者
の
「
実
践
」
に
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
吉
田
ら
の
規
範
性
を

共
有
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
「
近
代
仏
教
史
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
補
強
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
位
相
を
ず
ら

す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
（
65 

）
な
お
、
こ
う
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
観
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
も
ま
た
実
態
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
切
り
離
さ
れ
、
近
代
的
な

「
宗
教
」
の
あ
り
方
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
仮
構
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
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た
実
際
に
そ
う
し
た
面
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。
特
に
、
そ
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
明
治
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
キ
リ
ス

ト
教
を
直
接
参
照
す
る
の
で
は
な
く
、
理
想
の
「
宗
教
」
を
設
定
し
、
仏
教
の
方
が
よ
り
真
正
な
「
宗
教
」
で
あ
る
と
す
る
議
論

が
出
て
く
る
こ
と
を
、
か
つ
て
中
西
牛
郎
の
議
論
に
即
し
て
論
じ
た
（cf. H

oshino Seiji, “Reconfiguring Buddhism
 as a 

Religion: N
akanishi U

shirō and H
is Shin Bukkyō ” J apanese R

eligions, V
ol. 34

（2

）, 2010

）。

　
　

 　

し
か
し
、
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
仏
教
者
た
ち
が
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
者
の
活
動
を
見
聞
・
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
観
」
は
完
全
な
仮
構
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
仏

教
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
内
実
に
つ
い
て
本
稿
で
は
問
わ
な
い
と
し
た
が
、
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
（
66 

）
近
藤
俊
太
郎
「『
令
知
会
雑
誌
』
と
そ
の
課
題
」（
中
西
直
樹
・
近
藤
俊
太
郎
編
『
令
知
会
と
明
治
仏
教
』
不
二
出
版
、 

二
〇
一
七
年
、
一
八
頁
）。
な
お
、
令
知
会
は
通
仏
教
を
標
榜
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
真
宗
本
願
寺
派
と
真
宗
大
谷
派
を
中
心
と

し
て
お
り
、
ま
た
後
に
大
谷
派
の
僧
侶
が
離
脱
す
る
。

　
（
67 

）「
今
度
島
地
黙
雷
教
正
等
の
発
起
に
て
令
知
会
と
い
ふ
を
結
ひ
凡
て
教
義
に
関
係
あ
る
諸
種
の
学
術
を
研
究
し
兼
て
興
学
弘
教
の

二
事
を
隆
盛
な
ら
し
め
ん
と
の
主
義
に
て
何
の
宗
派
と
緇
素
を
論
ぜ
ず
此
主
義
を
賛
成
せ
ら
る
ゝ
者
は
総
て
入
会
を
許
さ
る
ゝ
由

な
れ
ば
有
志
の
諸
君
は
賛
助
入
会
せ
ら
れ
よ
」（『
明
教
新
誌
』
一
六
二
二
号
、
一
八
八
四
年
一
月
二
二
日
）。

　
（
68 

）『
令
知
会
雑
誌
』
は
令
知
会
の
機
関
誌
と
し
て
一
八
八
四
年
四
月
に
創
刊
さ
れ
、
一
八
九
二
年
二
月
、
九
五
号
ま
で
刊
行
さ
れ
る
。

一
八
九
二
年
三
月
二
三
日
発
行
の
九
六
号
か
ら
『
三
宝
叢
誌
』
と
改
題
し
、
一
九
一
二
年
一
一
月
二
八
日
発
行
の
三
四
四
号
ま
で

刊
行
さ
れ
た
。
中
西
・
近
藤
前
掲
『
令
知
会
と
明
治
仏
教
』
参
照
。

　
（
69 

）
遜
堂
逸
史
「
仏
教
衰
頽
の
原
因
第
一
」『
令
知
会
雑
誌
』
九
号
、
一
八
八
四
年
一
二
月
二
一
日
。

　
（
70 

）『
令
知
会
雑
誌
』
九
号
。
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31 明治前期における仏教者のキリスト教観

　
（
71 

）
井
上
甫
水
「
僧
門
改
良
の
今
日
に
急
務
な
る
所
以
を
論
ず
」『
令
知
会
雑
誌
』
一
八
号
、
一
八
八
五
年
九
月
二
一
日
。

　
（
72 
）『
令
知
会
雑
誌
』
一
八
号
。

　
（
73 
）
浅
野
義
順
「
宗
規
の
改
宗
を
望
む
」『
明
教
新
誌
』
一
二
七
七
号
、
一
八
八
二
年
二
月
二
日
。
な
お
、
浅
野
の
肩
書
き
は
興
信
会

員
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
74 

）『
明
教
新
誌
』
一
二
七
七
号
。

　
（
75 

）
別
の
箇
所
で
浅
野
義
順
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
「
天
神
造
化
。
始
祖
原
罪
。
人
子
贖
罪
。
末
日
審
判
の
四
條
を
綱
領
と
し

其
他
黙
示
。
預
言
。
異
蹟
等
の
奇
説
」（『
明
教
新
誌
』
一
二
七
七
号
）
と
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
教
義
の
故
に
勢
力
を
伸

ば
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
（
76 

）
浅
野
義
順
は
法
然
と
親
鸞
に
言
及
し
て
、
浄
土
教
門
は
過
去
に
お
い
て
仏
教
の
「
宗
制
教
式
」
の
革
新
を
行
っ
て
い
た
と
論
じ

て
い
る
。
浅
野
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
「
宗
制
教
式
」
を
改
め
た
も
の
で
あ
り
、

浄
土
教
門
は
そ
れ
に
比
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　

明
治
中
期
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
「
新
仏
教
」
と
い
う
言
葉
が
、
や
が
て
「
鎌
倉
新
仏
教
」
の
議
論
に
繋
が
っ
て
い

く
こ
と
に
つ
い
て
は
福
島
栄
寿
の
指
摘
が
あ
る
が
（
福
島
栄
寿
「〈
近
代
仏
教
〉
再
考
：
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
と
「
鎌
倉
新
仏
教
」

論
」『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）、
こ
の
浅
野
の
議
論
は
「
新
仏
教
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
も

の
の
、
類
似
の
思
考
法
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

 　

な
お
、
本
文
中
で
触
れ
た
「
佛
教
衰
頽
の
原
因
」
は
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
に
言
及
し
、
こ
れ
が
「
新
教
」
に
「
独
立
の
気
象
」

と
信
者
た
ち
の
団
結
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
仏
教
者
も
こ
れ
を
範
と
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
（
遜
堂
逸
史
「
仏
教
衰
頽
の

原
因
第
二
」『
令
知
会
雑
誌
』
一
〇
号
、
一
八
八
五
年
一
月
二
一
日
）。
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（
77 

）
こ
の
よ
う
に
既
存
の
教
団
組
織
を
改
良
し
よ
う
と
す
る
宗
門
改
良
論
の
読
み
手
と
書
き
手
が
、
例
え
ば
反
省
会
な
ど
に
お
い
て

展
開
さ
れ
る
明
治
二
〇
年
代
の
仏
教
改
良
運
動
に
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
後
者
に

お
い
て
は
、「
新
仏
教
」
と
い
う
言
葉
に
仮
託
さ
れ
る
よ
う
に
、
既
存
の
教
団
組
織
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
新
し
い
仏
教
を
構
想
し
て
い

く
方
向
性
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
宗
門
改
良
」
と
「
仏
教
改
良
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
更
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
（
78 

）『
明
教
新
誌
』
一
二
七
七
号
。

　
（
79 

）
三
浦
前
掲
「
排
耶
論
の
研
究
」
や
森
和
也
「
近
代
仏
教
の
自
画
像
と
し
て
の
護
法
論
」『
宗
教
研
究
』
八
一
巻
二
号
、二
〇
〇
七
年
、

の
よ
う
に
、
排
耶
論
に
ま
つ
わ
る
仏
教
者
か
ら
の
発
話
を
、
狭
義
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
論
で
は
な
く
、
仏
教
者
に
よ
る
仏
教
の
自

己
理
解
に
関
わ
る
言
説
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
宗
門
改
良
論
に
結
び
つ
く
の
は
一
つ
の
帰
結
と
し
て
自
然
で
あ
り
、

そ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
仏
教
の
自
己
理
解
の
展
開
に
際
し
て
、
キ
リ

ス
ト
教
者
の
宗
教
的
実
践
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
相
互
的
な
局
面
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
そ
の
関
係
性
を
確
認
し
た
。

【
付
記
】　 

本
稿
は
科
研
基
盤（
C
）「
明
治
前
期
の
宗
教
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
の
再
検
討

―
宗
教
メ
デ
ィ
ア
の
横
断
的
考
察
」（15K

02059

、

研
究
代
表
者
：
星
野
靖
二
、
二
〇
一
五
〜
二
〇
一
八
年
度
）
に
よ
る
成
果
の
一
環
で
あ
る
。
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