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は
じ
め
に

本
書
は
二
〇
二
二
年
九
月
〜
二
〇
二
三
年
二
月
に
、
龍
谷
大
学
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
宗
教
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
で
開
催
し
た
「
性
な

る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
報
告
を
ま
と
め
て
発
刊
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
こ
れ
ま
で
成
人
男
性
主
体
で
語
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
仏
教
の
歴
史
を
、
女
性
や
子
ど

も
、
あ
る
い
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
の
性
的
少
数
者
の
視
点
で
読
み
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
仏
教
学
・
歴
史
学
・
美
術
史
学
な
ど

を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
知
見
を
持
ち
寄
り
語
り
合
う
機
会
と
し
て
、
六
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。

一
、「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
の
意
趣

す
で
に
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
仏
典
に
は
女
性
差
別
的
言
説
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
仏
教
そ
の
も
の
が
男
性
優
位

的
社
会
で
育
ま
れ
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
仏
典
翻
訳
者
・
注
釈
者
と
し
て
名
が
残
る
女
性
は
一
人
と
し
て
存

在
せ
ず
、
仏
典
は
近
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
常
に
成
人
男
性
に
よ
っ
て
読
み
解
き
語
ら
れ
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
は
フ
ェ
ミ

序
文

大
谷
由
香
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ニ
ズ
ム
神
学
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
源
淳
子
氏
ら
に
よ
っ
て
そ
の
手
法
を
仏
教
学
に
応
用
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の

運
動
は
大
き
な
拡
が
り
を
見
せ
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
強
烈
な
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
を
生
み
、
仏
典
の
差
別
的
言
説
に
触
れ
る
こ

と
そ
の
も
の
を
タ
ブ
ー
と
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
仏
教
学
界
内
に
醸
成
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
わ
た
し
は
二
〇
〇
一
年
に

修
士
課
程
に
入
学
し
て
本
格
的
な
研
究
人
生
を
歩
み
始
め
た
が
、
そ
の
当
初
に
は
、
教
祖
で
あ
る
釈
尊
は
差
別
な
ど
す
る
わ
け
が

な
く
、
仏
典
中
に
存
在
す
る
女
性
差
別
的
言
説
は
、
後
世
の
弟
子
た
ち
が
語
り
継
ぐ
間
に
、
男
性
主
権
的
社
会
の
趨
勢
を
受
け
て

加
筆
・
改
竄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
研
究
す
る
こ
と
に
は
何
の
意
味
も
な
い
、
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
。「
信
仰
者

の
気
持
ち
で
、
ま
ず
は
経
典
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
突
飛
に
思
う
こ
と
で
も
、
ま
ず
は
文
字
通
り
に
信
じ
な
さ
い
。

そ
の
時
代
に
は
そ
れ
が
当
然
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
」
と
教
え
て
く
れ
る
先
生
が
、
同
じ
口
で
経
典
の
女
性
差

別
的
表
現
に
つ
い
て
は
、「
文
字
通
り
に
受
け
と
る
な
」
と
言
う
。
空
気
を
読
ま
ず
に
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
と
「
う
る
さ
い
女
」

扱
い
を
さ
れ
て
居
場
所
が
な
く
な
る
よ
う
な
感
覚
が
あ
っ
た
。
差
別
は
決
し
て
個
人
の
悪
意
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

う
行
動
さ
せ
る
社
会
構
造
の
中
で
醸
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
仏
典
内
の
差
別
的
言
説
が
、
仏
典
が
作
成
さ
れ
た
社
会
構
造
の
探

求
材
料
と
し
て
で
な
く
、
ブ
ッ
ダ
や
宗
祖
の
権
威
失
墜
の
材
料
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
な
い
研
究
現
場
は
危
う
い
の
で
は
な
い
か
。

一
方
で
わ
た
し
に
と
っ
て
研
究
近
接
分
野
に
あ
た
る
日
本
史
学
界
隈
で
は
、
一
九
八
四
年
に
大
隅
和
雄
氏
と
西
口
順
子
氏
を
発

起
人
と
す
る
「
研
究
会
・
日
本
の
女
性
と
仏
教
」
が
発
足
し
、
一
九
八
九
年
に
は
シ
リ
ー
ズ
『
女
性
と
仏
教
』
全
四
巻
が
刊
行
さ

れ
た
。
上
記
の
よ
う
な
仏
教
学
界
の
風
潮
に
す
っ
か
り
染
ま
っ
て
い
た
私
が
、
こ
の
動
き
を
知
っ
た
の
は
、
も
う
研
究
会
も
と
っ

く
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
二
〇
一
〇
年
代
に
入
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
多
く
の
若
手
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
、

仏
教
活
動
に
加
わ
る
個
別
の
女
性
像
が
、
史
料
に
即
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
衝
撃
的
で
す
ら

あ
っ
た
。
仏
教
学
内
で
女
性
救
済
理
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
変
成
男
子
」
な
ど
の
思
想
が
、
男
性
を
基
準
と
し
た
も
の
で
、
や

は
り
差
別
の
思
想
で
あ
る
こ
と
が
男
性
研
究
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
新
鮮
で
あ
っ
た
。
仏
教
学
で
女
性
が
語
ら
れ
る
と
き
、

そ
れ
は
個
人
名
で
は
な
く
「
女
性
」
と
い
う
大
き
な
概
念
で
し
か
な
か
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
実
際
に
仏
教
と
と
も

に
生
き
て
死
ん
だ
個
人
と
し
て
の
女
性
の
足
跡
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
仏
教
の
信
徒
と
し
て
悩
み
歩
ん
だ
女
性
が
歴
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史
上
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
と
き
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
成
果
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
わ
た
し
を
勇
気

づ
け
た
。
ま
た
一
方
で
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
仏
教
学
か
ら
の
参
加
研
究
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
と
て
も
残
念
に
思
っ
た
。

仏
教
学
の
知
見
が
加
わ
れ
ば
、
も
っ
と
ク
リ
ア
に
な
っ
た
問
題
も
あ
っ
た
と
感
じ
た
か
ら
だ
。

「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
こ
う
し
た
わ
た
し
自
身
の
個
人
的
体
験
に
も
と
づ
い
て
発
足
し
た
。
報
告
者
の
多
く

は
、
わ
た
し
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
仏
教
研
究
、
い
わ
ば
成
人
男
性
が
執
筆
し
た
文
献
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た

中
堅
研
究
者
だ
。
国
内
の
仏
教
学
界
隈
に
お
い
て
成
人
男
性
以
外
の
個
人
を
対
象
と
す
る
研
究
は
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

い
。
こ
れ
は
前
に
示
し
た
よ
う
に
、
教
義
研
究
の
対
象
と
な
る
仏
典
の
翻
訳
者
・
注
釈
者
が
男
性
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
史
料

的
制
約
が
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
研
究
方
法
の
模
索
さ
え
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
学
界
そ
の
も
の
の
男
性
優
位
の

風
潮
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ど
の
時
代
の
ど
の
社
会
に
も
、
女
性
は
存
在
し
て
い
た
し
、
子
ど
も
も
、

老
人
も
、
障
害
者
も
、
同
性
愛
者
も
、
身
体
的
特
徴
と
性
的
自
認
が
異
な
る
者
も
、
重
い
病
気
に
悩
む
者
も
、
介
護
者
も
、
犯
罪

者
も
、
差
別
さ
れ
る
者
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
個
人
と
仏
教
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、

教
義
研
究
上
で
は
、
彼
ら
は
健
全
な
成
人
男
性
を
主
要
モ
デ
ル
と
し
た
「
一
切
衆
生
」
と
い
う
大
き
な
概
念
の
外
縁
に
、
う
す
ぼ

ん
や
り
と
お
さ
め
と
ら
れ
て
、
顔
の
な
い
「
そ
の
他
」
と
し
て
い
わ
ば
ひ
と
く
く
り
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
社
会
構
造
の
中
で
弱
い

立
場
に
あ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
彼
／
彼
女
た
ち
を
主
体
と
し
て
、
仏
典
注
釈
者
と
し
て
権
威
的
立
場
に
あ
っ
た
男
性
個
人
が
、
彼

／
彼
女
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
手
を
差
し
伸
べ
た
の
か
、
あ
る
い
は
全
く
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、
教
義
研
究
の

上
か
ら
語
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
だ
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
そ
う
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
主
体
と
す
る
研
究
方
法
を
探

り
、
開
示
し
て
い
く
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
。

古
典
研
究
を
下
敷
き
と
し
つ
つ
現
代
的
な
問
題
を
扱
お
う
と
す
る
と
き
、「
現
代
の
価
値
観
で
史
料
を
読
む
な
」
と
い
う
批
判

を
浴
び
が
ち
だ
。
そ
の
時
代
を
よ
く
知
り
、
そ
の
時
代
の
特
性
を
踏
ま
え
た
史
料
読
解
を
行
う
こ
と
は
古
典
研
究
の
前
提
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
方
法
論
と
問
題
意
識
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
差
別
が
当
然
だ
っ
た
時
代
の
差
別

発
言
を
、
現
代
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
」
と
も
言
わ
れ
が
ち
だ
が
、
個
人
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
現
代
に
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生
き
る
研
究
者
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
発
言
が
差
別
的
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
代
と
い
う
限
界
に
存
在
し

た
差
別
性
を
認
め
て
い
く
こ
と
は
、
む
し
ろ
古
典
研
究
者
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
で
は
な
い
か
と
思
う
。
当
時
に
は
差
別
と
認
識

さ
れ
ず
、
当
然
と
さ
れ
て
い
た
行
動
や
発
言
で
あ
っ
て
も
、
被
差
別
者
は
現
代
人
と
同
じ
よ
う
に
傷
つ
き
、
や
り
場
の
な
い
思
い

と
諦
め
を
強
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
時
代
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
彼
が
そ
の
時
代
の
限
界
の
な
か
で
、
最
大
限
の
平
等
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
嘘
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
発

言
の
差
別
性
を
認
め
た
上
で
、
会
通
・
解
釈
し
て
彼
が
伝
え
た
か
っ
た
仏
の
真
意
を
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
現
代
に
生
き
る
宗
学

者
の
仕
事
だ
ろ
う
と
思
う
。
難
癖
を
つ
け
て
差
別
が
存
在
し
た
こ
と
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
実
際
に
は
現
代
の
問
題
意
識
か
ら
仏
教
研
究
を
行
う
こ
と
、
仏
典
の
差
別
的
言
説
を
開
示
し
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の

に
嫌
悪
感
を
持
つ
人
は
研
究
者
内
に
も
多
く
、
ま
た
特
に
女
性
差
別
を
真
面
目
に
取
り
扱
う
人
に
は
、
男
女
問
わ
ず
あ
る
種
の

「
色
」
が
つ
け
ら
れ
る
風
潮
が
現
在
も
存
在
し
て
い
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
登
壇
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
な
り
小
な
り
の
覚
悟
と

勇
気
が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
わ
た
し
の
趣
旨
を
汲
み
、
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
登
壇
者
の
方
々
に
、
心
か
ら
賛
辞
と
謝

辞
を
述
べ
た
い
。

二
、
本
書
の
構
成

「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
花
園
大
学
人
権
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
「
浄
土
宗
の
平
等
思
想

と
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、
龍
谷
大
学
世
界
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
応
用
研
究
部
門
）
の
共
催
の
も
と
、
以
下
の
日
程

で
行
わ
れ
た
（
所
属
は
報
告
当
時
の
も
の
）。

第
一
回
「
性
の
超
越
と
仏
教
」　
二
〇
〇
二
年
九
月
十
日
（
土
）

研
究
報
告

サ
ッ
チ
ャ
ー
ナ
ン
デ
ィ
ー
（
龍
谷
大
学
）「
律
蔵
に
記
載
さ
れ
る
「
性
転
換
」
し
た
人
々

―
上
座
部
の
比
丘
尼
僧
伽
復
興
に
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関
連
し
て
」

岸
田
悠
里
（
比
叡
山
延
暦
寺
叡
山
文
庫
）「
転
変
す
る
性
」

大
谷
由
香
（
龍
谷
大
学
）「
鎌
倉
時
代
の
転
女
比
丘
尼
」

座
談
会　
司
会
：
大
谷
由
香

第
二
回
「
仏
典
を
生
き
る
女
性
た
ち
」
二
〇
〇
二
年
十
月
一
日
（
土
）

研
究
報
告

野
呂
靖
（
龍
谷
大
学
）「
我
を
抱
き
、
接
吻
せ
よ

―
『
華
厳
経
』
の
女
性
像
と
明
恵
思
想
」

村
上
明
也
（
駒
澤
大
学
）「
仏
性
と
女
性
―
法
蔵
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
」

座
談
会　
司
会
：
大
谷
由
香

第
三
回
「
浄
土
真
宗
で
語
ら
れ
る
女
性
」
二
〇
二
二
年
十
一
月
十
二
日
（
土
）

研
究
報
告

岩
田
真
美
（
龍
谷
大
学
）「
真
宗
史
に
お
け
る
女
性
」

小
野
嶋
祥
雄
（
龍
谷
大
学
）「
浄
土
真
宗
に
お
け
る
母
親
像
」

座
談
会　
司
会
：
大
谷
由
香

第
四
回
「
ル
ッ
キ
ズ
ム
な
仏
教
」
二
〇
二
二
年
十
二
月
十
日
（
土
）

研
究
報
告

河
上
麻
由
子
（
大
阪
大
学
）「
歴
史
史
料
に
み
る
、
美
男
子
と
仏
教
」

大
谷
由
香
（
龍
谷
大
学
）「
僧
侶
の
美
醜
」

大
島
幸
代
（
中
之
島
香
雪
美
術
館
）「
玄
奘
イ
メ
ー
ジ
の
系
譜
」

座
談
会　
司
会
：
大
谷
由
香

第
五
回
「
中
世
女
性
の
苦
と
救
い
」
二
〇
二
三
年
一
月
十
四
日
（
土
）
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研
究
報
告

南
宏
信
（
佛
教
大
学
）「
堕
地
獄
の
諸
相
―
女
性
が
堕
ち
る
地
獄
」

前
島
信
也
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
）「
写
経
と
女
性
」

座
談
会　
司
会
：
工
藤
量
導
（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
）

第
六
回
「
中
世
日
本
の
僧
と
家
族
」
二
〇
二
三
年
二
月
十
一
日
（
土
）

研
究
報
告

坪
井
剛
（
佛
教
大
学
）「
中
世
に
お
け
る
「
僧
の
家
」
の
形
成
と
そ
の
特
質
」

板
敷
真
純
（
中
村
元
東
方
研
究
所
）「
僧
の
妻
の
系
譜
、
坊
守
の
系
譜
」

座
談
会　
司
会
：
大
谷
由
香

当
初
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
た
と
え
ば
女
性
や
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
ど
に
つ
い
て
説
か
れ
た
史
料
の
紹
介
や
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
史
な
ど
を
紹
介
し
合
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
コ
ー
ヒ
ー
で
も
飲
み
な
が
ら
気
楽
に
話
し
合
う
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ

禍
に
あ
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
、
ま
た
始
ま
っ
て
み
れ
ば
登
壇
者
各
自
の
熱
意
が
強
く
、

重
厚
な
研
究
報
告
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
書
籍
化
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
流
れ
に
な
っ
た
。
た
だ
し
本
来
の

趣
旨
な
ら
び
に
登
壇
者
へ
の
要
望
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
史
料
紹
介
や
研
究
史
紹
介
だ
っ
た
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
原
稿
化

が
難
し
か
っ
た
も
の
も
あ
り
、
大
き
く
改
稿
し
た
も
の
、
ま
た
論
文
で
は
な
く
コ
ラ
ム
と
し
て
文
章
化
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た

本
書
は
で
き
る
か
ぎ
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
当
時
の
構
成
を
章
立
て
と
し
て
生
か
し
た
が
、
編
者
の
視
点
か
ら
み
て
内
容
的
に
集
合

し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
と
感
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
勝
手
な
が
ら
構
成
を
改
め
、
ま
た
同
じ
理
由
に
よ
り
順
番
を
入
れ
替
え
た
。

性
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
意
図
を
説
明
し
、
本
書
の
簡
略
な
見
取
り
図
と
し
た
い
。

Ⅰ
　
女
性
が
出
家
す
る
こ
と
／
女
性
が
さ
と
る
こ
と

第
Ⅰ
部
に
は
、
特
に
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
い
て
女
性
の
仏
道
修
行
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
の
か
に
触
れ
る
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二
篇
の
論
考
を
収
め
た
。
議
論
の
前
提
を
含
め
て
紹
介
し
た
い
。

仏
典
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
比
丘
尼
（
成
人
女
性
出
家
者
）
の
誕
生
譚
は
、
い
ず
れ
も
釈
尊
が
比
丘
尼
誕
生
を
喜
ば
な
か
っ
た
こ
と

を
伝
え
る
。
初
め
て
比
丘
尼
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
は
釈
尊
の
養
母
で
あ
る
マ
ハ
ー
パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
で
、
彼
女
は
釈
尊

に
何
度
も
出
家
を
願
い
出
た
が
却
下
さ
れ
、
弟
子
で
あ
る
阿
難
に
よ
る
取
り
な
し
に
よ
っ
て
出
家
を
許
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
の
律

蔵
に
は
、
阿
難
が
こ
の
と
き
「
大
徳
よ
、
も
し
女
性
が
、
如
来
の
説
く
教
え
と
規
則
に
準
じ
て
出
家
し
た
な
ら
ば
、
預
流
果
、
一

来
果
、
不
還
果
、
あ
る
い
は
阿
羅
漢
果
﹇
と
い
っ
た
さ
と
り
﹈
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
、
釈
尊
が
「
で
き

る
」
と
答
え
た
の
で
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
養
育
の
大
恩
あ
る
彼
女
を
出
家
さ
せ
て
あ
げ
て
ほ
し
い
と
頼
み
込
ん
だ
と
伝
わ
る

（
パ
ー
リ
律
・『
四
分
律
』『
五
分
律
』
な
ど
）。
つ
ま
り
釈
尊
は
自
身
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
修
行
を
し
た
な
ら
ば
、
女
性
で
あ
っ
て

も
さ
と
り
を
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
嫌
々
な
が
ら
も
女
性
の
出
家
を
許
し
た
、
と
い
う
の
が
様
々
な
仏
典
に
共

通
し
て
伝
わ
る
と
こ
ろ
だ
。

こ
う
し
た
「
女
性
も
ま
た
さ
と
り
を
得
る
」
と
い
う
言
説
を
信
じ
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
女
性
が
出
家
し
て
比
丘
尼
と
な
り
修

行
生
活
を
送
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
出
家
女
性
の
具
体
的
な
修
行
の
あ
り
方
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
極
端

に
少
な
か
っ
た
。
巻
頭
の
大
谷
由
香
論
文
は
、
出
家
す
る
た
め
の
入
門
儀
礼
で
あ
る
「
受
戒
」
に
着
目
し
、
仏
教
伝
播
に
と
も
な

う
比
丘
尼
受
戒
の
実
態
を
具
体
的
に
考
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
受
戒
は
同
性
の
先
輩
出
家
者
が
最
低
十
名
必
要
で
あ
る
と
律
蔵
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
布
教
の
た
め
の
長
旅
は
女
性
に
と
っ
て
は
危
険
極
ま
り
な
く
、
そ
の
十
名
の
先
輩
出
家
者
を
揃
え
る

こ
と
が
、
比
丘
の
場
合
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
比
丘
尼
の
場
合
に
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
こ
と
が
往
々
と
し
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
規
定
の
先
輩
比
丘
尼
十
名
を
揃
え
て
正
式
な
受
戒
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
な
教
義
を
下

敷
き
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
受
戒
に
よ
っ
て
比
丘
尼
を
誕
生
さ
せ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
後
に
紹
介
す
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
ナ
ン

デ
ィ
ー
論
文
に
も
関
連
す
る
が
、
南
方
の
上
座
部
仏
教
界
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
界
で
は
、
比
丘
尼
受
戒
の
伝
統
が
途
絶
え
て
久
し
い
。

比
丘
尼
僧
伽
の
復
興
は
出
家
修
行
を
続
け
る
女
性
た
ち
の
悲
願
で
あ
る
が
、
教
理
的
問
題
が
あ
っ
て
正
式
な
比
丘
尼
僧
伽
の
復
興

は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
が
比
丘
尼
僧
伽
復
興
の
た
め
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
「
女
性
も
ま
た
さ
と
り
を
得
る
」
と
い
う
言
説
と
は
裏
腹
に
、「
女
性
は
さ
と
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
言

説
も
ま
た
、
仏
典
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
女
人
五
障
」
な
ど
は
有
名
で
、
仏
滅
後
数
百
年
の
う
ち
に
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
施
設
論
』（
玄
奘
は
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
、
仏
在
世
時
の
成
立
と
主
張
し
て
い
る
）
に
は
、
男
性
に
は
実
現
で

き
て
、
女
性
に
実
現
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
理
由
を
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

女
性
た
ち
は
善
の
力
が
劣
っ
て
い
て
弱
く
、（
中
略
）
女
性
に
は
﹇
善
に
よ
っ
て
行
動
を
﹈
強
制
す
る
力
が
な
い
。（
中
略
）
ま

た
女
性
は
生
ま
れ
つ
き
の
素
質
が
な
い
。
た
だ
男
子
だ
け
が
善
の
力
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
女
性
は
転
輪
聖
王
に
は
な
ら
ず
、
帝
釈
に
は
な
ら
ず
、
梵
天
に
は
な
ら
ず
、
魔
王
に
は
な
ら
ず
、
縁

覚
の
さ
と
り
を
得
る
こ
と
な
く
、
仏
の
最
上
の
さ
と
り
を
得
る
こ
と
が
な
い
。 

（
大
正
26
・
521
上
）

つ
ま
り
は
体
力
だ
け
で
な
く
、
女
性
は
心
の
力
も
男
性
に
比
べ
て
弱
く
、
こ
の
た
め
に
さ
と
り
を
得
る
こ
と
が
な
い
と
説
明
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
大
乗
仏
教
に
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
に
「
女
人
五
障
」
が
紹
介
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
本
来
的
に
仏
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
女
性
の
成
仏
を
説
く
「
変
成
男
子
」
説
や
、

女
性
の
浄
土
往
生
を
説
く
『
無
量
寿
経
』
の
「
女
人
往
生
」
説
も
ま
た
、
女
性
の
身
体
の
ま
ま
で
は
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、

浄
土
往
生
も
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
理
論
で
あ
り
、
女
性
差
別
的
前
提
か
ら
外
れ
た
主
張
で
は
な
い
こ
と
が
、
以
前
か
ら

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
変
成
男
子
」
や
「
女
人
往
生
」
は
、
も
と
も
と
は
「
女
性
は
仏
に
は
な
れ
な
い
」
と
い
う
前
提
に
抗
っ
て
提
示
さ
れ

た
女
性
救
済
の
た
め
の
理
論
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
を
掲
示
す
る
経
典
の
文
句
を
、
そ
の
後
の
注
釈
者
た
ち
は
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
。
村
上
明
也
論
文
（
敬
称
略
、
以
下
同
）
は
、
特
に
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
、「
女
性
の
身
体
の
ま

ま
で
は
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
経
文
が
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
一
大
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
仏
性
論
の

文
脈
で
考
究
さ
れ
た
歴
史
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
解
釈
が
施
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

経
文
が
決
し
て
そ
の
文
言
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
現
実
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
今
後
も
こ
う
し
た

手
法
に
よ
っ
て
、
経
典
の
差
別
的
言
説
の
受
け
止
め
に
つ
い
て
の
歴
史
変
遷
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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Ⅱ
　
性
の
超
越
と
仏
教

第
Ⅰ
部
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
仏
教
で
は
「
女
性
」
の
さ
と
り
を
認
め
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し

ば
問
題
と
な
る
。
し
か
し
ま
た
別
途
、
性
と
い
う
も
の
は
簡
単
に
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
生
ま
れ
つ
い
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の

間
、
一
定
し
て
い
る
も
の
と
も
限
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
、
仏
典
に
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部
で
は
、
仏
典
に
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
性
転
換
記
事
に
着
目
し
た
論
稿
を
二
篇
紹
介
す
る
。

最
初
の
岸
田
悠
里
論
文
は
、
性
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
記
事
を
網
羅
的
に
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
仏
典
に
、

性
の
変
更
は
当
然
起
こ
る
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
性
転
換
と
い
う
現
象
な
ら
び
に
概
念
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
教
理
考
究
活
動
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

次
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
ナ
ン
デ
ィ
ー
論
文
は
、
各
律
蔵
に
お
け
る
性
転
換
記
事
を
集
成
し
て
比
較
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

比
丘
尼
受
戒
の
伝
統
が
す
で
に
途
絶
え
て
久
し
い
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
い
て
、
比
丘
尼
僧
伽
復
興
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
教
理
的
に

有
効
な
手
段
と
し
て
、
公
的
に
唯
一
提
示
さ
れ
た
も
の
が
、「
比
丘
か
ら
の
性
転
換
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
執
筆
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
大
谷
由
香
が
別
途
「
鎌
倉
時
代
の
転
女
比
丘
尼
」
と
題
し
て
、
実
際
に
鎌
倉
時
代

の
日
本
で
、
一
人
の
比
丘
・
教
円
が
、
性
転
換
し
て
比
丘
尼
と
な
り
、
比
丘
尼
僧
伽
復
興
を
手
助
け
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
を
報

告
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
す
で
に
「
鎌
倉
期
律
宗
に
よ
る
比
丘
尼
僧
伽
の
再
生
」（『
ハ
ー
バ
ー
ド
美
術
館
南
無
仏
太
子
像
の
研
究
』
中

央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
二
三
年
）
と
し
て
発
表
し
た
の
で
、
本
書
に
は
収
め
な
か
っ
た
。
そ
ち
ら
を
参
照
願
い
た
い
。

Ⅲ
　
理
想
化
さ
れ
る
女
性
像

男
性
主
権
的
社
会
に
お
い
て
は
、
性
的
な
汚
れ
の
な
い
慈
愛
に
満
ち
た
聖
母
こ
そ
が
理
想
的
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
。
反
面
、

性
的
に
奔
放
な
遊
女
も
ま
た
、
表
向
き
に
は
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
理
想
的
女
性
の
一
端
を
担
う
。
男
性
主
権
的
社
会
で
花
開
き

育
っ
て
き
た
仏
教
の
文
献
に
は
、
見
事
な
ほ
ど
に
こ
の
両
極
端
の
理
想
的
な
「
女
性
」
ば
か
り
が
登
場
す
る
。
第
Ⅲ
部
で
は
、
こ
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れ
ら
理
想
化
さ
れ
た
女
性
像
に
注
目
し
た
二
篇
を
収
め
た
。

小
野
嶋
祥
雄
論
文
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
属
す
る
僧
侶
に
よ
る
近
代
以
降
に
お
け
る
法
話
に
お
い
て
、「
女
性
」
が
ど
の

よ
う
に
説
か
れ
て
き
た
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
男
女
同
権
を
説
き
つ
つ
、
そ
の
内
実
と
し
て
女
性
を
「
良
妻
賢
母
」
像
に
押

し
込
め
る
よ
う
な
口
説
が
現
代
に
い
た
る
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
一
因
と
し
て
話
者
の

男
女
比
率
の
偏
り
を
指
摘
し
、
女
性
を
個
別
の
苦
悩
を
持
ち
生
活
を
営
む
人
間
と
し
て
意
識
し
た
語
り
か
け
の
重
要
性
を
述
べ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
提
言
が
男
性
僧
侶
の
立
場
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
を
個
人
的
に
非
常
に
有
り
難
く
思
う
。

ま
た
野
呂
靖
コ
ラ
ム
は
、『
華
厳
経
』「
入
法
界
品
」
に
登
場
す
る
遊
女
・
婆
須
蜜
多
女
（
ヴ
ァ
ス
ミ
ト
ラ
）
の
教
説
が
、
東
ア

ジ
ア
の
華
厳
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
遊
女
が
生
々
し
く
肯
定
す

る
「
抱
擁
」
や
「
接
吻
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
環
境
に
あ
る
男
性
僧
侶
た
ち
が
「
仏
説
」
と
し
て
真
剣
に
検
討
し
て
き
た
歴

史
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
性
的
な
問
題
を
教
義
学
の
上
で
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
べ
き
か
、
聖
的

世
界
と
俗
的
世
界
を
架
橋
す
る
萌
芽
的
論
考
で
あ
る
。

Ⅳ
　
ル
ッ
キ
ズ
ム
な
仏
教

高
僧
伝
な
ど
に
は
、
そ
の
僧
侶
の
容
貌
に
つ
い
て
論
評
す
る
記
述
が
し
ば
し
ば
提
示
さ
れ
て
い
る
。
世
俗
を
捨
て
た
す
ば
ら
し

い
人
格
者
と
し
て
描
か
れ
る
男
性
僧
侶
の
容
貌
記
述
が
ど
う
し
て
必
要
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
人
々
が
僧
侶
に
求
め
る
美
し
さ
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
第
Ⅳ
章
で
は
、
男
性
美
に
関
す
る
論
考
を
集
め
た
。

最
初
の
河
上
麻
由
子
論
文
は
、
六
朝
時
代
に
は
美
醜
を
判
定
基
準
に
含
め
た
人
物
評
価
が
、
社
会
的
評
価
と
結
び
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
僧
侶
で
あ
っ
て
も
そ
の
評
価
軸
か
ら
外
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
す
な

わ
ち
そ
の
後
の
出
世
に
美
醜
が
関
係
し
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
男
性
に
よ
っ
て
理
想
的
な
男
性
美
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
基
準
に
合
わ

せ
て
男
性
の
容
貌
が
論
評
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

続
く
大
島
幸
代
論
文
は
、
残
さ
れ
た
伝
記
等
に
容
貌
に
関
す
る
記
述
が
極
端
に
少
な
い
唐
僧
・
玄
奘
を
取
り
扱
い
、
彼
の
理
想
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像
が
作
成
さ
れ
て
い
く
様
子
に
つ
い
て
現
存
造
形
作
品
を
も
と
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
数
少
な
い
情
報
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、

玄
奘
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
る
別
の
理
想
的
僧
侶
像
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
が
ら
玄
奘
像
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
様
子
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
、
そ
の
時
代
・
そ
の
地
域
の
人
々
の
期
待
を
背
負
っ
て
成
長
し
て
き
た
「
美
し
い
高
僧
」
像
を
、
現
存
す
る
玄
奘
像
に
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
河
上
論
文
で
示
さ
れ
た
、
男
性
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
理
想
的
な
男
性
美
は
、
ま
さ
に
玄

奘
像
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

大
谷
由
香
コ
ラ
ム
は
、
美
貌
を
持
つ
僧
侶
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
河
上
論
文
に
お
い
て
美
貌

が
社
会
的
に
優
位
に
働
く
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
出
家
社
会
で
あ
っ
て
も
そ
の
基
準
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
し
か
し
裏
腹
に
仏
教
界
で
は
基
本
的
に
美
貌
は
ト
ラ
ブ
ル
の
種
と
し
て
語
ら
れ
、
美
醜
を
離
れ
る
必

要
性
が
説
か
れ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
女
性
出
家
者
の
教
誡
者
と
な
る
比
丘
に
は
美
貌
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、「
ど
う
せ
女
性
は

《
た
だ
し
イ
ケ
メ
ン
に
限
る
》
ん
で
し
ょ
」
と
す
る
蔑
視
が
律
蔵
に
す
で
に
前
提
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
点
を
示
し
た
。

Ⅴ
　
仏
典
と
と
も
に
生
き
る
女
性
た
ち

い
か
に
女
性
差
別
的
な
言
説
が
仏
典
内
に
散
見
で
き
よ
う
と
も
、
女
性
た
ち
は
仏
教
を
棄
て
ず
、
仏
典
に
指
定
さ
れ
た
自
身
に

可
能
な
作
善
を
積
み
、
仏
教
を
支
え
て
き
た
。
第
Ⅴ
部
で
は
、
こ
れ
ら
の
仏
典
記
述
内
容
に
し
た
が
っ
て
生
き
た
女
性
た
ち
に
着

目
し
た
二
篇
を
収
め
た
。

前
島
信
也
論
文
は
、
経
典
書
写
の
功
徳
性
に
注
目
し
、
女
性
が
願
主
と
な
り
、
あ
る
い
は
実
際
に
女
性
自
身
が
筆
を
手
に
と
っ

た
写
経
を
、
奈
良
時
代
以
降
、
鎌
倉
時
代
ま
で
網
羅
的
に
集
成
し
、
そ
の
奥
書
に
示
さ
れ
た
願
意
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
願

意
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
に
、
女
性
特
有
の
罪
障
滅
罪
や
女
性
個
人
の
往
生
・
成
仏
の
祈
願
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
多
く
は

追
善
供
養
と
し
て
書
写
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

南
宏
信
コ
ラ
ム
は
、
仏
典
内
の
地
獄
の
描
写
に
着
目
し
、
女
性
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
堕
と
さ
れ
る
「
血

の
池
地
獄
」
や
「
不
産
女
地
獄
」
が
登
場
す
る
ま
で
の
歴
史
を
先
行
す
る
研
究
を
ま
と
め
概
説
的
に
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
女
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性
特
有
の
地
獄
の
存
在
を
人
々
に
広
め
る
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
比
丘
尼
に
よ
る
絵
解
き
を
前
提
と
し
た
「
熊
野
十
界
曼
荼
羅
」

で
あ
り
「
立
山
曼
荼
羅
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
女
性
自
身
に
よ
っ
て
女
性
に
対
す
る
嫌
悪
や
蔑
視
が
説
か
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
点
が
興
味
深
い
。

Ⅵ
　
僧
と
家
族
／
僧
の
家
族

特
に
日
本
で
は
、
妻
帯
す
る
僧
侶
は
め
ず
ら
し
く
な
く
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
は
世
襲
に
よ
る
「
僧
の
家
」
が
形

成
さ
れ
る
こ
と
が
、
す
で
に
西
口
順
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
家
族
を
持
つ
僧
侶
の
生
活
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
Ⅵ
章
は
、
中
世
僧
侶
と
家
族
・
寺
院
と
の
関
係
に
注
目
し
た
論
考
を
収
め
た
。

坪
井
剛
論
文
は
、
家
族
を
持
ち
女
犯
す
る
僧
侶
と
、
女
人
禁
制
・
入
寺
制
限
を
設
け
る
権
門
寺
院
・
大
寺
院
と
の
関
係
に
つ
い

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。「
僧
の
家
」
が
公
然
と
形
成
さ
れ
る
一
方
で
、
し
か
し
女
犯
が
不
浄
と
さ
れ
る
価
値
観
は
依
然
と
し
て

存
在
し
続
け
た
た
め
に
、
清
浄
性
の
喪
失
に
よ
り
修
法
の
功
験
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
権
門
寺
院
・
大
寺
院
の
外
に
「
僧
の

家
」
が
設
け
ら
れ
、
内
に
は
女
人
禁
制
等
の
入
寺
制
限
が
設
け
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

板
敷
真
純
論
文
は
、
中
世
真
宗
に
関
す
る
史
料
を
も
と
に
、
男
性
僧
侶
と
同
等
に
布
教
の
第
一
線
で
活
躍
し
た
女
性
た
ち
を
紹

介
す
る
。
真
宗
で
は
宗
祖
親
鸞
が
公
然
と
妻
帯
し
た
こ
と
も
あ
り
、
は
や
く
か
ら
妻
帯
が
当
然
と
さ
れ
、
道
場
主
の
妻
が
「
坊

守
」
と
呼
ば
れ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
女
た
ち
の
具
体
的
な
は
た
ら
き
が
、
世
俗
社
会
に
お
け
る

「
後
家
尼
」
と
重
複
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、「
僧
の
家
」
研
究
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
書
の
企
画
構
想
の
も
と
と
な
っ
た
「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
盛
況
の
う
ち
に
大
団
円
を
迎
え
た
。
回
を
追
う

ご
と
に
、
研
究
者
の
参
加
が
増
え
た
こ
と
は
幸
甚
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
一
編
の
論
集
に
、「
性
」
に
ま
つ
わ
る
多
様
な
問
題

を
網
羅
で
き
る
と
も
思
わ
な
い
。
同
性
愛
問
題
や
、
性
器
形
状
異
常
者
へ
の
差
別
、
稚
児
の
問
題
な
ど
取
り
こ
ぼ
し
た
話
題
も
多
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い
が
、
本
書
所
収
の
諸
論
考
の
提
示
す
る
新
し
い
知
見
や
視
点
が
、
次
代
の
仏
教
研
究
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を
願
う
も

の
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
土
曜
日
開
催
の
毎
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
運
営
を
手
伝
っ
て
く
だ
さ
っ
た
当
時
龍
谷
大
学
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

宗
教
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
員
だ
っ
た
池
田
登
貴
子
さ
ん
、
平
綱
雅
彦
さ
ん
、
Ｒ
Ａ
だ
っ
た
山
本
未
久
さ
ん
、
山
田
直
史
さ
ん
に
深

く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

二
〇
二
四
年
度
前
期
、「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
本
書
に
も
寄
稿
し
て
い
る
坪
井
剛
氏
・
南
宏
信
氏
の
発
案
に

よ
り
佛
教
大
学
オ
ー
プ
ン
ラ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
全
六
回
の
行
程
で
実
施
さ
れ
た
。
仏
典
に
お
け
る
「
性
」
に
ま
つ
わ

る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
や
偏
見
か
ら
目
を
逸
ら
さ
ず
、
研
究
者
と
し
て
史
料
を
も
と
に
こ
れ
を
検
証
し
て
い
く
営
み
が
、
こ
れ
か
ら

も
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
ほ
し
い
。「
性
な
る
仏
教
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
、
わ
た
し
の
手
を
離
れ
て
、
仏
教
系
私
立
大
学
を

中
心
に
ぐ
る
っ
と
一
周
り
、
二
周
り
し
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
。




