
清
沢
満
之
に
於
け
る
宗
教
的 

実
践
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て

一
 

清
沢
満
之
を
な
ぜ
学
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
 

ま
ず
そ
の
基
本
的
姿
勢
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

宗
教
者
と
し
て 

現
代
を
生
き
よ
う
と
し
た
時
に' 

人
間
と
し
て
の
存
在
が
問
わ
れ 

る
よ
う
な
様
々
な
問
題
が
そ
こ
に
存
在
す
る
。

そ
し
て
現
代
と
い 

う
時
代
の
な
か
で
、
宗
教
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
根
本
的
に
問
い 

直
さ
れ
て
い
る
の
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
 

宗
教
と
い
う
こ
と
の
本
来
的
意
義
が
急
速
な
科
学
技
術
の
進
歩
に 

よ
る
経
済
の
繁
栄
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
見
失
わ
れ
、
忘
れ
ら
れ
て 

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ 

の
よ
う
な
経
済
的
価
値
観
万
能
の
時
代
の
な
か
で' 

人
間
存
在
そ 

の
も
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
問
題
が
次
々
と
浮
き
彫
り
に
な
っ
て 

き
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
真
面
目
に

藤 

原 

正 

寿 

こ
の
よ
う
な
課
題
に
向
か
お
う
と
す
る
時
、
現
代
に
於
い
て
は
宗 

教
と
い
う
こ
と
へ
の
無
関
心
が
強
い
傾
向
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思 

わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
宗
教
と
い
う
言
葉
、
或
い
は
宗
教
と
い 

う
こ
と
が
現
代
の
日
本
に
於
い
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
と 

い
う
意
味
で
は
な
い
。

む
し
ろ
現
代
、
特
に
昨
今
で
は
新
た
な
宗 

教
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
 

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
社
会
現
象
と
し
て
あ
る
宗
教
は
、
そ
の
質
に 

於
い
て
民
俗
的
呪
術
的
宗
教
性
を
指
向
し
、
保
持
す
る
も
の
で
あ 

る
。

こ
れ
が
現
在
の
日
本
の
状
況
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
だ
し
た
原
因
を
、
明
治
以
降
の
宗
教 

教
育
の
欠
如
に
み
て
い
く
西
谷
啓
治
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

西 

谷

は

「
宗
教
の
現
代
的
課
題
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
論
文
の
中
で
、
 

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

明
治
以
後
の
日
本
で
は
、
人
間
を
作
る
た
め
の
、
基
礎
的
部
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分
に
空
白
が
残
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
 

吾
国
の
教
育
は
、
国
体
の
観
念
に
そ
の
空
白
を
満
す
べ
き 

役
割
を
与
へ
た
。

国
民
教
育
に
於
て
も
国
体
観
念
の
鼓
吹
の 

み
に
重
点
を
置
き' 

宗
教
教
育
は
全
く
為
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

も
と
よ
り
、
信
仰
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
宗
教
は
個
人
の
私 

的
生
活
に
関
す
る
も
の
と
し
て
干
渉
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
併 

し
績
極
的
な
奨
励
を

伴
は

ぬ
不
干
渉
と

し
て

の
「
信
仰
の
自 

由
」
は
、
実
際
に
は
無
信
仰
へ
の
自
由
と
な
ら
ざ
る
を
得
な 

い
。

そ
の
結
果' 

宗
教
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
当
り
前
の 

状
態
で
あ
り
、
宗
教
を
求
め
る
こ
と
は
特
異
な
事
柄
で
あ
る 

と
い
ふ
よ
う
な
観
念
を
、
国
民
に
植
ゑ
つ
け
た
の
で
あ
る
。
 

(

中
略)

国
民
の
精
神
に
於
け
る
基
礎
的
部
分
が
空
洞
に
な
っ 

て
ゐ
る
こ
と
こ
そ' 

現
在
な
ほ
わ
が
国
に
潜
在
す
る
最
も
大 

き
な
危
機
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
空
洞
を
充
し 

得
る
も
の
と
し
て
は
宗
教
の
外
に
は
な
い
。
 

こ

の
よ
う
な
宗
教
的
教
育
が
為
さ
れ
な
い
と
い
う
形
で
の
「
信
仰 

の
自
由
」
が
も
た
ら
し
た
、
「
宗
教
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
」
を
当 

然
と
し'

「
宗
教
を
求
め
る
こ
と
」
を

「
特
異
な
事
柄
」
と
す
る
こ 

と
が
、
国
民
の
大
多
数
に
よ
っ
て
通
念
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
西 

谷
氏
は
、
我
が
国
に
潜
在
す
る
も
っ
と
も
大
き
な
危
機
で
あ
る
と 

把
握
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
現
代
様
々
な
形
で
露
呈
し
て
き

て
い
る
人
間
の
生
存
を
も
脅
か
す
よ
う
な
数
々
の
問
題
も
、
こ
の 

「
人
間
を
作
る
た
め
の
、
基
礎
的
部
分
」

に

於

け

る

「空
白
」
を 

糾
弾
す
る
形
で
具
体
的
に
問
い
を
突
き
つ
け
て
い
る
と
い
え
る
の 

で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ

の

「
人
間
を
作
る
た
め
の
、
基
礎
的
部
分
の
空
白
」
或
い
は 

「
国
民
の
精
神
に
於
け
る
基
礎
的
部
分
」

の

「空
洞
」
と
い
う
こ 

と
を' 

我
が
国
に
於
け
る
最
も
大
き
な
危
機
で
あ
る
と
掘
り
下
げ 

る
西
谷
は
、
人

間

を

作

る

た

め

の

「空
白
」
或

は

「空
洞
」
を
充 

し
得
る
も
の
は
、
宗
教
以
外
に
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
逆
に 

い
え
ば
宗
教
と
は
、
人
間
が
人
間
と
な
る
た
め
の
基
礎
的
部
分
を 

荷
な
う
用
き
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ 

の
よ
う
な
、
人
間
が
自
分
の
思
い
に
先
立
っ
て
人
間
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
を
自
覚
化
で
き
る
よ
う
な
用
き
と
し
て
の
宗
教
、

こ
の
意 

味
に
お
い
て
真
に
人
間
の
た
め
の
教
育
と
い
い
得
る
も
の
と
し
て 

宗
教
を
自
ら
の
身
を
道
場
と
し
て
、
明
治
と
い
う
時
代
の
中
で
我 

々
に
先
駆
け
て
、
実
践
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
の
が
、
清
沢 

満
之
と
い
う
人
で
あ
る
。

つ
ま
り
満
之
は
、
信
仰
或
い
は
信
心
、
 

彼

自

身
の
言
葉
に
依
れ
ば

「
宗
教
的
精
神
」
「
宗
教
的
信
念
」
と
い 

う
こ
と
と
、 

社
会
的
実
践
と
い
う
こ
と
を
机
上
の
空
論
と
し
て
関 

連
づ
け
た
人
で
は
な
く
、
正
に
社
会
の
只
中
に
於
い
て
、
宗
教
者 

と
し
て
そ
の
信
仰
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
様
々
に
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生
き
合
う
人
間
社
会
の
中
に
私
心
な
く
生
き
き
っ
た
人
で
あ
り' 

そ
の
中
で
死
に
き
っ
て
い
っ
た
人
で
あ
る
。

こ
の
清
沢
満
之
の
生 

涯
こ
そ
が
、
親
鸞
が
願
生
道
を
歩
む
者
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
人 

間

像

で

あ

る

「
真
仏
弟
子
」
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
具
体 

的
在
り
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

又
こ
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
の
歩 

み
は
、
社
会
の
只
中
に
於
け
る
宗
教
の
実
践
、
或
い
は
教
育
の
実 

践
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
間
違
い
で
は 

な
い
よ
う
に
思
う
こ
と
で
あ
る
。

今
様
々
な
形
で' 

現
代
に
露
出
し
て
い
る
問
題
に
対
す
る
取
組 

み
と
い
う
こ
と
を
主
な
契
機
と
し
て
、
近
代
以
降
の
様
々
な
思
想 

を
も
う
一
度
洗
い
直
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
。

そ
の
中 

で
清
沢
満
之
に
つ
い
て
、
満
之
に
於
け
る
社
会
性
の
欠
如
な
い
し 

は
社
会
的
実
践
の
欠
如
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
満
之
の
信
念
の 

内
容
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
精
神
主
義
が
、
国
家
に
対
す
る
従
属
の
論 

理
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な 

批
判
や
疑
問
の
な
か
で
、

む
し
ろ
真
に
社
会
或
い
は
国
家
と
い
う 

こ
と
を
見
据
え
、
 

そ
の
只
中
に
あ
っ
て
親
鸞
開
顕
の
仏
道
を
根
拠 

と
し
て
、
人
間
存
在
の
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
に
依
っ
て' 

教
育 

と
い
う
実
践
に
身
を
捧
げ
き
っ
た
人
と
し
て
清
沢
満
之
を
私
は
仰 

ぐ
の
で
あ
る
。

二

周
知
の
よ
う
に
満
之
の
生
涯
は' 

僅
か
四
十
年
と
い
う
短
い
も 

の
で
あ
っ
た
。
特
に
満
之
が
そ
の
宗
教
的
活
動
を
展
開
し
た
の
は
、
 

明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
前
半
に
わ
た
る
約
十
五
年
間
に
過 

ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
の
時
代
は
、
ま
さ
に
激
動
の
時
代
で
あ 

っ
た
。

近
代
と
い
う
時
代
は' 

日
本
史
上
ま
れ
に
み
る
変
革
の
時
代
で 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
急
激
に
流
入
し
て
く
る
西
欧
の 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や' 

文
化
に
対
応
し' 

そ
れ
ま
で
の
長
期
に
渡
る 

幕
藩
体
制
か
ら
脱
却
し
て
、
欧
米
の
烈
強
に
伍
し
て
い
く
た
め
に 

明
治
の
国
家
は
、

「
富
国
強
兵
」
政
策
の
も
と' 

海
外
へ
の
人
材 

の
派
遣
と
と
も
に' 

国
家
に
有
益
な
人
物
の
育
成
を
計
っ
て
い
く
。
 

仏
教
教
団
も
そ
の
存
亡
を
か
け
て
人
材
の
育
成
と
い
う
こ
と
に
力 

を
注
い
で
い
く
の
で
あ
る
。

明
治
五
年
の
教
部
省
・
大
教
院
の
設 

置
に
よ
る
国
家
の
神
道
国
教
化
と
い
う
宗
教
統
制
。

こ
の
大
教
院 

設
置
は' 

も
と
も
と
仏
教
教
団
の
側
か
ら
願
い
出
て
実
現
し
た
も 

の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
開
設
さ
れ
た
大
教
院
の
実
状
は
、
 

大
教
院
の
置
か
れ
た
芝
の
増
上
寺
に
お
い
て
本
堂
か
ら
阿
弥
陀
仏 

が
撤
去
さ
れ
、
山
門
の
前
に
は
大
鳥
居
が
建
て
ら
れ
る
な
ど
、
ま 

さ
し
く
神
道
を
国
教
と
し
よ
う
と
す
る
宗
教
統
制
そ
の
も
の
で
あ
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っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
西
本
願
寺
派
の
島
地
黙
雷 

は

、
宗
教
事
情
を
視
察
中
の
パ
リ
か
ら'

「
政
教
の
異
な
る
固
よ 

り
混
淆
す
べ
か
ら
ず
」
と
政
教
分
離
の
建
白
書
を
提
出
し
、
真
宗 

の
大
教
院
か
ら
の
分
離
を
要
求
し
て
い
る
。

又
一
方
で
、
急
速
に 

近
代
化
す
る
潮
流
の
中
で' 

明
治
十
一
年
の
日
本
基
督
教
伝
道
会 

社
設
立
等' 

キ
リ
ス
ト
教
を
主
な
媒
介
と
す
る
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
の
近 

代
思
想
が
凄
じ
い
勢
い
で
流
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う 

な
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
は
、
近
代
的
自
我
の
主
張
に
よ
っ
て
、
 

伝
統
的
仏
教
教
団
に
思
想
的
挑
戦
を
挑
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

こ 

の
よ
う
な
内
外
か
ら
の
攻
撃
と
い
う
危
機
的
状
況
を
先
の
島
地
黙 

雷
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
宗
門
の
す
ぐ
れ
た
人
材
を
海 

外
に
派
遣
す
る
な
ど
し
て'

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
を
取
り
入
れ
、
仏 

教
の
真
理
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
の
努
力
に
よ 

っ
て
、
既
成
仏
教
教
団
は
、
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
、
特
に
宗
門
内
に
於
け
る
人
材 

の
養
成
と
い
う
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
た
教
団
の
一
つ
で
あ
る
大 

谷
派
に
於
け
る
人
材
養
成
の
た
め
の
教
育
機
関
と
し
て
、
明
治
七 

年
に
開
設
さ
れ
た
育
英
教
校
に
満
之
は
、
明
治
十
一
年
に
入
学
す 

る
の
で
あ
る
。

そ

の

「
育
英
教
校
條
規
」

の
第
一
章
は
、
総
規
と 

し
て
次
の
よ
う
に
謳
っ
て
い
る
。

第

一

章

總

規

本
校
ハ
ー
派
中
連
枝
ヲ
初
メ
平
僧
地
ニ
到
ル
ッ
テ
ノ
長
二
三 

男
或
ハ
弟
等
ノ
俊
英
抜
群
ナ
ル
者
ヲ
精
選
シ
テ
入
學
セ
シ
メ 

傳
燈
ノ
眞
教
師
タ
ラ
シ
メ
ン
カ
為
二
設
立
ス
ル
所
ナ
リ
故
二 

其
父
兄
及
我
教
徒
タ
ル
者
ハ
此
意
ヲ
體
認
シ
其
秀
俊
ヲ
シ
テ 

著
實
勉
強
セ
シ
メ
異
日
布
教
ノ
責
一
一
任
シ
永
ク
宗
門
ノ
干
城 

ト
ナ
リ
國
家
有
用
ノ
材
ヲ
成
シ
宗
徒
ノ
本
分
ヲ
盡
ス
ヘ
キ
ノ 

義
ヲ
領
シ
晩
成
ヲ
期
シ
テ
小
就
二
躁
進
セ
ス
兒
童
ヲ
シ
テ
此 

二
方
向
ヲ
誤
認
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
要
ス 

こ
の
育
英
教
校
へ
の
入
学
と
い
う
こ
と
が
満
之
に
於
け
る
、
大
谷 

派
な
る
教
団
と
の
関
わ
り
の
出
発
点
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
満
之
は
、
 

こ
の
条
文
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
を
し
て
こ
の
育
英
教
校 

入
学
へ
の
道
を
選
ば
し
め
た
も
の
は' 

偏
え
に
彼
の
向
学
心
で
あ 

る
。

し
か
し
な
が
ら
一
旦
そ
こ
に
身
を
置
い
た
か
ら
は
、
そ
の
な 

か

に

於

い

て

精

一

杯

そ

の

「永
ク
宗
門
ノ
干
城
ト
ナ
リ
國
家
有
用 

ノ
材
ヲ
成
シ
宗
徒
ノ
本
文
ヲ
盡
ス
」
と
い
う
要
請
に
応
え
て
い
こ 

う
と
満
之
は
努
力
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
様
子
は
い
く
つ
か
の 

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

同
時
に
満
之
は
当
時
の
、
 

先
に
挙
げ
た
よ
う
な
時
代
の
潮
流
を
敏
感
に
感
じ
て
い
た
に
違
い 

な
い
。

こ
こ
か
ら
自
覚
的
な
満
之
の
求
道
の
歩
み
が
始
ま
る
の
で 

あ
る
。

そ
れ
は
、
真
に
宗
門
た
り
得
る
も
の
の
処
在
を
問
う
と
い 

う
こ
と' 

そ
し
て
同
時
に
真
に
国
家
に
と
っ
て
有
用
な
る
人
材
と
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な
る
と
は' 

如
何
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う 

こ
と
と
し
て' 

次
第
に
満
之
の
人
生
の
歩
み
の
中
で
掘
り
下
げ
ら 

れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

こ
の
育
英
教
校
へ
の
入
学
と
い
う
と
こ 

ろ
に
そ
の
出
発
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

育
英
教
校
を
終
了
後
、
さ
ら
に
教
団
の
援
助
に
よ
っ
て
、
明
治 

十
四
年
東
京
に
留
学
し
、
そ
の
翌
年
東
京
大
学
予
備
門
に
入
学
、
 

翌
十
六
年
東
京
大
学
文
学
部
で
宗
教
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
 

そ
こ
で
満
之
は
、
近
代
ヨ
ー 

ロ
ッ
パ
の
思
想
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
や 

カ
ン
ト
の
哲
学
を
積
極
的
に
学
び
取
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
方 

で
彼
は
、
井
上
円
了
創
設
の
哲
学
館
に
お
い
て
論
理
学
や
純
正
哲 

学
を
講
義
し
た
。

ま
た
こ
の
東
京
留
学
時
代
に
満
之
は
沢
柳
政
太 

郎
と
知
り
合
っ
て
い
る
。

こ
の
沢
柳
と
の
出
会
い
は'

彼
の
人
生 

に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
沢
柳
政
太
郎
は
、
東
京
大
学
予
備
門
時
代
満
之
の
一
級
下 

に
お
り
、
満
之
の
終
生
の
友
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
大
谷
派
と 

の
関
係
も
深
く
、
満
之
の
招
聘
に
よ
り
、
明
治
二
十
六
年
大
谷
派 

の
教
学
顧
問
、
大
谷
尋
常
中
学
校
長
に
就
任
し
て
い
る
。

そ
し
て 

満
之
や

、
稲
葉
昌
丸
、
今
川
覚
神
ら
と
共
に
、
大
谷
派
の
大
中
学 

校
の
学
制
の
改
革
に
取
り
組
ん
だ
人
で
あ
る
。

又
、

日
本
に
於
け 

る
教
育
家
と
し
て
著
名
な
人
物
で
あ
り
、
文
部
次
官
、
京
都
帝
大 

総
長
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
。

こ
の
沢
柳
を
招
聘
し
行
お
う
と
し

た
明
治
二
十
七
年
か
ら
の
学
制
の
改
革
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
起 

っ
て
き
た
白
川
党
の
宗
門
改
革
運
動
も
お
そ
ら
く
、
単
な
る
宗
門 

政
治
の
刷
新
と
い
う
限
定
さ
れ
た
事
柄
と
し
て
捉
ら
え
る
べ
き
で 

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
満
之
が

、
育
英
教
校
入
学
を
出
発
点 

と
し
、
東
京
大
学
留
学
に
よ
り
積
極
的
に
学
び
取
っ
て
き
た
西
洋 

の
思
想
を
通
し
て
培
っ
て
き
た
、
明
治
と
い
う
時
代
を
背
負
う
よ 

う
な
課
題
を
果
し
て
い
く
た
め
の
取
り
組
み
の
一
環
と
見
る
べ
き 

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
満
之
在
世
の
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
 

大
き
な
疑
問
と
さ
れ
て
い
る
、
明
治
二
十
一
年
の
、
京
都
尋
常
中 

学
校
の
校
長
と
し
て
京
都
に
赴
任
す
る
と
い
う
出
来
事
に
つ
い
て 

も

、
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

当
時 

東
京
大
学
で
優
秀
な
成
績
を
修
め' 

彼
が
そ
れ
を
望
ん
だ
な
ら
ば 

社
会
的
な
栄
達
は
間
違
い
な
い
と
約
束
さ
れ
て
い
た
満
之
の
こ
の 

決
断
は
、
彼
の
周
り
に
い
た
人
々
に
と
っ
て
大
き
な
疑
問
と
さ
れ 

た
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
を
、
多
く
は
彼
の
倫
理
的
性
格
の 

故
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
果
し
て
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で 

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
理
由
を
示
す
資
料
と
し
て
、
彼
自 

身
が
時
折
語
っ
た
と
さ
れ
る
次
の
言
葉
が
あ
る
。

身
は
俗
家
に
生
れ
、
縁
あ
り
て
真
宗
の
寺
門
に
入
り
、
本
山 

の
教
育
を
受
け
て
今
日
に
至
り
た
る
も
の' 

こ
の
点
に
於
て
、
 

余
は
篤
く
本
山
の
恩
を
思
ひ
、
之
が
報
恩
の
道
を
尽
さ£

る
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③

ベ
カ
ら
ず

こ

こ

に

あ

る

「
本
山
の
教
育
を
受
け
て
今
日
に
至
り
た
る
」

と
い 

う
こ
と
は
、
単
に
財
政
的
援
助
を
受
け
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は 

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
、
教
育
を
受
け
た
と
い
う
一
点 

に
集
約
し
て
彼
が
本
山
の
恩
を
語
る
と
き
、
お
そ
ら
く
教
育
と
い 

う
こ
と
が
近
代
と
い
う
時
代
に
於
い
て
、
国
家
あ
る
い
は
国
民
に 

と
っ
て
最
も
大
切
な
意
味
を
も
っ
と
い
う
時
代
的
要
請
の
把
握
の 

中
で

、
さ
ら
に
そ
の
教
育
の
根
本
と
な
る
よ
う
な
も
の
が
大
谷
派 

と
い
う
宗
門
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
直
覚
が
あ
っ
た 

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
直
覚
を
内
容
づ
け
る
も
の
と
し 

て

『
清
沢
満
之
論
』

の
な
か
で
寺
川
俊
昭
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ 

う
に
、
母
の
篤
い
求
道
的
生
活
態
度
と' 

そ
れ
を
育
ん
だ
で
あ
ろ 

う
真
宗
教
団
へ
の
洞
察
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

明
確
に
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な 

く
し
て
、
生
活
を
共
に
し
て
き
た
人
の
生
き
様
の
な
か
で
、
感
じ 

る
こ
と
引
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
の
行
動
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
実 

は
大
切
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
こ
の
時
点
で
は 

未
だ
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
宗
門
の
意
義
に
つ
い
て
、
 

明
確
な
自
覚
と
い
う
も
の
は
満
之
の
な
か
に
無
か
っ
た
と
い
え
る
。
 

こ
の
直
覚
を
自
ら
実
践
的
に
確
か
め
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
教
育 

と
い
う
こ
と
あ
る
い
は
宗
門
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
尋
ね
て
い
く

活
動
を
京
都
に
来
て
か
ら
の
満
之
は
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

こ
の
一
環
と
し
て
学
制
の
改
革
、
さ
ら
に
は
い
わ
ゆ
る
教
団
改
革 

運
動
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の 

学
制
の
改
革
及
び
教
団
改
革
運
動
に
つ
い
て
は
詳
し
く
見
て
い
か 

な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
り
た 

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
学
制
改
革
中' 

大
学
寮
本
科
第
二
部
を 

宗
余
乗
ヲ
教
授
シ
且
ッ
外
国
語--

依
リ
テ
哲
学
及
近
世
科
学 

ノ
大
綱
其
他
須
要
ナ
ル
学
科
ヲ
教
授
ス
ル
所 

と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
な
ど
を
見
る
と
、
満
之
ら
が
学
制
改
革 

に
託
し
た
こ
と
は' 

正
し
く
時
代
社
会
の
要
請
に
即
応
で
き
る
体 

制
を
持
つ
人
材
教
育
の
場
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

周
知 

の
よ
う
に
こ
の
学
制
の
改
革
は
中
学
生
の
ス
ト
ラ
イ
キ
事
件
を
契 

機
と
し
て
頓
挫
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

こ
の
頓
挫
に
よ
り
満
之 

の
こ
の
改
革
に
託
し
た
願
い
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ 

よ
り
明
確
に
そ
の
課
題
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
教
団
改
革
運
動
が
必
然
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ 

で

満

之

が

見

て

い

る

の

が

「
仏
教
者
蓋
自
重
乎
」
と

、
叫
ば
ざ
る 

を
得
な
か
っ
た
よ
う
な
、
大
谷
派
宗
門
に
関
わ
る
人
間
の
腐
敗
堕 

落
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
原
因
を
、

僧
侶
の
腐
敗
、
今
日
の
極
に
至
り
し
も
の
、
そ
の
事
情
一
に 

し
て
足
ら
ず
と
雖
も
、
其
の
主
要
な
る
原
因
は
僧
侶
教
育
の
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⑤

怠
慢
に
在
り
。

と
し
て
い
る
。

し
か
し
満
之
は
、
自
ら
は
そ
の
身
を
厳
し
く
律
し 

い
わ
ゆ
る
禁
欲
自
戒
の
生
活
を
し
な
が
ら
も
、
例
え
ば
福
田
行
誡 

の
よ
う
に
そ
の
戒
律
に
依
り
仏
教
を
復
興
し
よ
う
と
し
た
の
で
は 

な
か
っ
た
。

こ

の

「
僧
侶
教
育
」

に
つ
い
て
、

「真
宗
大
学
新
築 

の
位
置
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

東
京
は
吾
が
邦
文
化
の
中
心
に
し
て' 

社
会
の
体
勢
の
最
も 

早
く
現
る
ゝ
地
た
る
の
み
な
ら
ず
、
又
吾
が
邦
に
在
り
て
海 

外
の
事
情
を
観
察
す
る
に
最
も
便
利
な
る
處
な
り
。
(

中
略) 

今
後
の
仏
教
は
少
く
と
も
教
育
の
中
心
を
東
京
に
定
め
ざ
る 

可
か
ら
ざ
る
な
り
。

且
つ
夫
れ
今
日
の
僧
侶
が
、
虚
名
を
競 

い
、
小
利
を
争
ふ
て
、

日
に
兄
弟
閱
牆
の
失
態
を
演
じ
、
自 

己
あ
る
こ
と
を
知
り
て
一
派
あ
る
こ
と
を
忘
る
ゝ
が
如
き
者 

多
き
所
以
も
、

一
は
社
会
の
体
勢
に
暗
く
し
て
、
其
の
本
分 

を
自
覚
せ
ざ
る
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

故
に
真
宗
大
学
を 

東
京
に
置
く
は' 

独
り
有
用
の
知
識
を
集
む
る
所
以
な
る
の 

み
な
ら
ず
、
そ
の
精
神
的
教
育
の
上
に
於
い
て
、
特
に
勘
か

⑥

ら
ざ
る
利
益
あ
る
を
見
る
。

満
之
は
こ
の
な
か
で
、
 

僧

侶

の

腐

敗

の

原

因

を

「
社
会
の
体
勢
に 

暗
く
し
て' 

其
の
本
分
を
自
覚
」
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
し 

て
い
る
。

当
時
大
谷
派
は
そ
の
二
大
事
業
と
さ
れ
た
負
債
の
返
済

と
両
堂
の
再
建
を
成
し
遂
げ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
に 

於
い
て
は
こ
こ
に
大
谷
派
、
延
い
て
は
浄
土
真
宗
の
隆
盛
を
見
る 

こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
満
之
は
、
こ
こ
に
宗 

門
の
危
機
的
状
況
を
見
た
の
で
あ
る
。

宗

門

の

処

在

を

「
大
谷
派 

な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
」
と
確
か
め
た
満
之
に
と
っ
て
そ 

の
処
在
は
、
「
社
会
の
体
勢
」
を
敏
感
に
察
知
し
、
「
海
外
の
事
情
」 

を
も
含
む
世
界
的
規
模
に
於
け
る
時
代
の
把
握
の
な
か
に
於
い
て
、
 

宗
門
人
と
し
て
そ
の
課
題
を
荷
な
っ
て
い
け
る
よ
う
な
宗
教
的
精 

神
を
確
立
せ
し
め
る
よ
う
な
教
学
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ 

の

よ

う

な

宗

門

人

と

し
て

の

「
本
分
を
自
覚
」

せ
し
め
る
場
、

つ 

ま
り
宗
教
的
精
神
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
相
と
し
て
真 

宗
大
学
と
い
う
教
育
の
学
場
を
東
京
に
開
く
と
い
う
の
が' 

満
之 

が
教
団
改
革
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ 

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
満

之

は

「教
育
時
言
発
行
の
主
旨
」

の 

な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

況
ん
や
大
谷
派
本
願
寺
は
、
余
輩
の
拠
っ
て
以
て
自
己
の
安 

心
を
求
め' 

拠
っ
て
以
て
同
胞
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以 

て
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る
所
の
源
泉
な
る
に 

於
て
お
や
。

こ
の
よ
う
に
、

「
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
」
る
こ
と
と
、
「
自
己 

の
安
心
を
求
め
」
る
こ
と
と
が
同
じ
地
平
で
成
立
す
る
根
拠
を
支

52



え

る

「
源
泉
」
と
し
て
満
之
は
大
谷
派
を
、
そ
の
教
学
を
見
て
い 

こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
質 

を
も
た
な
い
教
学
、
む

し
ろ

積

極

的

に

宗

門

人

を

し
て

「
其
の
本 

分
を
自
覚
」

さ
せ
な
い
よ
う
な
形
で
機
能
す
る
特
殊
な
教
学
に
対 

す
る
激
し
い
批
判
と
な
っ
て
顕
現
す
る
。

「
貫

練

会

を

論

ず

」

の 

な
か
で
こ
の
よ
う
な
教
学
を
満
之
は
、
 

註
疏
の
上
に
註
疏
を
重
ね' 

解
釈
の
上
に
解
釈
を
加
え
、
本 

を
捨
て
ゝ
末
に
趨
り
、
源
を
忘
れ
て
流
を
趁
ひ
、
反
り
て
益

⑧
 

々
聖
教
の
意
味
に
遠
ざ
か
る
も
の 

と
、
そ
の
問
題
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
 

こ
こ
ま
で
尋
ね
て
き
て
思
う
こ
と
は' 

満
之
に
於
け
る
教
団
改
革 

運
動
と
は
、
そ
の
質
に
於
い
て
教
学
革
新
、
教
育
改
革
と
い
う
意 

味
を
も
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。
東
京
時
代
に
様
々
な
形
で
学
び
取
っ
た
時
代
社
会
の 

要
請
を
受
け
、

こ
の
課
題
を
果
す
場
と
し
て
選
び
取
っ
た
大
谷
派 

な
る
教
団
を
、
自
己
の
身
を
通
し
て
そ
の
本
来
的
意
義
を
回
復
し 

て
い
く
と
い
う
こ
と
こ
そ
満
之
の
い
わ
ゆ
る
求
道
の
本
質
で
あ
り
・ 

教
団
改
革
運
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
教
団
改
革
運
動
の
経 

緯
を
詳
細
に
書
い
て
い
る
佐
々
木
月
樵
、
当

時

山

田

月

樵

の

『
白 

河
録
』

は
、
そ
の
最
後
に
、

明
治
三
十
六
年
六
月
六
日 

清
沢
満
之
師
逝
去

明
治
三
十
九
年
四
月
十
六
日 

渥
美
契
縁
師
逝
去
⑨
 

共
に
我
が
教
学
界
の
恩
人
な
り
。
慶
喜
奉
讃
っ
と
む
べ
し
。
 

と
記
し
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
名
を
挙
げ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

お
そ
ら
く
教
団
改
革
運
動
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ

し

て

こ

の

二

人

を

「
教
学
界
の
恩
人
」

と
位
置
づ
け
て
い
る
と 

い
う
こ
と
は
、

こ
の
運
動
を
単
な
る
政
治
運
動
と
し
て
で
は
な
く
、
 

教
学
的
営
為
と
し
て
確
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ 

ろ
う
か
。

こ
の
月
樵
に
よ
る
確
認
は
、
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
の 

内
容
に
大
き
な
意
味
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
 

満
之
が
こ
の
よ
う
に
、
時
代
社
会
の
な
か
で
世
界
人
類
の
安
心 

の
源
泉
と
な
る
べ
き
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
宗
門
の
意
義
を
確 

認
し
、

こ
の
宗
門
の
面
目
を
、

教
学
は
宗
門
命
脈
の
繫
る
所
、
宗
門
の
事
業
は
教
学
を
措
い

⑩
 

て
他
に
こ
れ
あ
る
を
見
ざ
る
な
り
。
 

と
教
学
に
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
は' 

時
代
社
会
が
要
請
し
、
そ 

の
課
題
を
果
し
て
い
く
も
の
を
宗
教
に
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ 

た
。

こ
の
こ
と
は
、
宗
教
が
そ
の
宗
教
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
依 

っ
て
国
家
の
な
か
で
、
 

そ
の
存
在
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と 

へ
の
痛
み
と
、
 

国
家
の
宗
教
へ
の
無
知
に
対
す
る
哀
れ
み
と
し
て 

発
露
す
る
。

同
志
社
は' 

明
治
三
十
年
校
長
に
な
っ
た
横
井
時
雄 

に
よ
っ
て
、

「
不
易
」

で

あ

る

は

ず

の

同

志

社

通

則

第

一

章

「
綱
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領
」
を' 

徴
兵
猶
予
の
特
典
を
得
る
目
的
で
そ
の
一
部
を
削
除
す 

る
。

そ
の
条
文
は
、

第
三
条 

本
社
ハ
基
督
教
ヲ
以
テ
徳
育
ノ
基
本
ト
ス 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
満
之
は
、

「
吾
が
教
界
の 

教
育
家
に
警
告
す
」
と
題
し
て
論
及
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
満 

之
は
、然

る
に' 

同
校
長
は
唯
々
と
し
て
か
の
所
謂
内
訓
な
る
も
の 

に
聴
き
、
其
の
社
の
生
命
た
る
綱
領
を
刪
除
す
る
事' 

恰
も 

贅
疣
を
去
る
が
如
く
な
る
を
見
て
は
、
余
輩
之
を
屋
し
ま
ざ

⑫
 

ら
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
そ
れ
得
べ
け
ん
や
。
 

宗
教
を' 

そ
の
教
育
の
基
本
と
す
る
学
校
で
あ
る
と
い
う
綱
領
を 

「
社
の
生
命
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
綱
領
の
削
除
は
、
教
育
の
場 

と
し
て
そ
の
生
命
を
自
ら
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
痛
み
を
込 

め
て
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
同
志
社
の
校
長
に
こ
の
よ
う
な
、
宗 

教
の
精
神
を
削
除
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
く
る
国
家
、

こ
の
場
合 

具
体
的
に
は
文
部
大
臣
の
宗
教
に
対
す
る
無
知
に
対
し
て
、
宗
教 

と
い
う
こ
と
の
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
徹
底
し
た
努
力
を 

促
し
て
い
る
。

し
か
も
論
文
中
に
も
言
及
し
、
又
論
題
が
端
的
に 

示
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
同
じ
仏
教
界
の
教
育
家
に
対
す
る 

警
告
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に' 

満
之
の 

国
家
に
関
わ
る
宗
教
者
の
基
本
姿
勢
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
満
之
に
於
い
て
宗
教
と
は
、
後
に
彼
が 

「
真
宗
大
学
開
校
の
辞
」

の
な
か
で
自
覚
的
に
、

- 

〇 

一
国
の
精
神
的
文
明
は
宗
教
の
力
に
竣
っ
こ
と
最
も
多
し
。 

と
告
げ
て
い
る
よ
う
に' 

国
家
の
精
神
的
支
柱
と
な
る
力
を
持
つ 

も
の
と
し
て
頷
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
機
構
と
し
て
あ
る 

国
家
、
そ
の
行
政
機
構
の
当
事
者
が
志
向
す
る
と
こ
ろ
の
国
家
観 

を
超
え
た
も
の
と
し
て
、
世
界
人
類
の
課
題
を
背
負
う
も
の
が
宗 

教
で
あ
る
と
い
う
、
自
負
と
責
任
感
が
満
之
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
 

政
府
が
、
教
育
勅
語
を
中
心
に
し
た
教
育
政
策
に
よ
り' 

国
家
体 

制
を
確
固
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て

い
く
な
か
で

出
さ
れ
た
、

「
帝 

国
大
学
令
」

を
受
け
、
明

治

三

十

二

年

に

発

布

さ

れ

た

「
真
宗
大 

学
令
」
は
、
そ
の
第
一
条
に
次
の
よ
う
に
謳
っ
て
い
る
。
 

真
宗
大
学
ハ
宗
門
ノ
須
要
一
一
応
ス
ル
学
科
ヲ
教
授
シ
及
其
蘊 

奥
ヲ
研
究
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス 

こ
の
条
文
は'

「
国
家
」
と

い

う

言

葉

を

「
宗
門
」
に
置
き
換
え
て 

い
る
以
外
は
、

「
帝
国
大
学
令
」

の
ま
ま
で
あ
る
。

敢
え
て
政
府 

の
法
令
を
利
用
す
る
よ
う
な
形
で
宗
門
と
い
う
こ
と
に
託
さ
れ
た 

教
育
の
荷
な
う
べ
き
課
題
を
示
す
の
は
何
故
か
。

こ
こ
に
国
家
の 

体
制
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
派
を
保
持
し
よ
う
と
す
る 

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗
門
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
も
の
の
精 

神
に
こ
そ
、
真
に
国
家
の
課
題
が
果
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
と
い

54



う
満
之
の
信
念
の
内
実
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

明
治
三
十
三
年
三
河
安
城
で
三
為
会
が
開
か
れ
た
。

そ
の
夜
、
 

西
瓜
を
食
べ
な
が
ら
の
な
ご
や
か
な
懇
談
が
も
た
れ
た
。
そ
の
折 

端
な
く
も
宗
門
の
こ
と
に
話
題
が
及
ん
だ
時
、

多
田
鼎
が' 

「
宗 

門
の
革
新
、
竟
に
望
む
べ
か
ら
ず
、
余
は
念
を
宗
門
に
絶
て
り
」
 

と
語
っ
た
の
に
対
し
、
満
之
が
励
然
と
次
の
よ
う
に
喝
破
し
た
と
、
 

多
田
自
身
が
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

子

、
何
を
か
い
ふ
。
革
新
望
む
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
念
を 

宗
門
に
絶
っ
と
は' 

何
等
の
鄙
劣
薄
情
ぞ
や
。

か
ば
か
り
の 

所
謂
腐
敗
混
乱
を
恐
れ
て
、
他
に
避
け
ん
と
す
る
が
如
き
怯 

劣
の
志
を
以
て' 

他
に
行
い
て
、
果
し
て
い
か
ほ
ど
の
事
を 

為
し
得
べ
し
と
思
ふ
ぞ
、
若
し
他
に
あ
り
て
若
干
の
成
功
を 

得
べ
し
と
せ
ば
、
其
カ
之
を
宗
門
に
施
し
て
、
何
ぞ
見
ゆ
る 

こ
と
な
し
と
せ
む' 

又
子
は
今
ま
で
受
け
来
れ
る
宗
門
の
恩 

誼
を
忘
れ
た
る
か
。(

中
略)

宗
門
腐
ら
ば
腐
る
ほ
ど
、
我
等 

は
其
の
中
に
居
て
努
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ず
や
、
宗
門 

亡
び
な
ば
、
末
徒
、
そ
れ
と
共
に
亡
ぶ
、
何
の
不
可
な
る
処 

か
あ
る
。

育
英
教
校
入
学
を
端
緒
と
し
、
周

囲

の

人

か
ら

は

「
小
さ
な
舞
台
」

と
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
大
谷
派
な
る
宗
門
を
直
覚
に
依
っ
て
選 

び

取

っ

た

満

之

が

「
宗
門
」
と
い
う
こ
と
の
も
つ
課
題
性
の
重
さ 

を

、
自
ら
の
内
に
自
覚
的
に
頷
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が 

こ
の
言
葉
か
ら
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
満
之
が
一
貫
し
て
実 

践
的
に
尋
ね
て
き
た
、
世
界
人
類
の
課
題
を
果
す
べ
き
も
の
と
し 

て
あ
る
大
谷
派
に
於
け
る
教
学
、
さ
ら
に
は
こ
の
教
学
を
育
む
源 

泉

と

し

て

あ

る

「
宗
門
」
と
い
う
こ
と
に
明
確
な
知
見
を
持
っ
た 

こ
と
の
証
が
、

こ
の
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
満
之
は

、
 

先
に
尋 

ね
て
き
た
よ
う
な
課
題
感
を
も
ち
っ
つ
取
り
組
ん
だ
教
団
改
革
運 

動
に
依
り
、
大
谷
派
よ
り
除
名
の
処
分
を
受
け
る
。

こ
の
除
名
処 

分
を
く
ぐ
っ
て
な
お
語
ら
れ
る
、

「
宗
門
の
恩
誼
」
と

い
う

言

葉 

は
、
も
は
や
明
確
に
倫
理
的
、
道
徳
的
な
も
の
を
超
え
て
い
る
。
 

満

之

に

於

い

て

「
宗
門
腐
ら
ば
腐
る
ほ
ど
、
我
等
は
其
の
中
に
居 

て
努
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

「
宗
門
亡
び
な
ば
、

末
徒
、

そ
れ
と
共 

に
亡
ぶ
」
と
語
る
宗
門
と
は
、
自
ら
の
思
い
を
超
え
、
自
ら
の
存 

在
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
も
の
と
し
て
、
帰
依
さ
れ 

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
多
田
に
満
之
が
喝
破 

し
て
い
る
こ
と
は
、
宗
門
と
い
う
こ
と
が
持
つ
公
性
と
い
う
こ
と 

で
あ
ろ
う
。

多

田

の

「
余
は
念
を
宗
門
に
絶
て
り
」
と
い
う
発
言 

に

対

す

る

満

之

の

「
鄙
劣
薄
情
」

と
い
う
指
摘
は
、
単
に
道
義
上 

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
公
性
を
持
つ
宗
門
の
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私
有
化
と
い
う
問
題
性
を
、
抉
り
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ 

ろ
う
か
。

こ
の' 

宗
門
を
見
限
る
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
た
多
田 

の
発
言
に
対
し
、
激

し

い

調

子

で

「
卑
劣
薄
情
」
と
い
わ
れ
た
と 

い
う
と
こ
ろ
に
、
私
は
満
之
の
厳
し
さ
と
共
に
優
し
さ
を
感
じ
る
。
 

こ
の
優
し
さ
と
は
、
勿
論
慰
撫
で
は
な
い
。

宗
門
と
は
生
活
の
只 

中
に
あ
っ
て' 

人
間
が
そ
の
命
の
尊
厳
性
に
目
覚
め
て
生
き
る
立 

脚
地
の
源
泉
で
あ
る
。
宗
門
を
見
限
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
門
が 

そ
の
生
命
と
し
て
も
っ
て
い
る
、
人
間
の
尊
厳
性
を
明
ら
か
に
す 

る
と
い
う
こ
と
に
敬
意
を
払
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
命
を 

私
有
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え 

ば

、
満
之
が
確
認
し
た
宗
門
の
真
義
は
、
何
時
、
何
処
で
、
如
何 

な
る
状
況
に
於
い
て
も' 

何
が
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
て
い
る
の 

か
を
明
瞭
に
す
る
そ
の
用
き
を
支
え' 

生
み
だ
す
源
泉
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
満
之
の
宗
門
へ
の
帰
依
は
、
 

遡 

れ
ば
親
鸞
が
本
願
に
帰
す
る
こ
と
に
依
り
、
生
涯
を
法
然
の
教
団 

の
一
人
と
し
て
生
き
た
と
い
う
精
神
の
等
流
と
い
う
意
味
を
も
つ 

も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
満
之
は
、
宗
教
に
つ
い
て 

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

パ
ン
の
為' 

職
責
の
為' 

人
道
の
為
、
国
家
の
為
、
富
国
強 

兵
の
為
に
、
功
名
栄
華
の
為
に
宗
教
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な 

り
。

人
心
の
至
奥
よ
り
出
ず
る
至
盛
の
要
求
の
為
に
宗
教
あ

る
な
り
。
宗
教
を
求
む
べ
し
、
宗
教
は
求
む
る
所
な
し
。
 

明
治
と
い
う
時
代
の
国
家
的
課
題
の
な
か
で
要
請
さ
れ
て
き
た
、
 

人
材
の
養
成
と
い
う
こ
と
は' 

満
之
に
於
い
て
は
国
家
の
意
図
す 

る
こ
と
を
遙
か
に
超
え
て
、

「
人
心
の
至
奥
よ
り
出
ず
る
至
盛
の 

要
求
」
と
い
う
よ
う
に
、
何
処
に
於
い
て
人
間
が
そ
の
尊
厳
を
確 

認
で
き
る
地
平
が
開
か
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
、
世
界
人
類
的
課 

題
に
ま
で
根
源
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
宗
教
、
端
的
に
は 

大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
上
に
こ
の
地
平
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
具
体
的
に
は' 

他
の
様
々
な
も
の
、
人
道' 

国
家
、
功
名 

栄
華
等
の
上
に
価
値
を
置
く
人
間
を
し
て
、
そ
の
根
源
に
帰
ら
し 

め
る
も
の
と
し
て
用
ら
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
材
の
養
成
と
い
う
こ
と
を' 

満
之
に
於
い
て
根 

源

化

さ
せ

る
決
定
的
縁
と
な

っ
た
の
が

『
歎
異
抄
』

と
の
値
遇
で 

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
満

之

は

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
題
し 

て
、
雑

誌

『
無
尽
灯
』

に
次
の
よ
う
な
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
 

精
細
切
実
な
る
教
育
は
、
問
答
法
に
限
る
と
云
ふ
も
不
可
な 

る
べ
し' 

而
し
て
、
無
一
物
の
態
度
は
、
正
に
此
の
法
の
精 

神
を
貫
徹
す
る
の
妙
致
に
非
ら
ず
や
。
師
と
弟
子
と
が
同
等 

の
資
格
に
あ
る
に
あ
ら
ず
ば' 

必
ら
ず
注
入
的
の
傾
向
に
陥 

り' 

師
の
余
知
を
以
て
、
 

弟
子
の
脳
中
に
強
い
て
注
入
す
る 

の
弊
を
免
れ
ざ
る
を
覚
ゆ
。

是
れ
弟
子
の
方
に
於
い
て'

言
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語
文
句
を
盲
誦
暗
記
す
る
の
止
む
能
は
ざ
る
原
因
た
る
が
如 

し
。
盲
誦
暗
記
の
苦
痛
の
結
果
、
所
謂
死
学
問
、
活
字
引
を 

養
成
す
る
は
、
決
し
て
善
良
の
教
育
法
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
 

無
一
物
の
師
、
無
邪
気
の
弟
子
、
問
難
往
復
、
以
て
事
理
を 

討
究
す
る
、
 

是
れ
開
発
的
教
育
法
に
至
当
の
方
法
た
ら
ず
や
。
 

か
く
の
如
く
し
て
達
し
得
ら
れ
た
る
知
識
こ
そ
、
真
個
の
活 

動
的
の
学
殖
た
る
を
得
ん
。

而
し
て
問
題
を
日
常
左
右
に
接 

触
す
る
所
の
事
物
に
寓
す
る
は' 

是
れ
正
に
活
法
の
活
法
た 

る
的
証
な
り
。(

中
略)

卑
近
な
る
も
の
に
も
高
遠
の
事
理
の 

存
す
る
を
覚
知
せ
し
む
る
は
、
社
会
を
霊
化
す
る
の
第
一
着 

手
な
り
。

満
之
は
人
材
の
養
成
、
教
育
と
い
う
こ
と
を
早
く
か
ら
課
題
と
し 

て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
が' 

こ
の
教
育 

の
方
法
に
就
い
て
、

「
問
答
法
」
を
中
心
と
し
て
幾
つ
か
の
思
索 

の
後
を
遺
し
て
い
る
。

そ
の
最
後
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
の
が
こ 

の
論
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
育
の
方
法
に
託
し 

て
、
満
之
自
身
の
教
育
に
つ
い
て
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ 

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
先
づ
、
「
無
一
物
の
態
度
」 

を
そ
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ

ら

に

「
無
一
物
の 

師

、
無
邪
気
の
弟
子
」

に

よ

る

「
問
難
往
復
」
を

以

て

の

「
事
理
」 

の

「
討
究
」

に
依
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
の
み
が
、
真
に
人
を
活

か
し' 

動
か
す
よ
う
な
学
び
の
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
と
し
て
い 

る
。

又
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
問
い
は
、

「
日
常
左
右
に
接
触
す 

る
所
の
事
物
」

「卑
近
な
る
も
の
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま 

り
人
間
の
日
々
の
生
活
、
延
い
て
は
生
き
様
そ
の
も
の
が
、
真
に 

問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
教
育
と
は
、

一
 

方

的
な

知

識

の

伝

達

「
注
入
」
で
は
な
い
。
そ
こ

に

あ

る

の

は

「
死 

学
問
」

で
あ
り' 

教
育
と
は' 

人

間

の

生

そ

の

も

の

に

「
高
遠
の 

事
理
」

つ
ま
り
根
本
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
と
、
満
之
は 

掘
り
下
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
満
之
が
教
育 

を
語
る
時' 

こ

の
原
光
景
と
し
て

想
起
さ
れ
る
の
が
『
歎
異
抄
』 

「
第
二
章
」
で
あ
る
。

「
第
二
章
」
は
、

関
東
の
門
弟
た
ち
と
親 

鸞
の
ま
さ
に
問
難
往
復
の
場
面
を
伝
え
て
い
る
。

詮
ず
る
と
こ
ろ
、
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
 

こ
の
う
え
は
、
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
 

ま
た
す
て
ん
と
も' 

面
々
の
御
は
か
ら
い
な
り
と
云

 々

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
姿
勢
こ
そ
、
「
此
の
法
を
貫
徹
す
る
の
妙
致
」 

と
満
之
が
語
る
、

「
無
一
物
の
態
度
」

で
は
な
か
ろ
う
か
。

親
鸞 

が
本
願
の
信
受
に
於
い
て
、
具
体
的
に
は
法
然
の
念
仏
と
の
値
遇 

に

依

っ

て

確

か

め

た

「
愚
身
の
信
心
」

と
は
決
し
て
個
人
に
於
い 

て
私
有
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く'

自

ら

の

存

在

の

事

実

を

「
い 

ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
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み
か
ぞ
か
し
」
と
知
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に
他
な
ら
な
い 

の
で
あ
り
、
他
の
何
も
の
に
も
依
ら
な
い
公
な
る
一
点
を
そ
こ
に 

確
保
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

又

「
死
学
問
」
と
い
わ
れ
る
も 

の
は
、

「
南
都
北
嶺
の
ゆ
ゆ
し
き
学
生
」

に
聞
く
こ
と
と
し
て
押 

さ
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
確
か 

め
ら
れ
た
自
己
の
内
に
開
か
れ
た
公
な
る
も
の
を
、
同
じ
生
を
生 

き
る
も
の
の
な
か
に
共
有
し
て
い
け
る
よ
う
に
力
を
尽
し
て
い
く
。
 

こ

れ

が

「
第
二
章
」

に
於
け
る
親
鸞
の
姿
で
あ
り
、

こ
こ
に
満
之 

が
課
題
と
し
て
き
た
教
育
と
い
う
こ
と
が
果
さ
れ
て
い
る
の
で
あ 

る
。
満
之
に
於
い
て
宗
門
へ
の
帰
依
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
た
こ 

と
は' 

正

に

こ

の

『
歎
異
抄
』

と
の
値
遇
を
決
定
的
縁
と
す
る
も 

の
な
の
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

に

『
歎
異
抄
』

に
依
り' 

宗
門
或
い
は
教
育
と
い
う 

こ
と
に
明
確
な
頷
き
を
得
た
満
之
は
、

『
歎
異
抄
』

に
於
け
る
親 

鸞

、
又
著
者
で
あ
る
唯
円
の
よ
う
な
人
間
の
生
き
様
を
「
独
尊
子
」 

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
直
ち
に
、
自
ら
も
そ
の
よ
う
な
も
の 

と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
虚
心
の
意
欲
と
し
て
相
続
す
る
の
で
あ 

る
。

沢
柳
は
、

「
退
耕
録
」

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い 

る
。

明
治
の
文
明
史
上
に
於
て
埋
没
す
べ
か
ら
ざ
る
偉
人
と
し
て 

中
村
敬
宇
、
福
沢
諭
吉' 

新
島
襄
を
挙
ぐ
る
る
こ
と
は
何
人

も
異
存
の
な
い
所
で
あ
る
。

予
は
此
等
の
人
と
匹
敵
す
べ
き 

偉
人
と
し
て
清
沢
満
之
を
挙
げ
た
い
と
お
も
ふ
。(

中
略)

清 

沢
氏
は
学
問
の
士
で
あ
る
と
同
時
に
実
行
の
人
で
あ
っ
た
。
 

言
論
の
人
よ
り
も
感
化
の
人
で
あ
っ
た
。(

中
略)

福
沢
翁
に 

至
っ
て
は
そ
の
感
化
を
受
け
た
る
も
の
、
今
日
多
く
生
存
し 

先
生
を
崇
拝
す
る
け
れ
ど
も
多
く
は
実
業
の
社
会
に
活
動
す 

る
も
の
で
あ
っ
て
翁
の
精
神
を
長
く
後
世
に
祖
述
せ
ん
と
す 

る
も
の
は
な
い
。
(
中
略)

清
沢
氏
に
至
っ
て
は
清
沢
氏
に
対 

す
る
こ
と
仏
祖
に
対
す
る
よ
り
も
尚
ほ
大
な
る
崇
敬
を
表
し
、
 

清
沢
氏
の
志
を
成
さ
ん
と
し
て
居
る
も
の
を
数
多
有
し
て
居 

る
。

こ
の
よ
う
に
沢
柳
は
、
満

之

を

福

沢

等

に

匹

敵

す

る

「
明
治
の
文 

明
史
上
」
の
偉
人
と
押
え
、
そ
の
理
由
を
福
沢
等
に
選
ん
で
、
「
志 

を
成
さ
ん
」
と
す
る
人
間
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
に
見
て
い
る 

の
で
あ
る
。

正
に
満
之
の
歩
み
は
人
間
が
根
本
的
課
題
と
す
る
こ 

と
が
果
さ
れ
て
い
く
場
を
大
谷
派
な
る
宗
門
に
見
出
し
、
宗
門
へ 

の
深
い
帰
依
の
な
か
で
自
ら
宗
門
人
と
し
て
生
き
き
る
こ
と
で
あ 

り
、
具

体

的

に

は

『
歎
異
抄
』

と
の
値
遇
を
決
定
的
縁
と
し
て
、
 

親
鸞
の
精
神
に
呼
応
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
真
宗
大
学
開
校
の 

辞
」

に
於
い
て
満
之
は
、
次
の
よ
う
に
告
げ
て
い
る
。
 

本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ
と
、
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殊
に
仏
教
の
中
に
於
い
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
。
 

即
ち

、
我
々
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
づ
き
ま
し 

て
、
我
々
に
於
い
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の 

上
に
、
其
の
信
仰
を
他
に
伝
え
る
、
即
ち
自
信
教
人
信
の
誠 

を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
の
が
、
本
学
の
特
質
で
あ
り

⑳
ま
す
。

こ
こ
に
満
之
が
、
育
英
教
校
入
学
を
端
緒
と
し
て
自
ら
の
身
を
道 

場
と
し
て
実
践
的
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
の
結
実
が
あ
る
。
 

明
治
と
い
う
時
代
の
な
か
で
国
家
的
課
題
で
あ
っ
た
人
材
の
養
成 

と
い
う
こ
と
を
、
国
家
の
意
図
を
遙
か
に
超
え
て
、
人
類
的
課
題 

で
あ
る
人
間
が
真
に
人
間
と
な
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
掘
り
下
げ
、
 

そ
の
よ
う
な
人
間
を
生
み
だ
す
場
を
世
に
開
示
し
て
い
っ
た
。

こ 

こ
に
私
は
、
清
沢
満
之
の
宗
教
的
実
践
の
意
義
を
仰
ぐ
も
の
で
あ 

る
。

同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
願
い
を
満
之
が
託
し
た
大
学
に
い
る

も
の
と
し
て
の
責
任
を
強
く
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。 
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