
  
学
位
請
求
論
文
要
旨 

  

本
願
寺
教
団
展
開
の
基
礎
的
研
究 

―
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
― 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青
木 

馨 
 



1 

 

本
願
寺
教
団
展
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― 

戦
国
期
か
ら
近
世
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本
書
は
、
序
論
、
第Ⅰ

編
、
第Ⅱ

編
、
第Ⅲ

編
、
総
論
、
結
語
よ
り
成
る
。 

序
論
で
は
、
研
究
史
と
課
題
を
概
説
し
た
。
従
来
の
真
宗
史
研
究
の
多
く
は
、
戦
国
期
や
近
世
と
い
っ
た
時
代
区
分
の
中
で
考
察
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
本
書
で

は
こ
う
し
た
時
代
区
分
を
克
服
し
つ
つ
、
戦
国
期
成
立
の
地
方
道
場
の
近
世
的
寺
院
化
へ
の
動
向
に
つ
い
て
注
目
す
る
。 

第Ⅰ

編
は
、
蓮
如
在
世
中
の
文
明
期
の
道
場
の
存
在
形
態
が
知
ら
れ
る
佐
々
木
上
宮
寺
の
『
如
光
弟
子
帳
』
の
分
析
と
天
正
十
九
年
末
寺
帳
の
展
開
へ
と
論
及
し
た
。

さ
ら
に
、
本
願
寺
直
属
坊
と
し
て
成
立
す
る
本
宗
寺
に
つ
い
て
の
考
察
と
並
行
し
、
三
河
を
事
例
と
し
た
蓮
如
本
願
寺
の
地
方
教
団
成
立
の
様
相
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

そ
れ
で
近
世
後
半
に
、
伝
承
化
さ
れ
て
ゆ
く
末
寺
由
緒
の
成
立
以
前
の
同
時
代
史
料
で
の
考
証
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
心
掛
け
た
。
そ
れ
は
、
後
に
三
河
三
箇
寺
と

し
て
君
臨
す
る
上
宮
寺
・
本
證
寺
・
勝
鬘
寺
や
数
カ
寺
の
直
参
大
坊
主
な
ど
が
、
す
で
に
蓮
如
帰
参
時
点
で
、
三
河
の
大
半
の
道
場
・
門
徒
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が

背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
実
如
下
付
の
絵
像
本
尊
の
多
く
も
右
記
三
箇
寺
を
手
次
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
他
の
大
坊
主
傘
下
の
門
末
も
含

め
、
伝
来
す
る
絵
像
本
尊
類
の
裏
書
を
可
能
な
限
り
列
挙
し
、
こ
れ
ら
を
地
図
上
に
落
と
し
て
み
た
。
そ
の
大
半
が
西
三
河
矢
作
川
流
域
と
沿
岸
部
、
木
曽
三
川
下
流

域
に
集
中
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
川
・
海
型
門
徒
を
中
核
と
す
る
門
徒
集
団
の
性
格
を
指
摘
し
た
。
た
だ
本
宗
寺
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
り

明
確
に
検
証
し
得
な
か
っ
た
。
一
方
、
蓮
如
期
帰
参
を
伝
え
る
多
く
の
末
寺
由
緒
に
は
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
蓮
如
結
縁
説
を
見
る
。
こ
れ
は
、
如
光
門
徒
の
西

端
恵
薫
（
応
仁
寺
）
や
光
存
（
本
證
寺
）
に
対
し
、
同
年
五
月
二
十
日
に
裏
書
付
の
墨
書
名
号
を
与
え
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
さ
ら
に
、
如
光
も
同
年
十
一
月
に
没
す

る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
こ
と
も
さ
ら
な
る
背
景
と
な
り
、
こ
の
年
が
記
念
的
年
次
と
し
て
記
憶
さ
れ
、
蓮
如
巡
錫
伝
承
が
醸
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
多
く
が
蓮
如
伝
承
へ
と
帰
結
す
る
。
そ
う
し
た
動
向
を
裏
打
ち
す
る
か
の
よ
う
に
、
三
河
門
徒
は
他
に
先
ん
じ
て
墨
書
名
号
を
授
与
さ
れ
だ
し
た
可
能

性
も
指
摘
し
、
第Ⅲ

編
第
二
章
で
さ
ら
に
言
及
し
た
。 

ま
た
、
本
宗
寺
は
、
三
河
門
徒
の
与
力
化
の
な
か
に
、
土
呂
坊
と
海
浜
要
害
の
島
に
創
立
さ
れ
た
鷲
塚
坊
と
の
二
坊
体
制
と
な
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
寺
内
が
形
成

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
実
如
息
男
実
円
が
、
播
磨
英
賀
坊
（
本
徳
寺
）
と
の
兼
住
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
後
の
大
坂
本
願
寺
を
中
核
と
す
る
海
上
ル
ー
ト
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
が
そ
の
最
大
要
因
と
考
え
て
み
た
。
英
賀
本
徳
寺
は
、
蓮
如
没
直
前
の
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
に
す
で
に
寺
号
を
称
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
両
寺
が

蓮
如
開
基
と
し
て
伝
承
化
さ
れ
る
が
、
両
寺
は
、
実
如
・
円
如
期
本
願
寺
教
団
形
成
の
延
長
線
上
で
、
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
で
も
あ

る
。 

 

第Ⅱ

編
で
は
、
本
願
寺
の
門
跡
成
に
よ
る
権
威
化
と
組
織
化
、
末
寺
の
拡
充
に
と
も
な
う
身
分
上
昇
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
と
権
能
を
家
元
制
と
い
う
視
点
で
考
察
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し
た
。
家
元
制
は
近
世
的
な
職
能
・
芸
能
な
ど
、
広
範
な
結
集
軸
を
中
心
と
す
る
集
合
概
念
で
あ
る
。
蓮
如
に
よ
る
裏
書
記
載
さ
れ
た
礼
拝
物
下
付
行
為
は
、
そ
れ
自

体
が
安
置
許
認
で
も
あ
り
、
す
で
に
家
元
制
の
先
駆
的
様
相
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
以
来
、
本
願
寺
門
主
は
、
ひ
と
り
こ
れ
を
継
承
し
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
あ
ら
た
め
て
相
伝
権
・
授
与
権
・
儀
式
執
行
権
な
ど
の
権
能
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
性
格
が
明
確
に
家
元
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

そ
し
て
、
絵
画
史
料
に
よ
り
、
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
装
束
や
紋
に
焦
点
を
当
て
、
本
願
寺
門
主
や
一
族
、
さ
ら
に
近
世
の
地
方
末

寺
住
持
ら
の
教
団
内
身
分
に
つ
い
て
論
及
し
た
。
そ
の
実
例
と
し
て
、
蓮
如
の
八
男
蓮
芸
嗣
子
の
教
行
寺
実
誓
影
像
（
天
正
七
年 

顕
如
下
付
）
を
取
り
上
げ
、
装
束
・

紋
に
つ
い
て
同
時
期
の
証
如
・
顕
如
影
像
な
ど
と
の
比
較
を
試
み
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
、
門
主
に
次
ぐ
一
族
の
権
威
化
の
一
面
を
見
出
し
得
た
。 

 

こ
れ
は
、
近
世
の
触
頭
級
大
坊
の
歴
代
住
持
似
影
に
も
反
映
さ
れ
、
さ
ら
に
近
世
後
半
に
は
一
般
末
寺
に
も
三
官
の
主
に
「
余
間
」
へ
の
動
き
が
同
様
に
読
み
取
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
戦
国
期
に
お
け
る
一
門
・
一
家
の
権
威
化
の
動
向
が
、
近
世
の
末
寺
へ
と
展
開
す
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
こ
れ
は
本
願
寺
門
主
一
族
に
擬
制
的
に
加

わ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
こ
に
、
寺
と
し
て
住
職
家
の
確
立
と
い
う
非
形
象
的
部
分
の
構
築
が
見
ら
れ
る
。
第
三
章
で
は
、
こ
れ
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
似
影
の
五
条

袈
裟
の
「
紋
」
に
注
目
し
検
討
し
た
。
草
野
顕
之
氏
の
近
世
初
期
の
本
堂
内
部
の
荘
厳
化
の
指
摘
も
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
余
間
昇
進
に
よ
る
前
門

主
の
「
職
掌
御
影
」
の
奉
懸
も
荘
厳
化
の
一
環
で
あ
る
。
た
だ
装
束
に
つ
い
て
は
、
名
称
と
形
態
が
い
ま
だ
不
明
瞭
で
今
後
の
さ
ら
な
る
究
明
を
要
す
る
。 

 

そ
し
て
こ
の
住
職
家
の
確
立
は
、
近
世
末
寺
の
身
分
上
昇
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
き
な
要
素
と
な
る
の
が
由
緒
書
で
あ
り
、
安
城
市
願
力
寺
史
料

に
よ
り
明
瞭
と
な
っ
た
。
余
間
昇
進
に
と
も
な
う
詳
細
を
記
し
た
史
料
は
、
地
方
末
寺
の
昇
進
に
対
す
る
多
額
な
金
銭
上
納
に
加
え
、
本
来
の
如
光
門
徒
で
は
な
く
、

蓮
如
直
弟
と
武
家
の
血
統
を
引
く
「
家
柄
」
を
由
緒
に
表
現
す
る
。
も
と
も
と
由
緒
書
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
義
付
け
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
は
三
官
昇
進
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
注
目
す
る
と
き
、
付
随
す
る
関
連
法
宝
物
も
、
親
鸞
や
蓮
如

に
直
結
す
る
も
の
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
両
者
に
仮
託
さ
れ
た
意
味
も
見
え
て
く
る
。
こ
の
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
、
下
付
物
に
注
目
す
る
と
き
、
裏
書
を
付
さ

な
い
多
く
の
墨
書
名
号
に
「
蓮
如
筆
」
と
い
う
伝
承
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
従
来
そ
の
判
断
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
第Ⅲ

編
で
は
「
蓮
如
筆
」
と
さ
れ
る
墨
書
名
号
を
中
心
と
す
る
下
付
物
全
体
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
。 

 

ま
ず
蓮
如
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
本
尊
や
開
山
親
鸞
影
像
な
ど
の
影
像
類
に
つ
い
て
着
目
し
た
。
そ
し
て
ま
ず
裏
書
の
書
式
や
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
裏
書
は
表

具
の
裏
に
直
接
記
載
さ
れ
る
事
例
を
示
し
、
こ
れ
が
原
形
で
あ
り
、
貼
ら
れ
た
「
文
書
」
で
は
な
い
こ
と
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
。
さ
ら
に
蓮
如
期
に
複
数

の
下
付
物
を
受
け
た
坊
主
に
注
目
し
て
、
そ
の
規
則
性
の
有
無
を
見
た
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
さ
ら
に
実
如
も
蓮
如
の
あ
り
方
を
継
承
拡

充
し
、
絵
像
本
尊
の
数
は
急
増
し
、
開
山
親
鸞
・
前
住
蓮
如
影
像
や
親
鸞
絵
伝
な
ど
も
、
制
限
を
加
え
つ
つ
も
、
同
様
に
大
坊
主
を
中
心
に
下
付
し
て
い
っ
た
。
一
時

的
に
は
、
蓮
如
長
男
順
如
も
絵
像
本
尊
を
下
付
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
開
山
影
像
は
「
真
影
」
で
は
な
く
「
御
影
」
の
語
を
用
い
て
お
り
直
参
寺
院
の
み
に
下

付
さ
れ
る
こ
と
は
、
顕
如
期
ま
で
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
る
。
た
だ
、
坐
し
て
い
る
礼
盤
に
注
目
す
る
と
、
蓮
如
初
期
に
は
狭
間
が
元
来
は
三
狭
間
で
あ
っ
た
も
の
が
、
中
途
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よ
り
二
狭
間
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
下
付
先
の
身
分
差
が
発
生
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
繧
繝
縁
の
礼
盤
像
に
固
定
化
を
は
か
っ
た
の
も
蓮
如
で
あ
り
、

開
山
の
権
威
化
は
そ
の
ま
ま
直
参
門
末
の
権
威
化
に
連
動
し
て
い
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。 

 

ま
た
、
墨
書
名
号
に
つ
い
て
は
由
緒
書
や
寺
伝
に
付
随
し
て
伝
来
す
る
場
合
も
多
い
が
、
裏
書
も
な
く
、
伝
来
も
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
特
に
、「
蓮
如

筆
」
と
伝
え
る
墨
書
名
号
の
真
偽
の
疑
問
か
ら
、
幼
児
名
号
も
含
め
て
、
第Ⅲ

編
第
二
章
で
は
墨
書
名
号
の
筆
跡
の
検
討
を
中
心
課
題
と
し
た
。
従
来
の
真
宗
史
研
究

に
お
い
て
比
較
的
甘
い
主
観
的
判
断
で
検
討
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
こ
れ
を
客
観
的
判
断
で
判
定
で
き
る
よ
う
タ
イ
プ
別
に
提
示
し
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
は
一
九

九
八
年
に
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
叢
書Ⅰ

『
蓮
如
名
号
の
研
究
』
と
し
て
法
藏
館
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
斯
界
に
一
定
の
評
価
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。

本
書
に
も
論
文
部
分
に
補
訂
を
加
え
転
載
し
た
。
そ
し
て
、
六
字
名
号
大
量
授
与
の
背
景
は
「
御
文
」
と
一
体
的
関
係
を
見
出
し
得
る
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
補
論

に
幼
児
名
号
に
つ
い
て
の
考
察
も
追
加
し
た
。
伝
存
す
る
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
や
は
り
蓮
如
筆
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
由
緒
書
や
伝
承
の
範
囲
か

ら
出
る
も
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
。 

 

本
来
真
宗
教
団
史
は
、
本
願
寺
史
や
寺
院
史
で
の
考
察
だ
け
で
な
く
、
一
般
門
徒
に
も
調
査
や
研
究
が
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
進
展

し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
点
も
若
干
考
慮
し
、
第Ⅰ

編
第
四
章
の
補
論
で
、
門
徒
宅
の
御
文
本
の
実
態
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
第Ⅲ

編
第
二
章
第
三

節
で
、
名
号
を
タ
イ
プ
別
に
分
類
し
、
あ
ら
た
め
て
第Ⅰ

編
で
事
例
と
し
た
三
河
教
団
に
お
い
て
、
絵
像
本
尊
と
墨
書
名
号
・
御
文
本
の
現
存
状
況
を
見
た
。
蓮
如
伝

承
の
背
景
に
、
数
的
統
計
か
ら
史
料
性
を
見
出
す
と
い
う
試
論
で
あ
る
。 

 

本
書
巻
頭
の
序
論
に
お
い
て
、
す
で
に
研
究
史
と
と
も
に
課
題
や
問
題
点
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
論
究
で
き
た
か
心
許
な
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。「
史

実
か
ら
伝
承
」
と
い
う
観
点
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
こ
れ
を
念
頭
に
縷
々
論
述
し
た
。
そ
し
て
、
総
論
も
そ
の
多
く
の
事
例
を
三
河
地
域
か
ら
抽
出
し
た
。
親
鸞
伝
承
・

蓮
如
伝
承
、
あ
る
い
は
教
如
伝
承
な
ど
を
生
み
だ
す
素
地
を
探
る
た
め
、
ま
ず
第Ⅰ

編
で
は
道
場
成
立
を
史
料
の
上
か
ら
検
討
し
、
第Ⅱ

編
で
は
戦
国
期
本
願
寺
の
身

分
上
昇
と
権
威
化
、
さ
ら
に
近
世
に
お
け
る
末
寺
の
寺
院
化
と
住
職
家
の
確
立
を
背
景
と
す
る
身
分
上
昇
と
権
威
化
の
動
向
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
第Ⅲ

編
で
は
、
そ

れ
に
と
も
な
う
由
緒
書
と
付
随
す
る
法
宝
物
の
伝
承
化
を
前
提
と
し
た
本
願
寺
下
付
物
や
墨
書
名
号
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
そ
の
具
体
例
を
願
力

寺
に
見
た
。 

 

蓮
如
教
団
の
成
立
以
降
、
教
団
全
体
が
多
様
な
宗
教
社
会
あ
る
い
は
通
俗
的
社
会
に
在
っ
て
、
身
分
上
昇
と
権
威
化
は
不
可
避
的
現
象
と
い
っ
て
よ
い
。
末
寺
に
襲

蔵
さ
れ
る
真
筆
の
蓮
如
名
号
か
ら
、
稚
拙
に
改
竄
さ
れ
た
文
書
類
ま
で
、
全
て
こ
う
し
た
上
昇
と
権
威
化
の
営
為
の
産
物
と
見
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
学

際
的
と
な
る
。
教
団
の
裾
野
に
展
開
し
た
由
緒
・
伝
承
・
旧
跡
の
成
立
と
い
う
近
世
的
事
象
を
視
座
に
、
戦
国
期
・
近
世
本
願
寺
教
団
の
形
成
と
展
開
を
考
察
し
た
こ

と
が
本
書
の
内
容
で
あ
り
、
特
色
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
綿
密
な
検
討
を
怠
っ
た
部
分
も
多
々
あ
り
、
全
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
一
文
を
巻
末
に
結
語
と
し
て
付
し
た
。 


