
教

団

と

教

学

金 

子 

大 

栄

一

真
宗
の
教
団
は
、
人
縁
を
転
じ
て
法
縁
と
す
る
願
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
願
は' 

如
来
の
本
願
に
依
る
も
の
で 

は
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
は
、
宗
祖
の
妻
帯
に
初
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

『
御
伝
鈔
』
に
依
れ
ば' 

宗
祖
の
妻
帯
は
、

「
行
者
宿 

報
設
女
犯 

我
成
玉
女
身
被
犯
一
生
之
間
能
荘
厳 

臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
い
う
救
世
観
音
の
夢
告
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か 

し
て
、
そ
の
夢
告
は
、
宗
祖
に
手
記
せ
ら
れ
て
現
存
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
軽
々
し
く
看
過
す
べ
き
事
実
で
は
な 

い
。
こ
こ
に
は
僧
と
し
て
妻
を
も
っ
こ
と
の
疑
問
と
、
そ
の
解
答
と
が
暗
示
せ
ら
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

師
上
人
の
教
に
よ
れ
ば
、
念
仏
も
う
す
身
が
清
僧
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
規
定
は
な
い
。
独
身
で
あ
る
こ
と
も
、
妻
を
も
っ
こ
と 

も
、
念
仏
も
う
す
に
よ
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
師
教
に
順
え
ば
、
妻
を
も
つ
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
深 

く
悩
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
現
に
吉
水
に
参
集
せ
る
僧
分
の
中
に
も
、
妻
帯
し
て
矛
盾
を
感
じ
な
い
者
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か 

れ
ば
妻
女
を
も
っ
こ
と
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
愚
か
な
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ
れ
ど
親
鸞
は
、
そ
れ
を
悩
ま
し 

い
問
題
と
せ
ず
に
お
れ
な
い
性
格
を
も
っ
て
生
い
立
て
る
の
で
あ
っ
た
。
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思
い
出
は
幼
少
に
し
て
出
家
せ
る
往
時
の
心
境
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
神
聖
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
感
情
は
、
妻
子
を 

も
つ
に
至
り
て
も
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
身
を
名
字
の
僧
に
過
ぎ
ぬ
と
思
い
知
っ
て
も
、
 

な
お
釈
親
鸞
と
自
称
す
る
、
 

内
な
る
ほ
こ
り
は
持
ち
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
聖
道
の
修
し
難
き
を
知
っ
て
、
浄
土
の
教
に
帰
入
し
て
も
釈
綽
空
と
署
名 

す
る
気
位
は
、
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
人
間
の
自
然
の
要
求
と
し
て
妻
帯
す
る
こ
と
に
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
も
矛 

盾
を
感
ぜ
ず
に
抵
ら
れ
な
い
。
現
に
師
上
人
は
清
僧
と
し
て
念
仏
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
独
身
で
あ
る
こ
と
が
、
念
仏
も 

う
し
易
い
と
い
う
事
実
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
る
に
親
翅
は
妻
を
求
め
て
い
る
。
し
か
れ
ば
親
鸞
に
と
り
て
は
、
女
を
も
う
け
る
こ 

と
こ
そ
念
仏
も
う
さ
れ
る
縁
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し' 

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
果
し
て
あ
り
う 

る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

観
音
の
夢
告
は
、
こ
の
疑
問
の
応
答
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
鸞
の
夢
が
、
観
音
の
告
げ
の
夢
と
な
っ
て
現
わ
れ
た 

の
で
あ
る
。
親
鸞
の
夢
が
観
音
の
夢
告
に
よ
り
て
、
そ
れ
は
決
し
て
夢
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
親8

の
感
激
は
深 

か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
さ
ら
に
「
救
世
菩
薩
、
善
信
に
の
た
ま
わ
く
、
こ
れ
は
こ
れ
わ
が
誓
願
な
り
、
善
信
こ
の
誓
願
の
旨
趣
を 

宣
説
し
て
一
切
群
生
に
き
か
し
む
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
夢
は
続
い
て
、

「
東
方
を
み
れ
ば
、
峨
々
た
る
岳
山
あ
り
、
こ 

の
高
山
に
数
千
万
億
の
有
情
群
集
せ
り
と
見
ゆ
。
そ
の
時
、
告
命
の
如
く
此
の
文
の
こ
こ
ろ
を
か
の
山
に
あ
つ
ま
れ
る
有
情
に
説
き
聞
か 

し
め
お
は
る
」
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
後
の
時
に
在
家
仏
教
の
創
始
者
と
し
て
、
聖
徳
太
子
の
恩
徳
を
思
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ 

る
。妻

子
の
あ
る
と
こ
ろ
に
父
母
兄
弟
が
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
こ
に
業
縁
の
人
間
生
活
が
あ
る
。
そ
の
事
実
を
推
求
す
れ
ば
、

「
一
切
の 

有
情
は
み
な
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
知
識
し
ば
し
ば
怨
と
な
り
、
怨
は
し
ば
し
ば
知
識
と
な
る
」
は
悲
し
む
べ 

き
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
依
り
て
、

一
如
無
為
の
浄
土
に
あ
ら
し
め
た
い
と
い
う
本
願
は
、
十
方
衆
生
に
か
け
ら
れ
た
の 

で
あ
っ
た
。
し
か
れ
ば
、
そ
の
浄
土
こ
そ
は
「
弥
陀
の
本
国
」
で
あ
り
、
往
生
人
の
家
郷
と
な
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
浄

11



土
を
願
う
こ
と
に
於
て
人
間
の
業
縁
は
、
そ
の
ま
ま
に
法
縁
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
疑
問
が
解
消
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
妻
子
を
持
つ
も
の
の
煩
い
悩
み
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で 

は
な
い
。
妻
子
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
、
己
に
そ
の
煩
い
悩
み
を
覚
悟
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
煩
い
悩
み
は
、
妻
子
を 

も
っ
こ
と
を
是
認
せ
し
め
な
い
反
省
と
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
」
て
い
る
こ
と
が
、

「
定
聚
の
数
に
入 

る
こ
と
を
喜
ば
」
な
い
悲
し
み
と
も
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
宗
祖
の
出
家
精
神
も
、
消
失
せ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
 

そ
れ
は
決
し
て
愛
欲
を
捨
離
し
よ
う
と
い
う
こ
こ
ろ
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
捨
離
し
が
た
き
愛
欲
の
深
さ
に
徹
し
て
、
い
よ
い
よ
如
来
の 

悲
願
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
湼
槃
を
得
」
る
の
信
知
が
あ
り
、
人
間
業
が
念
仏
に
よ
り
て
、
浄
土
の
機
縁 

と
な
ら
し
め
ら
る
る
喜
び
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
信
の
喜
び
を
同
じ
う
す
る
も
の
の
集
ま
り
が
、

『歎
異
抄
』
の
終
り
に
「
一
室
の
行
者
」
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が 

現
代
の
真
宗
教
団
の
原
型
で
あ
り
、
当
来
に
か
け
て
も
基
本
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
朋
を
転
じ
て
同
法
と
し
、
同
法
の
喜 

び
に
於
て
同
朋
の
親
し
み
を
深
く
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
真
宗
教
団
の
性
格
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二

こ
の
性
格
は
、
い
か
な
る
教
団
に
も
見
出
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
教
法
の
異
に
し
た
が
っ
て
、
教
団
の
性
格
も
別
で
あ
る
こ
と
は
、
 

か
え
っ
て
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
近
時
刊
行
さ
れ
た
『新
仏
教
辞
典
』
に
依
れ
ば
「
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
全 

く
愛
欲
を
遮
断
し
て
、
清
浄
な
生
活
に
入
ろ
う
と
す
る
禅
の
教
団
や
、
愛
欲
を
肯
定
し
つ 

つ
、
し
か
も
、
愛
欲
に
よ
り
て
お
こ
る
罪
の
意 

識
に
苦
悩
し
、
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
の
救
い
に
手
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
浄
土
系
教
団
や
、
愛
欲
も
現
実
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
愛
欲
の
さ
な 

か
に
で
も
、
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
て
、
浄
化
さ
れ
て
行
く
と
主
張
す
る
日
蓮
教
団
な
ど
の
、
三
つ
の
タ
イ
プ
が
生
れ
、
今
日
に
っ 

づ
い
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
仏
教
に
お
け
る
こ
の
三
類
型
の
別
は
、
恐
ら
く
周
知
の
事
実
と
し
て
、
何
人
に
も
異
議
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の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
密
教
は
、
そ
の
第
三
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
密
教
や
日
蓮
教
や
か
ら
転
出
せ
る 

も
の
と
思
わ
れ
る
新
興
宗
教
も
、
第
三
型
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
か
く
仏
教
教
団
に
三
型
あ
り
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
三
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
教
団
に
三
型
あ
り
と
い
う 

こ
と
は
、
三
型
に
よ
り
て
教
団
の
性
格
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
禅
の
教
団
に
あ
り
て
は
、
人
縁
を
転
じ 

て
法
縁
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
性
格
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
愛
欲
を
遮
断
し
て
清
浄
な
生
活
に
入
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
縁
を
絶
ち
て 

聖
道
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
聖
道
は
出
家
を
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
在
家
の
帰
敬
者
が
あ
っ
て
も
、
 

そ
こ
に
教
団
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
は
成
立
し
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
こ
そ
真
の
仏
教
教
団
の
相
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
を
強
い
て
い
え
ば
、
禅
の
教
団
は
人
生
を
道
場
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
第
三
型
の
教
団
は
、
緊
密
な
る
組
織
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
弘
法
は
、
日
本
の
国
土
を
金
胎
両
部
に
結
界
し
、
日
蓮
は 

日
本
の
国
土
を
本
門
の
戒
檀
に
し
よ
う
と
願
う
て
い
た
。
こ
れ
は
畢
竟
、
日
本
の
国
土
を
仏
国
浄
土
と
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
仏
国
を
形
成
す
る
人
民
と
な
る
も
の
は
信
者
で
あ
り
、
そ
の
浄
土
を
統
制
す
る
も
の
は
生
仏
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
仏
国
と
は
そ
の 

統
制
に
よ
り
て
、
組
織
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
組
織
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
、
即
ち
仏
国
建
立 

に
加
わ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
第
三
型
の
教
団
で
は
、
そ
の
教
団
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
救
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
救
わ
れ
た
る 

も
の
の
道
は
、
無
信
者
を
折
伏
し
て
も
入
団
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
実
的
救
い
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
思
想
を
必
要
と
し
な
い
。 

す
べ
て
は
指
導
者
の
指
揮
に
任
せ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
指
導
者
の
最
高
な
る
も
の
は
、
生
仏
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

さ
れ
ど
浄
土
を
彼
岸
の
世
界
と
し
て
、
そ
こ
へ
の
往
生
を
願
う
第
二
型
の
教
団
に
は
、
こ
の
緊
密
な
る
組
織
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。 

人
縁
を
転
じ
て
法
縁
と
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
義
に
於
て
は
、
世
界
人
類
は
悉
く
本
来
的
に
、
こ
の
教
団
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
教
団
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、

「
信
を
一
に
し
て
心
を
当
来
の
報
土
に
か
け
」 

る
も
の
の
集
合
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
集
合
は
、
統
制
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

「
わ
が
弟
子
ひ
と
の
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弟
子
」
と
い
う
相
論
は
、
固
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
性
格
は
今
日
の
よ
う
に
大
教
団
と
な
っ
て
も
、
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
特
に 

現
在
の
事
実
と
し
て
は
、
教
団
の
部
員
と
な
ら
な
く
て
も
、

「
本
願
を
信
じ
念
仏
も
う
せ
ば
仏
に
な
る
」
こ
と
が
で
き
、
ま
た
教
団
の
う 

ち
に
あ
り
て
も
、
信
・
不
信
が
反
省
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
状
態
は
い
か
に
も
教
団
の
体
を
な
し
て
お
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
識 

者
は
、
真
宗
の
不
振
を
こ
こ
に
見
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
こ
の
緊
密
さ
を
欠
く
状
態
こ
そ
、
人
縁
を
転
じ
て
法
縁 

と
し
よ
う
と
願
う
真
宗
の
教
団
の
性
格
で
あ
る
。
世
界
人
類
が
本
来
的
に
は
、
如
来
の
本
願
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
教
団
の 

信
者
の
同
朋
感
情
は
、
人
間
の
計
ら
い
に
よ
る
信
・
未
信
を
以
て
分
別
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ
の
同
朋
感
情
が
、
教
団
の
性
格
と
な 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
真
宗
の
教
団
も
曾
て
は
第
三
型
に
類
似
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
そ
の
事
実
を
挙
げ
な
く
と
も
、
恐
ら
く
周
知
の 

こ
と
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
助
成
し
た
も
の
は
、
徳
川
の
政
策
に
よ
る
家
族
制
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど
実
際 

は
、
第
三
型
の
教
団
こ
そ
群
衆
の
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
真
宗
に
於
け
る
「
家
」
の
思
想
は
、
家
族
制
度 

に
先
だ
ち
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
人
縁
を
転
じ
て
法
縁
と
す
る
と
い
う
願
は
、
現
実
に
は
近
く
家
族
に
於
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。
そ
の
家
族
意
識
の
感
情
か
ら
い
え
ば
、

一
家
に
一
人
に
て
も
念
仏
す
る
人
あ
ら
ば
、
全
家
族
が
救
わ
れ
る
因
縁
と
な
る
の
で
あ 

る
。
こ
れ
を
推
し
進
む
れ
ば
、
全
人
類
の
救
わ
れ
る
因
縁
を
、
真
宗
の
教
団
が
負
う
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
教 

団
は
い
か
に
拡
大
せ
ら
れ
て
も
、
そ
の
統
一
は
如
来
の
お
ん
は
か
ら
い
と
信
知
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
、
家
族
制
度 

は
か
え
っ
て
、
真
宗
教
団
を
損
害
せ
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
教
団
を
第
三
型
に
凝
固
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し
、
い
か
に
凝
固
し
て
も
本
来
は
第
三
型
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
教
団
の
為
を
思
う
も
の
は
、
そ
の
凝
固
さ
を
解
消
す
る
こ 

と
を
願
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
組
織
の
弛
緩
は
真
宗
教
団
の
弱
点
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
こ
に
長
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。
出
入
は
自
由
で 

あ
る
よ
う
に
見
え
て
、
如
来
の
み
こ
こ
ろ
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
こ
と
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
、
そ
こ
に
真
宗
教
団
の
性
格
が
あ
る
か 

ら
で
あ
る
。
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三

し
か
れ
ば
真
宗
の
教
学
は
、
こ
の
教
団
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
、
教
団
の
方
向
に
誤
り
な
か
ら
し
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

そ
の
第
一
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
常
に
自
利
利
他
一
如
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
禅
の
教
団
に
於
て
は
、
自 

利
の
悟
が
、
そ
の
ま
ま
利
他
の
教
と
な
ら
な
く
と
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
型
の
教
団
に
於
て
は
、
少
数
の
指
導
者
の
ほ
か
に
は
、
教 

学
は
問
題
に
せ
ぬ
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
十
分
に
統
制
さ
れ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
自
他
の
業
縁
の
上
に
成
立
す
る
真 

宗
の
教
学
は
、
必
ず
自
身
の
救
わ
れ
る
道
と
、
す
べ
て
の
人
々
の
救
わ
れ
る
道
と
、
別
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
な
く
て
は 

な
ら
な
い
。
自
分
に
解
る
こ
と
は
、
必
ず
人
々
に
解
る
こ
と
で
あ
り
、
人
々
に
解
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
は
、
真
に
自
分
に
解
っ
て
い
る
と
は 

い
え
な
い
と
い
う
感
知
の
上
に
、
真
宗
の
教
学
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
自
利
満
足
す
れ
ば
、
他
利
お
の
ず
か
ら
成
る
」 

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
、
真
宗
に
あ
り
て
は
、
教
と
学
と
の
分
離
は
許
さ
れ
な
い
。
学
と
は
真
理
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る 

意
味
に
於
て
も
教
団
に
制
約
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
真
宗
教
に
は
認
容
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
教
化 

は
学
識
が
な
く
と
も
、
特
別
の
才
能
あ
る
も
の
に
依
り
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
拒
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
こ
と
が
忘
れ 

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
仏
教
学
い
よ
い
よ
盛
ん
に
し
て
、
仏
教
は
か
え
っ
て
衰
え
、
布
教
活
動
が
加
わ
る
に
従
っ
て
、
真
宗
は
か
え
っ 

て
信
用
を
失
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い 
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
れ
は
一
種
の
詭
言
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
改
め
て
問
題
と
な
る
も
の
は
、
教
学
の
意
義
で
あ
る
。
善
導
は 

学
解
と
学
行
と
を
分
ち
、
学
解
は
い
か
に
広
く
と
も
よ
い
が
、
学
行
は
必
ず
有
縁
の
法
に
よ
れ
と
説
か
れ
た
。
こ
れ
は
学
行
の
た
め
に
は 

学
解
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
学
解
は
常
に
学
行
の
為
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ 

れ
は
善
導
の
著
作
に
も
、
学
解
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
学
解
は
学
行
の
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
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が
、
し
か
し
学
行
の
為
に
な
ら
な
い
学
解
は
無
用
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
真
宗
の
教
学
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
『歎
異
抄
』
に
も
説
か
れ
て
い
る
。

「
他
力
真
実
の
旨
を
あ
か
せ
る
も
ろ
も
ろ
の
聖
教
は
、
本
願
を
信
じ
念
仏
も
う
さ
ば 

仏
に
な
る
。
そ
の
外
何
の
学
問
か
は
往
生
の
要
な
る
べ
き
ゃ
」
と
い
う
こ
と
は
、
学
行
に
か
か
わ
り
の
な
い
学
問
を
、
無
用
と
す
る
も
の 

で
あ
る
。
さ
れ
ど
「
ま
こ
と
に
こ
の
理
に
迷
い
は
ん
べ
ら
ん
人
は
、
い
か
に
も
い
か
に
も
学
問
し
て
本
願
の
旨
を
知
る
べ
き
」
で
あ
る
。 

こ
の
意
味
に
於
て
は
、
七
高
僧
も
み
な
学
問
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
真
宗
の
教
学
は
、
そ
の
伝
統
に
依
る
も
の
で
あ
る
。 

連
想
は
や
や
突
飛
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
私
は
こ
こ
で
角
力
放
送
に
於
け
る
親
方
の
解
説
と
、
分
解
写
真
と
を
思
い
合
わ
せ
る
。
解 

学
は
恰
も
分
解
写
真
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
力
士
そ
の
人
の
、
知
ろ
う
と
思
わ
な
い
点
ま
で
も
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
力 

士
の
参
考
に
な
る
だ
け
で
、
分
解
写
真
そ
の
も
の
か
ら
力
士
が
生
れ
る
の
で
は
な
い
。
現
代
の
仏
教
学
は
、
釈
迦
を
初
め
竜
樹
・
天
親
、
 

各
宗
の
祖
師
に
至
る
ま
で
、
そ
の
思
想
の
経
路
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
学
績
に
は
、
恐
ら
く
仏
祖
そ
れ
自
身
の
覚
知
巳
上
の
も
の 

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
い
か
な
る
高
僧
も
今
日
の
学
者
に
は
及
ば
な
い
。
私
の
知
っ
て
い
る
あ
る
学
者
は
、
竜
樹 

を
は
じ
め
七
高
僧
、
親
鸞
，
蓮
如
に
い
た
る
ま
で
、
み
な
経
釈
を
誤
読
し
て
い
る
事
実
を
列
挙
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
自
信
に
対 

し
て
、
私
は
そ
の
分
解
写
真
に
狂
い
が
な
い
か
を
正
す
力
は
な
い
。
さ
れ
ど
学
行
を
本
と
す
る
も
の
に
あ
り
て
は
、
そ
の
誤
読
と
見
え
る 

と
こ
ろ
に
こ
そ
、
道
心
の
面
目
が
あ
り
、
祖
師
た
ち
の
人
格
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
親
方
の
解
説
に
は
、
技
能
の
長
短
と
交
え
て
心
構
え
の
教
訓
が
あ
る
。
そ
れ
を
き
け
ば
勝
敗
は
問
題
で
な
く
、
角
力
も
ま
た 

道
で
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
し
め
る
。
何
よ
り
も
精
神
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
相
手
に
よ
り
て
応
変
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
に
は
自
分
の 

角
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
を
し
て
、
維
摩
が
冨
楼
那
に
対
し
て
は
随
機
説
法
せ
よ
と
教
え
、
迦
旃
延
に
は
、
 

自
身
の
心
境
を
明
ら
か
に
せ
よ
と
誨
え
た
こ
と
を
思
い
あ
わ
さ
し
め
る
。
し
か
ら
は
、
こ
う
し
て
期
す
る
と
こ
ろ
に
真
俗
の
別
は
あ
っ
て 

も
、
 

道
の
こ
こ
ろ
に
は
別
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
っ
て
も
、
私
は
現
代
の
仏
教
学
を
す
べ
て
分
解
写
真
と
し
て
、
非
難
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
現
代
の
仏
教
学
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か
ら
、
何
か
が
生
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
宗
は
競
う
て
大
学
を
建
て
、
仏
教
の
研
究
は
世
界
的
に
な
っ
て 

い
る
。
し
か
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
西
洋
文
化
の
行
き
つ
ま
り
を
打
開
す
る
も
の
が
、
現
わ
る
べ
き
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
常
識 

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
は
各
宗
の
高
僧
以
上
の
学
識
者
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
程
、
学
行 

の
伝
統
が
要
求
せ
ら
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
真
宗
教
学
の
分
限
は
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
見
定
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
真
宗
教
団
に
相
応
す
る
仏
教
学
に
も
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

思
う
に
浄
土
の
教
は
、
常
に
時
代
を
問
題
と
す
る
こ
こ
ろ
か
ら
興
起
せ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
曇

鸞
の
『
論
註
』
は

「
五
濁
の
世
、
 

無
仏
の
時
」
に
於
て
不
退
転
を
求
む
の
難
さ
を
感
ず
る
こ
と
か
ら
書
き
初
め
ら
れ
た
。
道

綽

の

『
安
楽
集
』
は
仏
滅
第
五
の
五
百
年
、
像 

季
末
法
と
な
り
、

「
行
証
か
な
は
ぬ
時
」
で
あ
る
と
い
う
悲
し
み
か
ら
、
浄
土
門
を
開
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
導
も
ま
た
こ
の
末
法
観 

の
上
に
、
念
仏
往
生
の
道
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
教
教
学
と
し
て
は
決
し
て
衰
退
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
随

・
唐
の
時
代
は
、
恐
ら
く
中
国
に
於
て
も
仏
教
全
盛
で
あ
っ
た 

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
浄
影
，
嘉
祥-

慈

恩

，
智

者

・
賢
首
等
の
碩
学
は
、
道

綽

・
善
導
と
峙
代
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
碩
学
に
は
、
時
代
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
自
身
が
学
に
専
念
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
不
退
転
に
住
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。
事
理
を
き
わ
め
、
止
観
を
本
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
行
証
か
な
わ
ぬ
と
い
う
歎
き
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
道

綽

・
善
導
の
説
く
と
こ 

ろ
は
、
田
舎
の
凡
僧
の
言
に
過
ぎ
ぬ
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
道
綽
・
善
導
等
の
諸
説
が
、
当
時
の
碩
学
の
考
慮
の
内
に 

入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
平
安
末
期
の
日
本
の
教
界
の
真
相
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
で
は
法
然
，
親
鸞
の
遺
徳
の
光
に
覆 

わ
れ
て
、
当
時
は
仏
教
教
学
も
廃
頹
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど
、
見
方
に
よ
り
て
は
当
時
こ
そ
仏
教
教
学
が
、
隆
盛
を
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極
め
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
の
史
学
は
、
そ
こ
へ
も
著
眼
し
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
「
南
都
北
嶺
に
も
、
ゆ 

ゆ
し
き
学
匠
た
ち
お
ほ
く
お
わ
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
も
皮
肉
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
こ
ろ
か
ら
な
る
敬
意
で
あ
る
と
解
す 

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
法

然

・
親
鸞
の
唱
説
は
、
教
学
衰
退
の
時
代
に
於
て
、
現
わ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
行
証
か
な
わ
ぬ
と 

い
う
自
覚
も
、
教
学
隆
盛
な
れ
ば
こ
そ
生
じ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
吉
水
の
教
団
を
非
難
し
た
明
慧
・
貞
慶
も
当
時
の
学
僧
で
あ 

っ
た
。

さ
れ
ど
、
そ
れ
ら
の
学
僧
に
は
、
時
代
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
栄
西
・
道
元
も
、
時
代
を
問
題
と
す
る
も
の
は
仏
法
を 

求
め
る
も
の
で
な
い
と
説
い
た
。
そ
れ
が
聖
道
の
面
目
で
あ
ろ
う
。
世
は
戦
乱
の
巷
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
学
僧
も
あ
っ 

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
浄
土
教
の
祖
師
た
ち
に
と
り
て
は
、
時
代
が
何
よ
り
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
現
実
に
人
間
の
業 

苦
を
知
ら
し
め
る
も
の
は
、
そ
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
悩
む
庶
民
の
業
苦
を
救
う
仏
教
で
な
く
て
は
、
大
乗
法
と 

い
っ
て
も
、
単
な
る
理
論
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
浄
土
の
祖
師
た
ち
は
、
群
生
と
共
に
救
わ
れ
る
道
を
開
か
れ 

た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
浄
土
教
の
表
白
性
と
、
宣
伝
性
と
が
見
ら
れ
る
。
今
の
時
代
に
於
け
る
自
身
と
し
て
は
、
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
い
と
い
う 

表
白
性
と
、
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
救
わ
れ
る
道
が
な
い
こ
と
を' 

一
切
の
有
縁
の
人
々
に
告
げ
る
宣
伝
性
と
で
あ
る
。
そ
の
迫
力
が
い
ろ
い 

ろ
の
事
情
と
絡
み
あ
っ
て
、
浄
土
教
団
へ
の
迫
害
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
法
然
に
は
、
聖
道
の
教
学
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
意 

志
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
起
請
文
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
も
聖
道
の
教
理
そ
の
も
の
を
、
批
判
す
る
こ
こ
ろ
は
な
か
っ 

た
の
で
あ
る
。

こ
の
回
顧
に
於
て
現
代
の
仏
教
界
を
見
る
に
、
同
様
の
こ
と
が
思
い
あ
わ
さ
る
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
已
に
説
け
る
よ
う
に 

仏
教
学
の
盛
ん
な
る
こ
と
は
、
現
代
ほ
ど
の
時
代
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
学
者
た
ち
に
、
真
に
時
代 

の
大
衆
と
い
う
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
研
究
が
科
学
的
で
あ
り
、
思
考
が
理
性
的
で
あ
る
こ
と
が
、
時
代
の
要
求
に
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応
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
果
し
て
大
衆
の
要
求
で
あ
ろ
う
か
。

「
大
衆
な
ど
は
愚
に
も 

つ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
気
位
は
、
今
日
の
学
者
た
ち
に
も
深
い
よ
う
で
あ
る
。
真
宗
の
教
学
も
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
こ
に
教
と
学
と
の
分
離
は
、
原
則
と
し
て
有
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
る
。
と
い
っ
て
も
教
団
の
実
際
と
し
て
は
、
学 

ぶ
も
の
と
教
う
る
も
の
と
を
要
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
各
自
の
能
力
と
い
う
こ
と
も
考
慮
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
 

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
教
と
学
と
の
協
力
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
そ
の
協
力
と
は
、
教
学
の
内
容
に
も
常 

に
表
白
的
意
味
を
も
ち
、
ま
た
宣
伝
的
性
格
を
具
え
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
教
化
す
る
も
の
は
、
必
ず
そ
の 

法
に
於
て
、
自
身
の
救
わ
れ
る
喜
び
を
見
出
す
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
学
は
自
利
を
本
と
し
て
も
常
に
利
他
を
忘
れ
な
い
も
の 

で
あ
り
、
教
化
は
利
他
を
本
と
し
て
も
、
必
ず
自
利
を
念
じ
て
い
る
も
の
、
そ
こ
に
真
宗
教
団
の
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ 

こ
に
真
宗
教
団
と
い
う
も
の
の
無
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

五

し
か
ら
ば
、
現
代
に
於
け
る
大
衆
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
応
答
す
る
真
宗
の
教
学
、
教
団
の
役
割
、
そ
れ
こ
そ
現 

実
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
い
つ
の
時
代
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
そ
れ
も
否
認
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
現
代 

に
あ
る
も
の
の
感
覚
で
は
な
い
。
曇

鸞

，
道
綽
の
時
代
観
の
内
容
は
、
五
濁
悪
世
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
恐
ら
く
五 

濁
悪
世
を
痛
感
せ
し
め
る
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
ば
初
め
て
五
濁
悪
世
を
痛
感
せ
る
も
の
は
、
曇

鸞

・
道
綽
で 

あ
っ
た
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
聖
道
の
高
僧
た
ち
に
は
、
五
濁
悪
世
と
い
う
思
想
が
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ 

う
。
そ
の
思
想
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
の
時
代
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
超
然
と
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の 

超
然
と
し
て
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
時
代
感
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
今
日
よ
り
回
想
す
れ
ば
、
曇

爲

・
道
綽
に
説
か
れ
た
五
濁
悪
世
は
、
な
お
、

い
つ
の
時
代
も
同
じ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な 

い
。
さ
れ
ど
法
然
，
親
鸞
に
痛
感
せ
ら
れ
た
時
代
は
、
そ
れ
だ
け
で
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
平
安
末
期
の
日
本
の
状 

態
も
、
徳
川
幕
府
の
時
代
も
、
同
様
に
五
濁
悪
世
で
あ
っ
た
に
違
い
が
な
い
。
さ
れ
ど
両
者
の
間
に
は
、
感
覚
の
相
違
あ
る
こ
と
は
、
何 

人
も
拒
む
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
平
安
末
期
に
感
ぜ
ら
れ
た
人
間
苦
は
、
わ
れ
ら
の
世
界
大
戦
に
於
て
経
験
せ
る
も
の
と
類
比
す
べ 

き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
道

綽

・
善
導
に
依
り
て
説
か
れ
た
人
間
苦
と
、
法
然
・
親
鸞
に
依
り
て
感
じ
ら
れ
た
人
間
苦
と
を
対
照
し
、
さ 

ら
に
そ
の
願
生
せ
ら
れ
た
浄
土
の
功
徳
を
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
も
、
真
宗
の
教
学
に
は
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

し
か
る
に
、
わ
れ
ら
の
現
に
感
じ
つ
つ
あ
る
時
代
は
、
彼
の
随
・
唐
時
代
と
は
異
る
よ
う
で
あ
る
。
今
日
も
曇
鸞
の
説
の
よ
う
に
、
学 

者
は
自
利
心
の
み
で
大
慈
悲
な
く
、
外
教
の
人
間
愛
は
菩
薩
精
神
を
乱
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
の 

で
き
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
現
代
の
文
化
生
活
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
活
保
証
の
あ
ら
ゆ
る
施
設
が
考
え 

ら
れ
、
人
権
平
等
は
政
治
の
精
神
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
そ
の
名
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
社
会
悪
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
般
民
衆
の 

痛
感
と
な
っ
て
は
お
ら
な
い
。
時
代
の
問
題
は
宗
教
の
救
い
を
待
た
ず
、
何
か
の
方
法
で
解
消
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し 

そ
の
方
法
は
社
会
を
主
と
す
る
が
故
に
、
個
人
を
疎
外
す
る
こ
と
に
な
り
、
機
械
化
に
よ
り
て
人
間
を
無
用
た
ら
し
め
て
い
る
こ
と
は
反 

省
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
現
代
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
こ
そ
人
間
の
危
機
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
は
、
知
識
に
よ
り
て
、
解
答
し
得
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う
あ
ら
し
め
た
も
の
は
知
識
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
 

宗
教
は
こ
の
時
代
に
於
て
、
い
か
な
る
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
生
活
苦
を
救
う
と
い
う
よ
り
は
、
生
活
を
取
り
戻
す
も
の
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
に
は
さ
ら 

に
深
刻
な
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば
、
全
人
類
が
滅
亡
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
で
あ
る
。
こ
の
不
安
は
、

い
つ
の 

世
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
生
死
無
常
と
い
う
こ
と
と
は
異
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
孤
独
な
る
も
の
の
死
は
、
親
族
を
も
っ
て
い
る
も
の 

の
死
よ
り
は
、
堪
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
身
の
死
に
は
諦
め
が
つ
い
て
も
、
人
類
の
滅
亡
に
は
堪
え
ら
れ
な
い
。
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そ
こ
に
人
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
意
義
を
知
ら
ば
、
世
界
を
破
滅
す
る
よ
う
な
戦
争
の
用
意
は
、
全
く
狂
気
の 

沙
汰
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
現
前
の
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
冷
戦
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
名
状
す
べ
か
ら 

ざ
る
不
安
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
不
安
を
除
く
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
の
力
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
力
を
疑
う
こ 

と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
世
界
の
破
滅
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
る
べ
き
こ
と
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
生
活
の
本
能
的
な
感
情 

で
あ
る
。
そ
れ
が
無
け
れ
ば
、
日
々
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
っ
て
も
、
世
界
破
滅
の
不
安
は
、
已
に
全
人
類
の
心
底
に 

沈
潜
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
の
廃
頹
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
に
依
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
内
外
相
応
し 

て
、
人
間
の
破
滅
を
急
ぎ
つ
つ
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

真
宗
の
教
団
も
教
学
も
、
そ
の
本
来
の
意
義
に
於
て
は
、
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
変
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ 

と
は
、
い
か
な
る
時
代
に
も
順
応
し
て
、
そ
れ
を
摂
化
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
教
団
も
教 

学
も
固
定
し
て
、
時
代
に
は
全
く
無
用
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
そ
の
無
用
な
る
時
代
が
到
来
せ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
護
持
も 

ま
た
無
意
味
と
な
る
。
わ
れ
ら
は
「
宗
旨
伽
藍
は
人
の
作
る
所
な
り
。:

：:

強
い
て
こ
れ
を
防
護
し
て
失
わ
ざ
ら
ん
と
す
る
は
、
偏
見
に 

し
て
、
ま
た
貪
欲
な
り
」
と
説
け
る
行
誡
に
同
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
さ
に
「
経
道
滅
尽
と
き
い
た
り
」
と
観
じ
て
、
幸
い
に
仏
法
に 

値
い
得
た
る
自
身
を
喜
ぶ
よ
り
ほ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
れ
ど
教
団
も
教
学
も
、
真
に
時
代
の
深
い
要
求
を
感
じ
て
、
そ
の
分
限
を
尽
す
こ
と
と
な
ら
ば
、
今
日
こ
そ
仏
法
興
隆
の
時
い
た
れ 

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
教
団
も
教
学
も
、
そ
れ
自
体
の
為
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
真
実
に
如
来
の
本
願
を
顕
彰
す
る
た
め
に
あ 

る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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