
近
代
に
お
け
る
教
団
論
の
様
態

柏 

原 

祐 

泉

一

明
治
以
後
の
近
代
仏
教
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
の
一
は
、
旧
教
団
か
ら
の
脱
皮
と
新
教
団
の
形
成
、
 

或
は
そ
の
た
め
の
構 

想
樹
立
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
勿
論
そ
れ
は
、
仏
教
の
本
質
を
探
求
す
る
た
め
の
、
或
は
教
団
の
本
来
性
を
明
確
に
す
る
た
め 

の
運
動
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
運
動
は' 

全
般
的
に
い
っ
て
、
旧
教
団
に
お
け
る
全
体
的
な
運
動
と
し
て
よ
り
も
、
限
ら
れ
た 

先
覚
者
達
の
自
覚
的
な
運
動
と
し
て
行
わ
れ
た
。
尤
も
、
東
本
願
寺
が
明
治
四
年
十
月
旧
来
の
坊
官
宗
政
を
廃
し
て
寺
務
所
開
設 

に
ふ
み
き
り' 

同
三
十
年
に
議
会
制
を
敷
い
た
り
、

西
本
願
寺
が
同
十
四
年
に
法
主
特
選
の
会
衆
と
派
内
僧
侶
か
ら
公
選
さ
れ
た 

総
代
会
衆
と
か
ら
な
る
宗
議
会
を
開
い
た
り
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
教
団
全
体
の
脱
皮
運
動
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
東
本
願
寺
の 

坊
官
廃
止
に
は
、
明
治
四
年
七
月
の
政
府
か
ら
の
家
臣
召
上
げ
令
を
契
機
と
し
て
は
い
た
が
、
西
方
寺
空
覚
を
中
心
と
す
る
護
法 

場
一
派
の
改
革
運
動
が
先
行
し
た
し' 

三
十
年
の
議
会
制
に
も' 

清
沢
満
之
を
中
心
と
す
る
白
河
党
一
派
の
改
革
運
動
が
影
響
し 

て
い
た
。
西
本
願
寺
の
宗
議
会
制
に
も
、
明

如

・
北
畠
道
龍
を
中
心
と
す
る
教
団
改
革
運
動
が
、
直
接
の
刺
激
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
教
団
全
体
の
改
革
運
動
に
は
、

つ
ね
に
限
ら
れ
た
先
覚
者
の
運
動
が
先
行
す
る
。

し
か
し
先
覚
者
の
理
念
や
運
動
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か' 

必
ず
し
も
そ
の
ま
ゝ
具
体
化
し
な
い
こ
と
は
、 

右
の
清
沢
や
明
如
の
場
合
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、 

先
覚
者 

の
運
動
が
教
団
改
革
に
刺
激
と
な
り
或
は
示
唆
を
あ
た
え
、
或
は
ま
た
近
代
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
本
質
的
な
あ
り
方
に
暗
示
を 

あ
た
え
た
こ
と
は
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ゝ
で
は
、
明
治
期
を
中
心
と
し
て
、

こ
れ
ら
先
人
達
の
教
団
へ
の
志
向
の
諸 

様
態
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
お
も
う
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
常
に
近
代
へ
の
対
応
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で 

あ
り
、
そ
の
意
味
で
今
日
の
現
実
的
な
教
団
論
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
指
標
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

新
教
団
へ
の
志
向
は' 

当
然
現
教
団
へ
の
批
判
か
ら
出
発
す
る
が' 

明
治
期
に
於
て
は
、
更
に
遡
っ
て
現
教
団
を
生
み
だ
し
た 

江
戸
時
代
封
建
仏
教
へ
の
批
判
が
前
提
と
な
っ
た
。
以
下
に
、
近
代
仏
教
形
成
の
上
に
役
割
を
果
し
た
人
々
の
な
か
か
ら
、
そ
の 

封
建
仏
教
批
判
の
言
葉
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

近
代
仏
教
の
形
成
に
最
初
に
強
い
発
言
力
を
も
っ
た
の
は
、
共
に
十
善
戒
提
唱
の
立
場
で
戒
律
主
義
の
復
興
を
叫
ん
だ
浄
土
宗 

の
福
田
行
誡
や
真
言
宗
の
釈
雲
照
で
あ
っ
た
。

両
者
は
共
に
、
封
建
仏
教
を
無
戒
仏
教
と
し
て
批
判
し
た
。
行
誡
は
い
う
。

「
徳 

川
の
治
世
は
、 :
:
:

仏
者
も
三
学
の
道
は
名
の
み
に
な
り
ゆ
き
、:

：:

防
邪
の
方
便
に
檀
越
の
宗
旨
な
ど
を
定
め
ら
れ
た
る
よ
り 

活
計
の
一
助
と
な
り
た
る
が
毒
と
な
り
、:

：:

」(

「
落
花
偶
談
」)

と
。

こ
の
よ
う
な
批
判
は
雲
照
の
場
合
に
よ
り
績
極
的
で
あ
る
が 

雲
照
は
更
に
遡
っ
て' 

鎌
倉
以
後
の
全
武
家
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て' 

「
中
世
大
権
漸
く
衰
ふ
る
に
及
ん
で
、
仏
教
僧
侶
随
て
其 

綱
紀
を
失
し' 

三
学
都
て
衰
ふ
と
雖
も
特
に
戒
律
の
如
き
は
其
極
に
達
し
」

た
 ヽ

(

明
治
三
十
二
年
、
書
簡)

と
し
た
。
尤
も
、

こ 

の
よ
う
な
封
建
仏
教
批
判
は' 

い
わ
ば
維
新
期
の
全
仏
教
に
共
通
し
た
意
識
で
あ
り' 

そ
れ
は
、
元
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
殆
ん 

ど
の
教
団
が
参
加
し
た
諸
宗
道
徳
会
盟
が' 

自
宗
旧
幣
一
洗
之
論
を
そ
の
目
的
の
ー
に
か
ゝ
げ
た
こ
と
で
も
分
る
。
し
か
し
会
盟 

の
旧
幣
一
洗
に
は
、
王
法
仏
法
不
離
之
論
と
い
う
維
新
政
府
と
の
新
結
合
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
反
し
、
行
誡
や
雲
照
の
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封
建
仏
教
批
判
は' 

戒
律
主
義
を
通
す
こ
と
で
、
自
戒
的' 

内
省
的
な
性
格
を
も
ち
、
仏
教
の
近
代
的
自
覚
に
対
し
て
大
き
な
発 

言
ヵ
を
も
っ
こ
と
が
で
き
た
。

つ
い
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
清
沢
満
之
を
中
心
と
す
る
精
神
主
義
運
動
で
あ
る
。
清
沢
の
精
神
主
義
は
、
従
来
、
 

明
治
二
十
八
年
か
ら
三
十
年
の
末
に
か
け
て
の
東
本
願
寺
宗
政
改
革
運
動
挫
折
の
の
ち' 

三

十

四

年

一

月

の

雑

誌

「
精
神
界
」
創 

刊
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
実
は
、
精
神
主
義
の
提
唱
は
右
の
宗
政
革
命
運
動
の
過
程
で
行
わ
れ
且
つ
発 

展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
教
団
的
な
基
盤
に
立
っ
て
の
主
張
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
精
神
主
義
に
は
、
教
団
改
革
へ 

の
志
向
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
論
で
は
、
精
神
主
義
運
動
を' 

と
く
に
こ
の
教
団
改
革
へ
の
志
向
の 

面
に
焦
点
を
あ
て
ゝ
考
察
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

精
神
主
義
に
よ
る
教
団
改
革
の
出
発
点
に
も
、
や
は
り
江
戸
時
代
の
封
建
仏
教
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
。
清
沢
は
い
う
。

「
顧
ふ 

に
過
去
三
百
年
の
仏
教
は
殆
ん
ど
死
仏
教
た
り
し
な
り
。
少
な
く
と
も' 

浄
土
門
以
外
の
仏
教
は
殆
ん
ど
研
究
的
一
面
の
仏
教
た 

り
し
な
り
。:

：:

而
し
て
其
の
結
果
、
教
義
の
研
究
に
於
い
て
頗
る
精
密
を
致
し
た
り
。
然
れ
ど
も' 

其
の
研
究
は
大
率
ね
煩
瑣 

的
穿
鑿
に
止
ま
り
、
其
の
創
見
と
し
て
観
る
べ
き
も
の
、
甚
だ
罕
な
り
。
特
に
其
の
実
行
的
方
面
日
に
益
ゝ
ゝ
衰
退
し
て
、
今
日
の
極 

に
達
す
る
を
致
せ
り
。
」
(

「
教
界
時
言
」
十
五
、
仏
教
者
盍
自
重
乎)

「
仏
教
家
の
精
神
的
教
育
を
懈
り
し
や
久
し
。
幕
政
三
百
年
の 

間
は
上
に
政
府
の
保
護
あ
り' 

外
に
仏
教
の
勁
敵
な
く
、
僧
侶
た
る
も
の
教
界
の
泰
平
を
恃
み
て' 

日
夕
名
利
の
途
に
奔
走
し' 

曾
て
自
己
の
本
分
を
自
覚
し
て
真
誠
に
教
学
に
努
力
せ
し
も
の
あ
ら
ざ
り
き
。
宗
教
な
る
も
の
が
一
種
の
糊
口
的
職
業
と
な
り
し 

は
、
そ
れ
殆
ん
ど
此
の
時
に
始
ま
る
。
而
し
て
仏
教
の
精
神
気
魄
は
消
沈
し
て
纔
に
其
の
形
骸
を
留
め
に
き
。
」(

「
教
界
時
言
」
九
、
 

真
宗
大
学
新
築
の
位
置
に
就
い
て)

と
。

す
な
わ
ち' 

封
建
仏
教
は
生
活
の
安
逸
と
教
学
の
形
式
化
に
よ
っ
て
、
仏
教
本
来
の
精
神 

的
、
実
行
的
生
命
を
消
失
し
た
と
い
う
。
精
神
主
義
の
主
張
に
は
、

こ
の
よ
う
な
封
建
仏
教
へ
の
批
判
と
、
そ
れ
か
ら
の
離
脱
の 

意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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精
神
主
義
運
動
と
同
時
期
に
、

近
代
仏
教
に
大
き
な
発
言
力
を
も
っ
た
の
は
新
仏
教
運
動
で
あ
っ
た
。

新
仏
教
運
動
は
、

当 

初' 

明
治
二
十
七
年
十
二
月
に
古
河
老
川
・
杉
村
縦
横
な
ど
が
結
成
し
た
経
緯
会
か
ら
出
発
し
た
が
、

や
が
て
三
十
二
年
二
月
に 

境

野

黄

洋

・
高

島

米

峯

・
渡

辺

海

旭

・
田
中
治
六
な
ど
と
共
に
仏
教
清
徒
同
志
会
を
結
成
し' 

更
に
三
十
六
年
三
月
新
仏
教
清
徒 

同
志
会
と
変
更
し
、
加

藤

咄

堂

・
伊

藤

左

千

夫

・
土

屋

詮

教

・
鈴
木
大
拙
な
ど
も
参
加
し
た
。
会
を
運
営
す
る
同
人
の
年
令
は
二 

十
代
が
多
く
、
殆
ん
ど
が
宗
派
に
属
せ
ぬ
在
家
仏
教
者
で
、
清
新
の
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

こ
の
新
仏
教
徒
に
も
、
当
然
な
が
ら 

封
建
仏
教
へ
の
強
い
批
判
が
あ
っ
た
。
境

野

黄

洋

は

「
仏
教
将
来
の
運
命
」(

「新
仏
教
」

一
〇
，
一)

で
、

日
本
人
が
檀
家
と
な
り 

仏
教
信
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
徳
川
時
代
の
宗
門
帳
以
来
の
習
慣
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
従
っ
て
仏
教
の
法
味
を
味
い
楽
し
ん 

で
信
者
と
な
っ
て
い
る
者
は
日
本
人
五
千
万
人
中
何
割
あ
る
か
分
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
新
仏
教
徒
の
同
人
で
は 

な
い
が
、
新

仏

教
運

動

に

賛

同

し

た

中

村

諦
梁

も

「
宗
教
改
革
完
成
の
動
機
」(

「新
仏
教
」
九
・
七)

で
、
寛
永
十
四
年
の
宗
判
強 

制
以
後
、
信
仰
の
生
命
を
失
い
爾
来
三
百
年
間
、
信
仰
が
形
式
化
に
止
ま
っ
た
、
と
批
判
し
た
。

そ
の
他' 

や
ゝ
時
代
は
下
る
が
、
大

谷

光

瑞

も

大

正

十

一

年

に

「
見
真
大
師
」
を
著
し
て
宗
門
改
革
を
叫
び
、
そ
の
な
か
で
、
 

「
三
百
年
の
固
陋
と
因
襲
と
は
、
徳
川
氏
の
政
策
に
よ
り
他
力
真
宗
の
軟
化
を
欲
し
、
そ
の
生
命
た
る
自
由
簡
易
に
し
て
在
家
説 

法
に
し
て
非
出
家
な
る
点
を
除
去
せ
し
め
、
他
の
諸
宗
の
如
く
是
れ
に
出
家
の
外
貌
を
装
は
し
め' 

而
も
厳
に
こ
の
外
貌
を
維
持 

せ
し
め
た
り
。
是
の
政
策
に
よ
り
真
宗
は
軟
化
せ
ら
れ' 

殆
ん
ど
そ
の
真
相
を
破
壞
せ
ら
れ
勇
気
を
挫
か
れ
、

三
百
年
猫
の
如
く 

羊
の
如
く
為
政
者
に
従
順
な
り
き
。
」
(

三
五
五
頁)

と
批
判
し
た
。

す
な
わ
ち
、
真
宗
の
在
家
性
の
喪
失
、
僧
職
の
専
門
化
に
問 

題
を
し
ぼ
っ
て
、
封
建
仏
教
を
否
定
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
批
判
の
言
辞
を
拾
え
ば' 

恐
ら
く
枚
挙
に
遑
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論' 

歴
史
的
に
い
え
ば
、

こ
れ
ら
の
批
判
が 

江
戸
時
代
の
仏
教
を
す
べ
て
正
し
く
評
価
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

い
わ
ゆ
る
封
建
仏
教
に
は
、
封
建
社
会
に
お
い
て
機
能
的 

に
果
し
得
た
能
動
的
な
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
近
代
仏
教
の
形
成
を
培
う
よ
う
な
諸
思
相
心
の
発
達
も
充
分
認
め
ら
れ
る
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の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
ゝ
で
そ
れ
は
閉
わ
な
い
こ
と
、
し
て
ゝ
た
ヾ
、
近
代
仏
教
に
能
動
的
な
役
割
を
果
し
た
人
々
の
封
建
仏
教 

批
判
が
、

ひ
と
し
く
仏
教
革
新
、
教
団
改
革
の
意
欲
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
う
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
の
焦 

点
の
あ
て
方
に
よ
っ
て' 

そ
れ
ぞ
れ
に
現
実
の
仏
教
、
現
実
の
教
団
に
求
め
る
理
想
像
が
明
確
に
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三

以
上
の
よ
う
な
封
建
仏
教
批
判
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず' 

そ
の
ま
ゝ
現
実
の
仏
教
、
教
団
へ
の
批
判
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

こ 

ゝ
に
仏
教
革
新
、 

教
団
改
革
が
実
践
的
な
か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
ゝ
な
る
が' 

こ
の
場
合' 

そ
の
実
践
の
方
向
に
二
面
が 

あ
っ
た
。

一
は
全
く
既
成
教
団
と
絶
縁
し' 

自
か
ら
の
力
で
仏
教
精
神
の
復
活
を
め
ざ
し
て
集
団
、
結
社
を
き
ず
い
て
ゆ
く
も
の 

で
あ
り' 

一
は
既
成
教
団
の
中
に
も
っ
て
、
封
建
教
団
批
判
の
中
か
ら
明
ら
か
に
し
た
教
団
内
部
の
混
濁
を
除
去
し
、
自
己
の
属 

す
る
教
団
の
改
革
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、

こ
れ
ら
両
者
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
様
態
を 

探
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
前
者
の
、
 

既
成
教
団
と
の
断
絶
か
ら
出
発
し
て
新
運
動
を
展
開
し
た
も
の
に
つ
い
て£

あ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は 

新
仏
教
徒
で
あ
っ
た
。
新
仏
教
徒
は
現
実
の
教
団
仏
教
を
、
す
べ
て
旧
仏
教
と
し
て
否
定
し
た
。
そ
し
て
旧
仏
教
を
、
朽
腐
せ
る 

習
慣
的
旧
仏
教
、
宗
派
の
僻
見
を
固
執
す
る
形
式
的
旧
仏
教
、
迷
信
的
旧
仏
教
、
無
常
観
に
立
つ
厭
世
的
旧
仏
教
、
徒
ら
に
広
遠 

雄
大
に
走
る
空
想
的
旧
仏
教
の
五
種
に
分
ち
、

「
我
徒
は
既
に
業
に
旧
仏
教
徒
に
絶
縁
せ
り
。
之
を
改
造
し
て
新
生
命
を
与
え
得 

べ
し
と
は
断
じ
て
我
徒
の
思
惟
し
得
ざ
る
所
な
り
。
」
(

「新
仏
教
」
一-

ー
、
我
徒
の
宣
言)

と
い
っ
て
、

教
団
仏
教
か
ら
の
離
脱
を 

宣
言
し
た
。
そ
の
他' 

同

人

の

林

竹

次

郎(

古
溪)

は
、
旧
仏
教
を
批
判
し
て
、
今
の
成
立
宗
教
は
個
人
の
人
格
を
認
め
ず
、
道 

徳

、
教
育
、
国
家
、
人
類
に
害
多
く
益
が
少
な
い
と
い
っ
て
日
蓮
宗
を
脱
宗
し
て
お
り
、(

「新
仏
教
」
三
・
一
ー
、
予
が
信
念)' 

ま 

た
高
島
米
峯
も
、
旧
仏
教
は
教
権
主
義
に
立
ち
、
経
典
の
自
由
討
究
を
認
め
な
い
点
に
不
合
理
、
不
自
然
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
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い

る
(

「新
仏
教
」
六
ニ
ー
ー
、
新
仏
教
と
旧
仏
教)

。

こ
れ
ら
の
批
判
が' 

先
に
触
れ
た
、 

封
建
仏
教
に
対
す
る
慣
習
化
、
形
式
化
の
批 

判
と
呼
応
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
て
新
仏
教
徒
は
、
自
か
ら
め
ざ
す
と
こ
ろ
と
し
て
、

「
我
徒
は
仏
教
の
健
全
な
る
信
仰
を
根
本
義
と
す
。
我
徒
は
健
全 

な
る
信
仰
、
智

識' 

及
道
義
を
振
作
普
及
し
て
、
社
会
の
根
本
的
改
善
を
力
む
。
我
徒
は
仏
教
及
び
其
の
他
宗
教
の
自
由
討
究
を 

主
張
す
。
我
徒
は
一
切
迷
信
の
勦
絶
を
期
す
。
我
徒
は
従
来
の
宗
教
的
制
度
、
及
儀
式
を
保
持
す
る
の
必
要
を
認
め
ず
。
我
徒
は 

総
べ
て
政
治
上
の
保
護
干
渉
を
斥
く
。
」

と

い

う

六

綱

領

を

「
新
仏
教
」
誌
各
号
に
掲
げ' 

完
全
な
在
家
的
立
場
で' 

仏
教
運
動 

を
展
開
し
た
。
し
た
が
っ
て' 

多
く
の
新
仏
教
徒
は
当
然
僧
侶
無
用
論
を
と
っ
た
が' 

こ
の
よ
う
な
新
運
動
は
多
く
の
青
年
宗
教 

家
に
共
鳴
を
よ
ん
だ
。

し
か
し
、
新
仏
教
徒
の
運
動
は
一
種
の
社
会
運
動
で
あ
り' 

信
仰
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち' 

境 

野
が
旧
仏
教
の
精
神
、
旧
仏
教
の
根
本
義
を
離
れ
て

新
仏
教
は
成
立
し
な
い(

「
新
仏
教
」
四±

二
、
余
の
信
ず
る
仏
教)

と
い
う
ご 

と
く
、
信
仰
面
で
は
旧
仏
教
に
依
存
し
た
。

そ
の
た
め
、

い

う

と

こ

ろ

の

「
健
全
な
る
信
仰
」

の
焦
点
が
不
鮮
明
で
あ
り
、
大
内 

青

巒

か

ら

「
新
仏
教
は
一
体
ど
う
し
て
弘
め
よ
う
と
い
う' 

そ
の
方
案
が
立
っ
て
お
り
ま
す
か
。:

：:

旧
い
家
は
毁
は
し
た
。
新 

し
い
家
は
出
来
な
い
。
露
宿
す
る
よ
り
仕
方
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
せ
ん
か
。」(

「新
仏
教
」
三
・
四
、
談
話)

と
い
う
批
評
を 

う
け
た
ご
と
く
、
外
発
的
な
運
動
に
終
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

旧
仏
教
か
ら
内
発
的' 

覚
醒
的
な
信
仰
を
引
出
す
ま
で
に
は
至
ら 

な
か
っ
た
。

教
団
仏
教
か
ら
離
脱
し
て
新
運
動
を
展
開
し
た
他
の
例
で
は' 

伊
藤
証
信
の
無
我
愛
運
動
が
あ
る
。
伊
藤
は

、

「
現
代
は
正
に 

殿
堂
仏
教
に
あ
き
、
之
を
一
炬
に
付
し
て
、
清
新
な
る
青
天
井
的
宗
教
の
勃
興
を
促
が
す
の
機
運
に
非
ず
や
」(

「無
我
の
愛
」

一ヽ 

評
論)

と
い
っ
て
既
成
教
団
を
批
判
し
、

更
に
、

「
諸
君
所
属
の
宗
派
は
、
全
く
自
力
我
執
の
権
化
に
し
て
、

一
点
他
力
の
光
明 

を
見
る
能
は
ず
と
せ
ば
、
是
れ
仏
法
に
あ
ら
ず
し
て
外
道
の
法
也
」
(

「無
我
の
愛
」

一
〇
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
に
告
ぐ)

と
い
う
強 

い
言
葉
を
投
げ
て
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
籍
か
ら
脱
し
た
。

い
う
と
こ
ろ
の
無
我
愛
と
は' 

我
執
を
離
れ
宇
宙
の
中
心
の
愛
意
識
に
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め
ざ
め
る
こ
と' 

周
囲
と
自
己
と
が
互
に
愛
し
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と' 

我
執
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
己
を
中
心
と 

耳 

し
て
ゆ
く
こ
と
、
特
定
の
宗
教
的
立
場
を
も
た
ぬ
こ
と' 

政
治
や
富
力
か
ら
人
間
解
放
を
め
ざ
す
こ
と
、 

な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の 

よ
う
な
無
我
愛
を
実
践
す
る
道
場
と
し
て
、
明
治
三
十
八
年
十
月
、
東
京
単
鴨
村
の
大
日
堂
を
中
心
に
、
無
我
苑
を
開
い
た
こ
と 

は
有
名
で
あ
る
。

し
か
し
無
我
苑
は
三
十
九
年
二
月
で
閉
さ
れ
た
。

新
仏
教
徒
の
運
動
と
比
べ
る
と' 

無
我
愛
運
動
は
独
創
的
な
信
仰
目
標
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
点
で
は
信
仰
運
動
と
い
う
べ
き 

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
無
我
愛
に
は
、
旧
仏
教
、
既
成
宗
教
に
対
す
る
教
学
的
対
決
が
な
か
っ
た
。

ま
た
苑
の
集
団
も' 

雑
多
な
共 

鳴
者
の
自
由
な
共
同
生
活
で
、
統
一
生
活
の
秩
序
が
不
充
分
で
あ
り' 

実
践
活
動
に
欠
け
た
。

こ
れ
ら
の
教
学
的' 

実
践
的
な
限 

界
が
、
閉
苑
を
早
く
す
る
理
由
と
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
の
他
、
日
蓮
宗
、
曹
洞
宗
を
そ
れ
ぞ
れ
離
脱
し
て
独
自
の
布
教
活
動
を
進
め
た
田
中
智
学' 

大
道
長
安
な
ど
の
運
動
も' 

こ 

ゝ
で
注
目
さ
れ
る
。

田
中
智
学
は
、
明
治
十
二
年
に
日
蓮
宗
の
僧
籍
を
脱
し' 

翌
年
蓮
華
会
を
起
し
た
が
、(

十
七
年
立
正
安
国
会
、
 

大
正
三
年
国
柱
会
と
改
称)

、
そ
の
理
由
は
、
当
時
の
日
蓮
宗
を
風
靡
す
る
日
輝
系
統
の
摂
受
主
義
が
、
日
蓮
本
来
の
折
伏
主
義
に
反 

す
る
と
い
う
、
教
学
的
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

日
蓮
主
義
、
復
古
主
義
を
唱
え
て
社
会
活
動
に
進
出
し
た
が' 

教 

団
に
対
し
て
は
、 

寺
檀
制
度
を
廃
し' 

教
会
制
度
を
と
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

ま
た
大
道
長
安
も' 

明
治
十
九
年
に
曹
洞
宗 

の
僧
籍
を
返
還
し
、
救
世
教
を
興
し
、
観
音
信
仰
を
中
心
と
し
、
法
華
経
普
門
品
を
正
依
と
し
て' 

越
後' 

信
濃' 

岩
代' 

北
海
道 

な
ど
に
教
会
を
設
立
し
た
。
長
安
の
宗
門
離
脱
の
理
由
に
も
、

「
現
時
仏
教
信
徒
の
状
態
多
く
は
檀
越
的
妄
信
に
し
て
真
信
あ
る 

こ
と
な
し
。
換
言
す
れ
ば
形
式
的
信
仰
に
し
て
実
質
的
信
仰
に
あ
ら
ず
。

こ
れ
本
教
の
此
等
群
妄
を
排
し
て
真
箇
の
信
団
を 

樹
立
せ
ん
と
す
る
所
以
な
り
。
」(

救
世
教
新
立
理
由
書)

と
い
う
教
団
批
判
が
あ
っ
た
。
智
学

、
長
安
と
も
に
、
既
成
教
団
を
檀
家 

制
に
よ
る
形
式
主
義
と
批
判
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
在
家
活
動
を
展
開
し
た
点
で
共
通
し
て
い
る
。

ま
た' 

と
も
に
、
そ
れ
ぞ 

れ
教
学
の
所
依
を
明
確
に
し
て
既
成
教
団
と
訣
別
し
た
こ
と
が' 

少
な
く
と
も
両
者
の
在
世
中
は
、
そ
の
教
会
活
動
を
継
続
さ
せ
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る
原
動
力
と
な
っ
た
。

四

つ
ぎ
に' 

教
団
批
判
か
ら
出
発
し
て' 

自

己

の

教

団

内

部

の

改

革

を

め
ざ

し

た

人

の

行

動
を

う

か
が

っ
て

み

よ
う

。
ま
ず
福 

田
行
誡
や
釈
雲
照
に
つ
い
て
で
あ
る
。

両
者
が
と
も
に
封
建
仏
教
を
無
戒
仏
教
と
し
て
強
く
批
判
し
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
 

そ
れ
か
ら
出
発
し
て' 

当
然
、
明
治
の
僧
風
を
歎
い
た
。

す
な
わ
ち
、
「
君
不"

見
ー
ー
維
新
文
明
之
世
ハ 

何
事
一

独
醸-
一
濫
僧
風
ハ 

売
“
 

仏
鬻
“
寺' 

易
“
酒
代
“
鑒

、
携

“
妻
懐
“
子
」
(

行
誡
、
明
治
十
二
年
、
寒
林
集)

、

「
外
魔
元
仏
法
を
破
す
る
に
非
ず
、

仏
弟
子
懶
惰 

に
し
て
自
ら
破
仏
に
至
候
」
(

雲
照
、
阴
治
二
年
、
書
簡
〉
な
ど
と
い
う
。

そ
し
て
共
に
、
戒
律
主
義
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自 

己
の
教
団
の
復
興
を
は
か
っ
た
。
雲
照
が
、
明
治
五
年
の
女
人
結
界
徹
廃
令
に
対
し
、

ひ
と
り
高
野
山
の
女
人
禁
制
を
固
守
し
て 

抵
抗
し
た
の
は
勿
論
、
行
誡
が' 

同
年
の
僧
侶
肉
食
妻
帯
自
由
令
に
対
し' 

四
月
教
部
省
に
宛
て
、
九
月
内
務
省
に
宛
て' 

再
三 

建
言
し
て
徹
回
を
求
め
た
の
も
、
と
も
に
、
持
戒
厳
守
に
よ
っ
て
そ
の
教
団
を
維
持
し
復
興
し
よ
う
と
す
る
切
望
に
基
い
た
。

し 

か
し
、
理
想
と
す
る
戒
律
主
義
を' 

そ
の
ま
ゝ
全
教
団
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
行
誡
が
明
治
初
年
に
東
部
学 

校
の
設
立
を
は
か
っ
て
、
僧
風
の
矯
正
を
こ
ゝ
ろ
ざ
し
た
の
も
、
雲
照
が
二
十
年
に
目
白
僧
園
を
設
立
し
て
戒
律
主
義
の
僧
侶
育 

成
に
ふ
み
き
っ
た
の
も' 

理
想
の
実
現
を
、
自
力
の
及
ぶ
教
育
面
に
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
雲
照
は
目
白
僧
園
の
設
立
の
意
図 

に
つ
い
て' 

僧
園
を
戒
律
学
校
と
し
、
新
義
古
義
の
大
学
林
と
事
相
講
伝
所
と
の
三
校
併
立
す
れ
ば
、
三
学
双
修
の
姿
と
な
り
、
 

高
祖
開
宗
の
本
旨
に
か
な
う
で
あ
ろ
う
、
と

い

っ

て

い

る

が(

明
治
二
十
三
年
、
書
簡)

、

学
校
の
設
立
は' 

教
団
復
興
の
素
志
を 

戒
律
の
学
徒
に
託
し
た
た
め
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
ぎ
に
精
神
主
義
運
動
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
が
、
同
じ
く
封
建
仏
教
を
批
判
し
た
こ 

と
は
先
述
し
た
。
そ
れ
は
、
仏
教
本
来
の
精
神
的
、
実
行
的
生
命
を
消
失
し
た
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
封
建
仏
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教
を
継
承
し
た
明
治
仏
教
も
、
当
然
批
判
さ
れ
た
。

し
か
し
、
清
沢
の
場
合
は' 

明
治
仏
教
を
た
ん
な
る
封
建
仏
教
そ
の
ま
ゝ
の 

延
長
と
み
ず' 

明
治
仏
教
自
体
の
発
展
を
認
め
た
上
で
の
批
判
で
あ
っ
た
。
清
沢
に
よ
れ
ば
、
明
治
仏
教
は
三
期
の
発
展
を
遂
げ 

た
。
第
一
期
は
、
廃
仏
毁
釈
の
段
階
で
、
仏
教
研
究
家
の
眼
は
脇
を
む
き
、
仏
教
者
が
経
典
を
読
ま
ず
、
法
衣
を
嫌
い
俗
人
同
様 

に
頭
髪
を
長
く
し
、
仏
教
信
仰
の
念
な
く
、
仏
門
に
衣
食
す
る
を
愧
ぢ
て
還
俗
し
て
俗
官
に
就
き
た
が
る
段
階
、
第
二
期
は
、
文 

運
の
刺
激
に
よ
り
追
に
目
を
覚
し
、
耶
蘇
教
の
教
理
を
調
べ
た
り
、
泰
西
学
の
学
理
を
窮
め
た
り
し
て
、
此
方
の
方
に
目
が
付
く 

様
に
な
る
が' 

哲
学
理
学
を
金
科
玉
条
と
認
め
て
、
仏
教
々
理
が
泰
西
諸
学
理
に
幾
百
千
倍
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
て
も' 

ま
だ
仏
教
自
体
を
標
準
と
し
な
い
段
階
、
第
三
期
は' 

仏
教
の
真
理
妙
説
を
聞
か
ん
と
思
い
、
理
窟
を
検
べ
た
い
と
考
え
て
は
い 

る
が
、
ま
だ
真
の
宗
教
の
主
要
分
た
る
信
仰
は' 

脇
に
抛
棄
し
て
顧
み
ぬ
と
い
う
有
様
で' 

こ
の
第
三
期
が
清
沢
の
時
代
に
到
達 

し

た

段

階

で

あ

っ

た(

明
治
三
十
二
年
、
仏
教
の
興
起
〇

こ
の
よ
う
な
明
治
仏
教
の
発
展
を
確
認
し
た
上
で'

清
沢
は
自
か
ら
の
時
点
に
お
け
る
教
界
を
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
僧
侶 

の
世
に
軽
侮
せ
ら
る
ゝ
ー
日
に
非
ず
と
雖
も' 

ま
だ
今
日
の
如
く
甚
だ
し
き
は
あ
ら
じ
」

と
い
ゝ
、
そ
の
理
由
に' 

僧
侶
の
不
学 

無
識
と
自
重
の
念
に
乏
し
い
こ
と
を
あ
げ' 

権

勢

に

お

も

ね

り

「
世
俗
の
人
に
憐
を
求
め' 

甚
だ
し
き
は
則
ち
阿
諛
迎
合
、
其
の 

歓
心
を
得
る
に
努
め
ざ
る
所
な
し
。
」
と
い
う
有
様
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
と
く
に
学
僧
に
対
し'

「
独
り
惜
し
む
べ
き
は' 

其
の 

稍
・
学
識
あ
る
者
に
し
て
、
未
だ
此
の
幣
竇
を
脱
せ
ず
、
其
の
仏
教
学
修
の
上
に
於
い
て' 

且
つ
猶
ほ
卑
屈
心
を
離
る
ゝ
能
は
ざ 

る
事
是
な
り
。
彼
等
は
口
に
華
天
高
遠
の
教
を
説
く
と
雖
も
身
は
実
行
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
之
を
修
め
ず
。:

：:

教
と
身 

と
相
隔
て
ゝ
、
法
と
心
と
相
離
れ' 

枉
げ
て
自
ら
卑
陋
に
安
ん
ず
る
者
を
多
し
と
す
。
殊
に
知
ら
ず' 

華
天
の
教
理
高
遠
な
り
と 

雖
も
、 

吾
人
の
本
性
を
離
れ
て
何
物
か
あ
る
。
」
(

「教
界
時
言
」
十
五
、
仏
教
者
盍
自
重
乎)

と' 

自
覚
を
求
め
、
教
学
の
振
興' 

信 

仰
へ
の
復
帰
を
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
清
沢
が
真
宗
大
谷
派
の
教
団
改
革
を
は
か
っ
た
の
は' 

こ
の
よ
う
な
要
請
に
基
い
て
い
た
。
 

さ
て
、
清
沢
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
白
河
党
の
東
本
願
寺
宗
政
改
革
運
動
が
、
精
神
主
義
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は'
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「
其
の
称
し
て
根
本
的
革
新
と
い
ふ
も
の
は' 

実
に
精
神
的
革
新
に
在
り
。

即
ち
一
派
従
来
の
非
教
学
的
精
神
を
転
じ
て
、
教
学 

的
精
神
と
為
し
、
多
年
他
の
事
業
に
専
注
し
た
る
精
神
を
し
て' 

ー
に
教
学
に
専
注
せ
し
む
る
に
在
り
。,I  

(

「
教
界
時
言
」
三
、
革 

新
の
要
領)

、

「
夫
れ
此
の
如
く
、
巍
々
た
る
六
条
の
両
堂
、
既
に
大
谷
派
と
為
す
に
足
ら
ず' 

地
方
一
万
の
堂
宇
、
既
に
大
谷
派 

と
為
す
に
足
ら
ず' 

三
万
の
僧
侶
、 

百
万
の
門
徒
、
亦
た
直
ち
に
大
谷
派
と
為
す
に
足
ら
ず
と
せ
ば' 

大
谷
派
な
る
も
の
は
抑

 ゝ

何
の
処
に
存
す
る
か
。

日
く
大
谷
派
な
る
宗
門
は
、

大
谷
派
な
る
宗
教
的
精
神
の
存
す
る
所
に
在
り
。
」
(

「
同
」
十
一
、
大
谷
派
宗 

務
革
新
の
方
針
如
何)

等

〈
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
明
白
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に' 

清
沢
の
精
神
主
義
は
、

こ
の
よ 

う
な
宗
門
革
新
の
意
図
と' 

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で' 

こ
の
よ
う
な
精
神
主
義
に
基
く
革
新
の
方
向 

は
、
具
体
的
に
は
二
方
向
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
革
新
運
動
の
第
一
歩
と
し
て
、
清

沢

・
村

上

専

精

・
南

条

文

雄

・
稲
葉
昌
丸
な 

ど
十
二
名
連
名
で
、
明
治
二
十
ハ
年
七
月
九
日
、
東
本
願
寺
執
事
渥
美

契

縁

宛

に

提

出

し

た

「
建
言
」

に
お
い
て' 

「
一
派
将
来 

の
為
め
一
大
革
新
を
実
行
す
べ
き
時
機' 

正
に
至
れ
り
と
存
じ
候
。:

：:

即
ち
学
事
に
在
り
て
は' 

中
学
の
教
育
を
普
及
し
て
適 

任
の
住
職
を
養
成
し' 

大
学
の
規
模
を
拡
張
し
て
有
為
の
学
者
を
陶
冶
し' 

又
教
務
に
在
り
て
は' 

教
区
の
制
を
確
立
し
て
其
の 

統
属
す
る
所
を
明
ら
か
に
し' 

本
末
貫
通
し
て
布
教
の
実
務
を
全
く
し
、
斯
の
如
く'

教
学
相
応
し
て
秩
然
た
る
有
機
的
行
動
を 

な
し
候
は
ヾ
、
 

庶
幾
く
は
大
法
宣
揚
の
基
礎
を
定
む
る
を
得
べ
き
事
と
存
じ
候
。
」

と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
分
る
。
す
な
わ
ち
、 

ー
は
中
学
教
育
の
普
及
、
大
学
規
模
の
改
革
拡
充
を
中
心
と
す
る
学
事
方
面
の
改
革
で
あ
り
、

一
は
教
区
制
確
立' 

本
末
貫
通
を 

中
心
と
す
る
教
務
方
面
の
改
革
で
あ
っ
た
。

こ
ゝ
で
は
と
く
に
、
そ
の
教
団
論
を
知
る
た
め
に
、
後
者
の
教
務
方
面
、
 

つ
ま
り
宗 

政
面
の
改
革
案
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

宗
政
面
に
関
す
る
改
革
の
中
心
は' 

本
末
貫
通
を
明
確
に
す
る
教
団
組
織
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
本
願
寺
で
は
明 

治
二
十
ハ
年
九
月' 

先
の
清
沢
等
の
建
言
に
触
発
さ
れ' 

議
制
局
を
設
け
て
宗
務
を
改
め
た
が
、
そ
の
賛
衆
は
二
十
名
で
、
内
十 

名
は
寺
務
所
内
か
ら
特
選
さ
れ
、
他
の
十
名
は
当
路
者
の
推
薦
で
寺
務
所
外
か
ら
取
り
、
し
た
が
っ
て
全
般
的
な
本
末
貫
通
に
は
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依
然
不
充
分
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
改
革
の
た
め
に
提
案
さ
れ
た
の
が
、

末
寺
会
議
と
門
徒
会
議
の
開
設
で
あ
っ
た
。

清
沢
は
、
 

「
其
の
最
も
急
要
な
る
も
の
は' 

蓋
し
末
寺
会
議
と
門
徒
会
議
と
の
開
設
に
若
く
は
莫
し
。
思
ふ
に
、
此
の
二
項
は
改
革
の
綱
領 

に
し
て
、
請
願
の
眼
目
な
り
。
」(

「
教
界
時
言
」
六
、
大
谷
派
宗
政
の
革
新)

と
い
っ
て
い
る
。

ま
ず
末
寺
会
議
に
つ
い
て
み
る
と
、
議 

制
局
を
廃
し' 

別
に
行
政
機
関
を
整
え
、
末
寺
会
議
を
宗
門
の
立
法
機
関
た
ら
し
め
よ
と
い
う
。

そ
の
た
め
五
十
人
以
上
の
人
員 

を
選
出
す
る
が
、

そ
の
方
法
は
純
特
選
で
も
純
公
選
で
も
な
く'

各
選
挙
区
か
ら
三
名
を
公
選
さ
せ
、

そ
の
内
一
名
を
特
選
す
る 

と
い
う
複
選
形
式
に
よ
る
、
と

し

た
(

「
同
」
三
、
革
新
の
要
領
。
「
同
」
、
末
寺
会
議
〇
つ
ぎ
に
門
徒
会
議
に
つ
い
て
み
る
と
、

そ
れ 

は
、
行
政
機
関
の
内
の
財
務
部
に
関
係
し
、
と
く
に
財
務
部
か
ら
独
立
し
て' 

予
算' 

決
算
、
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
諸
般
の
事 

項
の
評
議' 

監
督
を
さ
せ
る
機
関
た
ら
し
め
る
と
い
う
。

し
か
し
門
徒
会
議
選
出
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

「
之
を
末
寺
僧
侶
に
比 

す
れ
ば
、
大
い
に
事
情
を
異
に
す
る
も
の
あ
り
て
、
万
一
門
徒
会
議
の
組
織
不
完
全
な
る
と
き
は
、
単
に
開
設
の
目
的
を
達
せ
ざ 

る
の
み
な
ら
ず' 

反
っ
て
少
か
ら
ざ
る
幣
害
を
生
ず
る
の
恐
無
き
能
は
ず
。
故
に
其
の
権
限
及
び
其
の
議
員
選
挙
の
方
法
等
に
至 

り
て
は' 

精
密
な
る
調
査
を
遂
げ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
」
(

「
同
」
六
、
大
谷
派
宗
政
の
革
新)

と
し
て
、
具
体
案
が
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
 

と
く
に
こ
ゝ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
右
の
門
徒
会
議
開
設
の
目
的
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は' 

「
抑

；

一
派
の
資 

財
は
、
門
徒
の
信
施
よ
り
成
る
も
の
な
り
。
然
る
に
資
財
供
給
者
た
る
門
徒
に
し
て
、

一
派
財
務
の
実
況
に
暗
く
、
徒
に
其
の
収 

支
出
納
の
間
に
疑
念
を
揷
む
が
如
き
こ
と
あ
ら
ば
、
何
を
以
て
か
安
ん
じ
て
懇
志
を
致
す
こ
と
を
得
ん
や
。
門
徒
を
し
て
安
ん
じ 

て
懇
志
を
致
さ
し
め
ん
と
欲
せ
ば' 

之
を
し
て
財
務
に
参
与
せ
し
む
る
に
若
く
は
莫
し
。
盍
し
此
の
如
く
す
る
と
き
は' 

啻
に
財 

務
に
関
し
て
門
徒
の
信
用
を
厚
う
す
る
の
み
な
ら
ず
、
又

之

を

し

て

「
吾
が
本
山
」

「
吾
が
大
谷
派
」
な
る
観
念
を
深
か
ら
し
め 

大
い
に
愛
山
護
法
の
心
を
養
成
せ
し
む
る
を
得
べ
き
な
り
。
」
(

同
前)

と
い
う
も
の
で
、
 

た
ん
に
門
徒
を
財
務
に
関
係
さ
せ
る
の 

で
な
く'

そ
れ
を
通
じ
て
門
徒
に
宗
門
的
自
覚
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
末
寺
会
議
、
門
徒
会
議
の
提
唱
は
、
勿
論
宗
政
面
の
改
革
案
で' 

あ
く
ま
で
機
構
上
の
問
題
で
あ
り' 

従
っ
て
学
事
画
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の
改
革
や
、
直
接
、
間

接

の

布

教

体

制

の

整

備(

「
教
界
時
言
」
三
、
革
新
の
要
領)

と
相
ま
っ
て
、
有
機
的
に
運
営
さ
れ
る
べ
き
も 

の
で
あ
っ
た
。

た
ヾ
こ
ゝ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

こ
の
よ
う
な
末
寺
会
議' 

門
徒
会
議
に
よ
っ
て
本
末
貫
通
を
は
か
ろ
う
と
す
る 

意
図
に
つ
い
て£

あ
り' 

こ
の
案
の
適
否
は
と
も
角
と
し
て' 

こ
ゝ
に
真
宗
本
来
の
同
朋
的
な
教
団
へ
の
志
向
が
め
ざ
さ
れ
て
い 

る
こ
と
で
あ
る
。

清
沢
の
意
図
し
た
精
神
主
義
に
よ
る
教
団
改
革
に
は
、

一
面
機
構
の
近
代
化
、

民
主
々
義
化
の
意
味
も
持
つ 

が
、

そ
の
目
的
は
、

こ
の
よ
う
な
本
質
的
な
真
宗
教
団
へ
の
復
帰
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、

以
上
の
よ
う
な
改
革
案 

は' 

執
事
渥
美
契
縁
に
代
る
石
川
舜
台
の
参
務
就
任
を
以
て
し
て
も' 

拒
否
さ
れ
る
外
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
清
沢
な
ど
は
、
石 

川
の
宗
政
改
正
内
容
が
、
所

詮

は

「
擅
制
的
精
神
を
以
て
構
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
」
(

「
教
界
時
言
」
十
三
、
宗
制
寺
法
補
則
の
発
布) 

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
み
と
ど
け
た
結
果
、

「
退
い
て

益
；
革
新
的
精
神
の
普
及
を
図
り
以
て
他
日
再
挙
の
用
意
を
為
す
」
(

「
同
」 

雑
録)

た
め
、
三
十
年
十
一
月
革
新
全
国
同
盟
会
を
解
散
し
、
翌

三

十

一

年

四

月

機

関

誌

「
教
界
時
言
」
も
廃
刊
し
、

運
動
を
閉 

じ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後' 

清
沢
は
三
十
三
年
九
月' 

東
京
で
浩
々
洞
を
開
き
、
精
神
主
義
の
追
究
と
門
下
生
の
育
成
に
力
を
注 

ぎ' 

更
に
教
学
改
革
の
理
想
を
か
ゝ
げ
て
真
宗
大
学
の
運
営
に
あ
た
る
が' 

私
塾
経
営
で
理
想
の
実
現
を
は
か
る
形
態
は
、
先
の 

行
誡
や
雲
照
が
教
団
内
に
あ
っ
て
自
か
ら
の
学
校
経
営
を
め
ざ
し
た
場
合
と
、
同
じ
性
格
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
 

つ
ぎ
に' 

大
谷
光
瑞
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
光
瑞
が
封
建
時
代
の
真
宗
に
つ
い
て' 

在
家
性
の
喪
失
と
僧
職
専 

門
化
を
批
判
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
が' 

光
瑞
は
さ
ら
に' 

近
代
以
後
の
教
団
組
織
に
つ
い
て' 

「
こ
の
組
織
は
実
に
悪
組
織
に 

し
て' 

徳
川
三
百
年
の
因
襲
を
破
壊
す
る
所
な
く
現
在
に
来
り
、
是
に
加
ふ
る
に
欧
洲
よ
り
輸
入
せ
る
代
議
政
体
を
以
て
せ
り
。
」 

(

「
見
真
大
師
」
三
五
四
頁)

と
批
判
し
、

「
現
今
の
教
団
を
解
廃
し' 

新
に
教
団
を
組
織
す
る
に
非
ら
ざ
れ
ば' 

到
底
真
宗
の
頹
廃 

を
防
止
す
る
能
は
ず
。
」
(

「
同
」
三
六
四
頁)

と
ま
で
云
っ
た
。

そ
し
て
改
革
の
目
標
と
し
て
、

「
将
来
は
真
宗
の
教
団
は
居
士
を 

以
て
組
織
せ
ざ
れ
ば' 

恐
ら
く
は
大
師
の
遺
業
に
背
く
処
あ
る
べ
し
。
」
(

「
同
」
三
五
ハ
頁)

と
、
居
士
教
団
を
理
想
と
し
た
。

そ 

こ
で
、
肉
食
妻
帯
の
真
宗
の
僧
は' 

政
府
に
出
家
の
登
録
を
せ
ず
居
士
た
る.
へ
き
で
あ
る
と
し
、
と
く
に' 

「
そ
の
教
団
の
範
囲
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は
唯
出
家
者
の
み
に
限
り
、
在
家
者
を
教
団
中
に
含
ま
ず
。
故
に
真
宗
の
教
団
は
出
家
の
占
有
物
に
し
て' 

在
家
は
教
団
中
に
入 

る
能
は
ず
。」
(

「
同
」
三
五
九
頁)

「
況
や
出
家
の
み
を
以
て
教
団
と
し' 

在
家
を
加
へ
ざ
る
が
如
き
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
失
態
な 

り

。
」
(

「
同
」
三
六
四
頁)

と
い
っ
て
、
教
団
機
構
に
在
家
が
参
加
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。

し
か
し
、

「
今
日
の
急
務
は'

先 

づ
第
一
着
に
真
宗
と
名
づ
く
る
、

日
本
政
府
に
登
録
せ
ら
れ
た
る
教
団
を
消
滅
せ
し
む
る
に
在
り
。
教
団
の
名
称
は
政
府
に
は
浄 

土
真
宗
と
言
ふ
も
実
は
浄
土
偽
宗
な
り
。:

：:

而
し
て
同
心
同
行
の
者
相
依
り
結
社
せ
ば
可
な
り
。
」
(

「
同
」
三
七
ー
ー
頁)

と
い
う 

が' 

実
際
の
在
家
者
を
混
え
た
具
体
的
な
教
団
改
革
案
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

た£

こ
ゝ
で
は' 

「
経
典
を
明
解
す
る
事
を
得
ず 

ば

、

焉
ぞ
正
信
を
獲
る
こ
と
を
得
ん
や
。
」
(

「
同
」
三
七
三
頁)

と
い
う
教
学
復
興
の
意
欲
と
ゝ
も
に
、

い
う
と
こ
ろ
の
居
士
宗 

教' 

在
家
教
団
が
、
真
宗
の
本
来
性
へ
の
復
帰
を
願
っ
て
の
提
唱
で
あ
る
こ
と
を
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
在
家' 

門
徒
の
参 

画
に
よ
っ
て
本
質
的
な
同
朋
教
団
復
興
を
め
ざ
す
点
で
は
、
先
の
精
神
主
義
運
動
が
門
徒
会
議
を
提
唱
し
た
場
合
と
同
一
で
あ
っ 

た
。
維
新
期
の
明
如
は' 

す
で
に
檀
家
制
の
廃
止' 

寺
院
の
教
会
化
を
主
と
し
た
改
革
案
を
提
唱
し
て
い
た
が
、
右
の
光
瑞
の
改 

革
論
は' 

こ
の
よ
う
な
西
本
願
寺
の
近
代
に
お
け
る
流
れ
を' 

う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

五

最
後
に
、
以
上
の
種
代
の
革
新
論
に
共
通
し
た
性
格
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

そ
れ
は' 

い
ず
れ
も
通
仏
教
精
神
に
立
つ 

こ
と
で
あ
る
。
革
新
論
の
う
ち
、
既
成
教
団
を
離
脱
し
て
独
自
の
結
社
運
動
を
起
し
た
人
々
が
、

た
と
え
ば' 

新

仏

教

徒

が

「
我 

徒
は
仏
教
の
健
全
な
る
信
仰
を
根
本
義
と
す
。
」
(
綱
領)

と
い

'ゝ 

大

道

長

安

が

「
玆
に
仏
教
改
革
を
断
行
し
以
て
仏
陀
の
光
明 

を
照
躍
せ
ん
と
期
す
る
も
の
な
り
。
」
(

救
世
教
新
立
理
由
書)

と
い

'ゝ 

伊

藤

証

信

が

「
吾
人
は
仏
教
な
る
が
故
に
信
ず
る
に
非 

ず' 

基
督
教
な
る
が
故
に
信
ず
る
に
非
ず' 

将
又
儒
教
な
る
が
故
に
信
ず
る
に
非
ず
。

只' 

絶
対
の
真
理
な
る
が
故
に
、
之
を
信 

ず

る

也

。
」
(

「
無
我
の
愛
」

ー
、
確
信)

と
断
言
し
た
ご
と
く
、

い
ず
れ
も
通
仏
教
精
神
や
汎
神
論
的
立
場
に
立
っ
た
こ
と
は
当
然
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で
あ
っ
た
。

し
か
し' 

通
仏
教
精
神
は
、
教
団
内
に
あ
っ
て
教
団
革
新
を
め
ざ
し
た
人
々
に
も
共
通
し
て
い
た
。
行
誡
や
雲
照
に
つ
い
て
み 

れ
ば' 

行
誡
が' 

「
牟
尼
世
尊
に
宗
旨
な
し
、
西
方
世
界
に
宗
旨
な
し
、
宗
旨
は
人
に
よ
り
て
建
つ' 

法
は
も
と
無
法
な
り' 

況 

や
宗
旨
あ
ら
ん
や
ヽ
」(

「
行
誡
上
人
全
集
」
、
上
人
逸
事)

と
い
っ
た
り
、
雲
照
が' 

明
治
二
十
二
年
に
通
仏
教
に
よ
る
国
民
道
徳
の 

振
興
を
目
的
と
し
て
十
善
会
の
再
興
を
め
ざ
し
、
翌
二
十
三
年
頃
か
ら
イ
ン
ド
の
ブ
ダ
ガ
ヤ
を
購
求
し
て
、

こ
ゝ
を
中
心
に
仏
教 

の
世
界
統
一
を
計
画
し
た
り
し
た
こ
と
は
、

い
ず
れ
も
両
者
の
戒
律
主
義
が
通
仏
教
精
神
に
立
脚
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

両 

者
の
戒
律
は
慈
雲
の
十
善
戒
を
う
け
つ
い
だ
が' 

右
の
通
仏
教
精
神
も
ま
た
、

慈
雲
の
大
小
ニ
戒
の
融
会
、

宗
派
無
差
別
を
説 

わ

く
、
正
法
律
の
精
神
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
通
仏
教
精
神
は
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
に
も
指
摘
し
う
る
。
そ
れ
は
、
常
盤
大
定
が
清
沢
を
評
し
て' 

「
多
い
仏 

教
の
門
戸
に
対
し
て
縦
横
の
論
弁
を
以
て
、
説
き
去
り
説
き
来
り
て
い
づ
れ
に
も
徹
せ
ざ
る
な
し
と
い
ふ
状
況
で
あ
る
。

…
…
斯 

う
い
ふ
所
か
ら
い
へ
ば
、
極
め
て
通
仏
教
的
で
何
等
の
滞
り
も
な
か
っ
た
。
通
仏
教
的
で
あ
る
が' 

然
し' 

其
の
言
動
と
具
に
大 

な
る
信
念
が
動
い
て
居
り' 

尤
も
個
性
少
な
き
間
に
大
な
る
人
格
が
活
動
し' 

通
仏
教
に
し
て
而
も
そ
の
ま
ゝ
真
宗
の
大
人
物
で 

あ
っ
た
。
」(

「清
沢
満
之
全
集
」
八
、
追
憶)

と
い
っ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
そ
の
他
、
先

述

の

宗

門

革

新

が

「
況
ん
や
我
が
一
派
の 

事
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
の
全
体
に
一
大
変
動
を
要
す
る
時
機
、
転
た
切
迫
到
来
候
へ
ば
…
…
。
」(

「
同
」
、
書
簡)

と
い
う
、

広
い 

立
場
で
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
徵
し
う
る
。
或
い
は
ま
た' 

大
谷
派
本
願
寺
を
以
て' 

「
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期 

す
る
所
の
源
泉
」
(

「
教
界
時
言
」

ー
、
発
行
の
趣
旨)

た
ら
し
め
ん
と
い
う
抱
負
に
も
、
同
じ
く
通
仏
教
精
神
を
見
出
す
こ
と
が
で 

き
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
大
谷
光
瑞
が
梵
本
翻
訳
刊
行
に
よ
り
経
典
の
基
本
的
研
究
を
め
ざ
し
た
こ
と
に
も
指
摘
し
え
よ
う
。
 

以
上
の
よ
う
に' 

明
治
の
革
新
論
が
通
仏
教
精
神
を
ひ
と
し
く
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
の
仏
教
学
に
お
け
る
、
 

歴
史
学
的 

研
究
や
梵
語
、

パ
リ
ー
語' 

西
蔵
語
研
究
に
基
く
原
典
批
判
な
ど
に
よ
る
、
釈
尊
仏
教
の
学
問
的
な
明
確
化
と
い
う
風
潮
に
よ
る
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面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
別
の
面
か
ら
い
え
ば' 

通
仏
教
精
神
は
常
に
釈
尊
の
真
実
教
を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
精
神
に
外
な 

ら
な
い
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は' 

教
団
仏
教
の
も
つ
宗
派
的
偏
狭
を
捨
て

'ゝ 

本
来
の
仏
教
精
神
に
帰
ろ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
で
あ 

る
。
革
新
運
動
を
起
し
た
人
・
に
は' 

こ
の
よ
う
な
仏
教
の
根
本
精
神
を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
意
欲
に
よ
っ
て
、
 

或
い
は
教
団
を 

脱
し
、
或
は
教
団
内
の
改
革
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て' 

そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
や
改
革
論
の
当
否
は
と
も
か
く
、
わ 

れ
わ
れ
は' 

そ
れ
ら
の
運
動
や
改
革
論
が' 

ひ
と
し
く
こ
の
よ
う
な
通
仏
教
精
神
に
基
い
て
い
る
点
に' 

封
鎖
的
な
封
建
仏
教
か 

ら
脱
し
て
、
仏
教
の
本
質
を
明
確
に
し' 

そ
れ
を
近
代
に
開
放
し
よ
う
と
す
る
、
開
明
性
を
よ
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

あ
る
。
そ
の
点
に
こ
そ' 

以
上
の
教
団
論
が
、
明
治
仏
教
を
そ
の
ま
ゝ
ひ
き
つ
ぐ
現
代
仏
教
の
教
団
の
あ
り
方
に
、
多
く
の
示
唆 

を
与
え
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

㈠
 

拙

稿

「
『
精
神
主
義
』
の
教
団
的
基
盤
」(

印
度
学
仏
教
学
研
究
、
十
三
・
二)

参
照
。
 

吉
田
久
一
氏
「
日
本
仏
教
史
研
究
」
(

第
五
章
、
新
仏
教
運
動
と
二
十
世
紀
初
頭
の
諸
問
題)

参
照
。

耳 

同

氏

「
無
我
愛
運
動
と
河
上
肇
」
(

日
本
歴
史
、

一
六
五)

参
照
。

㈣
 

田
中
智
学
、
大
道
長
安
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
田
中
智
学
「
予
が
見
た
る
明
治
の
日
蓮
教
団
」(

現
代
仏
教
、

一
〇
五)

、
好
村
春
輝
「
明 

治
時
代
の
新
興
仏
教
」(

同)

参
照
。

国

森

竜

吉

氏

「
本
願
寺
」(

三
一
新
書)
(

第
八
章
、
絶
対
主
義
的
改
造
と
発
展)

参
照
。

的 

拙

稿

「
近
代
仏
教
形
成
の
前
駆
的
性
格!
！

行
誡
・
雲
照
の
場
合
—
——

」
(

印
度
学
仏
教
学
研
究
、
十

二

，
一)

参
照
。
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