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第
二
自
賛
助
会
組
員
宗
教
法
制
制
研
究
会
・
報
告

真
宗
大
谷
派
宗
憲
改
正
の

基
本
的
理
念
に
つ
い
て

不

破

仁

(
真
宗
大
谷
派
〉

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
真
宗
大
谷
派
の
不
破
で
ご
ざ
い
設
す
。
本
日
の
発
表
に
際
し
、

あ
ら
か
じ
め
「
真
宗
大
谷
派
宗
態
改
正
の
基

本
的
想
念
」
と
い
う
テ
!
?
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
も
と
よ

9
私
の
能
カ
を
過
ぎ
た
課
題
明
、
あ
り
ま
す
し
、

ま
た
発
表
持
需
に
も
幽
制
緩

が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
内
容
を
つ
く
し
た
発
表
は
で
き
な
い
か
と
患
い
ま
す
。
ど

を
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ

9
ま
す
。

吋
新
」
宗
竃
思
成
守
一
の
手
続

管
長
代
務
者
の
設
盤
と
議
会
の
招
集

五
辻
内
局
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
十

一
日
の
い
わ
ゆ
る
「
期
決
和
解
」

に
基
づ
き
、
和
解
条
項
を
履
行
す
る
こ
と

〈
京
都
簡
裁
)

に
よ
っ
て
、
環
申
事
件
〈
昭
和
四
十
四
年
)
以
来
の
祭
開
け
の
異
常
事
態
を
収
拾
し
、
宗
致
の
正
常
化
を
は
か
号
、
真
宗
大
谷
派
宗
憲
(
昭

削
叫

'Q:
川
崎
公
布
)
の
全
部
を
改
め
る
改
正
案
食
提
案
す
る
た
め
、
宗
議
会
の
開
催
を
道
官
求
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
和
解
の
仲
介
を
さ
れ
た
内
藤
頼
博
弁
護
士
会
光
名
古
屋
高
裁
長
官
〉
を
通
じ
て
、

の
招
集
に
つ
い
て
大
各
光
暢
管
長
と



折
衝
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
昭
和
五
十
六

月
下
旬
に
入
っ
て
も
開
催
の
允
裁
が
下
ち
ず
、
同
二
十
五
臼
に
は
、
遂
に
出
向
局
発
信
の

管
長
宛
開
問
機
上
申
書
そ
の
も
の
が
大
経
管
長
か
ら
相
却
下
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
内
坊
は
、
宗
務
の

や
む
を
え
ず
、
管
長
代
務
者
を
置
く
方
針
金
決
定
し
ま
し
た
。
?
な
わ
ち
間
二
十
七
日
、
参

ハ
宗
議
会
の
代
行
的
機
窮
)
と
常
務
員
会
〈
門
徒
評
議
員
会
の
代
行
約
機
箆
〉
を
開
設
ま
し
て
、

旧
宗
態
〈
締
粥
刊
μ

条
、
第

η
条
の
2
〉
及

ぴ
旧
管
長
推
戴
条
例
(
第
8
A班
、
第
9
条
〉
に
定
め
る
手
続
を
ふ
み
、
参

で
は
絶
対
多
数
で
、
常
務
員
会
で
は
会
会

数
を
も
っ
て
、

竹
内
良
憲
節
ハ
潟
限
教
区
信
光
寺
住
融
機
〉
会
管
長
代
務
委
に
選
定
し
ま
し
た
。

〈
然
放
の
混
迷
事
態
の
中
明
、
、
噛
ホ
蹄
献
の
運
営
を
は
か
る
た
め
、
昭
和
白

加
や

4
四
月
、
時
の
嶺
藤
総
長
後
管
長
代
務
者
に
、
間
昭
和
問
年
3
月
に
竹
内
良
恵
師
そ
繍
樹
祭
に
推
戴
し
た
事
例
制
附
議
4

訟
に
あ
っ
た
e

〉

そ
し
て
竹
内
韓
国
長
代
務
者
に
よ

っ
て
門
徒
評
議
員
会
は
同
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
会
期
3
日
題
、

ま
た
定
期
宗
議
会
は
同

十
七
日
か
ら
会
期
初
日
間
、

そ
れ
ぞ
れ
招
集

の
宗
達
が
発
令
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
十
。

E審議大経派宗憲改正の主義本的規念について

2. 

門
徒
評
議
員
会
〈
以
下
「
聞
け
評
」
と
い
う
。
〉
に
お
け
る
議
決

開
け
評
は
、

4
4
間
慢
の
門
徒
代
表
百
九
十
六
人
で
携
成
さ
れ
て
い
る
議
決
機
関
で
す
が
、

そ
の
議
決
機
援
は
宗
議
会
と
こ
ど
な
り
、
開
け
徒
に

関
す
る
条
例
及
び
財
務
に
関
す
る
事
項
に
限
定
し
た
議
決
機
関
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
新
宗
策
案
は
、
積
年
に
わ
た
る
宗
門
混
乱
の
解
決
へ
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
り
、

か
つ
宗
門
の
将
来
を
決
す
る
殺
援
婆

案
件
で
あ
り
ま
ず
か
ら
、

ま
ず
門
務
に
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

五
月
二
十
四
日
、
審
議
・
討
論
の
あ
と
採
決
に
入
ち
ま
し
た
が
、
各
人
が
門
徒
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
と
責
任
に
お
い
て
、
白

か
ら
の
意
志
を
表
明
す
る
立
場
か
ら
、
従
前
の
慣
例
に
な
い
記
名
投
票
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
も
、
内
評
に
お
い
て
は
、
議
案
成
立
の
条
件
は
、
再
評
の
性
格
上
、
定
数
の
五
分
の
一
の
議
決
が
あ
れ
ば
足
り
る
定
め
に
な
っ
て

89 
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て
お
る
の
で
あ

p
ま
す
が
、
今
聞
の
開
評
に
お
い
て
は
、
百
九
十
六
人
の
構
成
中
、
実
に
百
九
十
四
人
ハ
内
、
委
在
状
三
十
八
人
〉
と
い

う
出
席
数
は
、
宗
門
の
当
時
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
ま
如
実
に
一
所
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
門
評
の

に
か
つ
て
な
い
多
数

の
出
席
者
の
も
と
で
採
決
が
行
な
わ
れ
・
市
仇
し
た
o

そ
の
結
樹
木
、
当
局
原
案
ど
お
り
新
宗
憲
案
は
全
会

数
で
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

数
と
い
う
こ
と
も
家
た
異
例
の
こ
と
で
あ
ワ
ま
し
た
。

3 

家
議
会
に
お
け
る
議
決

関
川
評
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
新
宗
懲
時
僚
は
、

つ
づ
い
て
五
月
二
十
七
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
第
百
十

間
出
家
議
会
に
送
付
さ
れ
、
本
会
議

に
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

は
僧
侶
に
よ
る

で
定
数
は
六
十
五
人
で
み
ち
ま
す
。

十
の
教
区
に
区
一
働
い
た
し
、
教
区
役

組
織
す
る
寺
院
数
会
基
礎
と
し
て
、
教
区
ご
と
の
代
表
者
の
定
数
を
決
め
て
お
り
ま
十
。
全
体
で
六
十
蕊
人
の
宗
議
会
議
員
に
よ
っ
て
構

成
し
て
い
る
の
が
宗
議
会
で
る
り
ま
す
。
内
局
は
こ
の
宗
議
会
を
基
幹
憶
に
し
て
成
立
し
て
お
ち
ま
す
。

こ
れ
よ
れ
ソ
先
、
竹
内
管
長
代
務
者
の
選
定
は
、
宗
憲
並
び
に
条
例
に
定
め
る
正
当
な
手
続
を
へ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ち
家
す
が
、

こ
れ
疫
不
服
と
す
る
大
谷
光
暢
管
長
は
じ
め
や
山
恐
々
宗
議
会
議
員
ら
に
よ
っ
て
、

「
竹
内
管
炎
代
務
者
の
職
務
執
行
停
止
」
及
び
「
宗

議
会
開
催
禁
止
」
の
仮
処
分
申
請
ハ
路
泌
・

5
‘
ぎ
が
京
畿
地
裁
に
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
、
門
務
閉
会
の
翌
日
に
あ
た
る

五
月

日
に
、
裁
判
所
よ
号
当
該
申
請
の
却
下
の
決
定
が
お
り
て
お
ワ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
当
初
、
大
谷
管
長
の
意
向
に
同
調
す
る
野
党
系
宗
議
会
議
員
ら
は
、
す
べ
て
本
議
会
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
ず
る
欠
席
戦
衡
の
態
度
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
「
却
下
の

に
よ

P
是
並
み
が
乱
れ
、
野
党
系
議
良
の
中
八
名
が
態
度
を
変
更
し
て
、
議
事
に
参
加
し
、
新
宗
憲

案
の
審
議
・
採
決
に
も
加
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
ち
ま
す
。

こ
う
し
た
経
過
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
宗
議
会
は
慎
幾
審
議
の
あ
と
、
議
案
を
附
託
し
た
委
員
会
か
ら
の
報
告
を
う
け
牢
仇
し
て
、
六
月



五
日
、
新
家
憲
案
の
採
決
に
入
り
官
仇
し
た
ο
定
数
六
十
五
人
中
、

五
十
八
人
の
出
席
で
も
っ
て
記
名
投
票
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
は
当
局
提
案
の
原
案
を
可
と
ナ
る
も
の
五

米
両
と
ず
る
も
の

五
十
薬
対
八

で
あ
り
ま
し
て
、
宗
憲
改
正
に
必
要
な
三
分

の
一
一
以
上
の
賛
成
多
数
で
、
こ
こ
に
「
新
い
家
憲
が
可
決
成
立
い
た
し
ま
し
た
。

4. 

公
布
・
施
行
並
び
に
規
制
の
認
証

真
宗
大
谷
派
は
、
宗
政
の
正
常
化
を
は
か
り
、
将
来
に
か
け
て
宗
門
の
本
来
設
を
間
後
す
る
こ
と
が
、

の
懸
案
明
、
あ
ち
家
し
た
。

宗
門
出
内
外
の
犠
広
い
、
ま
た
強
力
な
世
論
に
支
え
ら
れ
、

そ
し
て
そ
の
穎
い
に
応
え
る
か
た
ち
で
、
今
こ
こ
に
「
新
」

の
成
立
を
み

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
誠
に
困
難
で
、
長
い
道
程
で
あ
れ
ツ
ま
し
た
。

成
立
し
た
こ
の
宗
驚
を
宗
内
に
達
示
し
、
発
効
せ
し
め
る
た
め
に
、

(
第
川
町
条
、
第
子
衆
、
第
山
山
条
〉

に
齢
期
号
、
窮
和
五
十

沼
宗
憲
の
規
定

真宗犬谷派宗憲改正の釜本書きま饗長まについて

月
十

日
、
竹
内
管
長
代
務
者
は
、
宗
達
第

3
号
を
も
っ
て
「
新
」
宗
憲
を
公
布
・
施
行
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
宗
門
の
新
し
い
秩

序
が
形
成
冬
れ
、
と
の
秩
序
の
も
と
宗
門
は
大
き
く
前
途
中
9

る
べ
く
第
一
歩
を
印
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の

念
、
宗
教
法
人
「
真
宗
大
谷
派
」
規
剣
の
一
部
変
更
認
証
申
請
ま
文
部
省
に
提
出
し
て
い
ま
し
た
が
、
文
部
大
臣
は
、

同
年
八
月
十
八
日
付
を
も
っ
て
こ
れ
念
総
統
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
受
け
て
何
十
九
日
、
規
則
の
一
部
変
更
を
公
示
し
た
こ
と
で
あ

9

ま
す
。
変
更
内
容
の
主
な
る
も
の
は
、

か
ら
宗
務
総
長
に
移
行
し
た
こ
と
、

叶
管
長
」
の
規
定
が
無
く
な
っ
た

の

そ
の
ほ
か
宗
議
会
(
僧
侶
議
会
〉
と
参
議
会
ハ
丹
後
議
会
〉
の

こ
L」
、

院
制
か
ら
な
る

い
が
、
宗
関
川
内
の
最
高
議
決
機
関
と
し

て
新
設
さ
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
宗
派
規
則
の
変
更
と
と
も
に
、
こ
の
宗
憲
改
正
に
と
も
な
い
、
京
都
府
に
宗
教
法
人

規
制
約
の

91 

申
請
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
府
知
事
は
昭
和
五
十
七
年
三
月
十
六
日
付
で
、
申
請
ど
お
り
認
証
し
ま
し
た
。

4ま

「
本
願

の
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点
サ
い
佼
験
制
の
廃
止
、

そ
れ
に
従
い
加
談
会
〈
本
願
寺
住
識
の
諮
問
問
機
関
〉
及
び
本
願
寺
総
代
の
機
欝
の
廃
止
が
中
心
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
こ
の
規
則
変
更
は
、

一
怒
の
批
判
の
市
町
で
論
議
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
本
願
寺
を
解
体
す
る
こ
と
を
意
図
と
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま

「
宗
本
一
体
」
の
原
則
燃
に
よ
号
、

む
し
ろ
本
願
寺
が
単
な
る
本
的
寺
震
で
は
な
く
て
、
宗
派
の
本
山
出
た
る
意
義
と
、
真
宗
本
願
と

せ
ん
。

し
て
の
機
能
を
果
し
う
る
よ
う
な
、
す
ぐ
れ
て
聖
な
る
機
能
の
回
復
を
は
よ
か
ろ
う
と
ず
る
も
の
で
あ
ち
ま
す
。

以
上
に
よ
り
ま
し
て
、
こ
の
家
憲
並
び
に
関
連
諸
規
則
の
法
的
義
鵬
擦
は
、

応
完
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
は
、
こ
う
し
た

改
正
の
趣
旨
と
こ
の
宗
療
の
精
持
が
、
現
実
の
宗
門
運
営
の
面
に
い
・
か
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
努
・
刀
安
い
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

蜘
明
櫨
鳳
改
革
の
歩
み

1. 

家
態
改
正
の
胎
動

氾
家
憲
(
昭
和
一

十
一
年
九
月
一
一
十
露
日
(
公
布
)
に
対
す
る
一
部
改
正
を
含
め
て
の
検
討
、
調
査
作
業
は
、
早
く
も
昭
和
一
一
十
四
年
に

着
手
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
期
の
晃
解
を
代
表
す
る
宗
憲
改
正
慈
案
(
昭
和
二
十
五
年
〉
に
は
、
本
山
本
綾
寺
に
つ
い
て
は
、

宗
教
湿
の
本
務
で
あ
り
、

正
法
関
績
の
道
埠
切
で
あ
る
こ
と
を
前
文
に
明
記
し
、
位
霞
づ
け
る
」
こ
と
を
提
設
問
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
旧
家

「
真
宗
大
谷
派
の
法
灯
を
伝
殺
す
る
事
鳴
を
邸
主
と
十
る
。
い
と
改
め
る
べ
き
マ
な
い
か
、
と
も
進
脅
し

憲
の
「
法
統
」
の
語
を
さ
け
て
、

て
お
ち
ま
す
。
ぞ
れ
と
併
せ
て
、
来
畿
の
ま
夜
会
判
定
・
ず
る
に
際
し
て
は
、

+
お
は
必
ず
侍
叢
寮
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

」

と

っ
て
お
れ
ツ
淡

-TG
議
ら
に
門
訴
の
幾
定
げ
か
、

傘
財
務
の
条
項
の
中
で
位
盤
づ
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
都
合
で
あ
り
、

第
八

の
条
項
L
M
並
べ
て
門
評
を
対
比
さ
せ
、
財
務
諮
問
機
関
か
ら
宗
務
全
般
の
議
決
機
関
と
し
て
昇
絡
す
べ
き
こ
と
を
、
強
調

し
て
お
ち
ま
す
。
こ
れ
ら
草
案
の
趣
旨
に
は
、
今
日
に
通
じ
る
も
の
が
あ
雪
ま
す
が
、

一
部
は
採
用
さ
れ
た
も
の
の
、
殆
ん
ど
は
日
の
目

を
見
ず
に
お
わ
っ
て
お
り
ま
す
。



つ
ゆ
き
に
、

昭
和
三
十
六

策
担
袈
人
七
百
回
御
遠
忌
を
厳
修
し
て
後
、
官
谷
内
局
か
ら
替
っ
て
訓
務
内
局
が
誕
生
〈
却
期
総
・

6
・M
m
)

い
た
し
ま
す
。
訓
務
総
長
は
就
佳
す
る
と
直
ち
に
、
同
国
教
団
運
動
漫
療
の
構
想
安
打
ち
出
し
ま
し
た
。

五
十
八
名
の
議
員
の
支
持
を
と
り
つ
け
、
絶
対
多
数
の
与
党
会
基
盤
に
し
て
成
虫
し
た
第
二
次
訓
頼
内
総
却
は
、

一
月
の
宗
議
会
の
総
選
挙

会
経
て
、

そ
の
年
六
月
の

定
糊
笠
原
議
会
に
お
い
て
、

「
悶
態
会
運
動
」
を

し
ま
し
た
。
こ
の
運
動
は
、

「
宗
門
の
近
代
へ
の
脱
皮
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
時

代
社
会
に
際
環
と
方
向
を
与
え
得
る
教
団
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
で
、
宗
門
の
全
組
織
を
あ
げ
て
こ
れ
に
取

9
組
む
方
策
を
つ
ぎ

つ
ぎ
と
打
ち
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

と
自
覚
的
に
阻
帰
す
る
こ
と
で
あ
号
、
具
体
的
に
は
家
の
宗
教
か
ら
鍛
の
自
覚
の
宗
教
へ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ソ
・
ま
し
た
。

「
教
関
の
近
代
へ
の
脱
皮
ど
い
う
の
は
、
宗
門
が
終
代
役
会
に
対
応
し
つ
つ
、
宗
盗
聖
人
の
慾
心
へ

持
援
会
運
動
が
こ
の
よ
う
に
「
家
い
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ
る
「
因
習
」
の
中
に
真
宗
が
埋
没
し
て
い
る
事
態
へ
の
反
省
と
、
そ
の

反
省
に
立
っ
て
、

一
人
ひ
と
ち
が
宗
祖
寝
入
の
信
心
に
自
堂
品
開
に
生
き
よ
う
と
す
る
、
信
仰
復
興
を
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
ち
ま
し
た
。

真宗大谷君主主義費量殺互の基本的潔f訟について

し
か
し
こ
れ
が
、
純
然
た
る
在
野
の
運
動
で
な
く
、
宗
教
や
宗
務
機
嫌
愛
媛
介
に
し
て
展
開
し
、

そ
の
展
開
が
宗
門
体
質
へ
の
自
弓
批
判
明

の
形
を
と
る
も
の
で
あ
れ
ツ
ま
し
た
か
ら
、
と
の
運
動
が
診
透
す
れ
ば
す
る
程
、

そ
の
変
動
も
ま
た
強
く
お
き
て
き
ま
し
た
。
保
守
対
改
革
、

新
対
侶
の
勢
力
、

の
声
の
中
で
大
き
な
緩
娠
を
え
が
き
な
が
ら
、
運
動
が
後
進
怠
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
運
動
の
中
で
の
擬
鱗
を

一
示
す
教
団
紛
争
の
姿
は
、
役
側
関

般
の
評
価
の
よ
う
に
、
正
に
教
留
の
米
鍛
症
状
を
露
塁
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

わ
れ
わ
れ
は
、

む
し
ろ
持
嵐
会
運
動
を
提
起
し
た
初
期
の
媛
念
が
、
本
格
的
に
問
わ
れ
、
同
時
に
そ
の
遼
動
の
積
極
的
意
畿
を
証
す
る
一

歩
を
、
第
み
出
す
し
る
し
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
同
嵐
会
運
動
が
推
進
さ
れ
て
い
き
ま
す
と
、
従
前
の
よ
う
な
教
学
の
施
設
や
教
化
の
体
制
が
見
獲
さ
れ
て
き
ま
し
た
し
、

中
央
及
び
地
方
の
宗
務
機
構
や
諸
都
度
の
弊
が
改
め
ら
れ
て
、
運
動
に
即
し
た
形
態
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
0

・
ま
た
財
務
の

由3

衝
に
つ
い
て
も
、
緩
ん
吋
に
検
討
さ
れ
ま
し
て
、
信
仰
運
動
を
交
え
る
募
財
の
あ
れ
ツ
ガ
に
つ
い
て
、

か
な
れ
ソ
の
論
議
を
よ
び
よ
ま
し
た
。
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こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
論
述
は
前
後
し
ま
す
が
、
昭
和
三
十
八
年
八
月
、

二
ホ
憲
明
間
交
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
会
は
、

第
一
部
〈
前
文
・
総
則
・
教
義
・
儀
式
の
世
帯
市
対
)
、
第
二
部

中
+
プ
内
局
・
議
決
機
関
の
事
獲
〉
そ
し
て
第
三
部
〈
本
山
・
別
院
・
寺

族
・
門
徒
の
事
項
〉
に
そ
れ
ぞ
れ
審
議
事
項
を
分
担
し
、
綴
当
に
突
っ
込
ん
だ
検
討
が
行
な
わ
れ
中
ぶ
し
た
。
そ
し
て
第
三
次
訓
務
内
局
の

昭
和
四
十
一
年
九
月
に
答
申
を
設
と
め
て
提
出
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
と
し
て
は
臨
鎖
的
な
内
容
を
も
っ
た
答
'
申
で
し
た
が
、
時
機
適
せ

ず
、
そ
の
殆
ん
ど
は
具
現
す
る
に
は
受
ら
な
か
っ
た
の
で
み
ち
ま
す
。

管
長
の
宗
務
と
内
腐
の
宗
務
行
政

2. 昭
和
四
十
四
年
間
月
二
十
四
日
、
大
谷
派
の
法
主
〈
絶
対
能
化
者
〉
、
管
長
〈
家
内
統
治
権
〉
、
本
山
住
職
二
主
似
の
血
統
〉
の
一
一
一
磯

を
兼
務
す
る
大
谷
光
暢
氏
は
、
突
然
「
管
長
織
だ
け
を
新
内
(
長
男
光
紹
氏
〉
に
ゆ
ず
る
か
ら
、
夜
ち
に
就
授
の
手
続
安
と
る
よ
う

す
る
G

」
と
し
た
「
関
市
中
」

ハ
文
書
〉
念
持
の
訓
領
内
局
に

し
ま
し
た
。

こ
の
「
開
申
」
は
、

の
宗
憲
及
び
管
長
縫
戴
条
例
の
定
め
に
無
い
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
内
事
に
は
当
事
、
派
外
の
第
三
者
が
介
在

す
る
形
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
法
学
一
に
よ
る
と
の

方
的
「
強
権
発
動
」
は
、
本
当
に
法
主
の
真
意
に
よ
る
も
の
か
苔
か
で
紛
糾
し
、
こ

の
開
中
間
問
題
が
そ
の
後
、
宗
門
に
大
渓
乱
を
招
来
す
る
端
緒
と
な
ち
ま
し
た
。
問
宗
憲
の
発
布
か
ら
開
申
問
問
題
ま
で
の
問
、
市
内
事
と
内
局

の
鶴
に
、
奈
憲
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
こ
と
は
、
か
つ
て
る
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
宗
態
の
示
す
家
政
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、

む
し
ろ
当
時
の
内
局
や
議
会
の
側
に
残
る
者
以
上
に
、
賢
明
な
諒
解
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
大
谷
管
長
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

突
然
の
関
や
は
内
局
に
と
っ
て
大
い
な
る
衝
撃
で
あ
哲
ま
し
た
。

〈
条
例
〉

ム
マ
に
患
う
に
、
大
谷
家
と
内
局
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
関
係
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
昭
和
三
十
九
年
、
い
わ
ゆ
る
「
本
山
寺
法
」

際
題
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
内
絡
が
、
一
死
部
柄
拘
大
谷
光
紹
氏
の
策
本
願
寺
住
職
就
任
に
つ
い
て
、
法
的
手
続
を
ふ
む
た
め
本
山
寺
法
の
一
部



改
正
を
宗
議
会
に
提
案
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
大
谷
家
郷
の
見
解
は
、
法
主
・
管
長
の
地
位
は
宗
門
法
規
を
鵡
織
し
た

で
あ
る

か
ら
、
出
向
局
や
議
会
が
計
る
法
の
手
続
は
倹
つ
必
要
が
な
い
。

「
裁
を
に
は

つ
で
事
は
悶
ぬ
る

の
意
志

と
い
う
考
え

ふ
入
品
分
家

の
解
釈
で
し
た
。
こ
の
本
山
寺
法
問
題
は
、
結
局
、
内
局
が
総
務
殺
し
て
そ
の
演
会
被

9
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
大
谷

家
の
位
置
は
趨
家
憲
的
存
在
で
あ
り
、
宗
門
訟
に
縛
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
解
釈
が
出
て
き
て
、
後
の
宗
門
問
題
会
誘
引
す
る
援
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
と
く
に
勝
問
中
以
後
、
大
谷
家
が
ス
ト
レ
ー
ト
に

の
渓
衝
に
出
て
き
て
、

い
わ
ゆ
る
「
内
事
派
い
に
よ
る
鑓
近
政
治
が

は
じ
ま
れ
ソ
ま
?
と
、

六
一
条
山
問
題
、
本
願
寺
規
則
変
更
期
問
題
、

「
犬
谷
の
盤
い
に
関
連
す
る
手
形
事
件
、
校
毅
邸
を
は
じ
め

と
す
る

主
の
親
政
」
の
名
の
も
と
に
宗
熊
祭
器
況
の
不
法
円
行
為
が
続
発
し
て
き
ま
し
た
。

昭
和

に
入
っ
て
、
宗
政
の
実
権
が
「
内
事
派
」
内
局
か
ら
、
変
っ
て
嶺
議
内
局
に
移
り
ま
す
と
、

大
谷
管
長
は
今
度
は
宗
務

総
長
経
命
抱

市
内
烏
解
任
、
議
会
招
集
拒
否
等
で
も
っ
て
切
雪
返
す
と
い
う
状
態
で
、
嶺
藤
総
長
在
任
の
六
年
間
は
全
く
混
迷
と
苦
臨
調

真宗大谷派宗憲改正の基本的理念について

の
獲
史
で
み
の
ち
ま
し
た
。
然
し
、
頻
発
す
る
事
件
を
通
し
て
問
題
の
根
源
が
次
第
に
浮
き
影

nJ
に
な
っ
て
く
る
と
、
宗
門
世
論
は
や
が
て

転
換
し
、
絶
対
的
に
嶺
藤
内
局
支
持
の
方
に
傾
い
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
宗
男
詮
論
に
こ
た
え
て
、
内
局
が
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
隷

題
は
、

ま
ず
宗
憲
を
基
盤
と
す
る
、
宗
政
の
正
常
化
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
で
ふ
ち
注
し
た
。

昭
和
五
十
年
十
二
月
十
一
日
、
嶺
藤
総
長
は
「
宗
憲
改
正
に
関
す
る
委
員
会
い

(
水
谷
懇
安
委
員
長
外
委
員
約
人
〉
会
発
足
せ
し
め
、
こ
の
黍

員
会
に
対
し
、

「
管
長
の
行
な
う
宗
務
〈
旧
宗
憲
第
叫
四
条
〉
と
、
内
局
の
行
な
う
宗
務
行
政
〈
拘
禁
必
条
〉

の
関
係
に
つ
い
て
、
家
療
の
条
文
解

釈
に
異
論
が
あ
る
た
め
宗
務
に
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
限
界
に
つ
い
て
、
立
懇
の
融
機
神
に

く
正
当
な
る
解
釈
が
さ
れ
る

ょ
う
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
の
諮
問
を
出
し
て
お
り
ま
ナ
。

こ
れ
授
受
け
て
問
委
員
会
神
体
、

に
審
議
を
か
ぢ
ね
、

八
段
答
申
会
議
と
め
ま
し
た
。
そ
の
答
申
は
、

ま
ず
冠
頭
に
お

95 

い
て
宗
門
現
況
の

に
立
ち
、

部
改
正
が
緊
急
会

の

る
こ
と
の
趣
旨
を
表
開
閉
し
て
い
ま
す
。
宗
門
現
況
の
「
か
か
る
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憂
慮
す
べ
き
事
態
の
援
は
、
宗
門
の
現
実
が
真
の
信
仰
共
同
体
で
あ
る
と
と
の
本
来
性
か
ら
久
し
く
離
夏
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
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あ
る
が
、
湾
待
に
、
宗
門
運
営
の
根
本
法
で
あ
る
宗
憲
を
最
高
規
範
と
し
て
遵
守
す
る

の
欠
落
と
、
宗
憲
に
つ
い
て
勝
手
な
解
釈
が

「
ま
ず
宗
態
解
釈
上
疑
義
が
金
一
じ
な
い
よ
う
、
基
本
的
な
問
題
点
を
明
確
に
し
、

正
常

横
行
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
」
と
述
べ
、

な
宗
務
の

保
証
」
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
答
申
中
に
改
正
条
項
の
文
案
ま
で
明
記
し
て
お
号
ま
す
。

問
委
員
会
が
ま
と
め
た
答
申
の
基
本
的
立
場
校
い
え
ば
、
宗
憲
の

部
改
正
を
目
途
と
す
る
・
も
の
で
あ
っ
て
全
部
改
正
で
は
な
い
こ
と
、

法
主
制
の
霊
持
と
と
も
に
管
長
制
も
存
続
殺
し
め
る
こ
と
、

そ
し
て
宗
憲
の
立
憲
精
神
に
立
脚
し
て
、
家
態
解
釈
上
の
疑
義
が
悲
じ
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
首
都
本
的
立
場
の
確
認
の
下
に
、
管
長
の
職
務
と
山
内
局
の
職
務
と
の
区
分
を
法
制
上
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ

ち
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
改

の
文
案
に

っ
て
、
問
問
委
員
会
は
饗
議
の
基
本
的
立
携
を
務
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
。
少
し
長
文
で
十
が
、

こ
こ
に
引
用
い
た
し
ま
す
。
ま
ず

第

点
は
「
法
主
と
管
長
の
役
格
の
穏
遠
い
と

し
て
毘
解
を
述
べ
て
い
ま
す
。

ニ
ホ
視
の
血
統
を
ひ
く
摘
出
の
長
男
子
が
、
役
獲
に
よ
り
本
山
本
願
寺
の
住
職
を
継
放
し
、
こ
の
住
職
を
本
派
の
法
統
伝
承
表
と
仰

い
で
法
ま
と
称
し
、
宗
意
安
心
の
判
定
等
、
信
仰
の
衝
に
お
け
る
権
威
を

に
務
せ
し
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
管
長
は
、
防
朋
の
公
議
に
基
づ
き
、
家
議
会
及
び
門
徒
評
議
員
会
の
推
戴
に
よ
る
も
の
と
定
め
、
誰
宏
教
戴
す
る
か

に
つ
い
て
は
限
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
在
は
、
法
主
で
あ
る
方
を
管
長
に
推
戴
し
て
い
る
が
、
宗
療
で
は
、
あ
く
ま
で
も
、

法
主
と
管
長
は
後
絡
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
る
G

そ
れ
は
、
法
統
の
権
威
が

に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
、

法
主
の
尊
厳
性
会
損
い
、
且
つ
役
俗
の
権
力
を
神
祭
化
す
る
危
険
性
を

苧
か
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
宗
務
行
政
権
の

切
は
、
同
朋
の
公
議
公
論
に
よ
っ
て

な
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
宗
憲
制
定
の
桜



本
精
神
で
あ
る
こ
と
を
篠
認
し
た
。
」

第
こ
点
は
、
当
批
吋
の
宗
門
俊
一
識
の
・
中
で
、
管
長
制
に
対
す
る
存
療
関
論
が
論
戦
を
交
え
て
い
た
状
況
で
し
た
が
、
容
申
は
「
管
長
剣

の
存
続
い
を
提
言
し
て
お
ち
家
ナ
。

「
法
主
織
の
援
持
と
と
も
に
、
締
結
長
縦
も
存
続
せ
し
め
る
。

現
在
は
、
法
主
と
管
長
と
が
向
-
人
で
あ
ら
れ
る
の
で
、
法
主
に
磁
織
す
る
法
統
面
の
権
威
を
通
し
て
管
長
・
を
み
る
た
め
、
管
長
に

属
す
る
権
威
と
法
主
に
属
す
る
権
威
と
が
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
際
、
管
長
の
性
絡
を
明
確
に
す
る
必
繋
が
あ
る
。

現
行
宗
憲
に
お
い
て
は
、
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
権
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
機
能
念
発
揮
し
つ
つ
、
索
開
け
の
機
関
と
し
て
統
合

的
に
灘
間
泊
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
統
合
し
権
威
づ
け
る
た
め
に
錦
措
置
突
を
置
く
の
で
あ
る
。

真家大谷きま安芸懇改正の基本的建念について

従
っ
て
、

は
常
に
こ
の
一
二
機
念
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
直
接
行
使
ナ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以

上
一
の
漂
白
を
明
確
に
し
管
長
制
を
存
続
せ
し
め
る
。
い

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
一
一
一
点
同
体
、
宗
門
の
最
高
規
範
と
し
て
の
「
宗
懇
の
尊
厳
性
」
を
強
調
し
て
お
ち
ま
す
。

「
宗
阿
川
最
高
法
規
た
る
宗
憲
議
守
の
義
務
は
、
本
派
の
構
成
魚
た
る
者
は
何
人
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
魚
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

の
最
高
法
規
性
を
強
鶏
す
る
た
め
、
新
た
に
一
条
を
お
こ
し
て
灘
守
の
義
務
を
明
示
す
る
。
」

97 

以
上
の
基
本
的
立
場
会
踏
ま
え
ま
し
て
、

は
当
面
改
正
す
べ
き
条
項
の
携
織
と
そ
の
案
文
を
答
申
し
牢
仇
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
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昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
七
日
宗
達
第

3
惨
を
も
っ
て
宗
憲
の
一
部
改
正
会
い
た
し
#
仇
し
た
が
、
改
正
点
の
主
た
る
も
の
は
次
の
と
お

nJ

で
あ
ち
ま
す
。

条
を
お
こ
し
「
第
一
一
条
の
二
い
と
し
て
、

そ
こ
に
吋
こ
の
宗
療
は
、
本
派
の
最
高
制
規
則
」
明
、
あ

的

w

家
憲
第
二
条
の
次
に
、
新
た
に

っ
て
、
大
谷
法
主
役
は
じ
め
土
本
派
に
隠
腕
ず
る
個
人
、
母
体
及
び
機
関
は
ず
べ
て
、
こ
の
宗
憲
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
ふ
。
」
と
明
記
し

ま
し
た
。

こ
の
宗
憲
日
糸
、
宗
門
釜
葵
の
典
章
で
あ
る
こ
と
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
一
自
家
憲
発
布
式
の
と
舎
の
「
教

の
中
に
す
で
に
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

い
ま
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
明
記
十
る
要
は
あ
ち
ま
せ
ん
が
、
改
め
て
こ
』
に
最
高
法
規
性
を
確
認
し
、
条
文

の
上
に
ひ
き
と
っ
て
そ
の
こ
と
宏
開
明
記
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
、
宗
門
状
況
の
現
実
が
あ
っ
た
の
で
あ
ち
ま
す
。

〈口)

氾
第
十
五
条
は
「
本
派
に

一
人
緩
く
。
管
長
は
、
本
援
を
主
管
し
、
代
表
す
る
。
」
と
の
裁
定
で
し
た
が
、
こ
れ
を
改
め
、

第
十
蕊
条
は
「
本
派
に
管
長
一
人
置
く
。
」
と
し
、

「
主
管
し
、
代
表
ム
ず
る
。
」
の
文
言
を
削
除
し
ま
し
た
。
そ
し
て
第
間
十
一
二
条
の

〈
新
設
〉
に
は
「
宗
務
総
長
は
、
本
派
の
代
表
役
員
と
な
る
。

と
定
め
ま
し
た
。

限
法
中
の
吋
管
長
は
、
本
派
を
主
管
し
、
代
表
す
る
。
」
と
い
う
文
言
は
、

い
わ
ゆ
る
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
の
宗
教
法
人
令
〈
昭
お

-u
・
mg

第
八
条
の
規
定
を
畿
財
と
し
て
定
め
て
き
た
も
の
マ
す
が
、
家
門
の
混
迷
期
に
い
た
る
と
、
と
の

し
、
代
表
す
る
い
と
の
文
一
一
高
校

根
拠
に
し
て
、
内
局
‘
家
議
会
等
の
宗
門
諸
機
関
と
無
関
係
に
、
管
長
は
宗
門
の
内
外
に
対
し
独
立
し
た
支
配
権
、
絶
対
権
が
あ
る
と
解

す
る
者
が
出
て
き
て

膚
混
乱
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
解
釈
を
す
る
者
が
管
長
の
側
近
に
い
る
た
め
に
、
管
長
の
専
横
等
断
は

自
に
余
る
も
の
が
あ
り
、
宗
門
の
法
秩
序
は
混
乱
の
援
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
震
で
は
あ
ち
ま
せ
ん
。

従
っ
て
改
正
の
第
十
五
条
は
、
前
記
の
よ
う
に
「
本
派
に
管
炎
一
人
鐙
く
。
」
規
定
に
と
ど
め
、

そ
れ
は
管
長
の
蹴
職
務
権
線
若
し
く
は

管
肺
炎
の
性
格
安
定
め
る
条
文
で
は
な
く
、
管
長
制
を
存
続
す
る
い
わ
ゆ
る
設
畿
の
条
文
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
管
長
の
職
務
に



側
関
す
る
事
項
は
、
第
十
八
条
(
宗
務
総
長
の
在
命
)
、
第
十
九
条
〈
管
長
の
行
な
う
執
務
事
項
)
に
定
め
ま
し
た
。

答
取
に
も
と
ず
会
旬
、
管
長
は
こ
の
宗
憲
に
よ
り
、
本
派
を
統
合
す
る
機
慰
問
と
し
て
位
置
づ
け
す
る
こ
と
に
改
正
の
要
旨
が
あ
っ
た
の
で

あ
ち
求
す
。

の
地
位
は
、
役
蝉
療
の
本
願
寺
住
職
と
も
輿
な
号
、

ま
た
法
統
伝
承
者
と
し
て
の
法
主
と
も
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
お
る

の
で
あ
り
ま
し
て
、
僻
尚
一
灸
は
祭
政
上
一
の
機
関
で
あ
り
家
す
。
策
問
内
の
立
法
的
、
司
法
的
、
行
政
的
各
機
欝
に
務
超
し
て
、
こ
れ
を
統
合

す
る
機
関
で
あ
る
と
位
震
づ
け
し
た
の
で
あ
り
ま
ナ
。
で
す
か
ら
、

自
ら
独
立
し
て

の
機
践
を
行
使
す
る
権
能
を
も
た
し

て
お
ち
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
宗
政
に
お
け
る
責
任
を
間
賞
さ
れ
る
の
は
内
局
、
脅
し
く
は
担
当
機
鍔
で
あ
っ
て
、
管
長
自
体
が

れ
る
位
置
に
は
な
い
の
で
あ
ち
ま
す
。

d 

し
か
し
現
実
に
は
、
管
長
の
織
に
あ
る
者
が
同
時
に
法
主
、
本
願
寺
住
職
の
地
位
に
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
権
威
と
伝
統
と
毅
織

の
簡
に
矛
盾
鐙
蒼
が
あ
る
わ
け
で
、

「
無
答
責
」
と
い
う
理
論
と
と
も
に
、
従
前
か
ら
も
法
体
系
の
整
備
が
論
義
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

楽祭大主事派宗憲君主.iEの基本治理念について

十き

第
十
七
条
の

の
宗
務
に
関
す
る
行
為
は
、
す
べ
て
内
局
の
助
言
と
承
認
を
必
婆
と
し
、
出
向
局
が
そ
の
責
任
を
負
ふ
。
」

ハ
新
設
〉

前
述
の
と
お
り
、
管
長
が
磯
務
上
行
な
う
す
べ
て
の

は
、
車
好
機
関
の
決
地
に

い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

「
出
向
局

の
助
言
と
承
認
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
い
た
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
仮
り
に
、
と
の

と
象
範
」
役
経
な
い
行
為
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
原
理
的
に
は
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
管
長
の
行
為
」
と
は
み
な
さ
い
と
と
は
当
然
で
あ
れ
ツ
ま
す
。

旧
法
で
の
「
内
局
の
補
佐
と
同
意
」
を
改
め
て
、
国
家
の
憲
法
に
な
ら
い
「
助
言
と
承
認
」
と
い
う
文
一
世
話
を
依
用
い
た
し
ま
し
た
が
、

改
正
の
担
拠
に
は
「
議
設
と
間
意
」
に
つ
い
て
の
勝
手
な
解
釈
が
横
行
し
て
、
立
憲
精
神
に
立
蹄
押
し
た
内
局
の
補
佐
実
在
が
全
う
さ
れ
な

く
な
っ
た
か
ら
で
あ
れ
ツ
ま
ず
。
宗
愈
上
、
終
日
長
と
し
て
当
然
行
為
な
さ
る
べ
き
事
項
が
な
さ
れ
ず
、
逆
に
、

な
さ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
が

99 

れ
る
、
と
い

く
ち
か
え
さ
れ
る
・
有
り
様
で
、
こ
う
し
た
局
混
打
解
を
法
的
に
も
処
思
還
す
る
た

の
名
に
お
い
て
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め
に
、
こ
の
条
文
が
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

“' 

約

旧
第
三
十
二
条
融
機
器
項
及
び
第
五
項
〈
管
臣
誌
の
再
議
V

を
削
除
。

出
法
下
に
お
い
て
は
、
管
長
崎
弘

で
可
決
し
た
条
例
に
つ
い
て
「
再
議
い
宏
求
め
る
こ
と
が
で
念
、

そ
の
再
議
の
結
期
末
辺
朋
議
会

以
上
が
出
席
し
た
宗
議
会
に
お
い
て
、

分
の

一
以
上
の
多
数
で
袴
ぴ
可
決
し
た
と
き
は
、
管
長
は
、

そ
の
条
例
を
直
ち

議
員
三
分
の

に
公
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

」

〈
日
間
条
第
五
項
〉
と
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
条
項
を
削
除
せ
4
0
る
・
を
え
な
い
型
自
は
、
内
向
叫
が
宗
務
行

政
を
行
な
う
上
で
、
法
主
・
管
長
に
よ
る
允
裁
拒
否
、
人
事
介
入
等
が
不
法
に
立
つ
継
続
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
混
乱
が
い
ち

じ
る
し
い
た
め
、
内
局
が
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
「
宗
務
職
鎖
」

〈
条
例
)

の
一
部
品
構
蕊
を
提
案
し
て
、
宗
務
一
行
設
の
前
進
を
決
態
し

ま
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
宗
議
会
は
昭
和
五
十
年
六
月
六

a、
こ
れ
を
可
決
し
ま
し
た
。
し
か
し
管
長
は
こ
れ
を
不
肢
と
し
、
同
年
七

月
十
二
日
、
拒
一
命
権
を
行
使
し
て
再
議
念
発
艶
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め

の
定
め
に
よ
っ
て
、
宗
議
会
(
明
暗
品
川

-
u
-
m〉
は
再
議
し
、

分
の
二
出
席
、

分
の
一
一
以
上
の
多
数
で
再
度
、
内
局

提
案
ど
お
り
こ
れ
を
可
決
し
ゅ
ぶ
し
た
が
、
管
長
は
コ
段
ち
に
公
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
宗
憲
の
定
め
が
あ
る
に
も
か
』
わ

ら

γ
、
こ
れ
が
無
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
内
白
川
守
議
会
は
そ
の
後
、
管
長
へ
の
上
申
議
そ
の
他
の
手
続
や
折
衝
を
図
っ
た
が
、
一
瀕

と
し
て
そ
の
方
途
が
凋
か
れ
ず
、

止
む
な
く
管
長
代
務
者
を
立
て
h

こ
の
条
例
を
去
布
し
た
の
で
る
ち
ま
す
。

こ
う
し
た
事
例
の
ご
と
く
、
管
長
が
内
局
の
意
患
に
反
し
て
再
識
を
求
め
た
よ
う
な
場
合
、
管
長
が

予
想
す
る
事
態
と
の
議
離
を
生
じ
ま
し
た
。
十
得
議
は
本
来
、

の
行
政
作
用
の
領
嫌
に
ま
で

不
当
に
介
入
し
た
こ
と
に
な
号
、

-
内
局
対
議
会
の
関
係
に
お

い
て
あ
る
制
度
で
あ
る
に
か
￥
わ
ら
ず
、

そ
れ
に
反
し
て
、
管
長
対
内
局
・
議
会
の
対
立
関
係
で
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ

ぱ
、
面
持
議
自
体
の
あ
り
方
が
、
宗
門
運
営
上
照
明
確
な
、

ま
た
積
極
的
潔
砲
が
見
出
さ
れ
な
い
し
、

ぞ
れ
ば
か
り
か
、
宗
務
の
停
滞
と
混
乱

念
ず
ら
招
来
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
条
項
を
削
削
除
す
る
方
向
で
改
正
さ
れ
ま
し
た
。



3. 

宗
憲
改
正
米
首
長
会
答
申

第
mm
問
宗
議
会
は
、

の
と
お
り
、

「
宗
一
憲
改
正
に
関
す
る

が
宗
致
の
正
常
化
を
図
る
方
途
に
つ
い
て
ま
と
め
た
答
申
念

う
け
て
、
家
憲
一
部
改
正
の
議
決
を
い
た
し
ま
し
た
ο
し
か
し
当
該
宗
議
会
の
招
集
者
で
あ
っ
た
嶺
藤
管
長
代
務
者
に
つ
い
て
、
京
都
地

裁
が
そ
の
磯
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
会
決
定
(
昭

m
・
5

・お〉

し
た
こ
と
か
ら
、
第
問
団
宗
議
会
の
招
集
自
体
の
成
否
に
つ
い
て
、
議
会

は
紛
糾
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
宗
門
内
状
況
で
し
た
か
ら
、
議
決
は
し
て
も
容
易
に
公
布
の
手
続
が
と
れ
ず
、
ぞ
れ
か
ら
ほ
ぼ

年
を
経

て
昭
和
五
十
二
年
蕊
月
二
十
七
日
、
嶺
藤
管
長
代
務
者
は
宗
憲
一
部
改
正
の
公
布
を
行
な
い
r
ま
し
た
。

の
混
迷
を
打
解
し
、
祭
政
の
正
常
化
愛
関
る
努
力
は
、
中
央
の
宗
務
機
関
だ
け
で
な
く
、
教
区
、
組
を
は
じ
め
地
方
に
あ
る
諸
機

真宗大谷派袋詰騒il!li五の基本的理念について

関
も
ま
た
こ
れ
に
取
り
く
み
、
世
帯
品
作
叙
拾
の
て
だ
て
が
簿
ぜ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
現
実
の
様
絡
は
逆
で
、
全
く
泥
沼
の
状
態
が

続
い
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
管
長
に
よ
る
ゆ
刑
務
総
長
告
訴
〈
務
引
・

2
・
5
)
、

「
大
谷
の

に
盟
関
す
る
手
形
乱
発
事
件

の
発
覚
(
昭
臼
・

2
・

Me
、
管
長
に
よ
る
綴
議
内
局
全
員
の

通
告
(
昭
日

-
4
'
l
〉

、
管
長
の
「
抑
私
設
内
局
」
曽
我
敏
氏
ら
の

宗
務
所
不
法
占
拠
事
件
〈
即
時
日
・

5

・
5
、
法
主
名
の
近
代
教
学
批
判
の
「
親
書
」
が
全
作
米
に
発
信
尋
問
A

・
8
・
7
〉

法
宝
物
「
御
伝

鈴
」
差
押
議
問
デ

1

・
5
、
本
山
本
願
寺
の
宗
派
か
ら
の
離
脱
公
告
〈
級
協

-
u
-
S
)

等
で
あ
ち
ま
す
。

こ
う
し
た
事
態
の
展
開
は
、
宗
門
問
題
も
そ
れ
以
前
の
状
態
と
異
な
れ
ツ
、
新
し
い
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な

9
ま
し
た
。
初
期
の
宗
門

問
題
の
中
心
が
、

の
抵
触
、
条
文
の
解
釈
上
の
問
題
そ
し
て
管
長
補
佐
の
責
柾
で
あ
ち
ま
し
た
が
、

そ
う
い
う
段
階
か
ら
や
が
て
事

品
作
の
質
が
か
わ
っ
て
、
こ
と
は
真
宗
の
教
義
・

心
に
か
か
わ
る
問
題
や
、
宗
門
組
織
の
綬
幹
&
ゆ
る
が
す
期
懲
へ
と
推
移
し
て
き
家
し

た。
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と
の
こ
ろ
、
宗
門
全
体
に
「
非
常
事
態
宣
言
」

〈
脱
帽
引
U

・
s-
初
)

が
告
示
さ
れ
、
全
国
内
末
に
よ
る
宗
門
崩
援
阻
止
の
結
集
や
建
白
が
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日
会
追
っ
て
高
揚
し
て
会
議
し
た
。
そ
う
し
た
動
向
の
中
で
次
第
に
敏
馨
に
な
っ
て
き
た
宗
門
蛍
識
の
大
勢
放
、
宗
門
正
常
化
へ
の
諜
態

か
ら
「
宗
門
存
立
の
本
義
」
と
は
何
か
と
い
う
、
宗
門
の
本
来
あ
る
べ
き
課
題
へ
の
取
組
み
に
転
慰
し
て
き
た
こ
と
で
す
。

嶺
畿
管
長
代
務
者
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た
門
徒
評
議
員
会
は
、
大
谷
管
長
幾
戴
の
取
潟
し
銭
ぴ
に
門
徒
の
宗
政
参
加
な
ど
八
項
目
の
厳

を
採
決
し
也
ま
し
た
。
続
い
て
開
会
さ
れ
た
第
胤

し
い
決
議
文
ハ
照
的
ω

・
8

・
4
〉

は

「
宗
憲
改
正
委
員
会
条
例
い
を
成
立
せ
し

め
て
、
案
内
の
本
来
性
密
復
を
願
い
と
す
る
宗
憲
の
後
本
改
正
の
作
業
に
務
手
す
る
道
を
開
き
ま
し
た
。
従
前
の

は
、
た
と
え
ば

ニ
水
憲
調
査
会
」
に
し
て
も
、
叉
「
宗
態
改
正
に
窮
す
る
委
員
会
」
に
し
ろ
、

い
ず
れ
も
宗
務
総
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も

の
で
し
た
が
、
議
会
の
議
決
に
濃
く
条
例
の
委
員
会
の
設
鐙
は
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
あ
ち
ま
す
。

宗
務
行
政
の
立
場
か
ら
、
家
憲
改
正
を
ア
ブ
口
!
チ
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
門
世
論
を
線
開
殺
に
、
全
宗
門
的
観
点
か
ら
宗
憲
の
全
部
改

正
を
い
た
し
、
宗
門
存
立
の
根
本
義
と
将
来
へ
の
展
望
に
た
っ
て
薬
本
的
指
針
変

る
作
業
に
取
蛸
臨
む
こ
と
に
な
ち
ま
し
た
。

宗
態
改
革
委
員
会
は
、
宗
門
各
機
関
の
代
表
器
十
五
名
で
組
織
し
、
昭
和
五
十
二
年
九
月
十
恕
弱
、
初
回
の
会
合
&
も
ち
、
本
委
員
会

の
向
滅
的
で
あ
る
「
家
憲
、
宗
教
法
人
「
奏
家
大
谷
派
」
規
則
、
本
山
寺
法
、
及
び
宗
教
法
人
「
本
願
寺
」
規
則
の
改
正
案
を
作
成
し
削
概
念

す
る
」
所
象
徴
明
市
慨
を
確
認
し
ま
し
た
。
総
会
に
お
け
る
全
体
討
議
の
あ
と
、
審
議
は
一
一
一
つ
の
専
門
総
会
に
わ
か
れ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
第
一
部
会
は
、
宗
憲
改
正
の
議
本
的
立
場
を
明
示
ナ
る
「
前
文
」
の
成
案
と
、

「
法
主
・
管
長
・
本
山
住
職
の
一
一
一
織
の

あ
り
方
に
つ
い
て
い
を
主
と
し
て
議
題
と
す
る
。
第

同
川
、
現
代
社
会
に
関
か
れ
た
同
期
教
屈
と
し
て
、
向
朋
公
議
を
も
っ
て
宗
門

運
営
の
根
幹
と
す
る
立
場
か
ら
「
門
徒
の
宗
政
参
加
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
す
る
。
第
三
部
会
は
、
宗
門
法
と
滋
家
法
と
の
関
係
、
本
山

の
宗
派
離
脱
に
探
す
る
法
的
関
題
及
び

法
人
の
代
表
役
員
等
の
現
実
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、

三
市
議
・
本
山
寺
法
と
二
法
人
線
則
と

の
関
係
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
す
る
こ
と
に
な
雪
ま
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
六
月

沼
、
本
委
員
会
は
や
鵠
答
申
を
ま
と
め
ま
し
た
が
、
こ
の
や
問
答
申
書
の
公
表
に
よ
り
、
広
範
な
宗
門
の
お
レ



ベ
ル
か
ら
の
意
見
、
要
望
、
批
判
が
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
聴
取
し
、

し
か
も
流
動
的
な
現
実
の
宗
門
状
況
を
に
ら
み
な
が
ら
、

さ
ら
に
審

議
が
続
行
さ
れ
ま
し
た
。
本
山
本
願
寺
が
宗
派
か
ら
「
独
立
」
す
る
、

い
わ
ゆ
る
離
脱
申
請
(
昭
弘
・

2
-
n
)

を
京
都
府
知
事
に
提
出
し

て
以
降
は
、
宗
憲
改
正
が
宗
門
問
題
の
焦
点
に
し
ぼ
ら
れ
、
本
委
員
会
の
作
業
が
進
行
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
別
院
並
び
に
「
末
寺
」
の

離
脱
申
請
が
各
地
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
宗
門
の
混
迷
は
そ
の
極
み
に
達
し
た
感
が
あ
り
、
本
山
で
の
宗

祖
の
御
正
忌
法
要
す
ら
正
常
に
勤
修
で
き
な
い
事
態
も
生
起
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
泥
沼
の
状
態
の
中
で
、
宗
憲
改
正
委
員
会
は
足

か
け
三
年
ご
し
の
審
議
を
終
結
し
、
批
判
勢
力
か
ら
の
抵
抗
と
妨
害
に
も
か
』
わ
ら
ず
、
宗
憲
改
正
の
成
案
を
み
た
の
で
、
こ
の
成
案
を

も
っ
て
、

昭
和
五
十
四
年
四
月
十
一
日
、

「
宗
憲
改
正
の
経
緯
説
明
会
」
を
開
催
し
、
全
国
三
十
教
区
の
正
副
教
区
会
議
長
、
門
徒
代
表

等
百
二
十
名
が
こ
れ
に
出
席
し
て
討
議
を
い
た
し
ま
し
た
。

真宗大谷派宗憲改正の基本的理念について

宗
務
当
局
か
ら
ま
ず
、
宗
憲
改
正
の
要
網
と
改
正
作
業
の
経
過
報
告
が
行
な
わ
れ
、

そ
れ
に
対
す
る
質
疑
応
答
の
主
な
る
事
項
は
、

(a) 

門
主
の
性
格
・
職
務
に
つ
い
て

(b) 

宗
憲
と
宗
教
法
人
「
規
則
」
の
関
係
に
つ
い
て

(c) 

参
議
会
(
門
徒
議
会
〉

の
性
格
・
議
決
権
限
と
定
数
に
つ
い
て

(d) 

新
設
の
参
議
会
と
廃
止
に
な
る
門
徒
評
議
員
会
の
関
連
性

(e) 

宗
派
と
本
願
寺
の
合
併
吸
収
に
つ
い
て

等
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
中
央
で
の
「
説
明
会
」
に
お
い
て
出
さ
れ
た
意
見
・
要
望
を
、
周
年
四
月
十
九
日
開
催
の
宗
憲
改
正
委
員
会
総
会
は
検
討
審
議
し
、

さ
き
の
成
案
を
修
正
し
て
「
宗
憲
改
正
委
員
会
報
告
書
」
と
し
、
最
終
成
案
と
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
「
報
告
書
」
は
、

そ
の
後
、
全
国
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三
十
教
区
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
「
組
」
そ
の
他
各
別
の
会
合
の
場
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
意
見
、
要
望
、
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費
問
問
等
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
寄
せ
ら
れ
、
賛
否
の
論
議
が
全
宗
門
的
に
援
関
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
宗
丹
役
論
の
大
勢
は
、
こ
の
辺
線

の
内
容
の
如
く
宗
憲
改
正
を
早
急
に
い
た
す
べ
き
だ
と
い
う
、
方
向
で
あ
っ
た
か
と
患
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
と
の
宗
態
改
正
案
が
上
程
さ
れ
る
た
予
想
さ
れ
た
第
一
服
密
宗
議
会
(
昭
弘
・

6
・
6
同
開
会
)
時
弘
、
竹
内
管
長
(
昭

m
・
3
・
務
管
愛
媛

動
棋
会
議
に
お
い
て
竹
内
向
良
線
締
が
締
出
回
慨
に
数
暢
僻
さ
れ
る
〉

に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た
議
会
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
宗
憲
改
正
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る

部
勢
力
か
ら
、
京
都
地
殺
に

が
申
請
さ
れ
、

昭
和
五
十
四
年
六
汚
西
日
、
京
都
地
裁
は
こ
の
申
請
を

の
仮
処

認
め
る
決
定
宏
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
宗
議
会
は
得
々
に
紛
糾
し
、

正
念
願
う
宗
門
の
前
途
徐
容
易
な
ら
ぎ
る
感
が
あ
拘
ソ
4

ま
し
た
。

嶺
藤
内
局
は
、
こ
う
し
た
宗
政
の
現
況
に
か
ん
が
み
、
宗
憲
改
正
草
案
の
取
扱
い
に
慎
援
を
賂
し
、

っ
て
、
あ
ら
た

め
て
宗
務
総
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
の
「
宗
制
審
議
会
」
を
設
費
(
紹
M
-
m
-
5
〉

さ
き
の
「
報
告
審
」
と
金
宗
門
に
公
開
さ
れ

し
て
、

た
結
期
末
寄
せ
ら
れ
た
宗
門
人
の
声
を
こ
』
に
諮
問
し
ま
し
た
。
そ
し
て
翌
年
五
月
十
五
日
、

「
答
申
書
」
が
ま
と
め
ら
れ
る
ま
で
、
審
議

が
か
さ
ね
ら
れ
、
宗
門
の
現
況
と
宗
門
世
論
を
ふ
ま
え
、
宗
憲
改
正
へ
向
け
て
の
具
体
的
草
案
ハ
市
内
局
提
出
の
宗
憲
改
正
案
〉
づ
く

9
の

作
業
が
滋
め
ら
れ
た
の
で
あ
ち
ま
す
。

「
新
固
い
察
嘩
鳳
の
義
+
串
原
酒
場

昭
和
五
十
六
年
六
月
十
一
日
公
布
施
行
の
真
宗
大
谷
派
宗
憲
は
、
前
文
と
本
刻
ハ
十

条
〉
と
附
則
の

っ
か
ら
成
っ
て
い
ま

す
。

ど
く
に
臼
本
箆
憲
法
に
敏
い
「
前
文
」
を
設
定
し
た
理
由
は
、
こ
の
宗
憲
の
制
定
が
、

氾
宗
憲
の
原
理
の
根
本
改
革
を
自
指
し
て
い
る

こ
と
、

わ
が
宗
門
が
今
次
の
異
常
事
態
を
逆
畿
と
し
て
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
所
以
の
も
の
、
す
な
わ
ち
宗
門
存
立
の
根

そ
し
て
ま
た
、

本
義
絞
明
確
に
し
、

の
た
め
の
基
本
的
指
針
を
明
示
す
る
必
衛
官
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

そ
の



も
た
よ
り
、
こ
の
宗
欄
療
に
は
、
宗
教
間
体
と
し
て
の
践
的
・
教
義
・
儀
式
を
中
心
と
す
る
「
教
学
の
問
題
」
、

「
本
尊
の
需
題
」

ー「

正
依
の
鰻
典
」
、

そ
う
い
う
教
団
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
、

す
ぐ
れ
て
聖
な
る
爾
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と

「
教
化
の
問
題
ぃ
、

問
時
に
、
宗
門
を
い
か
に
統
治
運
営
し
て
い
く
か

「
財
務
の
問
問
題
い
等
そ
う
し
た
世
俗
的
な
溢
に
関
す
る

つ
ま
ち
「
綴
織
の
問
題
」
、

規
制
も
そ
こ
に
含
め
て
定
め
ら
れ
で
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
重
な
る
麗
と
俗
な
る
函
を
併
有
し
て
い
る
の
が
、

俗
、
有
限
と
品
購
段
、
拙
初
日
災
ナ
る

こ
の

の

で
あ
れ
ツ
ま
す
。

も
の
を
併
せ
持
つ
法
規
で
あ
号
ま
す
か
ら
、
法
制
の
し
L

に
描
限
界
が
み
号
、
条
項
を
つ
ぎ
つ
め
る
と
ま
・
反
矛
盾
し
た
も
の
を
併
有
す
る
宿

命
を
も
っ
て
い
ま
す
。
法
制
樹
の
限
界
と
し
て
も
っ
て
い
る
こ
の
祭
憲
の
矛
盾
点
を
、

い
か
に
超
克
し
て
い
く
か
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
諜

応
え
る
僚
潔
と
そ

の
本
畿
の
欄
明
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

つ
ぎ
に
、
前
文
の
内
容
に
関
す
る
特
徴
と
し
て
は
、
第
一
は
、
宗
祖
親
驚
聖
人
が
開
顕
さ
れ
た
本
願
念
仏
の
教
法
を
根
本
と
し
て
形
成

3葉幾太毒事事長室誇費量君主iE(J.)~喜本書守理念について

さ
れ
る
同
朋
社
会
の
実
現
を
も
っ
て
、
こ
の
宗
門
の
使
命
と
し
た
こ
と
。
第
二
は
、
真
宗
の
教
法
の
象
徴
で
あ
る
宗
徳
の
「
真
影
い
を
安

費
す
る
真
宗
本
廟
を
帰
依
の
中
心
と
し
て
、
宗
門
は
組
織
さ
れ
る
こ
と
。
第
三
は
、
宗
門
の
運
営
は
、
融
構
成
長
の
公
議
公
論
に

い
て
な

さ
れ
る
こ
と
を
確
定
し
た
の
で
あ
ち
ま
す
。
前
文
に
規
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
特
徴
が
、
こ
の

の

獲
で
あ
り
ま
す
。

1. 

同
期
社
会
の

索
開
け
は
そ
の
「
長
い
援
史
を
通
し
て
幾
多
の
変
驚
を
重
ね
る
う
ち
に
」
自
己
保
身
を
目
的
と
す
る
摂
鎖
的
教
団
に
顛
落
す
る
危
検
を
出
向

に
学
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
宗
門
自
ら
の
体
質
を
厳
し
く
関
い
‘

そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
宗
門
本
来
の
姿
で
あ
る
教
法
の
額

信
を
生
活
の
上
に
具
現
し
、
念
仏
の
僧
倣
を
形
成
す
る
こ
と
の
使
命
と
決
意
を
宣
言
い
た
し
ま
し
た
。
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す
な
わ
ち
、
宗
門
存
立
の
社
会
的
自
覚
に
た
ち
、
再
び
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
生
ぜ
し
め
右
と
と
の
な
い
警
い
を
約
す
る
と
と
も
に
、
教
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国
の
護
持
的
在
り
方
、
民
篠
宗
教
的
な
在
り
方
か
ら
、
宗
祖
の
願
い
に
ム
立
つ
使
命
観
の
確
立
が
ち
か
わ
れ
て
お
号
ま
す
。

2. 

真
宗
本
刷
会
宗
門
帰
依
の
や
心
と
す
る

条
は
、

「
本
派
は
ゆ
串
山
本
穎
土
寸
を
中
心
と
し
て
い
と
示
し
て
、

そ
の
本
山
本
願
寺
は
「
崇
敬
の
中
心
・
弘
教
の
本
料
」

旧
宗
憲
第

r、

第
六
十
九
条
〉
と
位
霊
づ
け
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
願
寺
と
は
向
か
、
世
品
綴
中
帯
広
宗
門
(
大
谷
派
〉
の
本
山
で
あ
る
纏
自
は
何
か
、

そ

の
理
由
は
必
し
も
鮮
明
で
は
あ
れ
ソ
ま
せ
ん
で
し
た
。

ぞ
れ
に
対
し
、
こ
の
宗
簸
前
文
の
第
二
段
で
、
本
願
寺
は
覚
如
上
人
の
時
以
来
、
寺
号
こ
そ
公
称
し
て
き
ま
し
た
が
、
余
飽
の
寺
院
と

こ
と
な
ち
一
疋
来
は
組
劇
中
心
の
開
法
の

と
し
て
歴
史
を
か
さ
ね
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
宗
祖
の
鼠
筋
を

ひ
く
本
願
寺
歴
代
の
本
務
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
第
一
一
一
段
で
ず
」
の
宗
関
川
同
体
、
本
願
寺
を
真
宗
本
鱗
と
敬
仰
す
る
閣
法
者
の
歓
喜
と

謝
念
と
に
よ
っ
て
伝
承
護
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
号
、

の
血
統
を
継
ぐ
本
額
寺
歴
代
は
、
製
人
の
開
け
弟
の
負
託
に
応
え
て
本
務

留
守
の
議
任
に
当
ら
れ
た
。
中
興
蓮
如
上
人
も
ま
た
、
自
ら
大
谷
本
願
寺
御
影
裳
留
守
殺
と
し
て
、
専
ら
御
周
期
録
期
間
行
の
交
わ
り
の
中

に
お
い
て
立
教
罵
宗
の
本
畿
を
翻
閥
均
し
て
、

を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
と

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
議
文
に
お
い
て
、
本
臨
願
寺
の
滋
線
と
宗
門
の
装
い
が
た
ず
ね
ら
れ
、
そ
し
て
本
願
寺
歴
代
の
は
た
し
て
こ
ら
れ
た
ゑ
務
と

市
教
績
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
索
開
け
の
本
山
た
る
4
4
願
寺
の
由
来
を
鮮
明
に
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
宗
門
の
歴
史
と
一
致
純
な

る
伝
統
に
笈
ち
返
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
眼
前
の
事
象
に
の
み
振
り
ま
わ
さ
れ
て
混
迷
し
て
い
る
宗
門
の
現
実

の
姿
が
あ
る
か
ら
で
す
。

本
山
本
綴
土
す
が
崇
敬
事
弘
教
の
中
心
道
場
で
あ
る
の
は
、
本
願
寺
住
織
が
宗
祖
の
血
統
と
と
も
に
、
法
統
を

に
伝
承
し
て
師

主
・
法
主
と
し
て
審
判
議
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
の
で
す
。
浄
土
真
宗
の
教
法
を
象
徴
さ
れ
る
宗
祖
の
「
真
影
い
が
、
今
現
在
説
法
ま
し
ま



す
如
く
、
そ
こ
、
に
対
面
す
る
念
仏
の
同
行
に
対
し
、
聖
人
白
か
ら
「
御
向
感
よ
」
と
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
真
影
変

中
心
に
、
宗
祖
の
教
法
を
縁
と
結
ば
れ
て
、
今
日
の
共
同
体
を
形
成
し
て
き
た
の
が
、

わ
れ
わ
れ
の
宗
門
で
あ
ち
ま
す
。

i臼

条
に
「
本
派
に
お
い
て
は
、
浄
土
真
宗
の
法
統
を
伝
承
す
る
も
の
を
師
主
と
す
る
。
本
旅
の
邸
主
は
法
主
と
称
し
、
本

山
本
額
寺
の
伎
織
が
こ
れ
に
当
る
。
い
と

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
欝
速
す
る
旧
宗
憲
第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
十
一
一
一
条
を
通
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
吋
教
法
が
特
定
の
府
総
務
に
よ
っ
て
の
み
相
激
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

一
体
、
教

法
と
血
統
と
の
間
に
は
、
必
然
伎
を
一
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
教
法
の

特
定
の
鼠
絞
殺
に

a: 
喰

せ
し
め
る
と
い
う
法
制
自
体
、

宗
祖
の
教
義
に
惇
る
こ
と
で
あ
号
、

し
か
も
こ
の
法
統
伝
承
者
が
同
時
に
、
世
俗
耐
を
統
獲
す
る

で
あ
れ
ツ
、
法
人
の
代
表
役
員
会
も

兼
江
比
す
る
こ
と
は
、
幾
多
の
矛
遣
を
苧
ん
で
き
ま
し
た
。

3霊祭大谷派宗憲改正の基本官官幾念、についてて

こ
の
宗
憲
は
、
法
主
・
管
長
の
職
制
を
廃
止
し
て
、

「
田
川
苔
」
綴
を
と
り
ま
し
た
。
法
制
の
上
で
法
主
・
都
主
の
文
言
を
廃
し
た
こ
と

か
ら
、
宗
門
に
「
能
化
」
け
か
無
く
な
っ
た
と
い
う
批
判
が
出
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
特
定
の
血
筋
に
よ
る
唯
一
の
人
を
能
化
と
定
め
て

い
た
と
い
う
過
ち
が
無
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
教
聞
で
あ
る
絞
ち
能
化
i

所
化
の
働
ぎ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
宗
教
教

団
自
体
が
成
立
い
た
し
ま
せ
ん
。
法
制
で
定
め
る
か
ら
能
化
が
存
在
し
、
定
め
な
い
か
ら
「
能
・
務
」
の
機
能
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
G

で
す
か
ら
、
宗
態
は
教
関
成
立
の
必
笈
要
件
で
あ
る
つ
能
・
所

会
無
視
し
て
お
る
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
否

定
で
き
る
も
の
で
も
あ
ち
ま
せ
ん
。

真
宗
門
徒
は
、
法
義
務
続
・
本
廟
護
持
の
懇
念
を
運
ん
で
き
ま
し
た
が
、

そ
の
最
も
具
体
的
な
姿
は
と
い
え
ば
、
御
彫
前
に
受
し
て
、

宗
視
の
選
述
で
あ
る
ま
信
念
仏
備
・
和
讃
を
お
っ
と
め
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
っ
と
め
は
、
自
ら
の
勤
行
で
は
あ
号
ま
す
が
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
撃
人
の
遊
説
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
心
誌
に
響
き
わ
た
る
の
で
あ

9
ま
す
。
真
宗
本
穎
が
根
本
道
場
で
あ
れ
ツ
、
宗
門
人

107 

の
帰
依
処
で
あ
る
と
い

は
、
そ
こ
に
存
ず
る
の
で
あ
ち
ま
す
。
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こ
の
宗
憲
が
、
侶
宗
憲
蒋
代
の
法
主
中
心
の
体
制
か
ら
、
教
法
に
生
き
る
持
崩
教
団
の
体
制
に
繋
的
転
換
を
は
か
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
ま
す
が
、

し
か
し
宗
祖
の
真
彫
に
側
近
さ
れ
て
、

お
給
仕
と
崇
敬
に
専
任
容
れ
る
「
門
滋
い
は
、
法
の
絶
対
者
、
権
力
の
絶
対
者
と
し

て
君
臨
さ
れ
る
地
位
で
は
な
く
、
問
問

m
m
-
誇
行
の
上
替
で
あ
り
ま
す
。
本
願
寺
療
代
と

9
わ
け
薬
如
上
人
が
偽
絞
ら
「
大
谷
本
願
寺
御
影
堂

留
守
職
」
と
称
さ
れ
た
「
盤
」
で
あ

9
ま
す
c

絶
対
能
化
の
座
で
な
く
、
問
問
m
-

の

と
し
て
教
法
念
織
僑
し
て
く
だ
さ
る
座
で

あ
り
ま
す
。
教
法
関
信
の
座
こ
そ
、
設
俗
の
何
も
の
に
も
勝
る
絶
対
的
機
威
の
肢
で
あ
っ
て
、
真
宗
一
得
輿
・
宗
門
改
常
併
の
偉
業
を
成
し
遂

げ
ら
れ
た
蓮
如
上
人
の
精
神
に
、
相
応
す
る
こ
と
で
は
・
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

3. 

同
朋
公
識
に
よ
る

旧
家
態
下
の

は
、
財
務
・
丹
後
に
関
す
る
事
項
の
み
の
議
決
権
、

す
な
わ
ち
限
定
さ
れ
た
議
決
権
し
か
付
与
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
議
決
能
曜
を
拡
充
強
化
し
て
、
対
す
る
宗
議
会
と
悶
等
の
議
決
権
を
有
す
る
「
参
議
会
」
を
成
立
い

た
し
ま
し
た
。
こ
の
間
議
会
変
併
せ
て

(
二
銭
樹
〉
を
構
成
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
宗
門
最
高
の
議
決
機
関
(
意
志
決
定
〉
と
し

家
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
参
議
会
は
、
宗
議
会
と
跨
様
、
宗
門
の
予
決
算
を
は
じ
め
、
条
例
の
議
決
・
発
議
、
宗
憲
改
正
、

そ
し
て
宗
務
総
長
の

指
名
に
つ
い
て
も
、
そ
の
権
能
を
も
つ
こ
と
と
な
ち
ま
し
た
。

同
朋
公
議
と
は
、
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
建
前
論
で
は
・
な
く
て
、
宗
門
を
真
に
宗
門
た
ら
し
め
る
よ
う
な
現
実
意
欲
で
み
号
、
仏
法
の

歴
史
を
推
進
す
る
行
動
力
の
結
集
で
あ
号
ま
す
。
で
す
か
ら
、

同
崩
・
同
行
は
単
に
宗
門
構
成
の
要
素
や
成
員
の
意
味
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
正
し
く
宗
門
の
基
本
形
態
を
決
定
し
う
る
「
主
体
」
で
あ
号
、
そ
の
「
主
体
い
の
意
志
こ
そ
が
、
京
憲
の
測
滋
で
あ
ろ
う
と
考
え

ま
す
。



参
議
会
議
員
の
選
出
母
体
と
な
る
組
e

教
院
の
門
徒
会
組
織
の
構
成
・
充
実
を
い
か
に
幾
備
し
、

主
体
的
か
か
わ
ち
を
持
た
せ
て
い
く

か
が
、
今
後
の
課
露
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
課
題
に
い
か
に
取
り
組
み
、
宗
門
組
織
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
寺
践
の
現
実
形
態
を
ど
の
よ
う

そ
の
客
観
的
現
実
形

に
克
服
し
て
、
文
字
通
り
開
腹
数
回
の
公
議
会
論
の
手
続
を
成
就
す
る
か
、

つ
ま
り
同
腹
公
議
の
実
質
的
保
障
と
、

態
を
定
立
し
て
い
く
こ
と
が
、
当
面
の
祭
政
の
白
標
で
あ
り
ま
す
。
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