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は
憲
法
と
宗
教
法
の
講
義
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
主
要
な
関
心
は
政
教
関
係
論
あ
る
い
は
信
教

正
確
に
い
い
ま
す
と
明
治
憲
法
制
定
史

の
自
由
論
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
わ
け
で
す
が
、

も
う

つ
は
、

の
と
こ
ろ
に
興
味
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
数
年
閥
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か
訴
究
し
て
き
ま
し
た
。
今
日
の
報
告
も
右
の
訴

し
ゅ
う
え

一
八
八
一
年
に
今
か
ら
お
話
す
る
ど
こ
ろ
の
西
本
願
寺
の
寺
法
が
制
制
定
さ
れ
て
、
集
会
と

い
う
も
の
が
成
立
し
ま
す
。
こ
の
集
会
は
、
わ
が
盟
の
宗
教
関
体
内
部
に
お
け
る
初
め
て
の
公
選
議
会
i
i
iま
擁
に
い
え
ば
す
べ
て

究
に
関
わ
る
こ
と
で
す
。
明
治
十
四
年
、

ら
或
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
せ
ん
が
|
i
iで
あ
り
、
な
お
か
つ
わ
が
国
の
議
会
制
震
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
も
の

で
す
。

『
本
願
寺
史
』
等
の
「
公
定
L

で
す
か
ら
、
寺
法
自
体
も
明
治
憲
法
に
先
立
っ
て
縦
走
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
?
あ
り
、

の
撞
史
で
は
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
高
い
評
髄
を
、
こ
れ
に
与
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
一
九
八
一

に
あ
た
り
ま
す
。
そ
れ
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
翼
料
集
等
そ
出
す
と
い
う
事
業
が
あ
り
ま
し
て
、
私
自
身
も
こ
れ
に

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
正
確
に
い
い
ま
す

そ
の
集
会
成
立
百

年若
干
の
関
与
を
し
ま
し
た
。
そ
の
関
係
か
ら
も
今
5
少
し
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に
内
務
省
の
認
可
そ
得
て
法
主
の

る
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
が

i
iに
よ
っ
て
形
式
的
に
は
成
立
を
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
寺
法
の
内
容
が
確
定
し
た
の
は
、

と
、
今
日
お
話
す
る
器
本
願
寺
寺
法
は
、

l
i
i国
政
レ
ベ
ル
で
の
穀
諸
に
あ
た

の
前
年
、
明
治
十
三
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
年
代
は
実
は
明
治
懇
法
制
制
定
史
に
お
い
て
は
議
要
な
時
期
で

こ
の
詩
期
に

寺
法
が
制
定
さ
れ
、
集
会
が
成
立
し
た
こ
と
に
ま
ず
、

い
と
患
い

明
治
十
三
年
!
i
i正
確
に
は
十
三
年
の

一
杯
i
i
iで
、
寺
法
一
繰
製
会
議
で
の
議
論
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
は
い
ろ
ん
な
意
味
が
あ
る

れ
ま
す
。
(
な
お
、
総
製
会
議
と

い
う
字
を
使
用
し
ま
す
が
、
こ
う
い
う
学
そ
ぬ
寸
法
葱
案
を
審
議
し
た
会
議
の
議
事
録
で
使
っ
て
い
る
か
ら
で
す
〉
。

べ
ま
し
た
と
こ
ろ
の

明
治
十
一
一

の
一
一
一
月
で
、
寺
法
の
内
容
に
つ
い
て
、

ま
た
後
で
触
れ
た
い
と
思

に
成
案
を
見
て
い
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

明治理壁法制定過殺におけるま喜本願寺等法('芋里子}

い
ま
す
。
本
報
告
の
閲
的
は
、
題
呂
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
明
治
轡
法
制
制
定
史
に
お
い
て
西
本
顕
寺
寺
法
制
定
の
も
っ
て
い
る
意
味

を
い
く
ら
か
検
証
し
て
み
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
法
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
、
い
ろ
ん
な
角
境
か
ら
成
し
得
る
で
し
ょ
う
が
、
私

つ
は
、
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
菌
体
に
関
す
る
悶
法
、
す
な
わ
潜
家
の
法
第
の
研
究
が
積
一
婆
な
テ

i
マ
に
な

い
わ
ゆ
る
宗
教
語
体
あ
る
い
は
教
販
の
萌
究
が
議
獲
な
テ

i
マ
に
な
ろ
う
か
と
思

の
考
え
で
は
、

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、

そ
う
な
り
ま
す
と
、

の
関
係
は
ど
う
か
、

も
う
一
っ
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
こ

と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
は
ず
で

し〉あ
り
ま
す
。
私
が
今
日
お
話
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の

番
最
後
の
問
問
題
で
、

い
わ
ば
国
家
の
法
あ
る
い
は
制
度
、
あ
る
い
は
広

い
意
味
で
の

n
o口
出
乞
室
内
山

cm
と
い
っ
て
い
い
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
と
教
問
、
宗
教
団
体
の

8MM父
宮
社
。
ロ
(
組
織
〉
と
い
う
も
の
が
、

ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
般
論
を
お
話
す
る
な
ら
ば
、
構
え
ば
近
代
の
国
家
レ
ベ
ル
の

ぞ
れ
か
ら
宗
教
間
体
、
西
欧
で
は
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
酷
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
患
で
あ

れ
、
そ
う
い
う
教
会
の
様
々
な
考
え
方
と
い
う
も
の
が
、

の
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る

は
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
の
掛
究
な
ん
か
も
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
近
代
憲
法
に
お
け
る
人
権
宣
言
の
源
泉
に
つ
い
て
は
、

ぞ
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そ
こ
で
議
論
さ
れ
た
開
題
は
も
ち
ろ

で
す
け
れ
ど
、
人
権
問
題
と
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
広
く
懲
詰
思
想
の
レ
ベ
ル
の
制
問
題

を
、
今
日
取
り
上
げ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
狭
い
意
味
で
の
、
い
わ
ば
教
団
の
組
織
の
問
題
、
ぞ
れ
と
謹
家
の
組
識
の

い
わ
ゆ
る
近
代
的
意
義
で
の
さ
忠
弘
広
三
日

S

問
題
の
関
係
に
酸
定
さ
れ
ま
す
。
さ
間
同
部
門
山
吉
昨
日
円
単
の
問
題
と
い
っ
て
も
、

う
も
の
が
、
内
容
に
し
て
い
る
よ
う
な
人
権
毅
定
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
わ
る
問
題
は
、
ま
っ
た
く
触
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ぞ
れ
か
ら
、
今
日
の
よ
う
な
問
問
題
を
取
り
上
げ
る
場
合
に
は
、
当
然
教
義
ょ
の
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
も
タ
ッ
チ

を
し
な
い
つ
も
り
で
す
。
そ
の
窪
山
聞
は
、
私
自
身
の
能
力

で
き
な
い
し
、
不
正
確
な
理
解
を
こ
こ
で

険
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
罷
定
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
よ
う
な
罷
定
の
中
で
、
特
に
明
治
十
年
代
の
最
初
に
お
け
る
当
時
の
国
家
の
組
織
、
異
体
的
に
一
一
一
向
い
ま
す
と
、
ま
だ
明
治
癒
法

は
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
憲
法
構
想
な
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
潮
流
と
、
ぞ
れ
か
ら
西
本
覇
寺
教
関
の
寺
法
と
の

の
は
か
え
っ

関
係
を
相
拭
え
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

関
本
願
寺
の
寺
法
と
い

つ
い
て
は
、
少
し
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
寺
法
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、

こ
れ
は

た
と
こ
ろ
、
寺
院
の
根
本
規
則
的
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
宗
派
、
す
な
わ

ち
本
頼
寺
掠
と
い
う
教
摺
の
根
本
規
別
で
あ
り
ま
す
。
照
明
治
十
七
年
、
一
八
八
四
年
に
太
政
官
の
布
達
第
一
九
号
が
出
さ
れ
て
い
る

そ
こ
で
は
宗
制
と
議
司
法
を
区
思
し
て
掲
、
げ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
宗
制
と
い
う
の
は
宗
派
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経

の
で
す
が
、

織
単
位
で
あ
る
寺
践
の
法
を
、
寺
法
、
と
い
う
ふ
う
に
区
別
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
隅
明
治
十
七
年
以
後
も
実
擦
に

は
、
こ
の

つ
の
一
区
別
は
守
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
い

い
わ
ん
や
今
日
開
問
題
に
す
る
喜
本
願
寺
寺
法
は
、
こ
れ
に
盟
、

い
う
の
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
開
繋
が
あ
る
の
で
す
が
、
寺
院
の
法
と
い
う
こ
と
で
は

と
い
う
ふ
う
に
理
解
を
し
て
議
き
た
い
、
と
患
い
ま
す
。

な

宗
派
の
根
本
規
則
そ
意
味
す
る
、

50 
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き
て
、
つ
ぎ
に
暁
治
憲
法
制
定
史
研
究
の
今
日
的
状
況
に
つ
い
て

て
お
き
た
い
と
思
い

明
治
議
法
制
制
定
史
研
究
が
、

ど
の
よ
う
な
方
向
を
向
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
そ
、

一
口
で
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
盟
難
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
今
羽
の
テ

i
マ
に
つ

明治慾法制定滋援における苦言本額守備等法(:ljl聖子)

さ
せ
て
頂
く
な
ら
ば
、
様
々
の
潮
流
を
見
せ
る
明
治
憲
法

制
定
史
研
究
の
中
で
特
に
近
年
で
は
、
民
衆
の
憲
法
制
制
定
運
動
史
の
研
究
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
部
の
言
葉
で
い
い
ま
す
と
、

様
々
の
レ
ベ
ル
の
中
に
広
が
っ
て
い
た
謹
々
の
憲
法
学
習
運
動
の
研
究
が
注
諒
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
運
動
の
中
に
お
い
て
異
体

的
に
は
、
民
間
の
癒
法
草
案
ど
い
う
も
の
も
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
民
衆
の
中
で
動
遇
さ
れ
て
い
っ
た
憲
法
草
案
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
も
研
究
が
深
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
言
い
讃
え
る
な
ら
ば
中
央
の
、
あ
る
い
は
知
識
人
購
の
、
あ

る
い
は
企
族
襲
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
民
権
運
動
で
な
く
、
地
方
の
畏
衆
の
中
で
根
付
い
て
い
っ
た
民
権
運
動
を
も
境
野

に
お
さ
め
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
方
向
が
出
で
き
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
中
で
例
え
ば
、
先
程
少
し
触
れ
ま
し
た
げ
れ
ど
、
様
々
な

形
の
学
習
結
社
等
の
研
究
も
進
ん
で
い
る
状
説
で
す
。
以
前
か
ら
政
治
的
結
社

i
政
社
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
、
な
さ
れ

て
い
た
の
で
ナ
が
、
そ
れ
を
越
え
て
学
習
結
社
の
堀
り
結
こ
し
だ
と
か
、
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
講
だ
と
か
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ

て
は
丸
山
教
と
民
権
運
動
の
関
わ
り
の
問
問
題
だ
と
か
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
少
し
持
代
は
下
が
り
ま
す
げ
れ
ど
、

関
民
党
の
中
に
は
神
職
も
加
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
民
衆

の
レ
ベ
ル
ま
で
問
題
を
広
げ
る
な
ら
ば
、

い
て
関
わ
り
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
げ
、

ぞ
れ
も
ま
た
ポ
イ
ン
ト
だ
け

い
ろ
ん
な
意
味
で
の
宗
教
と
の
関
わ
り
合
い
も
当
然
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
予

測
火
切
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
も
う
少
し
前
に
な
り
ま
す
が
、

五
日
市
箪
案
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
色
同
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教
授
等
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
臨
分
大
き
な
反
響
そ
持
た
織
法
草
案
で
す
が
、
そ
こ
で
は
従
来
の
も
の
と
は
異
な
る
要
繁
が
存
在
し

て
い
ま
す
。
民
権
灘
動
に
つ
い
て
は
詫
来
は
西
洋
の
立
憲
思
懇
、
あ
る
い
は
入
機
感
細
部
と
い
う
も
む

て
紹
介
を
し
て
い

そ
こ
で
の
理
解
が
ど
こ
ま
で
高
い
か
儀
い
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
を
中
心
に
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い

う
レ
ベ
ル
と
は
少
し
違
っ
て
、
捌
例
え
ば
、
東
洋
的
な
鮒
概
念
〈
決
と
し
て
儒
教
で
す
が
〉
と
い
う
も
の
と
、
当
時
の
憲
法
草
案
と
の
関
わ

り
そ
も
考
察
の
対
象
に
入
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
昆
ら
れ
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
擦
に
も
民
衆

る議
、
そ
し
て
そ
の
中
で
の
畏
様
態
織
の
京
が
り
を
各
レ
ベ
ル
で
検
証
し
よ
う
と
ナ
る
姿
勢
が
必
要
と
さ
れ
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
、

患
い
ま
す
。

布
の
よ
う
な
脈
絡
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
意
味
で
は
今
ま
で
西
洋
合
理
主
義
的
な
観
点
か
ら
は
ま
っ
た
く
見
過
ご
さ
れ
て
い
た

よ
う
な
宗
教
間
体
の
内
部
に
お
け
る
組
織
謀
理
|
!
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
西
洋
の
も
の
の
影
響
を
受
げ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の

-
i
k
そ
う
い
う
も
の
も
取
り
上
げ
る
、
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し

て
、
当
時
も
今
時
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
非
常
に
大
き
な
教
問
で
あ
り
、
京
範
閥
の
渓
衆
を
組
識
し
て
い
た
西
本
願
寺
教
閣
の
ヰ
寸
法

訪
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
、
こ
う
い
う
観
点
か
ら
こ
の
研
究
は
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
宗
教
盟
体
の
組
織
嬢
理
と
国
家
の
組
織
蕗
理
、
立
憲
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
註
巨
す
べ
き
考
え
方
が
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
周
知
の
と
お
り
、
西
洋
で
は
教
会
史
の
研
究
が
盛
ん
で
す
。
そ
の
中
で
、
鰐
え
ば
カ
ソ
リ
ッ
ク
系
の
学
者
で
ブ
ラ
イ

カ
ソ
リ
ッ
ク
の
組
織
原
理
と
近
代
交
憲
主
義
の
鎚
織
顕
現
と
の
聞
の
平
行
関
係
そ
述
べ
て
い

ち
ょ
っ
と
話
が
ず
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
従
来
の
癒
法
学
の
常
識
的
な
考
え
方
で

ア
ン
ト
・
テ
ィ
ア
ニ
ー
と
い
う
人
、
が
、

る
論
文
や
本
も
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

は
、
例
え
ば
議
会
制
と
い
う
も
の
の
起
源
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
辿
れ
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
の
伝
統
と
い
う
よ
う
な

中
世
に
お
け
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
、
特
に
そ
れ
に
よ

と
こ
ろ
へ
求
め
て
い
た
わ
け
で
ナ
け
れ
ど
、

そ
う
い
う
説
に
対
し
批
判
を
し
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る
ロ
ー
マ
法
の
継
受
、
正
礁
に
は
ロ

i
マ
法
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
継
受
の
問
題
を
重
視
し
て
、
そ
こ
に
西
洋
の
立
憲
主
義
の
オ

リ
ジ
ン
を
見
ょ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
菖
洋
に
の
み
立
議
主
義
が
成
立
し
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
グ
ル
マ
ン
の
訟
統
に
尭
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
、
能
に
イ
ラ
ン
〈
替
は

ペ
ル
シ
ャ
で
す
が
)
と
か
日
本
に
、
だ
つ
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。
ぞ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
西
洋
に
だ
け
立
懇
主
義
が
成
立
し
た
の

か
が
開
問
掛
端
で
あ
る
。
そ
う
い
う
古
代
の
共
同
体
の
原
理
に
そ
の
オ
リ
ジ
ン
を
見
出
す
こ
と
か
ら
は
、
そ
の
説
明
が
で
き
な
い
の
だ
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
鴻
べ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
ま
っ
た
く
の
素
人
で
あ
り
・
申
仇
し
て
、
ど
う
こ
う
コ

メ
ン
ト
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
場
合
に
よ
れ
ば

i
l時
間
と
空
関
の
差
奥
を
別
に
し
て
で
す
が
l
iこ
の
よ
う
な
簡
家
の
窓
組
と
宗

教
部
体
の
原
理
の
平
行
性
が
、
あ
る
場
所
、
あ
る
所
で
は
存
在
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
も
し
正
し
い
と
す
る
な
ら
託
、
少
な
く
と

明治慾法制定主議後における若宮本願寺等法{平野)

も
今
毘
お
話
す
る
テ

i
マ
に
取
り
か
か
る
一
つ
の
そ
チ
ベ

l
シ
ョ
ン
に
は
な
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

き
て
、
少
し
結
論
を
先
に
話
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
国
家
と
宗
教
の
関
係
、
あ
る
い
は
関
家
の
組
識
と
宗
教
関
体

の
組
織
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
、
や
は
り
、
西
洋
と
わ
が
罰
と
は
も
ち
ろ
ん
基
本
的
な
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
と
恩
い
ま
す

Q

わ

に
常
識
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
、
ず
、
国
家
神
道
体
制
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
が

が
閣
の
近
刊
の
宗
教
制
度
に
つ
い
て
は
、

そ
し
て
、

さ
ら
に
辿
れ
ば
、
あ
る

あ
り
、
宗
教
は
独
自
の
泣
積
づ
け
を
さ
れ
て
、
地
鑓
に
例
を
箆
な
い
焼
定
を
受
け
て
き
ま
し

意
味
で
は
わ
が
患
は
!
|
誤
解
そ
生
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
1

i
、
西
洋
の
中
世
の
顕
家
と
は
か
な
り
の
議
興
が
あ
り
、
産
史
的
に

は
宮
部
的
な
色
彩
影
堂
に
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
患
い

教
、
あ
る
い
は
宗
教
団
体
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

所
で
は
、
宗
教
組
織
と
国
家
の
如
組
織
の
槙
互
の
瞬
間
銀
と
い
う
も
の
を
向
う
場
合
で
も
、
も
っ
ぱ
ら
患
家
の
経
緯
鮪
理
や
組
織
の
あ
り

方
が
宗
教
の
紐
識
原
理
に
対
し
て
影
響
力
を
も
っ
、
と
い
う
方
法
で
し
か
機
能
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
間
家
を
紹
越
す
る
よ
う
な
宗

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
う
い
う

中
ぬ
の
や
J

澱
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が
成
立
つ
よ
う
に
患
わ
れ
ま
す
。
少
し
話
が
前
後
し
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
、
国
家
神
道
体
畿
の
下
で
、
す
で
に
欝
承
知
の
と
こ
ろ

と
患
い
ま
す
が
、
明
治
拐
年
い
わ
ゆ
る
神
道
国
教
化
政
策
が
磁
粧
し
て
、
国
民
教
化
運
動
へ
膜
聞
を
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
宗

教
関
体
の
位
震
づ
け
が
、
粧
余
曲
折
を
経
て
よ
う
や
く
定
ま
っ
て
い
き
ま
す
む
例
え
ば
開
明
治
八
年
の
信
教
の
白
出
保
障
の
布
達
の
中

で
出
て
く
る
よ
う
な
方
舟
は
確
か
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
宗
教
関
体
が
一
の
自
律
権
を
認
め
ら
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
が
、

ぞ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
も
国
家
の
優
位
す
る
体
勢
の
中
、

そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、

そ
の
こ

と
と
関
係
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
今
日
お
話
す
る
と
こ
ろ
の
西
本
願
寺
寺
法
が
制
制
定
さ
れ
、

の
成
立
を
見
る
時
期
、
す
な
わ

ち
明
治
十
二
年
か
ら
十
一

の
時
吋
蟻
は
、
こ
の
よ
う
な
体
輔
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
、
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
御
承
知
の
と
お
り
、

明
治
十
年
代
の
半
ば
に
は
、
い
わ
ゆ
る
回
出
家
神
道
体
制
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
き
ま
す
が
、
ぞ
れ
以
前
、
富
良
教
北
運
動
の
破

綻
か
ら
、
真
宗
各
紙
が
大
教
院
を
離
脱
し
て
か
ら
は
一
応
の
宗
教
師
体
の
自
立
と
自
治
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

そ
の
中
で
、
当
時
の
政
府
と
い
い
ま
す
か
閲
家
は
、
そ
の
組
織
に
つ
い
て
は
や
は
り
護
大
な
諮
問
、
む
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
が

指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
わ
が
閣
に
お
い
て
も
、
闇
家
は
宗
教
団
体
の
組
織
に
決
し
て
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

い
ま
す
。
そ
れ
は
当
時
の
市
内
務
省
の
社
寺
局
の
局
長
で
あ
っ
た
桜
井
能
監
が
、
四
本

こ
の
こ
と
に
関
し
て
史
料
を
示
し
た
い

願
寺
の
法
主
宛
い
た
手
紙
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
部
分
を
紹
介
し
ま
す
と
、

制
定
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
部
分
で
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
軽
井
は
述
べ
て
い
ま
す
。
寺
法
の

-
強
テ
憲
法
ト
名
ケ
候
ニ
モ
及
間
同
敷
敗
。
又
条
ム
石
公
之
御
懸
念
相
成
候
ハ
、
宗
教
内
ニ
診
テ
如
何
ナ
ル
毅
約
出
来
候
共
、
夫
ハ
強
而
鶴
子

レ
ト
モ
、
当
今
上
民
権
党
羨
延
シ
、
立
慾
之
議
ヲ
以
テ
君
権
ヲ
減
殺
セ
ン
ト
ス
ル
者
不
少
、
然
ル

フ
刻
々
者
ヲ
設
定
シ
、
ト
ム
議
院
ト
ヵ
、
…
?
幹
一
昨
ト
カ
ノ
字
面
持
ノ
持
出
し
後
ハ
、
国
政
上
之
影
響
も
如
何
ト
ノ
御
懸
念
ニ
付
云
々
」

渉

今
宗
教
内
ニ
憲
法
ト
云

以
上
の
よ
う
に
桜
井
は
伝
え
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
条
二
右
と
い
う
の
は
、

こ
と
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
手
紙
が
凋

54 家教法務s号(l告書7)



本
願
寺
に
残
っ
て
い
る
の
で

本
自
の
テ

i
マ
に
関
し
て
こ
こ
で
お
話
を
し
た
か
っ
た
の
は
、
今
、
紹
介
し
ま
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
讃
え
ま
す
よ
う
に
、

い
な
が
ら
、
寺
法
に
憲
法
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
す
。

教
内
の
事
柄
に
つ
い
て
は
干
渉
は
し
な
い

憲
法
と
い
う
語
を
強
い
て
使
う
必
襲
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
あ
る
い
は
、
上
議
院
と
か
下
議
院
と
か

い
う
よ
う
な
言
葉
も
|
|
こ
れ
は
当
時
よ
う
や
く
出
て
き
ま
し
た
民
権
運
動
の
調
会
開
開
設
襲
求
と
の
関
係
で
す
。
間
的
選
議
院
閥
開
設
要

求
を
刺
激
し
た
り
、
器
政
上
の
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
|
i
使
う
な
、

べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
宗
教
関
体
に
こ
う
い

う
ふ
う
に

誌
の
自
立
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
重
大
な
閥
、
む
を
揺
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
い
で
に

同
樺
の
史
料
そ
も
う
一
つ
紹
介
し
た
い
と
患
い
ま
す
ο

そ
の
史
料
は
、
寺
法
草
案
に
つ
い
て
審
議
し
た
と
こ
ろ
の
寺
法
嬬
縦
割
会
議
で

え
し
ゅ
う

の
同
等
で
あ
り
ま
す
。
寺
法
の
条
文
の
中
に
会
衆

l
iこ
れ
は
い
わ
ゆ
る
議
員
に
あ
た
り
ま
す

l
iー
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

明治理聖法制定過程における西本験者手寺法(平野)

と
か
、
あ
る
い
は
終
始
と
い
う
よ
う
な
書
葉
の
使
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
要
す
る

-
議
会
・
開

こ
の
会
衆
と
か
ま

ど
う
し
て
今
、
こ
と
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
使
う
の
か
、

と
い
う
繋
問
が
あ
り
、
こ
れ
に

間
の
こ
と

よ
う
に
見
え
る
、

対
し
て
、
寺
法
の
説
明
者
で
あ
り
ま
し
た
赤
松
運
域
と
い
う
人
物
が
然
悶
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

体
ヰ
寸
法
ト
ハ
則
憲
法
、
集
会
ト
ハ
即
議
会
、

ハ
郎
議
員
ノ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
憲
法
、
議
会
、
議
員
ト
云
ブ
ト
キ
ハ
、

民
権
党
ノ
前
案
内
ス
ル
様

ハ
シ
キ
嫌
ア
リ
。

見
ユ
ル
ヤ
ノ
疑
ア
リ
」

べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
赤
松
の
翻
人
的
一
窓
口
で
す
が
、
赤
松
は
こ
の

い
わ
ば
寺
法
草
案
は
政
府
の
指
導

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
使
わ
な
い
の
だ
、

寺
法
の
草
案
を
作
る
時
に
、
先
程
触
れ
ま
し
た
戦
井
能
較
の
指
導
の
下
で
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

の
下
で
作
成
さ
れ
た
の
で
、
は
半
ば
以
上
政
府

の
表
限
切
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、

つ
ぎ
に
部
分
的
に
は
践
に
お
話
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
当
時
の
寺
法
を
巡
る
憲
法
状
況
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で

応
に全~
刀ヨt紛
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あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
今
日
の
テ
ー
マ
に
関
係
す
る
限
り
で
ご
く
簡
単
に
だ
け

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
非
常

に
大
雑
畑
出
な
お
話
で
す
が
、
留
態
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
、
ず
先
租
少
し
触
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
寺
法
が
明
治
十
三

事
実
上
成
立
を
晃
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
い
ま
す
と
、
明
治
懲
法
制
定
史
に
お
き
・
ま
し

て
は
、

お
そ
ら
く
多
く
の
人
が
異
議
な
い
と
回
ゅ
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
照
明
治
十
路
年
の
政
変
と
い
う
の
が
非
常
に
重
要
な
藤
期
点
を

示
し
て
い
ま
す
。
明
治
十
四
年
の
政
変
と
い
い
ま
す
の
は
、
当
時
筆
頭
参
議
で
あ
っ
た
大
障
が
政
府
を
追
い
出
さ
れ
た
縦
横
件
で
す
。

荷
故
こ
れ
が
重
要
な
極
期
点
に
な
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
ま
ず
大
眼
が
追
い
出
火
切
れ
た
現
出
と
関
係
す
る
問
問
題
が
あ
り
ま
す
。
大

隈
追
放
の
契
機
に
な
っ
た
の
は
彼
の
憲
法
意
克
で
あ
り
ま
し
て
、
債
の
策
法
意
見
は
、
不
完
全
な
が
ら
も

i
iそ
こ
に
は
議
か
に
色
々

充
分
で
な
い
点
も
あ
る
の
で
す
が
l
i
i
一
能
い
わ
ゆ
る
謹
院
内
開
制
と
い
う
も
の
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
岩
倉
、
伊
藤
博
文
が
猛
黙
に
反
対
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
大
殿
が
民
権
派
と
、
あ
る
い
は
議
決
と
絡
ん
で
い
る
の
だ
と

い
う
よ
う
な
噂
が
流
れ
て
、
結
局
筆
一
線
参
議
を
鰻
免
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
に
叢
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
の
も
っ
て
い
る
意
味
は
、

当
時
政
府
内
に
あ
っ
た
詑
較
的
立
憲
主
義
的
な
灘
流
が
こ
こ
で
比
絶
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
な
お
か
っ
そ
れ
以
後
、

い
わ
ゆ

る
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ
ど
に
範
を
と
っ
た
鐘
法
の
想
え
が
蔀
蘭
に
出
て
く
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
。
プ
ロ
イ
セ
ン

聾
の
懇
法
制
定
路
線
が
明
議
化
し
、
確
定
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ
セ
ン

憲
法
制
定
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
高
本
顕

ヰ
ザ
寺
法
と
関
わ
り
の
あ
る
よ
う
な
憲
法
構
想
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
る
場
合
、
こ
れ
は
明
治
慾
法
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
段
轄

の
も
の
明
、
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
留
意
し
な
げ
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
刷
出
の
一
一
言
葉
で
一
吉
田
う
な
ら
ば
、
組
か
い
こ
と
は
全
部
省
略
し

ま
す
が
、
こ
の
時
期
大
阪
会
議
等
が
あ
り
ま
し
て
、
政
府
の
方
も
当
時
下
野
し
て
い
た
木
戸
孝
允
や
叡
搭
一
退
掛
掛
か
}
呼
ぴ
庚
タ
た
め
に
、

一
定
の
妥
協
的
な
方
向
そ
鳴
し
、
政
府
の
萎
擦
を
広
げ
よ
う
と

の
憲
法
制
定
路
線
が
、
開
明
治

そ
れ
な
り
に
立
憲
主
義
的
態
度
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
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し
、
元
老
院
や
大
審
院
も
設
け
た
の
で
し
た
。
鴨
治
十
一
一
一
年
と
い
う
の
は
、
正
に
こ
の
一
冗
者
院
で
憲
法
業
家
が
討
議
さ
れ
て
い
た
時

代
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
元
老
院
の
憲
法
草
案
は
三
つ
あ
り
、
願
次
に
一
次
菜
、
二
次
案
、
一
一
一
次
案
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
型
の
も
の
で
は
な
く
て
、
今
日
の
自
か
ら
見
去
す
と
比
較

こ
れ
ら
は
、
先
程
触
れ
た
と
こ
ろ
の
、

的
立
態
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
当
時
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
風
潮
が
政
府
内
に
も
あ
っ
た
、

と
い
う
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と

い
ま
す
。

い
わ
ば
政
府
内
に
執
が
い
て
も
公
議
輿
識
の
尊
重
だ
と
か
、
あ
る
い
は
天
下
の
天
下
論
と
い
い
ま
す
か
、
天
下
は
一
人
の

天
下
で
な
く
て
、
天
下
の
天
下
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
な
風
潮
だ
と
か
、
あ
る
い
は
万
機
公
論
に
鈍
る
可
し
と
い
う
よ
う
な
、
比
較

的
に
立
競
主
義
的
な
風
潮
が
ま
だ
、
演
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
時
期
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

も
う
少
し
史
料
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

「
朝
廷
ニ
が
テ
ス
ラ
、
広
ク
会
議
ヲ
起
シ
、
万
機
公
論
ニ
決
ス
ヘ
シ
ノ
御
主
意
ナ
ル
ニ
、
何
ソ
特
リ
本
山
ノ
ミ
専
制
成
シ
タ
マ
フ
ャ
、
若
シ

明治調整法制定主義務における阪本綴苦手寺法{平野}

強
テ
独
裁
ヲ
以
テ
圧
制
球
シ
タ
マ
ブ
ニ
珍
テ
ハ
、
遂
ニ
本
来
離
心
シ
テ
、
必
ス
大
擾
乱
ヲ
議
ス
ニ
一
手
ブ
ン
L

と
の
発
震
を
伝
え
る
文
獲
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
内
密
上
申
書
の

部
で
あ
り
ま
し
て
、
下
部
の
一
部
で
は
こ
の
よ
う
な
議
論
が
な

さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
法
主
に
内
密
に
上
取
を
し
て
い
る
文
章
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
西
本
願
寺
寺
法
編
製
会
議

で
の
議
論
の
中
に
も
立
競
主
義
的
主
張
が
度
々
で
で
き
ま
す
。
「
天
下
ノ
天
下
論
L

も
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
「
天
下
ハ
天
下
ノ
天
下

ト
去
ブ
言
、
正
ニ
輿
論
ノ
公
議
ト
ナ
レ
リ
」
と
述
べ
、
「
天
下
ノ
天
下
諭
L

に
対
し
て
は
、
「
我
教
法
家
ト
難
ト
モ
、
社
会
ノ
風
潮
ニ

従
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
L

と
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
併
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
の
憲
法
論
が
、
寺
法
縄
製
会
議
の
議
論
に
皮
験

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
同
時
に
そ
の
よ
う
な
議
論
が
、
む
し
ろ
政
府
内
に
か
な
り
一
般
的
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
確
認
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
患
い
ま
す
。

明
治
憲
法
制
制
定
史
に
つ
い
て
語
る
な
ら
、
民
権
運
動
に
つ
い
て
も
溜
然
言
設
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
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よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
板
場
退
助
な
ど
の
民
選
議
院
設
立
建
・
臼
醤
が
、
す
で
に
明
治
八

年
に
は
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
理
論
的
な
水
準
か
ら
い
っ
て
、
今
日
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
で
て

ろ
で
、
開
民
権
連
動
に
つ
い
て
は
、

く
る
の
は
後
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
植
木
枝
盛
の
案
だ
と
か
、
あ
る
い
は
立
志
社
の
案
だ
と
か
が
出
て
来
る
の
は
明
治
十
四
年

以
後
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
民
権
運
動
を
捉
え
る
場
合
も
、
今
日
一
般
に
評
倍
さ
れ
て
い
る
高
い
水
準
の
と
こ
ろ
に
合

わ
そ
る
形
で
、
務
本
願
鱗
寺
寺
法
と
の
関
係
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
毘
権
運
動
の
当
時
の
状

説
と
、
そ
こ
で
の
議
論
が
い
か
に
寺
法
編
襲
会
議
、
あ
る
い
は
寺
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
一
反
映
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
ふ
う
に
見
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
民
権
運
動
は
多
樟
な
展
開
を
み
せ
ま
す
し
、
樟
々
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
そ
れ
そ
検
討
す
る
こ
と
の
盤
要
性
は

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
寺
法
制
定
と
の
関
係
で
は
そ
の
意
義
を
積
穣
的
に
評
楢
ず
る
こ
と
は
困
難
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、

応
理
解
す
る
必
要
が
ど
う
し
て
も

そ
も
そ
も
寺
法
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
契
機
に
制
制
定
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を

あ
る
で
し
ょ
う
。
明
治
維
新
以
後
、
実
は
富
本
顛
寺
教
団
の
宗
政
(
山
内
凶
S
E
E
S位
。
乏
を
牛
耳
っ
て
い
た
の
は
防
長
グ
ル
ー
プ
、

す
る
に
訪
艇
場
回
日
常
州
の
末
寺
僧
告
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
ま
す
。
先
程
か
ら
名
前
の
出
て
お
り
ま
す
赤
松
連
城
も
そ
う
で
す
し
、
島
地

験
問
雷
が
そ
の
踊
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
も
ち
ろ
ん
明
治
維
新
の
推
進
者
で
あ
っ
た
宮
沢
州
藩
の
後
楯
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
西
本
願

寺
の
祭
政
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
一
応
の
近
代
化
が
成
さ
れ
ま
す
。
例
え
、
は
重
層
的
な
本
来
襲
係
を
解
体
し
ま
し

て
、
本
額
寺
と
薩
来
寺
、
い
わ
ば
一
君
万
民
的
な
関
係
だ
と
中
出
回
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
お
戯
設
も
近

掘
調
の
近
代
化
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
重
要
な
こ
と
は
、
教
関
の
宗
政
に
関

代
化
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
碍
賠
に
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し

の
地
位
が
鉱
下
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宗
規
鱗
鎖
が
こ
の
時
期
間
1
l
i
正
確
に
い
え
ば
明
治
の
九
年
で
す
け
れ
ど
i
l
i
に

縦
恕
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
実
は
真
宗
田
派
の
合
間
関
の
宗
規
綱
領
だ
っ
た
も
の
で
、
本
願
寺
派

i
西
本
燦
寺
教
鴎
だ
け
の
も
の

で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
法
、
五
の
権
罷
は
、
僧
侶
の
得
度
に
関
わ
る
こ
と
と
そ
の
地
若
干
の
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
見
逃
が
せ
な
い
の
は
、
派
内
一
般
の
規
制
刑
制
窓
権
あ
る
い
は
宗
義
安
心
の

の
決
定
権
は
、
す
べ
て
本
山
の
権
限
に
な
っ

ぞ
れ
の
決
定
権
は
本

山
が
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
山
に
決
定
擦
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
関
長
グ
ル
ー
プ
が
家
政
を
撮

て
い
た
こ
と
で
す
。
宗
義
安
心
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
異
端
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、

っ
て
い
る
限
り
、

の
患
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
法
、
主
で
あ
る
明
如
が
、

い
わ
ば

権
力
の
冨
復
を
計
る
全
て
を
行
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

の
こ
と
は
す
べ
て
触
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
発
端
に
な
っ
た
の
は
島
地

明治賀憲法制定過程における西本願寺寺法{平野〉

黙
曹
の
異
安
心
、
要
す
る
に
奥
端
か
ど
う
か
と
い
う
疑
い
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
そ
開
閣
に
し
た
の
で
す
が
、
し
か
し
先
程
設
い
ま
し

た
よ
う
に
、
こ
の
判
定
は
本
出
が
成
し
得
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
の
本
山
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
防
長
グ
ル

i
プ
が
自
分
の
仲
間
で
あ

る
島
地
黙
雷
が
興
安
、
む
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
番
え
を
出
す
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
結
締
異
安
心
で
な
い
と
い
う
結
論
が
出
る
わ

ぞ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
主
は
島
地
黙
欄
闘
の
設
職
を
外
し
ま
し
て

;
i島
地
は
当
時
東
京
に
溜
っ
た
の
で
す

が
|
|
東
京
で
の
布
教
令
禁
止
す
る
措
覆
に
出
ま
す
。
こ
の
結
果
、
西
本
願
寺
の
内
部
で
は
三
つ
の
派
が
対
立
を
し
て
激
し
〈
抗
争

け
で
す
。
し
か
し
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
も
な
く
、

一
つ
は
防
長
派

iilす
な
わ
ち
、
今
の
山
口
県
に
あ
た
り
ま
す
が

i
i

を
す
る
、

の
僧
侶
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
法
主
と
そ
の
片
腕
に
な
り
法
主
の
た
め
に
実
際
上
の
宗
政
を
担
当
し
ま
す

北
畠
道
龍
と
い
う
人
物
そ
中
心
に
す
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。

北
畠
遊
龍
は
、
津
本
揚
氏
の
「
幕
末
自
龍
伝
」
と
い
う
小
説
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
ユ
ニ

i
ク
な
面
白
い
人
物
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
紀
州
の
出
身
、
法
舗
寺
と
い
う
お
寺
の
酷
で
あ
り
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
謂
を
良
く
解
し
、
法
律
学
そ
の
他
を
修
め
、
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法
学
舎
を
設
け
ド
イ
ツ
学
を
教
え
て
い
ま
す
。
紀
州
藩
に
居
っ
た
持
に
兵
制
の
改
革
を
し
ま
し
て
、
大
薮

ド
イ
ツ
の
商
人
で

あ
っ
た
カ
ツ
ペ
ン
と
い
う
人
物
を
呼
ん
で
来
て
、
ド
イ
ツ
式
の
兵
式
を
取
り
入
れ
て
近
代
的
な
軍
を
作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
義
州
の
奇
兵
隊
と
同
じ
よ
う
に
、
農
畏
・
漁
民
を
共
に
取
り
立
て
て
組
織
・
絹
成
し
て
、
幕
末
に
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
長
剣
戦
争

に
は
、
そ
う
い
う
法
揺
寺
隊
を
率
い
て
自
ら
遠
征
に
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
幕
府
軍
が
非
常
に
掛
か
っ
た
こ
と
は
御
承
知
か
と
患
い

ま
す
が
、
そ
の
中
で
抑
制
え
ば
高
杉
督
作
の
奇
兵
縁
に
互
角
に
戦
え
た
の
は
、
こ
の
法
一
福
寺
隊
、
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
北
島
道
龍
は
、
以
上
の
よ
う
な
幕
末
で
の
藩
政
の
改
革
を
も
行
っ
た
人
物
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
知
つ
ま
り
法

主
に
よ
り
ま
し
て
領
事
踏
の
急
信

S
Z
Z門
守
口
の
長
に
任
命
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
東
移
事
件
す
な
わ
ち
西
本
願
寺
教
聞
の
事
務
所

を
東
京
に
移
す
と
い
う
こ
と
を
行
う
わ
け
で
す
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
の
か
が
開
題
に
な
る
マ
し
よ
う
。
こ
れ
も
ご
く

簡
単
に
お
話
し
ま
す
と
、
京
都
で
は
、
当
時
の
知
事
は
棋
村
と
い
う
人
物
な
ん
で
す
が
、
間
決
州
の
出
で
あ
り
ま
し
て
、
防
長
グ
ル
ー

プ
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
て
、
北
畠
道
瀧
が
茜
南
戦
争
に
内
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
ま
し
て
、
法
主
明
如
に
対
し
北

島
の
任
命
の
取
り
消
し
を
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
わ
け
で
す
。
京
都
に
い
ま
す
と
、
長
持
グ
ル
ー
プ
か
ら
あ
る
い
は
長
州
グ
ル
ー

プ
の
後
楯
に
な
っ
て
い
る
知
事
の
権
力
か
ら
さ
由
に
な
ら
な
い
の
で
、

い
う
公
家
出
良
好
の
政
詩
の
要
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
ず
。

と
こ
ろ
が
、

へ
事
務
所
を
移
す
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
で
頼
り
に

そ
の
よ
う
な
法

す
る
の
は
、

一

の
戦
い
方
を
支
持
し
ま
せ
ん
。
こ
と
そ
荒
立
て
な
い
で
、
本
山
へ
帰
山
す
る
よ
う
に
勧
め
る
わ
け
で

条
は
、

そ
し
て
具
体
的
に
は
、

滋
繋
擦
の
知
事
で
あ
っ
た
鰭
手
国
安
定
と
い
う
人
物
が
か
な
り
活
躍
し
ま
す
。
紛
争
は
速
や
か
に
収
拾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
権
運
動
等
で
社
会
が
動
揺
し
て
い
る
挟
汎
も
こ
れ
に
関
保
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
収
拾
そ
は
か
る
た
め
の
寵
予
自
の
意
見
な
ん

で
す
が
、
錨
閥
単

い
ま
す
と
、
線
路
は
、
前
党
、
要
す
る
に
分
か
れ
て
い
る

つ
の
派
舗
の
頭
を
辺
り
棄
て
、
一
向
派
に
牒
摘
さ
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
路
鰻
に
従
っ
て
岩
倉
や

条
も
強
力
に

中
立
派
を
盗
用
し
て
新
し
く
体
制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
べ
き
だ
、
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介
入
を
し
ま
し
て
、
結
局
法
主
は
東
京
で
の
反
撃
を
諦
め
、
本
山
に
帰
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
法
主
艇

の
全
面
的
な
数
北
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
北
自
僚
と
同
時
に
妨
長
派
の
頭
の
鳥
地
も
引
選
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
に
至
る
具
体
的
経
過
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
省
略
を
い
た
し
ま
す
。

結
局
そ
う
い
う
中
で
、
仰
が
出
て
く
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
中
立
派
を
中
心
に
新
し
い
縦
識
を
律
り
上
げ
る
の
で
す
が
、

つ
の
重
饗
な
、
基
礎
と
な
る
よ
う
な
制
度
的
な
柱
と
し
て
公
選
議
会
と
い
う
も
の
が
よ
う
や
く
続
突
の
路
線
に
上
が
っ
て
く

そ
の

る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
今
日
の
報
告
に
は
撮
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。
旧
派
と
言
い
ま
す
か
、
本
山
の
宗
裁
を
握
っ
て
い
た
者
は

北
高
も
切
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
一
部
は
、
実
は
赤
松
連
城
も
そ
う
で
す
が
、
防
長
派
の
一
部
も
ま
た
救
い
上

い
ま
し
た
よ
う
に
公
選
に
よ
る
議
員
が
参
加
す
る
議
会
、
こ
れ
が
譲
乱
の
収
拾
の
た
め
必
袈

排
除
さ
れ
る
。

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

明治費整法制定逃警護におけるま若本願寺等法(平野)

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
出
て
き
て
、
そ
し
て
法
学
中
も
こ
の
路
線
に
乗
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

う
こ
と
に
よ
っ
て
前
長
派
を
弱
体
化
す
る
、
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
臨
時
地
の
方
は
、

そ
の
後
ま
た
復
帰
し
ま
す
が
、
宗
政
か
ら
は
は
ず
れ
ま
す
。
赤
松
は
別
の
運
命
を
辿
り
ま
す
。
伊
藤
の
計
い
で

の
欝
か
ら
言
い
ま
す
と
、
そ
う
い

品
度
自
分
の
寺
、
自

坊
に
戻
り
ま
し
て
、

本
山
に
残
り
、

さ
ら
に
盤
要
な
こ
と
に
、
こ
の
寺
法
の
草
案
作
り
に
参
加
を
す
る
、

と
い
う
形
に
な
る
わ
げ
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
い
よ
い
よ
寺
法
が
作
ら
れ
て
い
浅
ま
す
。
西
本
脳
願
寺
寺
誌
の
車
業
は
、

の
説
明
者
に
は
も
っ
ぱ
ら
赤
松
が
あ
た
る
、
と
い
う

さ
て
、

っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
赤

主夫教法第 6-1警(1雪87)

い
わ
ば
共
同
開
作
業
で
行
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
と
に
な
り
ま
す
。
寺
法
制
定
は
後
で
も
ま
た
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
く
ま
で
も
欽
定
主
義
、
さ
ら
に
正
確

と
、
政
府
の
指
導
で
行
わ
れ
る
の
が
一
つ
の
大
き
な
特
色
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
編
製
会
鵠
の
す
べ
て
の
委
員
は
法
主
の
勅
住

で
あ
り
、
法
、
玉
が
自
ら
任
命
を
し
ま
す
。
草
案
自
体
も
「
私
カ
ニ
議
ス
可
カ
ラ
ス
」
と
い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
ま
す
。
草
案
は
、
先

い
ま
し
た
よ
う
に
、
欽
定
主
義
で
あ
る
か
ら
当
然
で
す
が
、
法
主
の
翻
か
ら
提
示
を
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
編
製
会
議
で
議
論

松
と
桜
井
の
、

い
ま
す
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を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

に
つ
い
て
は
、

い
わ
ば
競
走
の
路
線
に
従
っ
て
動
い
た
だ
け
で

か
な
り
混
乱
も
あ
り
、
必
ず
し
も
政
府

あ
る
、

と
い
う
評
髄
が
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、

そ
の
議
論
そ
見
て
ま
す
と
、

あ
る
い
は
法
主
の
鎖
の
思
っ
た
と
お
り
に
そ
う
簡
単
に
は
こ
と
が
運
ば
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

つ
ひ
と
つ
を
紹
介
す

番
最
初
に
出

る
余
擦
は
こ
こ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
重
要
と
患
わ
れ
る
も
の
を
一

7

て
き
て
赤
松
を
悩
ま
し
た
の
は
、
寺
法
の
縦
定
不
要
論
で
あ
り
ま
す
。
寺
法
な
ど
は
必
要
が
な
い
と
い

い
ま
す
と
、
要
す
る
に
本
駿
寺
派
は
宗
教
関
体
で
あ
っ
て
、
当
時
そ
う
い
う
言
葉
は

ご
く
鍛
閥
単
に
轡
紹
介
し
て
お
き
ま
す
と
、

あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
か

復
局
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
教
聞
で
あ
る
以
上
教
学
を
議
機
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
か
ら
で
す
。
そ
ち
ら

の
ガ
の
議
論
を
接
き
に
し
た
ま
ま
で
、
教
団
の
組
織
の
開
題
を
議
論
す
る
よ
う
な
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら

の
批
判
刊
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
赤
訟
は
反
論
を
し
ま
す
。
舘
簡
単
に
ぎ
い
家
す
と
、
赤
訟
の
考
え
方
は
、
教
屈
の
繁
栄
の
た

め
に
は
教
団
の
組
織
を
立
派
に
整
え
な
く
て
は
い
げ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
団
蛸
組
織
の
一
種
の
道
異
論
と
い
う
表
現
も
或
り
立

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
反
論
そ
し
て
い
ま
す
。
ぞ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
一
部
で
す
け
れ
ど
、
か
な
り
急
進
的

っ
か
も
し

せ
ん
が
、

る
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
髄
ず
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
寺
法
は
公
選
の
議
会
を
取
り
入
れ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
寺
法
草
案
に
つ
い
て
の
審
議
、
製
す
る
に
恒
腕
襲
会
議
の
審
議
で
す
が
、
こ
れ
も
公
選
議
会
、
す
な
わ
ち
公
選

の
会
議
1

i
冨
政
レ
ベ
ル
で
の
憲
法
制
定
会
議
に
相
当
す
る
も
の
i
ー
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
こ
の
よ
う
な
寺
法
網
製
会
議
に
つ
い
て
は
反
対
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
も
一
部
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
赤
松
は
、
結
口
湖
は
中
一
寸
法
を
作
る
か
作
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
法
主
の
命
令
で
あ
っ
て
、
今
さ
ら
そ
う
い
う
議
論
は
で
議
な

い
の
だ
と
い
い
ま
す
。

簡
単
に

い
ま
す
と
、

と
言
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
公
選
に
よ
る
構
会
鎖
度
を
作
る
と
い
う
意

味
で
は
、
公
議
輿
論
に
よ
っ
て
組
畿
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
一
元
に
な

に
つ
い
て
は
、
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」
れ
は
公
論
に
は
よ
ら
な
い
の

寺
法
制
制
定
は
い
わ
ゆ
る
欽
定
主
義
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
々
合
議
を
一
身

そ

し

に
代
表
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
い
ら
な
い
、

で
あ
り
ま
す
。

と
し》

編
製
会
議
で
激
し
い
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
問
題
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。

，
「
一
派
共
有
ノ
本
山
ニ
シ

条
で
す
が
、

そ
こ
で
は
京
都
本
麟
寺
は

々
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
共
有
と
い

つ
い
て
、

か
な
り
紛
糾
を
し
て
お
り
ま
す
。
簡
単
に

と
い
う
意
見
が
、

い
ま
す
と
、
こ
の
共
有
と
い
う
言
葉
は
共
組
主
義
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
由
民
く
な
い
、

で
出
て
来
る
わ
け
で

す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

そ
う
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
赤
松
は
説
い
て
い
ま
す
。
面
白
い
の
は
、

そ
の
議
論
の
中
で
、
赤
松
の
側

か
ら
も
1
i
i要
す
る
に
法
案
の
提
出
者
の
倒
か
ら
も
i
i
i、
そ
し
て
批
判
す
る
編
製
会
議
の
委
践
の
中
か
ら
も
君
民
同
治
i
i
i当
時

の

般
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
で
す
が
1
ー
の
政
体
こ
そ
喜
本
塑
等
教
団
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
一
致
し
た
形
で
出

共
和
主
義
は
も
お
ろ
ん
排
す
る
の
で
す
が
、
し
か
し
倒
的
え
ば
、
専
制
主
義
、
ロ
シ
ア
の
よ
う
な
専
棋
主
義
は
、

ず
よ
う
な
言
い
方
が
何
度
か
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
今
日
の
最
拐
の
部
分
で
お
話
し
ま
し

の
反
映
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
な
議
論
の
中
で
も
そ
の
端
々
に
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

て
い
る
こ
と
で

明治憲法鋭定通後における西本願寺苦手法(平野)

話
に
な
ら
な
い
、

と
し〉

た
が
、
当
時

こ
の
草
案
の
中
に
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
末
寺
の
宗
政
参
加
権
を
或
立
し

集
会
細
川
則

1
!環
在
の
国
政
レ
ベ
ル
の
一
一
言
葉
で
設
い
ま
す
と
、
菌
会
法
み
た
い
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
i
i
iが
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
集
会
規
則
に
つ
い
て
も
寺
法
と
平
行
し
て
見
て
お
き
た
い

は
明
示
さ
そ
て
お
り
ま
す
。
寺
、
法
と
問
時
に

い
ま
す
。
先
程
寄
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

の
縮
問
の
権
力
の

回
復
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
強
議
す
る
考
え
方
か
ら
は
、
こ
の
一
寺
法
あ
る
い
は
集
会
規
則
と
い
う
も
の
は
詰
主
の
絶
対
主
難
的
な

権
力
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
法
度
の
允
可
権
、
こ
れ
は
寺
法
草
案
の
第
六
条
で
す
が
、

そ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

い
わ
ば
こ
れ
は
、
裁
可
権
で
あ
り
ま
し
て
、
法
主
が
イ
エ
ス
と
言
わ
な
い
眼
り
、
法
変

1
法
律
は
離

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
男
持
に
、
集
会
が
存
在
、

定
さ
れ
な
い
、

て
法
度
に
つ
い
て
は
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題
関
与
す
る
形
が
開
明
確
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
は
、
例
え
ば
第
十
七
条
、
そ
れ
か
ら
集
会
規
制
別
で
は
第
一
条
に
焼
獲
に

集
会
の
い
わ
診
る
立
法
権
と
言
い
ま
す
か
、
法
樟
制
定
権
と
い
う
も
の
が
宣
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぞ
れ
か
ら
、
宗
義
安
心
決
定
権
と

い
ま
す
か
、
異
端
の
創
刊
断
に
つ
い
て
は
、
の
第
五
条
で
法
主
が
握
る
こ
と
が
明
様
化
さ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、
法
主

の
権
畿
は
、
宗
規
棚
綱
領
に
比
べ
ま
す
と
、
強
力
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
財
政
権
に
つ
い
て
も
集
会
が
関
与
す
る

い
わ
ゆ
る
法
律
お
よ
び
財
政
に
関

こ
と
が
、

的
第
二
十
二
条
と
か
、
あ
る
い
は
集
会
規
制
約
の
第
一
条
に
あ
り
ま
す
の
で
、

ず
る
立
憲
主
義
的
な
謀
本
績
と
い
う
も
の
は
、

す
な
わ
ち
裁
可
の
権
問
慨
は
大
浅
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
寺
法
草
案
第
二
十
条
を
晃
て
み
ま
す
と
、
集
会
が

再
議
し
、
さ
ら
に
解
散
し
て
も
間
一
の
結
論
を
維
持
す
れ
ば
、
允
専
の
拒
否
が
最
終
的
に
は
覆
え
る
輯
度
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
ず
ょ
う

さ
ら
に
、
集
会
は
執
行
|
i
国
致
レ
ベ
ル
で
い
う
と
内
閣
に
相
当
し
ま
す
|
ー
に
対
し
て
一
応
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
(
規
督
権
)
を
持

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
第
十
三
条
で
あ
り
ま
す
が
、
第
十
ニ
条
で
は
、
執
持
は
法
主
が
こ
れ
そ
託
命
す
る
、
た
だ
し
そ
の
任
免
に
先

立
っ
て
集
会
の
公
認
を
経
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
議
員
内
鑓
鎖
み
た
い
な
感
じ
も
い
た
し
ま
す
。
結
論

応
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
ま
た
、
確
か
に
法
主
の
允
可
権
、

だ
げ
お
話
し
て
お
き
ま
す
と
、
明
治
憲
法
と
比
較
す
る
の
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
で
す
が
、

ち
議
会
か
ら
独
立
し
た
内
閣
制
震
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

い
わ
ゆ
る
鰯
然
型
内
語
、
す
な
わ

フ
ラ
ン
ス
の
七
月
来
剰
の
時
期
に
見
ら
れ
た
内
閣
制
菱
、

い
わ
ゆ
る
キ
ャ
ビ
ネ
・
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
と
い
わ
れ
て
い
る
ニ
完
型
内
閣
に
近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
法
主
に
も
、
そ
し

て
議
会
に
も
糞
任
そ
負
う
よ
う
な
暖
昧
な
形
の
も
の
と
し
て
理
解
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
設
身
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

完
全
な
議
院
内
閣
制
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
な
り
に
立
憲
的
な
観
市
内
も
有
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
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四

関
一
朗
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
西
本
踊
願
寺
教
聞
の
中
で
の
一
般
的
な
考
え
方
で
は
、
寺
法
あ
る
い
は
集
会
と
い
う
も
の
が
も
っ
先
進

性
や
そ
れ
ら
が
明
治
憲
法
に
先
行
し
て
成
立
し
た
点
を
高
く
評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
当
時
の
法
主
の
縄
問
判
性

を
高
く
時
計
価
す
る
、

と
い
う
考
え
方
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ぞ
う
簡
単
に
は
言
え
な
い
よ
う
で
す
。

わ
ば
そ
れ
は
、

の
混
乱
し
た
状
況
そ
嚇
溶
け
る
た
め
の
諸
カ
の
合
力
の
結
果
と
し
て
、
そ
し
て
な
お
か
つ
、
政
府
の
大
き
な
意
向

の
下
で
成
立
を
し
た
制
制
度
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
先
進
性
を
強
調
す
る
晃
方
は
一
語
的
だ

い
ま
す
。

そ
し
て
な
お
か
っ
、

明治官糧法制定遜穫における西本願努ミ手法{平野)

開
明
治
憲
法
に
先
行
し
て
い
る
と
か
い
う
形
マ
、
明
治
憲
法
と
比
較
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
う

ま
し
た
が
、
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
明
治
十
年
代
の
議
半
、
十
四
年
ま
で
の
類
流
と
比
べ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。
護
法
制
定
を
め
ぐ
る
潮
流
は
十
四
年
を
境
に
し
て
質
的
に
違
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
は
別
に
、
法
主
の
絶
対
主
義
的
な
権
力
が
こ
の
お
リ
法
あ
る
い
は
集
会
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
だ
、
と
い

に
先
程
お
話
を
し

え
方
も
過
に
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
一
一
衛
的
で
は
な
い
か
と
患
い
ま
す
。
法
主
の
得
る
も
の
も
確
か
に
あ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
打
撃
を
受
け
た
よ
う
に
晃
え
る
院
長
グ
ル
ー
プ
も
基
本
的
に
は
健
在
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
し
て
公
選

い
う
も
告
が
成

立
を
し
、

そ
の
後
も
若
干
の
混
乱
そ
や
は
り
続
げ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
こ
の
段
階
で
は
、
寺
法
の
性
格
は
決
し
て
一

義
的
な
も
の
で
は
な
く
て
峻
瞭
な
も
の
で
あ
る
、

て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
腰
繰
な
性
格
を
も
っ

い
ま
す
。
本
報
告
の
テ

i
マ
に
郎
し

当
時
の
憲
法
構
畑
稿
、
潮
流
、
こ
れ
も
ま
た
非
常
に
多
様
で
、
先
韓

そ
う
い
う
も
の
と
の
関
係
を
問
問
題
に
し
な

と
い
う
ふ
う

こ
と
が
で
き
る
か

雪
い
ま
し
た
よ
う
に
、
十
問
問
年
以
後
の
よ
う
な
明
確
な
形
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、

し=
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っ
と
も
竣
昧
で
あ
る
と
な
る
ど
、
そ
こ
で
の
問
題
は
非
常
に
随
難
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
定
限
で
は
両
者
の
関
係
を
開
題
に
す
る
こ
と
は
、
可
能
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
先
恕
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
捌
加
え

ば
轍
法
の
文
字
を
使
う
な
と
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
も
史
料
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
一
一
院
制
の
擦
問
を
寺
法
、
集
会
規
制
で
は
認

め
な
い
と
か
の
千
捗
が
あ
り
‘
滞
仇
し
た
。
一
一
説
舗
を
と
る
こ
と
自
体
が
憲
法
灘
論
に
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
恐
れ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
会
は
一
一
種
類
の
議
員
、
要
す
る
に
特
選
の
議
員
と
公
選
の
議
員
i
i
i前
述
の
よ
う

に
議
員
は
寺
法
の
用
語
で
は
会
衆
と
い
っ
た
の
で
す
が
ー
ー
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
実
費
約
な
二
院
観
で
す
が
、
形
の
上

く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
が
、

し
か
し
、

で
は

混
戦
と
い
う
形
を
と
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
欽
定
主
義
と
い
う
も
の
は
一
貫
し
て
明
確
で
あ
り
、
既
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で

も
明
ら
か
か
と
思
い
ま
す
。
ぞ
れ
は
政
府
の
確
聞
た
る
方
針
で
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
寺
法
が
弱
治
糧
法
に
先
行
す

る
と
い
う
意
味
合
い
で
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
し
、
ま
た
明
治
憲
法
そ
の
も
の
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う
よ
う
な
捉

の
内
容
、
あ
る
い
は
寺
法
制
定
を
め
ぐ
る
議
論
の
内
容
に
立
ち
入
る

え
方
も
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、

し
か

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
憲
法
構
想

l
i政
府
の
畿
で
も
、
あ
る
い
は
民
権
謀
動
の
側
で
も
問
題
に
な
り
ま
す
が
ー
ー
ー
が
ど
の
よ
う

な
水
準
に
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
草
が
り
を
も
っ
て
い
た
お
か
、

と
い
う
こ
と
は
充
分
検
証
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
患
い
ま
す
。
判
別
の
言

葉
で
い
う
な
ら
ば
、
設
府
の
繍
か
ら
見
て
、
当
時
の
民
権
運
動
を
腕
み
な
が
ら
伺
を
ど
の
狸
度
ま
で
容
認
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
が
、
寺
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
明
治
憲
法
制
定
史
の
、

も
ち
ろ
ん
金
語
的
な
見
直
し
云
々
と
い
う
こ
と
か
ら
は
税
遠
い
の
で
す
が
、
そ
の
一
部
の
資
料
と
し
て
、
寺
法
摂
究
は
大
き
な
意
味

を
も
つ
だ
ろ
う
と
惑
い
ま
す
。

お
揺
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
多
い
の
で
す
が
、
中
途
半
端
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
こ
と

い
ま
す
0

4

寸
法
と
明
治
十
年
代
初
め
の
立
憲
主
義
に
は
一
積
の
平
行
関
係
が
見
ら
れ
る
こ

だ
け
は
指
摘
し
て
ま
と
め
に
し
た
い
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と
、
し
か
し
、
政
務
の
鰐
で
寺
法
が
当
時
の
憲
法
問
題
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
恐
れ
干
渉
し
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
、

わ
が
闘
の
政
教
関
係
の
あ
り
方
か
ら
し
て
も
、
国
政
か
ら
教
団
へ
の
、
憲
法
〈
構
想
〉
か
ら
寺
法
へ
の
影
響
の
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
影
響
の
存
在
は
教
鵠
レ
ベ
ル
で
も
組
織
の
近
代
化
や
立
憲
化
へ
の
要
罰
と
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ

の
影
響
に
よ
っ
て
、
寺
法
は
制
定
方
式
を
別
に
す
れ
ば
、
一
応
立
憲
的
な
体
裁
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
こ
ど
、
し
か
し
、
寺
誌
の
制
制

定
に
は
種
々
の
力
が
作
用
し
て
お
り
、
そ
の
性
格
は

義
的
で
な
く
、

そ
れ
故
異
な
っ
た
評
価
そ
受
け
、
ま
た
異
な
っ
た
方
向
へ

関
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
等
で
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
明
治
憲
法
制
定
史
の
中
の
寺
法
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と

要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
詳
し
く
は
、
龍
谷
法
学
に
連
載
し
て
お
り
ま
す
拙
穣

J
四
本
願
寺
寺
法
制
定
に
お
げ
る

2
ぷ
憲
主
義
と
を

参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

明治憲法街j定過程?とおける筏本康守寺法{平野)

祭事支法第8号(1987)67 




