
新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
は
か
つ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
き
わ
め
て
一
般
的
な
傾
向
、
つ
ま
り
あ
る
人
の
一
生
を
範
例
と
し
、

あ
る
歴
史
上
の
人
物
を
原
型
と
し
て
し
ま
う
傾
向
を
認
め
る
」
と
論
じ
た
が
、
そ
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

て
い
る
宗
教
の
多
く
は
、
聖
な
る
人
間
に
つ
い
て
の
伝
記
、
す
な
わ
ち
聖
伝
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
聖
伝
は
、
信
仰
的
な
生
き
方
の

モ
デ
ル
を
具
体
的
に
示
す
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
伝
統
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
人
間
を

通
し
て
顕
わ
に
な
る
聖
な
る
存
在
に
つ
い
て
物
語
る
と
い
う
点
で
は
神
話
的

(
m
y
t
h
o
l
o
g
i
c
a
l
)

で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
人
間
が
あ

る
歴
史
的
時
点
に
お
い
て
実
在
し
、
そ
の
働
き
は
歴
史
を
通
じ
て
あ
ら
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
点
で
は
歴
史
叙
述
的

(
h
i
s
t
o
r
i
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
)

で
も
あ
る
。

本
論
文
は
、
論
者
が
研
究
代
表
者
と
し
て
平
成
一
八
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
科
研
研
究
「
新
宗
教
教
祖
伝
の
成
立
と
構
造
に
関
す
る

比
較
研
究
」
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
は
、
日
本
を
中
心
に
新
宗
教
諸
教
団
に
お
け
る
教
祖
伝
を
蒐
集
し
、

そ
れ
ら
の
比
較
を
通
し
て
、
教
祖
伝
の
成
立
の
契
機
を
個
別
的
通
時
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
聖
な
る
伝
記
と
し
て
の
教
祖
伝
が

は
じ
め
に

新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て

宮

本

一
定
の
伝
統
を
形
成
し

要

太

郎



よ
る
論
文
集

T
h
e
B
さ
g
r
a
p
h
i
c
a
l
P
r
o
c
e
s
s
が
、
そ
し
て
一
九
八
二
年
に
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
の
編
集
に
よ
る
論
文
集

C
h
a
r
i
s
m
a
 a
n
d
 S
a
c
r
e
d
 Biogri念
与
が
、
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
聖
伝
研
究
は
一
定

し
か
し
、
聖
伝
の
研
究
が
学
問
的
関
心
を
呼
ぶ
の
は
、

す
る
過
程
に
光
を
当
て
た
。

ョ
ア
ヒ
ム
・
ワ
ッ
ハ
は
、

S
o
c
i
o
l
o
g
y
o
f
 

も
つ
宗
教
的
構
造
の
解
明
を
、
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
科
研
研
究
の
今
後
の
方
向
性
を
示
す
た
め
に
、
研
究
の
意

義
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
る
と
と
も
に
、
新
宗
教
に
お
け
る
教
祖
伝
の
多
様
性
に
つ
い
て
事
例
報
告
を
試
み
た
い
。

聖
人
伝
、
聖
者
伝
、
祖
師
伝
、
教
祖
伝
な
ど
、
聖
な
る
伝
記
は
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
包

含
す
る
概
念
と
し
て
の
聖
伝
に
対
す
る
比
較
宗
教
学
的
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
実
際
、
聖
伝
の
比
較
研
究
が
学
問
的
に
意

義
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

F
oミ
m
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
d
e
s
 E
v
a
n
g
e
l
i
u
m
s
 
(
一
九
一
九
）
に
お
い
て
、
「
伝
記
的
類
推
の
法
則
」

(the
l
a
w
 of b
i
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
 a
n
a
l
o
g
y
)
を

提
唱
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法
則
を
用
い
て
彼
は
、
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
伝
説
と
イ
エ
ス
に
関
す
る
そ
れ
と
の
間
に
一
定
の
共
通

デ
イ
ベ
リ
ウ
ス
が
提
示
し
た
こ
の
法
則
は
、
特
定
の
宗
教
共
同
体
に
お
い
て
、
そ
の
教
祖
に
つ
い
て
の
伝
記
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い

う
活
動
に
必
然
的
に
付
随
す
る
信
仰
上
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
に
寄
与
し
た
が
、
他
方
、

R
邑
唇
n

（
一
九
四
四
）
に
お
い
て
、
教
祖
と
そ
の
共
同
体
と
の
間
に
見
ら
れ
る
相
互
生
成

(reciprocal
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
)
に
注
目
し
、
そ

の
社
会
学
的
動
態
を
「
聖
者
伝
的
展
開
」
(
h
a
g
i
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
)
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
宗
教
共
同
体
が
そ
の
教
祖
を
〈
創
造
〉

性
が
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
見
せ
た
。

閥
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
四
号

一
九
七
六
年
に
フ
ラ
ン
ク
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
と
ド
ナ
ル
ド
・
カ
ッ
プ
ス
の
編
集
に

二
0
世
紀
に
入
っ
て
マ
ル
テ
ィ
ン
・
デ
イ
ベ
リ
ウ
ス
が
、

そ
の
著
D
i
e

聖
伝
研
究
の
宗
教
学
的
意
義
に
つ
い
て



の
成
果
を
見
せ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
の
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
に
偏
っ
て
お
り
、
例
外
と
し
て
、

ン
・
ス
コ
バ
が
編
集
し
た
S
a
c
r
e
d
B
i
o
g
r
a
p
h
y
 in 
the B
u
d
d
h
i
s
t
 T
r
a
d
i
t
i
o
n
s
 o
f
 S
o
u
t
h
 a
n
d
 S
o
u
t
h
e
a
s
t
 A
s
i
a
が
注
目
さ
れ
る
く
ら

こ
れ
ら
の
研
究
を
通
じ
て
、
聖
伝
が
、
多
く
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
聖
な
る
人
間
に
つ
い
て
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
喚
起
し
、
信
念

を
具
象
化
し
、
実
践
を
方
向
づ
け
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
聖
伝
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
宗
教
的
人
間
像
と
宗
教
共
同
体
両
方
の
理
解
に

と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
あ
る
特
定
の
人
間
を
通
し
て
歴
史
に
顕
現
す
る
聖
な
る
も
の
を
記
述
す
る
こ
と

が
聖
伝
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
聖
伝
は
、
対
象
と
な
る
「
個
人
」
を
歴
史
的
存
在
者
と
し
て
描
き
な
が
ら
、
同
時
に
、

そ
の
「
個
人
」
を
媒
介
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
、
超
越
的
な
る
も
の
、
永
遠
な
る
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
宗
教
的
人
物

の
生
涯
に
対
す
る
関
心
は
、
そ
の
時
間
的
・
空
間
的
限
定
を
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
そ
の
歴
史
的
制
約
性
を
I

超
克
し
つ
つ
、
繰
り
返
し
新
た

な
聖
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
は
そ
の
ま
ま
聖
伝
の
歴
史
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
聖
な
る
人
間
」

に
関
す
る
記
憶
は
、
し
ば
し
ば
彼
ら
／
彼
女
ら
に
対
す
る
帰
依
者
た
ち
の
救
済
論
的
切
望
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
再
構
成
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
聖
者
た
ち
の
個
々
の
「
生
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
・
文
化
的
・
歴
史
的
特
殊
性
に
根
ざ
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を

超
越
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
近
年
、
宗
教
学
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
で
「
物
語
」
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
聖
伝
は
、
そ
れ
を
聖
伝
と
し

て
読
み
、
聞
く
者
に
と
っ
て
、
日
常
の
レ
ベ
ル
で
救
済
の
可
能
性
を
保
障
す
る
宗
教
的
物
語
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
語

ら
れ
る
聖
な
る
人
間
の
生
き
様
は
、
読
む
者
に
生
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
聖
伝
を
信
仰
の
糧
と
し
て
生
き
る
者
た
ち
が

新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

い
で
あ
ろ
う
。

宗
教
的
物
語
と
し
て
の
教
祖
伝

一
九
九
七
年
に
ジ
ュ
リ
ア



な
ら
な
い
。

日
々
の
出
来
事
を
解
釈
す
る
上
で
の
注
釈
書
に
も
な
る
。
日
本
の
新
宗
教
の
教
祖
伝
の
場
合
、
し
ば
し
ば
そ
こ
に
は
教
祖
だ
け
で
な
く
、

そ
の
家
族
も
描
か
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
聖
伝
は
、
家
族
の
「
モ
デ
ル
」
を
提
供
し
た
り
、
家
族
的
人
間
関
係
の
指
針
を
示

し
た
り
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
新
宗
教
教
祖
伝
は
多
く
の
聖
伝
の
中
で
も
特
殊
な
構
造
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ワ
ッ
ハ
は
、
宗
教

集
団
を
、
血
縁
・
地
縁
な
ど
の
非
宗
教
的
共
同
体
と
重
な
る
「
合
致
的
集
団
」
と
、
特
定
の
宗
教
的
目
的
の
共
有
に
基
づ
く
「
特
殊
的
集

団
」
と
に
区
分
し
て
い
る
が
、
教
祖
伝
に
は
、
こ
の
両
者
が
い
か
に
し
て
有
機
的
に
結
び
つ
く
か
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

論
者
の
基
本
的
な
方
法
論
的
枠
組
み
は
、
人
類
の
宗
教
体
験
と
そ
の
表
現
の
宗
教
的
意
味
を
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
デ
ー
タ
の
統
合
的
理

解
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
、
宗
教
学
の
そ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
宗
教
の
教
祖
伝
は
、
宗
教
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史

的
・
社
会
的
・
心
理
的
・
文
化
的
現
象
で
も
あ
る
（
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
政
治
的
・
経
済
的
現
象
で
も
あ
る
）
。
し
た
が
っ
て
、

教
祖
伝
の
意
味
を
統
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
社
会
学
を
は
じ
め
、
心
理
学
、
歴
史
学
、
文
学
、
さ
ら
に
仏
教
学
、
キ
リ
ス

ト
教
学
、
民
俗
学
な
ど
の
成
果
を
可
能
な
限
り
参
照
す
る
。
し
か
し
、
教
祖
伝
の
本
質
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
宗
教
現
象
と
し
て
扱
わ
れ

る
限
り
に
お
い
て
も
っ
と
も
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
教
祖
伝
と
い
う
現
象
は
宗
教
現
象
以
外
の
も
の
に
還
元
さ
れ
て
は

教
祖
伝
は
教
祖
の
伝
記
で
あ
る
が
、
そ
の
対
象
で
あ
る
人
物
の
聖
性
を
前
提
と
し
て
お
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
そ
の
聖
性
の
啓
示
と
し
て

書
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
単
な
る
伝
記
と
異
な
り
、
聖
な
る
伝
記
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
祖
伝
は
一
般
に
、

「
教
祖
」
を
歴
史
的
存
在
者
と
し
て
描
き
な
が
ら
同
時
に
、
そ
の
「
教
祖
」
を
媒
介
と
し
て
歴
史
の
中
に
顕
現
さ
れ
る
超
越
的
な
る
も
の
、

永
遠
な
る
も
の
が
表
現
さ
れ
、
ま
た
解
釈
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
教
祖
伝
の
み
な
ら
ず
聖
伝
一
般
を
特
徴
づ
け
る
、
「
神
話
11
歴
史
的
」

(
m
y
t
h
oー

historical)

な
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
が
見
出
さ
れ
る
。

闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
四
号

四



堂、

新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

中
心
に
多
く
の
試
み
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は

『
新
宗
教
研
究
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
雄
山
閣
、

一
九
八
一
年
）

五

(
9
)
 

『
自
叙
伝
』
」
が
注
目
さ

や
『
新
宗
教
事
典
』
（
弘
文

四
日
本
に
お
け
る
新
宗
教
研
究
と
教
祖
伝

に
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
の
教
祖
伝
も
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
満
ち
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
の
理
解
は
、
そ
れ
ら
全

体
を
整
合
的
か
つ
統
合
的
に
理
解
さ
せ
る
聖
伝
の
構
想
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
全
体
的
理
解
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
の
が
、
教
祖
の

「
人
生
」
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
や
ブ
ッ
ダ
や
聖
徳
太
子
の
生
涯
と
並
ん
で
各
教
祖
の
生
涯
は
、
そ
こ
に
お

い
て
多
く
の
宗
教
的
象
徴
が
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
―
つ
の
宗
教
的
コ
ス
モ
ス
を
形
成
す
る
「
範
例
」

(
p
a
r
a
d
i
g
m
)

で
あ
り
、
ま
た
「
歴

史
的
原
型
」

(historical
p
r
o
t
o
t
y
p
e
)

で
あ
る
。
新
宗
教
の
教
祖
伝
の
研
究
が
と
く
に
意
義
深
い
の
は
、
教
祖
の
「
人
生
」
そ
れ
自
体

が
こ
の
よ
う
な
構
想
力
を
支
え
て
い
る
一
方
で
、
教
団
の
信
仰
的
営
み
が
教
祖
伝
の
制
作
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
「
教
祖
」
を
新
た
に
生

み
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
教
祖
と
教
団
は
相
互
依
存
的
で
あ
る
。
教
祖
伝
の
研
究
は
か
か
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
明
ら
か

翻
っ
て
日
本
国
内
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
日
本
に
お
け
る
新
宗
教
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
、
と
く
に
宗
教
社
会
学
の
分
野
を

一
九
八
九
年
）
な
ど
に
結
実
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
と
し
て
教
祖
研
究
が
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
特
性
を
め
ぐ
っ
て
多

角
的
に
探
究
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
教
祖
研
究
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
と
な
る
教
祖
伝
に
つ
い
て
の
体
系
的
か

つ
総
合
的
な
研
究
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

教
祖
自
身
の
手
に
よ
る
自
伝
に
関
す
る
研
究
で
は
、
た
と
え
ば
荒
木
美
智
雄
の
論
文
「
教
祖
の
『
聖
伝
』
と

れ
る
が
、
こ
の
研
究
は
金
光
教
の
教
祖
で
あ
る
金
光
大
神
を
事
例
と
し
て
宗
教
的
自
叙
伝
の
宗
教
学
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
教
祖
伝
よ
り
も
む
し
ろ
自
伝
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
教
祖
伝
研
究
に
お
い
て
論
者
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
教
祖
研



―
つ
は
、
教
祖
の
卓
越
性
・
超
越
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救

究
の
み
な
ら
ず
新
宗
教
教
団
の
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
資
料
と
な
る
教
祖
伝
に
焦
点
を
絞
っ
て
、

一
方
で
、
新
宗
教
教
祖
伝
の
多
様
な

成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
他
方
で
、
多
数
の
教
祖
伝
を
比
較
す
る
こ
と
で
教
祖
伝
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
成
果
は
、
教
祖
の
み
な
ら
ず
、
新
し
い
宗
教
教
団
が
誕
生
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
理
解
に
も
寄
与
す
る
は
ず
で
あ

さ
て
、
教
祖
と
な
る
人
々
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
は
、
疾
病
や
家
族
と
の
葛
藤
な
ど
孤
独
な
苦
悩
の
中
で
宗
教
体
験
を
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
カ
リ
ス
マ
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
使
命
を
自
覚
し
、
人
々
の
救
済
に
専
念
す
る
よ
う
に
な

(IO) 
る
。
教
祖
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
救
わ
れ
た
人
々
は
、
教
祖
を
中
心
に
信
仰
共
同
体
を
形
成
す
る
。
教
祖
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
共
同
体
は

存
亡
の
危
機
に
瀕
す
る
。
共
同
体
が
存
続
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
実
は
、
教
祖
を
直
接
は
知
ら
な
い
信
仰
の
第
二
•
第

三
世
代
に
教
祖
へ
の
求
心
性
を
う
ま
く
継
承
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
教
団
と
し
て
の
取
り
組
み
が
不
可
欠
と

な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
取
り
組
み
は
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
を
と
る
と
い
え
よ
う
。

(11) 

済
者
と
し
て
の
教
祖
像
を
打
ち
出
す
「
教
祖
の
神
格
化
」
の
方
向
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
の
中
で
救
い
の
道
を
求
め

続
け
た
求
道
者
と
し
て
の
教
祖
像
を
描
き
出
す
「
教
祖
の
人
間
化
」
の
方
向
で
あ
る
。
神
格
化
さ
れ
た
教
祖
は
崇
拝
の
対
象
と
な
り
、
人

間
化
さ
れ
た
教
祖
は
救
い
の
模
範

(
m
o
d
e
l
)

と
な
る
が
、
多
く
の
新
宗
教
教
団
は
、
こ
の
両
者
が
矛
盾
な
く
共
存
す
る
教
祖
像
を
そ
れ

ぞ
れ
の
信
仰
共
同
体
に
提
供
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
教
祖
物
語
と
し
て
の
教
祖
伝
は
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
文
末
に
新
宗
教
の
主
な
教
祖
伝
（
資
料
一
）
を
掲
げ
て
お
い
た
。
教
団
に
よ
っ
て
教
祖
の
呼
び
名

は
、
「
開
祖
」
「
救
い
主
」
「
明
主
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
伝
記
が
教
団
に
お
い
て
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
比
較
の
た
め
に
、
教
祖
伝
を
持
た
な
い
（
も
し
く
は
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
い
）
新
宗
教
教
団
（
資
料
二
）

る。
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金
光
教
教
団
は
、
教
祖
―
二

0
年
祭
に
当
た
る
二

0
0
三
年
、
教
団
に
と
っ
て
正
式
な
教
祖
伝
で
あ
る
『
金
光
大
神
」
を
発
行
し
た
。

そ
れ
ま
で
に
も
、
教
祖
七

0
年
祭
に
あ
た
る
一
九
五
三
年
に
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
た
『
金
光
大
神
』
（
通
称
「
ご
伝
記
」
）
が
存
在

し
た
が
、
出
版
後
五

0
年
を
経
て
、
教
祖
の
事
跡
に
関
す
る
新
し
い
研
究
成
果
を
盛
り
込
ん
で
全
面
的
に
書
き
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ど
ち
ら
の
伝
記
も
、
金
光
大
神
の
自
叙
伝
と
も
呼
べ
る
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
を
主
な
典
拠
と
し
て
い
る
が
、
二

0
0
三
年
の
教
祖
伝
は

よ
り
現
代
的
な
文
体
に
す
る
こ
と
で
平
易
さ
に
努
め
て
い
て
、
同
時
に
そ
れ
だ
け
解
釈
も
加
わ
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
、

金
光
教
が
明
治
三
三
年
(
-
九

0
0
)
に
神
社
本
庁
よ
り
別
派
独
立
す
る
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
尽
力
し
た
佐
藤
範
雄
(
-
八
五
六
ー
一

九
四
二
）
は
、
明
治
三
七
年
(
-
九

0
四
）
二
月
の
巡
教
師
講
習
会
に
お
い
て
「
立
教
要
旨
」
の
題
で
講
じ
た
も
の
に
手
を
入
れ
て
、
翌

年
『
天
地
の
大
理
』
と
題
し
て
金
光
教
本
部
よ
り
発
行
し
た
。
そ
の
中
で
佐
藤
は
、
金
光
大
神
が
出
現
し
た
時
代
を
「
空
漠
無
稽
の
迷
信

に
溺
ま
れ
〈
マ
マ
〉
、
…
…
精
神
界
の
自
由
を
失
へ
る
此
の
暗
黒
時
代
」
と
評
し
、
そ
の
よ
う
な
世
に
対
し
て
教
祖
は
、
「
人
間
は
万
物
の

(12) 

霊
長
と
称
す
と
雖
も
、
精
神
的
真
の
人
た
る
の
資
格
は
殆
ん
ど
失
は
れ
た
る
を
歎
ぜ
ら
れ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
教
祖
の
信
仰
に

み
た
い
。

新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

い
わ
ば
公
式
な
伝
記
と
も
言
え
る
教
祖
伝
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
（
資
料
三
参
照
）
。

五

も
挙
げ
て
お
い
た
。
資
料
一
の
教
団
群
と
資
料
二
の
教
団
群
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
の
ほ
と
ん
ど
が
教
祖
の
後
継
者
に
世
襲
制
を
採

用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
世
襲
制
で
な
い
教
団
が
目
立
つ
が
、
こ
れ
以
上
の
分
析
は
現
時
点
で
は
控
え
て
お
き
た
い
。

そ
れ
で
は
次
に
、
教
祖
没
後
の
信
仰
共
同
体
が
教
団
と
し
て
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
教
祖
伝
と
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
か
に
つ
い
て
、

資
料
四
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
主
な
も
の
だ
け
数
え
て
も
二

0
を
超
え
る
教
祖
伝
の
伝
統
を
持
つ
金
光
教
を
―
つ
の
事
例
と
し
て
紹
介
し
て

金
光
大
神
伝
の
誕
生
l

教
団
と
し
て
の
取
り
組
み

七



そ
し
て
第
三
を
安
政
六
年
(
-
八
五
九
）

お
い
て
重
要
な
三
つ
の
階
梯
を
示
し
、
そ
の
第
一
を
安
政
二
年
(
-
八
五
五
）

の
神
に
対
す
る
信
念
の
発
起
、
第
二
を
安
政
五
年
(
-
八

五
八
）
七
月
一
三
日
の
顕
幽
感
通
の
事
績
（
そ
の
日
初
め
て
金
光
大
神
の
口
を
通
し
て
神
か
ら
の
「
お
知
ら
せ
」
が
あ
っ
た
と
い
う
）
、

(13) 

1
0
月
ニ
―
日
の
「
立
教
神
伝
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
教
祖
の
出
現
の
第
一
の
神
意
は
、

此
の
暗
夜
を
照
し
、
徳
を
失
へ
る
人
を
人
た
ら
し
め
ん
と
思
さ
れ
し
に
あ
り
き
」
と
し
た
上
で
、
金
光
大
神
は
こ
の
世
の
「
迷
妄
を
打
破

(14) 

し
、
天
地
の
大
理
に
依
て
救
助
せ
ん
と
し
給
へ
る
な
り
」
と
、
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

佐
藤
は
、
明
ら
か
に
救
済
者
と
し
て
の
教
祖
像
を
前
面
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
教
祖
を
ま
た
「
生
神
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
「
生
神
と
は
、
人
の
本
務
を
尽
し
、
天
地
の
大
理
を
悟
得
し
て
、
顕
幽
に
感
通
し
、
現
世
の
人
に
し
て
能
く
神
と
一
致
し
、

神
の
無
偏
の
徳
に
契
合
し
て
、
神
意
を
世
人
に
伝
ふ
る
人
」
で
あ
る
が
、
「
心
行
の
御
徳
に
依
り
て
、
遂
に
神
人
相
合
し
、
生
神
の
位
に

(15〉

進
ま
れ
た
」
教
祖
は
、
し
た
が
っ
て
「
人
に
し
て
神
、
神
に
し
て
人
に
在
し
た
る
な
り
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
教
団
・
教
義
の
両
面
に
お
い
て
そ
の
成
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
佐
藤
範
雄
は
、
明
治
四

0
年
(
-
九

0
七
）
四
月
、
教
務
の
最

高
責
任
者
で
あ
る
教
監
に
就
任
す
る
が
、
そ
れ
に
際
し
、
教
団
を
教
義
的
信
仰
的
に
統
一
す
る
と
い
う
教
政
路
線
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の

上
で
ま
ず
着
手
し
た
の
が
、
同
年
六
月
の
、
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
の
設
置
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
同
年
一

0
月
に
執
行
さ

(16) 

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
教
祖
二
五
年
祭
に
向
け
て
、
そ
の
記
念
事
業
と
し
て
、
教
祖
の
事
蹟
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

わ
ず
か
な
期
間
で
教
祖
の
事
蹟
を
ま
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
結
局
、
二
五
年
祭
に
は
教
祖
の
略
歴
を
ま
と
め
た
上
に
そ
の
教
え
を

(17) 

加
え
た
も
の
を
小
冊
子
と
し
て
発
行
す
る
に
留
ま
る
。

そ
の
後
、
教
祖
伝
編
纂
の
動
き
は
い
っ
た
ん
下
火
に
な
っ
た
が
、
明
治
四
三
年
(
-
九
一

0
)
に
明
治
天
皇
の
岡
山
行
幸
に
合
わ
せ
、

教
祖
伝
を
献
上
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
る
。
と
こ
ろ
が
本
格
的
な
調
査
を
進
め
る
に
連
れ
て
、

い
く
つ
か
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
そ

れ
ら
の
問
題
を
、
宮
田
喜
代
秀
は
大
き
く
次
の
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
ま
で
安
政
二
年
(
-
八
五
五
）
が
定
説
と

闊
西
大
學
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金
光
大
神
伝
の
展
開
ー
ー
ー
教
祖
像
の
多
様
化
の
中
で

九

さ
れ
て
き
た
立
教
の
事
蹟
に
対
し
、
安
政
六
年
(
-
八
五
九
）
と
す
る
説
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
、
第
二
に
、
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
が

編
纂
委
員
会
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
、
教
祖
没
後
よ
り
初
代
管
長
と
し
て
教
団
組
織
を
代
表
し
て
い
た
、
教
祖
の
四
男
、

金
光
萩
雄
（
後
に
金
光
大
陣
と
改
名
）

の
生
活
態
度
に
関
し
て
好
ま
し
く
な
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
編
纂
委

員
会
の
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
佐
藤
金
造
が
、
そ
の
師
、
姉
崎
正
治
(
-
八
七
三
ー
一
九
四
九
）
に
会
っ
て
教
祖
伝
編
纂
の
こ
と
を
相
談

(18) 

し
た
時
、
「
伝
記
よ
り
も
布
教
材
料
の
収
集
が
先
」
と
の
助
言
を
も
ら
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
に
よ
り
、
翌
明
治
四
四
年
(
-
九
―
-
）
に
は
、
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
は
教
典
編
纂
委
員
会
と
改
称
さ
れ
、
も
っ

ぱ
ら
金
光
大
神
の
教
え
の
収
集
整
理
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
委
員
会
の
活
動
は
、
大
正
二
年
(
-
九
一
三
）
に
執
行
さ
れ
た

教
祖
三

0
年
祭
時
の
『
金
光
教
祖
御
理
解
』

な
か
っ
た
。

の
公
刊
に
結
実
す
る
が
、
教
団
に
よ
る
本
格
的
な
教
祖
伝
の
発
行
は
戦
後
を
待
た
ね
ば
な
ら

他
方
、
教
団
が
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
の
と
前
後
し
て
、
若
い
信
者
た
ち
を
中
心
に
、
教
祖
の
生
涯
を
記
述
し
よ
う

と
す
る
動
き
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
早
く
も
明
治
四

0
年
(
-
九

0
七
）
に
は
、
私
家
版
の
形
で
は
あ
る
が
、
斎
藤
誠
逸
郎
（
一

八
八
ニ
ー
一
九
六
二
）
の
『
教
義
叢
談
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
含
ま
れ
た
教
祖
略
伝
は
、
教
団
当
局
者
以
外
の
も
の
に
よ
る

初
の
教
祖
伝
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
書
の
趣
旨
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
推
し
量
ら
れ
る
よ
う
に
教
え
を
広
め
ん
と
す
る
こ
と
で

(19) 

あ
り
、
略
伝
の
中
の
教
祖
像
も
、
「
文
明
的
活
眼
を
以
て
固
晒
の
迷
夢
を
覚
醒
し
」
よ
う
と
し
た
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、

佐
藤
の
『
天
地
の
大
理
』
と
同
じ
路
線
を
歩
む
も
の
で
あ
っ
た
。

前
節
で
記
し
た
よ
う
に
、
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
は
教
典
編
纂
委
員
会
と
改
称
さ
れ
、
金
光
大
神
の
教
え
の
収
集
整
理
が
優
先
さ
れ

新
宗
教
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生
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両
者
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
早
川
が
近
藤
藤
守
(
-
八
五
五
ー
一
九
一
七
）
、
碧
瑠
璃
園
が
佐
藤
範
雄
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
教
祖
か

ら
直
接
教
え
を
受
け
た
者
に
助
言
を
仰
い
で
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
藤
と
佐
藤
は
と
も
に
、
教
祖
晩
年
以
来
、
金
光
大
神
の
道
の
展

開
に
大
き
く
尽
力
し
、
影
響
力
も
大
き
か
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
近
藤
が
情
熱
的
な
布
教
家
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
佐
藤
は
冷
静
な
組
織

者
と
し
て
能
力
を
発
揮
し
た
。
ま
た
、
早
川
の
教
祖
伝
は
、
も
と
も
と
大
阪
毎
日
新
聞
に
「
金
光
さ
ん
」
の
タ
イ
ト
ル
で
連
載
さ
れ
た
も

(23) 

の
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
比
較
的
自
由
な
立
場
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
碧
瑠
璃
園
の
教
祖
伝
は
国
家
主
義
的
色
合
い
を
強
く
示

描
こ
う
と
し
て
い
る
。

る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
前
か
ら
、
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
編
纂
委
員
会
の
若
手
の
委
員
で
あ
っ
た
佐
藤

金
造
(
-
八
八

o
l
一
九
六
一
）
や
高
橋
正
雄
(
-
八
八
七
！
一
九
六
五
）
を
中
心
に
「
教
祖
伝
」
の
草
稿
執
筆
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
草
稿
は
関
係
者
の
校
閲
を
経
て
「
金
光
教
祖
伝
材
料
」
と
呼
ば
れ
る
資
料
に
結
び
付
い
た
。
こ
の
資
料
は
公
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
こ
の
資
料
を
も
と
に
し
て
、
早
川
督
の
『
天
地
金
の
大
神
』
（
輝
文
館
、
一
九
―
二
年
）
と
碧
瑠
璃
圃
の
『
金
光
教
祖
』
（
宗
徳

書
院
、
一
九
―
二
年
）
が
、
教
祖
三

0
年
祭
を
翌
年
に
控
え
た
一
九
―
二
年
（
明
治
四
五
年
11
大
正
元
年
）
、
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
る
こ

(20) 

と
と
な
る
。

早
川
の
『
天
地
金
の
大
神
』
と
碧
瑠
璃
園
の
『
金
光
教
祖
』
を
比
較
し
て
み
る
と
、
と
も
に
教
外
の
文
筆
家
が
「
金
光
教
祖
伝
材
料
」

を
も
と
に
し
な
が
ら
執
筆
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
は
顕
著
な
差
異
が
窺
え
る
。
早
川
に
よ
る
伝
記
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

(21) 

と
教
祖
の
前
半
生
の
信
仰
形
成
過
程
を
重
ん
じ
、
そ
の
最
終
章
で
は
「
金
光
教
の
価
値
は
教
理
よ
り
教
祖
の
人
格
に
あ
る
」
と
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
金
光
大
神
の
人
格
を
重
視
し
な
が
ら
求
道
者
と
し
て
の
教
祖
像
を
前
面
に
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
碧
瑠
璃
園
に
よ
る
伝
記

は
、
著
者
自
身
が
「
教
祖
は
…
…
世
間
の
人
達
（
が
）
迷
信
の
為
め
に
日
柄
の
吉
凶
と
か
方
角
の
吉
凶
等
と
苦
し
ま
さ
れ
て
居
っ
た
の
に

(22) 

救
の
手
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
迷
信
打
破
」
の
教
え
に
よ
っ
て
人
々
を
導
く
救
済
者
と
し
て
の
教
祖
像
を
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し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
近
代
的
宗
教
と
し
て
の
金
光
教
を
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
佐
藤
の
、
金
光
教
教
監
と
し
て
の
意
図
が

少
な
か
ら
ず
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
碧
瑠
璃
園
の
『
金
光
教
祖
』
の
と
び
ら
に
は
教
祖
三

0
年
祭
の
記
念
ス
タ

ン
プ
が
押
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
管
長
名
で
押
印
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
の
書
が
事
実
上
、
本
格
的
な
教
団
公
認
の
「
教
祖

(24) 

伝
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
教
祖
伝
」
の
草
稿
執
筆
に
も
あ
た
っ
て
い
た
編
纂
委
員
会
の
若
手
委
員
を
中
心
に
、
碧
瑠
璃
園
の
『
金
光
教
祖
』
に
対

す
る
不
満
が
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
述
の
佐
藤
金
造
と
高
橋
正
雄
は
い
ず
れ
も
一
八
八

0
年
代
の
生
れ
で
あ
り
、
直
接
は
金
光
大

神
を
知
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
信
仰
の
第
二
世
代
で
あ
る
彼
ら
は
、
個
別
の
伝
承
を
通
し
て
「
教
祖
」
を
求
め
、
そ
の
全

人
格
を
提
示
し
て
く
れ
る
よ
う
な
書
の
必
要
を
強
く
実
感
し
た
。
そ
う
し
て
生
れ
た
の
が
、
た
と
え
ば
高
橋
正
雄
に
よ
る
『
わ
れ
を
救
え

る

教

祖

』

（

篠

山

書

房

、

の

『

生

神

金

光

大

神

』

（

東

風

発

行

所

、

一

九

三
三
年
）

一
九
三
三
年
）

で
あ
り
、
畑
徳
三
郎
(
-
八
六
七
ー
一
九
三
二
）

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
は
、
自
ら
の
教
祖
像
を
求
め
る
求
道
心
が
強
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
読
者

(25) 

を
獲
得
す
る
に
至
る
。

資
料
四
に
掲
げ
た
主
な
金
光
大
神
伝
を
見
て
み
る
と
、
明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
多
く
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
金
光

教
が
教
団
と
し
て
飛
躍
的
に
生
長
す
る
時
期
と
も
重
な
っ
て
お
り
、
新
し
い
信
者
獲
得
に
一
群
の
金
光
大
神
伝
が
果
た
し
た
役
割
は
軽
視

で
き
な
い
。
一
方
で
、
教
団
当
局
も
多
様
な
教
祖
像
を
あ
る
程
度
一
元
化
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
教
祖
伝
を
公
刊
す

る
に
あ
た
っ
て
当
然
そ
の
核
と
な
る
べ
き
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
の
内
容
に
、
天
皇
制
と
抵
触
す
る
怖
れ
の
あ
る
記
述
が
含
ま
れ
て
い
た

た
め
、
そ
の
扱
い
に
は
自
ず
と
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
結
局
、
教
団
が
文
字
通
り
正
式
な
教
祖
伝
を
刊
行
で
き
た
の
は
、
宗

教
の
国
家
統
制
が
な
く
な
っ
て
自
由
な
教
祖
像
を
打
ち
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
と
な
る
。

新
宗
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っ
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ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
や
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
な
ど

二
0
0
七
年
時
点
で
、
教
祖
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
―
二
四
年
目
を
迎
え
る
金
光
教
は
、
新
宗
教
と
呼
ぶ
に
は
か
な
り
長
い
歴
史
を
有
し

て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
は
教
祖
伝
作
成
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
歴
史
を
一
貫
し
て
、
教
祖
の
生
涯
と
信
仰
は
、
信
者

に
と
っ
て
は
信
仰
の
ひ
な
形
で
あ
り
、
ま
た
、
教
祖
の
教
え
の
生
き
た
実
践
で
あ
っ
た
。
金
光
大
神
の
伝
記
は
、
金
光
教
の
信
者
に
と
っ

て
そ
の
信
仰
を
映
し
出
す
鑑
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

教
祖
伝
は
ま
た
、
単
に
教
祖
の
伝
記
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
教
祖
を
通
し
て
歴
史
に
顕
現
し
た
神
の
伝
記
で
も
あ
る
。
そ
し
て
教

祖
伝
の
叙
述
が
具
体
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
読
む
者
に
と
っ
て
歴
史
に
現
わ
れ
た
神
の
働
き
は
実
在
性
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。

同
時
に
、
「
教
祖
」
は
決
し
て
歴
史
の
あ
る
時
期
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
存
在
で
は
な
い
。
今
回
の
考
察
に
よ
り
、
あ
る
教
団
の
教
祖
伝

が
成
立
・
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
様
々
な
力
が
い
ろ
ん
な
ベ
ク
ト
ル
で
働
い
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
力
が
相
互
に

働
き
合
う
こ
と
で
、
多
様
な
教
祖
伝
群
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
教
祖
」
が
創
造
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
教
祖
伝
の
歴
史
は
教
団
の
歴
史
で
も
あ
り
、
ま
た
「
教
祖
」
の
歴
史
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
方
、
教
祖
伝
が
、
同
じ
教
祖
を
信
仰
的
に
志
向
す
る
宗
教
共
同
体
の
「
神
話
」
と
し
て
機
能
す
る
点
に
注
目
し
、
近
現
代
社
会
に
お

け
る
神
話
の
可
能
性
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
も
、
教
祖
伝
研
究
の
一
側
面
を
形
成
す
る
。
近
代
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
厳
然
と
分
け
隔

て
ら
れ
た
か
に
見
え
た
神
話
と
歴
史
も
、
実
は
親
和
性
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、

も
指
摘
し
て
い
る
が
、
教
祖
伝
を
救
済
史
と
し
て
受
け
取
る
人
々
は
、
そ
れ
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
抜
き
に
し
て
教
祖
伝
の
宗
教
的
意
味
は
語
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
後
は
、
金
光
教
を
含
め
新
宗
教
の
諸
教
団
に
お
け
る
教
祖
伝
群
を
検
討
し
な
が
ら
、
教
祖
伝
の
成
立
に
い
た
る
経
過
に
ど
の
よ
う
な

七
．
お
わ
り
に
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天
照
皇
大
神
宮
教
（
北
村
サ
ヨ
11
大
神
）

『
生
書
』
『
大
神
さ
ま
』

善
隣
教
（
力
久
辰
斎
II
御
神
尊
）

『
教
祖
伝

世
界
救
世
教
（
岡
田
茂
吉
II
明
主
）

上
・
下
』

生
長
の
家
（
谷
口
雅
春
II
尊
師
）

『
生
命
の
実
相
』
第1
9巻
•
2
0巻

崇
教
真
光
（
岡
田
光
玉
II
救
い
主
、
恵
珠
1
1
2
代
教
え
主
）

真
如
苑
（
伊
藤
真
乗
II
開
祖
、
友
司
II
霊
祖
）

『
真
如
開
祖
』
『
真
如
霊
祖
』

松
緑
神
道
大
和
山
（
大
和
松
風
11
教
祖
）

金
光
教
（
金
光
大
神
II
教
祖
）

『
金
光
大
神
』『

松
風
の
翁
』

『
東
方
之
光神

へ
の
道
』

『
大
聖
主

新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

岡
田
光
玉
師
』

黒
住
教
（
黒
住
宗
忠
11
教
祖
）

『
黒
住
教
祖
伝
』

大
山
祇
命
神
示
教
会
（
供
丸
斎
11
代
神
、
供
丸
姫
II
直
使
）

『
真
実
へ
の
道

光
の
足
跡
』
『
真
実
へ
の
道
光
の
足
跡

大
本
（
出
口
な
お
11

開
祖
、
出
口
王
仁
三
郎
11

聖
師
）

円
応
教
（
深
田
千
代
子
11
教
祖
）

『
教
祖
伝
』

資
料
一
品
莉
宗
教
の
主
な
教
祖
伝

『
お
さ
な
が
た
り
』
『
大
本
七
十
年
史
上
・
下
』

パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
力
が
働
い
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
力
が
総
合
的
に
働
い
て
教
祖
伝
の
成
立
を

促
す
構
造
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
さ
ら
に
解
明
し
て
い
き
た
い
。

※
本
研
究
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
（
課
題
番
号
:
1
8
5
2
0
0
5
8
)
 

の
助
成
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

完
結
編
』



明
治
一
八
年
(
-
八
八
五
）

明
治
一
六
年
(
-
八
八
三
）

金
光
大
神
、
七

0
歳
で
死
去
。

「
神
道
金
光
教
会
規
約
」
が
定
ま
り
「
遣
教
」
と
し
て
「
慎
誡
」
（
後
に
「
神
誡
」
）
を
含
む
。

資
料
三
:
金
光
教
に
お
け
る
教
祖
伝
編
纂
の
流
れ

霊
友
会
（
久
保
角
太
郎
1
1
久
保
恩
師
、
理
事
長
、
小
谷
喜
美1
1小
谷
恩
師
•
初
代
会
長
）

ほ
ん
み
ち
（
大
西
愛
治
郎
11
甘
露
台
）

創
価
学
会
（
牧
口
常
三
郎
II
初
代
会
長
）

世
界
真
光
文
明
教
団
（
岡
田
光
玉
II
初
代
教
え
主
・
救
い
主
）

神
慈
秀
明
会
（
岡
田
茂
吉
II
明
主
、
小
山
美
秀
子
11
会
主
）

孝
道
教
団
（
岡
野
正
道
11
大
統
理
、
貴
美
子
11
副
統
理
）

資
料
二
五
教
祖
伝
を
持
た
な
い
（
も
し
く
は
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
い
）
主
な
新
宗
教
教
団

立
正
佼
成
会
（
庭
野
日
敬
lI
開
祖
、
長
沼
妙
佼
ll
脇
祖
）

『
庭
野
日
敬
自
伝

道
を
求
め
て
七
十
年
』
『
慈
悲
の
生
涯

妙
智
會
教
団
（
宮
本
ミ
ツ
11
会
主
、
孝
平
11
大
恩
師
）

『
妙
智
へ
の
道
』

丸
山
教
（
伊
藤
六
郎
兵
衛
11
教
祖
）

『
丸
山
教
祖
御
伝
』

白
光
真
宏
会
（
五
井
昌
久I
I
五
井
先
生
•
初
代
会
長
）

『
天
と
地
を
つ
な
ぐ
者
』
（
自
伝
）

『
教
祖
伝
•
わ
が
父
』

天
理
教
（
中
山
み
き
11
教
祖
）

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
』
『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
編
』

パ
ー
フ
ェ
ク
ト
・
リ
バ
テ
ィ
ー
教
団
（
御
木
徳
一

11
初
代
お
し
え
お
や
）

闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
四
号

長
沼
妙
佼
伝
』

―
四



新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

碧
瑠
璃
園
『
金
光
教
祖
』
宗
徳
書
院
、

早
川
督
『
天
地
金
の
大
神
』
輝
文
館
、

斉
藤
誠
逸
郎
『
教
義
叢
談
』
（
私
家
版
）
、

佐
藤
範
雄
『
天
地
の
大
理
』
金
光
教
本
部
、

資
料
四
:
釜
光
大
神
の
伝
記
に
関
す
る
主
な
刊
行
物
（
発
行
年
順
）

教
祖
―
二

0
年
祭
に
合
わ
せ
て
新
し
く
『
金
光
大
神
』
を
刊
行
。

金
光
教
教
祖
伝
編
纂
委
員
会
を
設
置
。

明
治
二
七
年
(
-
八
九
四
）

明
治
三
三
年
(
-
九
0
0
)
 

明
治
三
五
年
(
-
九
0
二）

明
治
四
0
年
(
-
九
0
七）

明
治
四
三
年
(
-
九
一

0
)

明
治
四
四
年
(
-
九
―
-
)

二
年
(
-
九
一
三
）

昭
和
二
二
年
(
-
九
四
七
）

昭
和
二
八
年
(
-
九
五
三
）

平
成
―
二
年
（
二

0
0
0
)
 

平
成
一
五
年
（
二

0
0
三）

教
祖
七

0
年
祭
に
合
わ
せ
て
『
金
光
大
神
』
発
行
。

大
正

教
祖
三

0
年
祭
に
合
わ
せ
て
『
金
光
教
祖
御
理
解
』
公
刊
。

会
に
改
称
。

『
神
訓
』
発
行
。

金
光
教
、
別
派
独
立
。
『
金
光
教
祖
神
誡
正
伝
』
発
行
。

一
五

神
道
金
光
教
会
創
立
一

0
年
祭
を
期
し
て
教
祖
遺
訓
収
集
が
示
達
さ
れ
た
が
、
そ
の
成
果
は
公
に
さ
れ
ず
。

四
月
、
佐
藤
範
雄
が
教
監
に
就
任
。
六
月
、
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
を
設
置
。

明
治
天
皇
岡
山
行
幸
に
合
わ
せ
、
教
祖
伝
を
献
上
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
こ
る
。

「
金
光
大
神
御
覚
書
」
が
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
。
教
祖
御
略
伝
編
纂
委
員
会
を
教
典
編
纂
委
員

教
祖
伝
記
奉
修
所
を
設
置
。

一
九
0
五
年
。

一
九
0
七
年
。

一
九
―
二
年
。

一
九
―
二
年
。

1
0
月
、
教
祖
二
五
年
祭
。



高
橋
正
雄
『
金
光
教
祖
と
新
生
活
』
金
光
教
徒
社
、

青
木
茂
『
教
祖
さ
ま
』
金
光
教
徒
社
、

高
橋
正
雄
『
わ
れ
を
救
え
る
教
祖
』
篠
山
書
房
、

畑
徳
三
郎
講
述
『
生
神
金
光
大
神
』
東
風
発
行
所
、

佐
古
信
宣
『
神
の
人

金
光
さ
ま
』
言
海
書
房
、

佐
藤
範
雄
講
述
『
金
光
教
祖
出
現
』
（
謄
写
本
）
、

松
井
文
雄
ほ
か
編
「
教
祖
の
御
事
ど
も
」
『
金
光
教
学
』
六
号
ー
一
五
号
、

金
光
教
本
部
教
庁
『
金
光
大
神
』
金
光
教
本
部
教
庁
、

金
光
教
本
部
教
庁
『
金
光
大
神
覚
』
金
光
教
本
部
教
庁
、

村
上
重
良
『
金
光
大
神
の
生
涯
』
講
談
社
、

瀬
戸
美
喜
雄
『
金
光
教
祖
の
生
涯
』
金
光
教
教
学
研
究
所
、

瀬
戸
美
喜
雄
『
金
光
教

一
九
二
二
年
。

一
九
二
五
年
。

一
九
三
三
年
。

一
九
三
三
年
。

一
九
三
三
年
。

一
九
三
三
年
。

一
九
四
0
年。

一
九
五
三
年
。

一
九
七
二
年
。

一
九
八
0
年。

金
光
大
神
の
生
涯
と
信
仰
』
講
談
社
、

古
川
隼
人
『
続
教
祖
さ
ま
の
御
事
ど
も
』
（
私
家
版
）
、

一
九
八
五
年
。

一
九
六
九
年
。

一
九
六
四
年
。

古
川
隼
人
『
教
祖
さ
ま
の
御
事
ど
も
』
（
私
家
版
）
、

一
九
六
三
年
。

金
光
真
整
「
教
祖
さ
ま
」
『
わ
か
ば
』
二
ニ
号
ー
一
九
三
号
、

一
九
五

0
ー
六
四
年
。

一
九
三
六
年
。

大
西
利
夫
『
金
光
教
祖
物
語
』
宝
文
館
、

早
田
玄
洞
（
元
道
）
『
金
光
教
祖
と
そ
の
教
義
』
山
陽
新
報
社
、

三
浦
関
三
『
聖
者
あ
ら
た
に
生
る
』
萬
生
閣
、

隅
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
四
号

一
九
三

0
年。一

九
五
0
ー
五
四
年
。

一
六
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脇
本
平
也
•
柳
川
啓
一
編
『
現
代
宗
教
学
2

宗
教
思
想
と
言
葉
』
東
京
大
学
出
版
会
、

森
岡
清
美
『
新
宗
教
運
動
の
展
開
過
程
』
創
文
社
、

宮
本
要
太
郎
「
聖
な
る

『
家
族
』

京
大
学
出
版
会
、

島
薗
進
『
新
新
宗
教
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
岩
波
書
店
、

雄
山
閣
、

島
薗
進
「
生
神
思
想
論
ー
—
ー
新
宗
教
に
よ
る
民
俗
〈
宗
教
〉

一
九
七
八
年
。

一
九
九
二
年
。

の
止
揚
に
つ
い
て
|
|
」
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
集
委
員
会
編
『
現
代
宗
教
へ
の
視
角
』

一
九
九
二
年
。

島
薗
進
「
宗
教
思
想
と
言
葉
l

神
話
・
体
験
か
ら
宗
教
的
物
語
へ
|
|
、
」
脇
本
平
也
•
柳
川
啓
一
編
『
現
代
宗
教
学
2

宗
教
社
会
学
研
究
会
編
『
教
祖
と
そ
の
周
辺
』
雄
山
閣
、

一
九
八
七
年
。

藤
井
喜
代
秀
「
教
典
編
纂
委
員
会
に
お
け
る
教
祖
伝
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
」
『
金
光
教
学
』
二
三
号
、

宮
田
喜
代
秀
「
金
光
大
神
教
語
記
録
編
纂
の
歴
史
過
程
」
『
金
光
教
学
』
ニ
―
号
、

宮
本
要
太
郎
『
聖
伝
の
構
造
に
関
す
る
宗
教
学
的
研
究
』
大
学
教
育
出
版
、
二

0
0
三
年
。

の
誕
生
」
荒
木
美
智
雄
編
著
『
世
界
の
民
衆
宗
教
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

0
0
四
年
。

一
九
八
九
年
。

弓
山
達
也
『
天
啓
の
ゆ
く
え
』
日
本
地
域
社
会
研
究
所
、
二

0
0
五
年
。

注(
l
)
 
M
i
r
c
e
a
 Eliade, M
y
t
h
s
,
 D
r
e
a
m
s
,
 a
n
d
 Mysteries: 
T
h
e
 E
n
c
o
塁
翌
窓
筵
窓
n
C
o
n
t
e
m
p
o
r
:
 ミry
Faiths
ミ
ミ

d
A
r
c
h
a
i
c
 R
e
且
謎
s,
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 

H
a
r
p
e
r
 &
 R
o
w
,
 1
9
6
0
,
 
p.32. 
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
（
岡
三
郎
訳
）
『
神
話
と
夢
想
と
秘
儀
』
国
文
社
、
一
九
八
二
年
、
四
0
頁。

(
2
)
聖
伝
の
叙
述
が
「
神
話
」
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
内
容
が
虚
偽
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
聖
伝
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
聖

な
る
人
物
に
対
し
て
正
当
性
を
提
供
す
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
教
祖
伝
に
お
い
て
は
、
単
に
教
祖
の
宗
教
的
な
導
き
を
正
当
化
す
る
だ
け
で

閥
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
四
号

一
九
八
一
年
。

一
九
九
二
年
。

一
九
八
三
年
。

宗
教
思
想
と
言
葉
』
東

’’ 

}~ 



新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

な
く
、

一
九

い
か
な
る
タ
イ
プ
の
指
導
者
で
あ
る
か
が
決
定
さ
れ
る
。

G
e
r
o
g
e
D. 
C
h
r
y
s
s
i
d
e
s
 a
n
d
 M
a
r
g
a
r
e
t
 Z. 
W
i
l
k
i
n
s
 eds., 
A
 R
e
a
d
e
r
 in 
N
e
w
 

R
邑
'gious
M
o
v
e
遠
塁
ts,
L
o
n
d
o
n
:
 C
o
n
t
i
n
u
u
m
,
 2
0
0
6
,
 p
p
.
3
5
-
3
6
.
 

(
3
)
な
お
、
こ
こ
で
い
う
新
宗
教
と
は
、
幕
末
以
降
生
ま
れ
て
ぎ
た
新
し
い
宗
教
運
動
一
般
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
た
い
。

(
4
)
聖
伝
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
宮
本
要
太
郎
『
聖
伝
の
構
造
に
関
す
る
宗
教
学
的
研
究
ー
ー

i

聖
徳
太
子
伝
を
中
心
に
|
|
』
大
学
教
育
出
版
、
二

O

0
三
年
、
一
七
ー
ニ

0
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
 
W
a
c
h
,
 J
o
a
c
h
i
m
 ̀

 
S
o
c
i
o
l
o
g
y
 o
f
 R
e
l蕊
i
o
n」

C
h
i
c
a
g
o
:
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 of C
h
i
c
a
g
o
 Press, 1
9
4
4
,
 p
p
.
5
4
 ,
 20
5
.
 

(
6
)
論
者
に
よ
る
論
考
「
聖
な
る
『
家
族
』
の
誕
生
」
（
荒
木
美
智
雄
編
著
『
世
界
の
民
衆
宗
教
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

0
0
四
年
、
所
収
）
は
か
か
る
問

題
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
問
題
関
心
は
、
近
代
家
族
に
内
在
す
る
〈
宗
教
〉
性
や
い
わ
ゆ
る
「
カ
ル
ト
」
の
〈
家
族
〉
的
構
造
な
ど
に
対
す
る

関
心
と
も
連
関
し
て
お
り
、
今
後
も
多
面
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

(
7
)
宮
本
要
太
郎
、
前
掲
書
、
ニ
―
-
|
―
四
頁
。

(
8
)島
薗
進
の
論
文
「
宗
教
思
想
と
言
葉i

神
話
・
体
験
か
ら
宗
教
的
物
語
へ
—
ー
」
（
脇
本
平
也
•
柳
川
啓
一
編
『
現
代
宗
教
学
2

宗
教
思
想
と
言
葉
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）
は
、
物
語
論
を
導
入
し
て
教
祖
出
現
の
宗
教
的
物
語
の
救
済
史
的
意
義
を
論
じ
て
お
り
、
本
論
考
に
と
っ

て
も
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
概
論
で
終
っ
て
い
る
。

(
9
)
荒
木
美
智
雄
『
宗
教
の
創
造
力
』
講
談
社
、
二

0
0
一
年
、
所
収
。

(10)
島
薗
進
「
教
祖
と
宗
教
的
指
導
者
崇
拝
の
研
究
課
題
」
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
集
委
員
会
編
『
教
祖
と
そ
の
周
辺
』
（
宗
教
社
会
学
研
究
会
論
集

w)
雄

山
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
、
三
二
頁
。

(11)
歴
史
的
人
物
を
神
格
化
す
る
傾
向
が
伝
統
的
に
日
本
宗
教
に
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
堀
一
郎
（
人
ー
神
信
仰
）
や
宮
田
登
（
生
き
神

信
仰
お
よ
び
霊
神
信
仰
）
、
中
村
元
（
指
導
者
崇
拝
）
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
聖
な
る
人
間
の
神
格
化
は
日
本
に
限
ら
ず
多
く
の
宗
教
伝

統
に
共
通
の
現
象
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
特
定
の
人
物
の
「
生
」
を
通
し
て
社
会
全
体
、
歴
史
全
体
、
そ
し
て
宇
宙
全
体
が

聖
化
さ
れ
る
宗
教
的
構
造
の
解
明
で
あ
り
、
教
祖
伝
の
分
析
は
そ
の
も
っ
と
も
中
心
的
か
つ
根
源
的
な
課
題
を
構
成
す
る
。

(12)
佐
藤
範
雄
『
天
地
の
大
理
』
金
光
教
本
部
、
一
九

0
五
年
、
五
ー
八
頁
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
変
更
し
た
。
以
下
、
同
様
。

(13)
こ
の
日
、
金
光
大
神
に
対
し
、
天
地
金
乃
神
か
ら
「
家
業
で
あ
る
農
業
を
止
め
て
、
難
儀
な
人
を
取
次
ぎ
助
け
て
く
れ
」
と
の
頼
み
が
あ
っ
た
。
金
光

大
神
は
そ
の
頼
み
を
受
け
入
れ
、
こ
の
時
か
ら
神
勤
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
神
伝
は
後
に
「
立
教
神
宣
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
が
、
一
九
四



(14) 

(15) 
一
年
に
「
立
教
神
伝
」
と
称
す
る
こ
と
が
金
光
教
教
規
で
定
め
ら
れ
た
。

佐
藤
範
雄
、
前
掲
書
‘

1
0|
-
―
頁
。
な
お
、
同
書
に
お
い
て
佐
藤
は
、
教
祖
が
道
を
開
く
た
め
に
い
か
に
多
く
の
迫
害
を
被
っ
た
か
を
説
い
た
後
に
、

金
光
教
の
別
派
独
立
に
い
た
る
経
緯
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
国
家
へ
の
批
判
は
微
塵
も
読
み
取
れ
な
い
。
明
治
政
府
か
ら
一
時
期
布
教
を

差
し
止
め
ら
れ
る
な
ど
、
金
光
大
神
の
布
教
に
対
す
る
官
憲
の
干
渉
は
、
戦
後
の
教
団
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
自
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
表
に
現

わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
国
の
永
存
発
達
に
尽
く
す
の
が
本
務
の
―
つ
で
あ
る
と
佐
藤
は
説
い
て
い
る
。
自
身
の
長
年
の
努
力
が
報
わ
れ
て
よ
う
や
く
教

団
の
独
立
を
許
さ
れ
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
は
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
右
‘
―

¥
0|
-
―
頁
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
「
生
神
」
思
想
は
、
こ
の
後
次
第
に
後
退
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
人
神
と
し
て
の
天
皇
制
に
抵
触
す

る
惧
れ
が
生
じ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
「
生
神
」
と
し
て
の
教
祖
像
を
自
由
に
標
榜
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
戦
後
に
な
る
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
六
巻
第
四
号

―
―
八
ー
一
九
頁
。

(16)
そ
の
際
、
教
監
佐
藤
範
雄
の
名
前
で
、
次
の
よ
う
な
通
牒
が
出
さ
れ
て
い
る
。
「
四

O
監
第
一
七
号
今
般
、
教
祖
御
伝
記
編
纂
相
成
ル
ベ
ク
ニ
付
テ
ハ
、

左
記
ノ
事
項
調
査
ス
シ
メ
ラ
レ
候
間
、
文
体
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
平
易
二
詳
述
シ
、
来
ル
七
月
末
日
迄
二
差
出
候
様
御
取
計
相
成
度
、
依
命
此
段
及
通

牒
候
也

一
教
祖
御
理
解

一
貫
行
君
（
金
光
四
神
）
御
理
解

一
教
祖
二
関
ス
ル
一
切
ノ
伝
説

一
貰
行
君
二
関
ス
ル
一
切
ノ
伝
説

右
ハ
、
出
来
得
ル
限
リ
其
事
項
ノ
起
lJ
タ
ル
年
代
並
二
御
理
解
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
及
御
理
解
ヲ
受
ケ
タ
ル
当
人
ノ
住
所
氏
名
ヲ
付
記
ス
ル
コ
ト
明
治

四
十
年
六
月
二
十
一
日
」

(17)
宮
田
喜
代
秀
「
金
光
大
神
教
語
記
録
編
纂
の
歴
史
過
程
」
『
金
光
教
学
』
ニ
―
号
、
一
九
八
一
年
、
六
三
頁
。

(18)
同
右
、
八
ニ
ー
八
三
頁
。
な
お
、
こ
の
時
に
存
在
が
公
け
と
な
っ
た
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
は
、
金
光
大
神
の
後
を
継
い
で
神
勤
し
た
金
光
宅
吉
が
書

写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
本
の
所
在
は
未
だ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

(19)
斉
藤
誠
逸
郎
『
教
義
叢
談
』
私
家
版
、
一
九

0
七
年
、
一
六
頁
。
宮
田
喜
代
秀
、
前
掲
論
、
七
八
頁
、
参
照
。

(20)
藤
井
喜
代
秀
「
教
典
編
纂
委
員
会
に
お
け
る
教
祖
伝
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
」
『
金
光
教
学
』
二
三
号
、
一
九
八
三
年
、

ニ
O



新
宗
教
教
祖
伝
の
生
成
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
（
宮
本
）

(21)
早
川
督
『
天
地
金
の
大
神
』
輝
文
館
、
一
九
―
二
年
‘

1
0
四
頁
。
引
用
箇
所
に
先
立
っ
て
早
川
は
、
「
金
光
教
が
今
日
の
現
状
を
見
る
に
国
家
主
義
、

迷
信
打
破
の
み
を
標
榜
し
教
祖
の
意
志
、
教
祖
の
愛
を
伝
ふ
る
も
の
の
な
き
が
如
く
に
感
ず
る
、
金
光
教
は
迷
信
打
破
、
国
家
主
義
等
の
教
理
あ
る
の

で
は
な
い
、
本
教
に
あ
る
人
の
「
人
力
威
命
」
（
ひ
と
ち
か
ら
お
ど
し
の
み
こ
と
11

マ
マ
）
た
る
教
祖
の
意
志
の
力
、
信
念
の
力
、
至
誠
の
愛
に
就
き
研

究
せ
ら
れ
ん
事
を
望
む
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
佐
藤
範
雄
II
碧
瑠
璃
園
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

(22)
「
教
祖
停
著
述
に
於
け
る
感
想
」
『
道
別
』
第
七
号
、
大
阪
青
年
会
、
一
九
―
四
年
。
藤
井
喜
代
秀
、
前
掲
論
、
ニ
ニ
五
頁
、
参
照
。

(23)
明
治
四
五
年
一
月
二
六
日
か
ら
四
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。

(24)
こ
の
両
書
の
よ
り
詳
細
な
比
較
は
、
藤
井
喜
代
秀
、
前
掲
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
5
)
同
右
‘
―
二
O
—
二
四
頁
。


