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『
語
ら
れ
た
教
祖

　
一
近
世
・
近
現
代
の
信
抑
史

』川
　
瀬
　
貴
　
也

　
本
書
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
天
理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所

で
行
わ
れ
た
研
究
会
の
成
果
で
あ
り
、
タ
イ
ト
ル
の
通
り
「
教
祖
」
が
信
仰

上
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
、
教
旧
観
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に

構
築
さ
れ
て
き
た
の
か
、
教
橿
（
像
）
は
信
仰
に
ど
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
与
え
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
編
ま
れ
た
論
文
集
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
近
世
、
近
代
以
降
に
叢
生
し
た
新
宗
教
（
民
衆
宗
教
）
に
関
し
て

は
、
研
究
に
お
い
て
教
祖
の
人
生
や
教
祖
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
教
義
、
そ

の
活
動
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
が
、
こ
の
書
は
教
祖
が
没

し
た
後
、
残
さ
れ
た
信
仰
者
た
ち
の
多
様
な
問
題
（
教
義
・
信
仰
・
学
問
・

組
織
・
布
教
な
ど
）
が
凝
縮
さ
れ
る
場
と
し
て
の
「
教
祖
伝
扁
に
注
目
し
た

書
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
下
に
目
次
を
示
し
、
内
容
を
掻
い
摘
ん
で
紹
介
し
、
個
々
の
論
文
に
コ

メ
ン
ト
を
差
し
挟
ん
で
い
き
た
い
。

は
じ
め
に
（
幡
鎌
一
弘
）

聖
な
る
歴
史
と
し
て
の
教
穣
伝

　
　
　
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
脱
構
築
と
再
構
築

（
宮
本
要
太
郎
）

新
宗
教
文
化
の
脱
教
団
的
展
開

　
　
　
教
祖
研
究
の
〈
作
法
〉
を
め
ぐ
っ
て
…
（
永
岡
崇
）

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
た
教
根
伝
（
堀
内
み
ど
り
）

如
来
の
化
身
と
し
て
の
親
鶯
・
一
学
徒
と
し
て
の
親
驚
（
井
上
善
幸
）

日
蓮
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
？

　
一
近
代
日
蓮
像
の
構
築
過
程
の
文
化
分
析
t
（
大
谷
栄
一
）

教
祖
像
の
力
学
－
金
光
教
の
教
祖
探
究
か
ら
i
（
竹
部
弘
）

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
臨
の
成
立
（
幡
鎌
【
弘
）

教
与
論
・
教
団
論
か
ら
見
た
平
田
国
学

　
　
　
信
仰
・
学
問
と
組
織
1
（
遠
藤
潤
）

あ
と
が
き
（
幡
鎌
一
弘
）

　
ま
ず
、
冒
頭
の
宮
本
要
太
郎
論
文
は
、
教
橿
伝
そ
の
も
の
の
性
質
を
、
宗

教
学
的
観
点
か
ら
逓
歴
史
的
に
考
察
し
て
い
る
。
教
祖
は
信
者
の
模
倣
の
対

象
で
も
あ
り
崇
拝
の
対
象
で
も
あ
る
が
、
直
接
教
祖
と
接
し
た
こ
と
が
な
い

信
者
が
増
え
た
後
年
で
は
、
教
祖
に
つ
い
て
の
「
記
憶
」
が
絶
え
ず
更
新
さ

れ
、
信
仰
を
活
性
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
基
礎
と
な
る
の
が
「
教
祖

伝
」
で
あ
る
。
教
祖
伝
（
聖
伝
）
で
は
、
歴
史
的
な
存
在
で
あ
っ
た
教
祖
そ

の
人
の
人
生
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
教
祖
個
人
を
媒
介
に
し
て
顕
現

さ
れ
る
超
越
的
な
る
も
の
が
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
樫
伝
は
必
然
的

に
「
神
話
1
1
歴
史
学
的
5
旨
置
。
－
三
ω
霞
ざ
鋤
に
な
も
の
と
な
る
。
宮
本
は
、

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
物
語
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を

採
用
し
、
教
祖
伝
に
お
け
る
「
神
話
」
と
「
歴
史
」
の
融
合
の
プ
ロ
セ
ス
を

明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
の

が
、
辮
天
宗
と
そ
の
教
祖
で
あ
る
大
森
清
子
（
智
辮
）
で
あ
る
。
小
説
家
の
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一書

山
岡
荘
八
を
監
修
者
と
し
て
編
ま
れ
た
そ
の
「
教
祖
伝
」
を
見
る
と
、
教
祖

が
天
啓
を
受
け
る
シ
ー
ン
が
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
描
写
さ
れ
、
信
者
に
と
っ
て

の
「
歴
史
の
起
源
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
霊
要
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、

生
前
の
教
祖
を
知
る
信
者
た
ち
が
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
、
ま
と
め
ら
れ

た
「
教
祖
伝
」
も
存
在
す
る
。
当
然
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
固
有
の
も
の
で

あ
り
個
性
的
な
も
の
だ
が
、
通
奏
低
音
の
よ
う
に
教
祖
へ
の
思
慕
の
思
い
が

語
ら
れ
て
お
り
、
教
祖
へ
の
思
い
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
教
祖
を
直
接
知
ら

な
い
信
者
に
と
っ
て
も
教
祖
の
「
記
憶
」
を
醸
成
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
、
教
祖
伝
の
機
能
と
し
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
別
絶
す
れ
ば
〈
出

来
事
〉
と
く
記
憶
〉
の
循
環
関
係
が
こ
こ
で
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま

り
、
「
教
祖
が
神
的
な
存
在
で
あ
っ
た
」
と
い
う
く
記
憶
〉
を
あ
ら
か
じ
め

持
っ
て
い
る
信
者
に
と
っ
て
は
、
教
祖
伝
の
様
々
な
歴
史
的
〈
出
来
事
〉
は

象
徴
的
、
ま
た
は
救
済
論
的
な
枠
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
事
象
と
な
り
、
そ
の

循
環
こ
そ
が
教
祖
を
「
物
語
る
」
こ
と
と
な
り
、
語
る
主
体
の
「
信
仰
」
の

解
釈
そ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
教
祖
伝
は
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
解
釈

さ
れ
、
そ
れ
を
読
む
主
体
に
解
釈
を
促
す
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
宮
本
の
説
は
明
快
で
は
あ
る
が
、
評
者
と
し
て
疑
問
な
の
は
、

実
際
の
教
団
に
お
け
る
そ
の
教
祖
伝
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
枯
渇
、
も
し
く
は
硬

直
化
と
い
う
、
実
際
に
あ
る
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
教
団
の
出
す
公
式
の
教
祖
伝
と
、
信

者
～
人
一
人
が
持
つ
「
私
の
教
祖
像
」
が
翻
酷
を
来
し
た
場
合
（
そ
の
よ
う

な
事
態
は
数
多
く
あ
る
）
、
そ
の
齪
鱈
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
と
い

う
問
題
が
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
。
そ
の
齪
酷
も
生
産
的
な
も
の
と
し
て
、
教
祖

を
脱
講
漏
し
、
新
た
な
教
祖
像
を
造
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
永
岡
崇
論
文
は
、
宗
教
研
究
に
お
け
る
教
祖
研
究
の
「
作
法
し
と
で
も
呼

ぶ
べ
き
も
の
を
学
説
史
的
に
ま
と
め
て
い
る
。
非
信
仰
者
の
立
場
か
ら
、
新

宗
教
の
教
祖
た
ち
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
、
あ
る
い
は
「
教
祖
伝
」
に
寄
り
添
う

形
の
研
究
が
登
場
し
た
の
は
戦
後
か
ら
で
あ
る
が
（
学
者
の
教
祖
研
究
も
、

広
義
の
教
祖
伝
と
な
る
側
面
が
あ
る
事
に
注
意
）
、
例
え
ば
川
村
邦
光
は
カ

リ
ス
マ
理
論
を
駆
使
し
つ
つ
、
教
祖
が
「
カ
リ
ス
マ
」
の
あ
る
特
別
な
人
格

と
し
て
承
認
さ
れ
る
力
学
を
「
自
己
神
化
」
の
実
践
か
ら
読
み
解
こ
う
と
し

て
い
る
。
荒
木
美
智
雄
は
教
祖
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
（
自
叙
伝
）
を
第
一
義
と

し
、
教
祖
伝
は
教
祖
の
存
在
を
、
教
祖
が
対
立
し
超
え
よ
う
と
し
た
は
ず
の

社
会
・
文
化
構
造
の
中
に
定
位
す
る
も
の
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
。

島
薗
進
は
、
信
仰
当
事
者
に
よ
る
教
祖
に
つ
い
て
の
語
り
や
教
団
内
の
教
学

研
究
の
成
果
を
単
な
る
情
報
源
と
し
て
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
教
祖
を
め

ぐ
る
対
話
の
相
手
と
し
て
積
極
的
に
位
志
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
勢
い
島

薗
の
概
究
は
あ
る
種
の
「
共
振
」
に
裏
打
ち
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
彼
自
身

が
唱
え
た
「
新
霊
性
文
化
」
の
一
部
を
な
す
も
の
と
永
岡
は
評
す
る
。
永
岡

の
研
究
史
の
整
理
は
以
上
で
あ
る
が
、
無
い
物
ね
だ
り
を
承
知
の
上
で
問
わ

れ
る
べ
き
は
、
永
岡
が
組
上
に
あ
げ
た
各
論
者
の
「
作
法
」
を
、
彼
が
ど
の

よ
う
に
批
判
的
継
承
を
す
る
か
と
い
う
「
作
法
」
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
堀
内
み
ど
り
論
文
は
宗
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
昨
今
の
議
論
を
整
理

し
、
『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
表
さ
れ
て
い
る
ジ

ェ
ン
ダ
ー
観
（
教
祖
自
身
の
も
の
と
、
教
祖
伝
執
筆
者
た
ち
の
）
を
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
門
女
性
教
祖
」
に
関
す
る
言
説
が
女
性
の
生
理

的
感
覚
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
本
質
主
義
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
は
、
柳
田

國
男
の
巫
女
論
以
来
の
問
題
で
あ
る
が
、
た
だ
堀
内
が
指
摘
す
る
通
り
、
女

性
教
祖
論
で
重
要
な
点
は
、
女
性
に
よ
る
新
し
い
宗
教
の
創
唱
自
体
が
、
当

該
社
会
へ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
へ
の
門
挑
戦
・
抵
抗
」
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
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あ
る
。
『
教
祖
伝
臨
を
見
る
と
、
中
山
み
き
は
当
時
期
待
さ
れ
、
ま
た
彼
女

が
実
践
し
て
き
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ロ
ー
ル
を
次
々
と
否
定
し
て
い
く
様
子
が
見

て
取
れ
る
が
、
『
教
祖
伝
騙
で
描
か
れ
た
中
山
み
き
及
び
そ
の
編
纂
者
に
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
バ
イ
ア
ス
は
掛
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

堀
内
の
論
考
は
、
研
究
史
の
整
理
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
お
り
、
噌
教
祖
伝
舳

の
詳
細
且
つ
具
体
的
な
分
析
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

　
井
上
善
幸
論
文
は
、
教
祖
（
祖
師
）
と
し
て
の
親
仁
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

親
驚
は
自
ら
の
生
涯
を
語
る
こ
と
が
な
く
、
教
団
外
の
史
料
に
も
親
鷲
に
関

す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
人
物
像
に
は
不
明
な
点
が
多
い

が
、
彼
は
仰
ぐ
べ
き
「
祖
師
」
と
し
て
常
に
語
ら
れ
て
き
た
人
物
で
も
あ
る
。

本
論
で
は
教
団
が
示
す
親
鶯
像
と
、
門
信
徒
の
信
仰
に
現
れ
る
親
鶯
像
と
の

関
連
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て

は
、
当
然
釈
迦
が
「
目
指
す
べ
き
規
範
」
と
し
て
常
に
存
在
し
て
い
る
が

（
向
上
モ
デ
ル
）
、
人
間
親
心
が
苦
悩
し
つ
つ
救
い
を
求
め
る
歩
み
そ
の
も

の
が
、
如
来
が
仮
の
姿
を
と
り
衆
生
に
モ
デ
ル
と
な
っ
て
現
れ
る
と
い
う
向

自
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
渾
然
一
体
と
な
り
、
宗
榿
・
親
旧

像
を
形
成
し
て
い
く
。
親
驚
没
後
、
そ
の
子
孫
た
ち
に
よ
っ
て
親
鴛
は
門
祖

師
」
「
開
山
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
江
戸
時
代
以
降
は
、
メ
デ
ィ
ア
の

発
達
に
よ
り
多
様
な
親
鷲
像
が
出
現
す
る
。
近
代
以
降
は
、
歴
史
学
的
手
法

を
主
と
し
た
学
的
接
近
と
、
近
代
的
個
人
の
真
宗
へ
の
目
覚
め
か
ら
捉
え
ら

れ
た
親
藩
像
が
重
要
で
あ
る
。
真
宗
学
と
い
う
立
場
か
ら
い
え
ば
、
既
に
親

鶯
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
普
遍
的
（
静
態
的
）
な
「
真
理
」
を
弁
証
・

相
承
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
と
な
る
が
、
歴
史
的
生
を
生
き
る
我
々
に
と
っ

て
は
、
そ
の
つ
ど
開
示
さ
れ
る
動
態
的
な
宗
教
的
真
理
こ
そ
が
重
要
に
な
っ

て
く
る
。
つ
ま
り
、
井
上
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
祖
師
論
の
再
構
築
と
は
、

信
仰
の
上
で
生
き
た
祖
師
に
出
会
い
、
問
い
を
発
し
、
そ
の
声
を
聞
く
と
い

う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
評
者
と
し
て
問
い
た
い
の
は
、
特
に
近
代
に
お
い

て
、
非
門
徒
の
作
家
や
研
究
者
が
描
く
「
親
解
像
」
の
問
題
で
あ
る
。
非
信

者
と
い
っ
て
も
、
特
に
作
家
の
場
合
は
、
そ
の
実
存
的
な
問
題
か
ら
親
鶯
に

接
近
す
る
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
彼
ら
の
営
み
は
、
普
通
の
門
徒
と
ど

う
区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
非
門
徒
が
描
く
親
鶯
像
が
門
徒

に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
大
谷
栄
「
論
文
で
は
、
近
代
に
お
い
て
日
蓮
像
が
い
か
に
構
築
さ
れ
た
か

と
い
う
問
題
意
識
を
中
心
に
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮
は
そ
の
「
波
瀾

万
丈
扁
の
人
生
と
と
も
に
昔
か
ら
数
々
の
伝
記
（
複
師
伝
）
が
書
か
れ
て
き

た
人
物
で
あ
る
が
、
近
代
に
お
い
て
、
客
観
的
・
実
証
的
な
宗
祖
論
が
教
団

外
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
る
に
し
て
も
反
発
す
る

に
し
て
も
、
日
蓮
イ
メ
ー
ジ
は
多
層
性
を
持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
大
谷

は
①
近
代
日
蓮
像
の
送
り
手
分
析
（
文
化
の
生
産
）
、
②
近
代
日
蓮
像
の
メ

デ
ィ
ア
分
析
（
文
化
の
流
通
）
、
③
近
代
日
蓮
像
の
受
け
手
分
析
（
文
化
の

消
費
）
と
い
う
視
座
か
ら
分
析
を
進
め
よ
う
と
す
る
。
近
代
以
降
も
、
日
蓮

像
は
い
わ
ゆ
る
「
信
仰
優
先
の
榿
師
像
」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
実
証
史

学
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
「
攻
撃
」
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
文
献
実
証
的
な
手
続

き
で
対
抗
す
る
と
い
う
こ
と
で
臼
風
潮
は
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
獲
得
し
た
と
い

う
側
面
が
あ
る
（
歴
史
学
者
重
野
安
田
と
国
二
会
の
田
中
智
学
の
対
立
が
典

型
的
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
学
知
を
吸
収
し
た
新
し
い
日
蓮
像
が
、
近
代

臼
蓮
主
義
が
掲
げ
る
日
蓮
像
と
な
っ
て
い
き
、
「
愛
国
者
日
蓮
」
と
い
う
新

た
な
神
話
的
イ
メ
ー
ジ
も
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
（
そ
れ
へ
の
批
判
者
と
し
て

は
高
山
樗
牛
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
）
。
日
蓮
宗
外
の
蘭
学
、
樗
牛
、
姉
崎
正

治
ら
に
よ
っ
て
日
蓮
が
語
ら
れ
日
蓮
像
が
流
通
し
、
大
衆
社
会
の
中
で
消
費
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評書

さ
れ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
大
谷
論
文
で
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
ろ
う
が
、

上
記
の
①
と
②
の
様
相
は
よ
く
判
っ
た
の
だ
が
③
の
視
座
が
あ
ま
り
掘
り
下

げ
ら
れ
て
い
な
い
感
を
持
っ
た
。
自
ら
日
蓮
に
関
す
る
書
物
を
書
き
、
日
蓮

像
の
流
通
に
も
関
わ
り
、
消
費
も
す
る
と
い
う
学
者
や
リ
ー
ダ
ー
的
な
信
仰

者
の
分
析
が
中
心
に
行
わ
れ
て
お
り
、
平
信
徒
の
分
析
が
後
景
に
退
い
た
こ

と
が
残
念
で
は
あ
る
。

　
竹
部
弘
論
文
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
期
の
金
光
教
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
教
祖
像
が
求
め
ら
れ
結
ば
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
、
教
導
金

光
大
神
自
ら
が
綴
っ
た
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
「
お
知
ら
せ
事
覚
帳
」
が
存

在
す
る
が
、
前
者
は
教
祖
没
後
約
三
〇
年
後
に
教
団
中
枢
に
知
ら
れ
、
後
者

は
一
九
七
六
年
ま
で
教
団
に
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
教
糧

に
直
接
ま
み
え
た
信
者
た
ち
の
体
験
談
が
流
布
し
て
お
り
、
現
在
の
『
金
光

教
教
典
篇
（
　
九
八
三
年
刊
）
は
上
述
の
二
身
の
書
い
た
も
の
と
、
信
者
の

綴
っ
た
も
の
、
信
者
や
縁
者
か
ら
の
聴
取
に
よ
る
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
実
は
金
光
教
に
お
い
て
は
、
教
団
の
歴
史
の
は
じ
め
に
お
い
て

は
、
「
正
史
」
と
し
て
の
教
祖
伝
を
作
る
事
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
、
と
い

う
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。
た
だ
、
教
勢
が
拡
が
る
に
伴
い
、
各
信
者
（
直

信
）
が
教
祖
の
教
え
を
中
心
と
す
る
伝
承
を
断
片
的
に
伝
播
流
布
さ
せ
て
は

い
た
が
、
そ
れ
が
公
式
な
も
の
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
教
団
の
～
派

独
立
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
佐
藤
範
雄
の
『
天
地
乱
採
双
幅
（
　
九
〇
五
年
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
世
を
救
う
教
祖
と
そ
の
意
思
を
引
き
継
ぐ
教
団
の
社
会

的
使
命
が
強
調
さ
れ
、
教
義
宣
布
の
た
め
の
教
祖
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
書
が
呼
び
水
と
な
り
、
第
二
世
代
と
遣
う
べ
き
青
年
信
者
が
よ
り
精
緻
な

教
祖
伝
の
編
纂
を
求
め
る
動
き
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
、
自
ら
が
教
祖
に
よ
っ

て
救
わ
れ
た
、
と
い
う
経
験
の
な
い
彼
ら
の
信
仰
的
欲
求
の
表
れ
と
言
え
よ

う
。
結
局
紆
余
曲
折
を
経
て
、
教
団
に
よ
る
教
祖
伝
編
纂
は
頓
挫
す
る
が
、

大
正
期
に
入
り
「
覚
書
」
に
よ
る
教
祖
探
究
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
く
。
こ

れ
に
よ
り
、
教
祖
像
・
教
義
論
の
探
究
と
、
教
祖
に
照
ら
し
て
教
団
の
現
状

を
批
判
的
に
捉
え
る
動
き
も
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
金
光
教
に
お
い
て
は
、

教
祖
自
ら
が
書
き
残
し
た
文
書
と
、
信
者
の
中
に
あ
る
教
祖
像
と
、
教
団
が

提
示
し
た
い
教
祖
像
が
あ
る
程
度
の
対
立
を
含
み
つ
つ
収
量
さ
れ
て
い
っ
た

経
緯
を
持
つ
。
竹
部
論
文
は
、
金
光
教
の
内
部
の
人
間
と
し
て
、
そ
の
教
祖

像
を
め
ぐ
る
力
学
を
精
緻
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
様
な
事
態
が
他
の

新
宗
教
教
団
で
は
起
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
比
較
の
欲
求
を
促
す
。
そ
の

欲
求
に
あ
る
程
度
応
え
て
く
れ
て
い
る
の
が
、
後
続
の
幡
鎌
～
弘
の
論
文
で

あ
る
。

　
幡
鎌
論
文
で
は
、
天
理
教
に
お
け
る
教
祖
伝
編
纂
事
業
の
整
理
と
と
も
に
、

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
』
（
一
九
五
六
年
刊
）
の
成
立
過
程
を
追
っ
て
い
る
。

教
檀
の
カ
リ
ス
マ
は
独
力
で
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
教
祖
と
信
者

（
大
衆
）
の
共
同
作
業
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
換
言
す
れ
ば
教
祖

化
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
「
立
教
に
よ
る
カ
リ
ス
マ
の
誕
生
」

と
「
死
後
も
な
お
救
い
の
源
泉
で
あ
る
教
祖
扁
と
い
う
二
つ
の
「
至
高
者
神

話
」
で
あ
る
。
幡
鎌
は
教
祖
伝
を
作
成
す
る
こ
と
で
教
祖
像
が
再
構
築
さ
れ

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
て
い
る
が
、
天
理
教
に
お
い
て
の
「
教
祖
伝
」

の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
は
、
中
山
み
き
の
最
晩
年
、
本
席
で
あ
る
飯
降
伊
蔵
を

通
し
て
伝
え
ら
れ
た
「
お
さ
し
づ
偏
で
あ
る
。
み
き
は
自
分
が
予
言
し
た
年

齢
よ
り
も
早
く
息
を
引
き
取
る
が
、
そ
の
意
味
づ
け
が
門
お
さ
し
づ
」
で
行

わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
信
者
に
よ
る
み
き
の
人
生
の
語
り
は
始
ま
る
。
こ
れ

以
降
も
信
者
に
よ
る
み
き
に
つ
い
て
の
語
り
は
蓄
積
さ
れ
、
昭
和
初
期
に
は

東
京
帝
大
宗
教
学
科
を
卒
業
し
た
中
山
正
善
が
天
理
教
学
の
基
礎
を
築
き
、
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教
会
本
部
に
お
い
て
教
祖
伝
の
編
纂
が
な
さ
れ
、
『
稿
本
撫
の
も
と
が
確
立

し
た
。
そ
の
前
史
を
な
す
大
正
時
代
ま
で
の
編
纂
活
動
に
お
い
て
は
、
外
部

か
ら
学
者
や
作
家
を
招
く
な
ど
し
、
教
義
の
整
備
と
教
門
の
偉
人
化
が
図
ら

れ
た
。
昭
和
期
に
な
る
と
、
真
柱
の
中
山
正
善
自
身
も
そ
う
だ
が
、
教
団
内

部
で
高
学
歴
エ
リ
ー
ト
が
育
っ
て
き
て
、
彼
ら
が
戦
後
に
教
典
や
教
祖
伝
の

編
纂
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
昭
和
初
期
の
「
学
問
の
内
在

化
（
特
に
歴
史
学
的
な
実
証
性
）
」
は
重
要
だ
が
、
教
義
を
整
理
し
て
い
く

過
程
に
お
い
て
、
中
山
正
善
は
『
お
ふ
で
さ
き
騙
の
執
筆
当
時
の
歴
史
的
背

景
を
あ
え
て
顧
慮
せ
ず
、
全
て
を
神
の
計
ら
い
と
し
て
理
解
す
る
姿
勢
を
と

り
、
こ
れ
が
後
の
隅
稿
本
騙
の
編
纂
で
も
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
史
料
の
記

載
を
主
と
す
る
の
で
は
な
く
、
『
お
ふ
で
さ
き
舳
な
ど
の
解
釈
を
優
先
し
、

史
料
を
選
択
し
、
叙
述
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
天
理

教
の
教
祖
伝
は
天
理
教
の
信
者
に
「
独
占
扁
さ
れ
、
外
部
に
は
「
閉
じ
ら
れ

た
」
も
の
と
な
っ
た
。
幡
鎌
の
こ
の
論
文
は
、
い
わ
ば
天
理
教
が
学
問
を
教

団
の
道
具
と
し
て
使
っ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
内
孫
す
る
意
図
が
込
め
ら

れ
た
論
考
で
あ
る
と
評
せ
る
。

　
遠
藤
潤
論
文
は
、
い
わ
ゆ
る
平
田
派
を
篤
胤
を
教
祖
と
す
る
運
動
（
教

団
）
と
し
て
み
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
地
平
が
開
け
る
か
を
実
験
的
に
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
平
田
篤
胤
の
門
人
組
織

で
あ
る
気
吹
舎
は
神
舐
信
仰
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
学
問
の
組
織
と
し
て
成

立
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
入
門
希
望
者
は
定
型
の
誓
詞
の
提
出
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
皇
胤
へ
の
帰
依
を
伴
い
、
そ
の
誓
い
を
破
っ
た
な

ら
神
罰
が
あ
る
と
す
る
起
請
文
の
よ
う
な
誓
詞
に
は
宗
教
色
は
あ
る
が
、
そ

こ
で
の
学
び
は
信
仰
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
近
代
で
い
う
「
教
団
」
と
完
全
に
重
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

遠
藤
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
気
吹
舎
で
は
様
々
な
神
格
が
祀
ら
れ
、

篤
胤
自
身
も
死
後
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
が
、
比
較
的
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
期
に
入
り
、
平
田
派
が
維
新
炭
量
に
重
用
さ
れ
る
と
、

気
吹
舎
蔵
版
の
書
物
が
盛
ん
に
鵬
版
さ
れ
る
が
、
鎮
胤
を
申
心
と
し
た
平
田

派
国
学
者
た
ち
は
一
門
の
学
問
的
統
率
を
維
持
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
、

教
団
的
な
形
態
で
結
束
を
固
め
よ
う
と
は
し
て
お
ら
ず
、
珍
重
の
伝
記
も
教

祖
伝
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
近
代
以
降
の
動

き
と
し
て
、
平
田
神
社
の
創
建
と
本
教
教
会
の
設
立
が
あ
る
。
要
は
篤
胤
を

祭
神
と
し
、
そ
の
神
社
を
拠
点
と
し
た
教
会
が
成
立
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ

は
近
代
宗
教
行
政
の
い
わ
ば
巧
ま
ざ
る
結
果
と
し
て
生
じ
た
事
態
で
、
神
舐

を
め
ぐ
る
信
仰
と
学
問
が
分
化
し
て
い
く
中
で
、
学
問
の
祖
た
ち
が
信
仰
対

象
と
さ
れ
る
と
い
う
逆
説
が
あ
る
と
結
ば
れ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
に
遠
藤

は
慎
重
に
平
田
派
を
扱
っ
て
い
る
が
、
気
吹
舎
の
出
版
事
業
を
「
教
典
編
纂

事
業
」
と
位
置
づ
け
て
、
そ
の
性
格
を
問
う
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
の
感
想
を
持
っ
た
。

　
以
上
、
各
論
文
を
要
約
し
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
き
た
が
、
教
祖
論
と
い
う

難
し
い
テ
ー
マ
で
こ
の
よ
う
な
論
集
に
結
実
さ
せ
た
編
著
者
に
改
め
て
敬
意

を
表
し
た
い
と
思
う
。
実
は
、
こ
の
書
を
読
み
終
え
た
と
き
に
評
者
が
真
っ

先
に
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
並
行
録
た
る
福

音
書
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス

と
い
う
人
物
の
言
動
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
営
み
が
、
不
断
に

新
た
な
イ
エ
ス
像
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
全
て

の
創
唱
宗
教
に
お
い
て
は
、
教
祖
（
伝
）
と
の
「
対
話
」
を
経
な
い
信
仰
も

あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
史
的
イ
エ
ス
」
の
議
論
も
あ
る
よ
う
に

（一

辮
｢
紀
の
自
由
神
学
は
歴
史
学
的
に
再
構
成
さ
れ
た
イ
エ
ス
を
信
仰
の
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基
盤
に
据
え
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ト
マ
ソ
学
派
が
そ

れ
に
対
す
る
批
判
を
強
め
、
そ
れ
へ
の
再
批
判
も
含
め
、
歴
史
的
な
イ
エ
ス

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
論
が
議
論
さ
れ
た
）
、
三
根
を
歴
史
学
的
に
解
釈

し
、
そ
こ
か
ら
却
っ
て
信
仰
の
源
泉
を
「
掘
り
当
て
る
」
場
合
す
ら
あ
る
と

思
う
（
「
人
間
」
イ
エ
ス
が
「
史
実
」
と
し
て
奇
跡
を
行
っ
た
と
は
番
え
な

い
が
、
病
や
差
別
に
苦
し
む
人
々
と
の
交
わ
り
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は

「
史
実
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
な
ど
）
。
本
論
文
集
は
、
教
団
の
内
部
か
ら

の
「
教
学
」
的
な
論
考
も
多
く
、
教
団
内
外
の
研
究
成
果
の
す
り
あ
わ
せ
の

可
能
性
の
一
端
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
書
は
近
世
と
近
現
代
の
動
き
を
中
心
に
編
ま
れ
て
い
る
が
、
後
書
き
に

も
あ
る
よ
う
に
、
「
教
祖
の
議
論
の
歴
史
は
、
「
教
団
扁
の
歴
史
そ
の
も
の
襯

な
の
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
て
い
る
諸
論
考
に
刺
激
さ
れ
て
、
評
者
は
他
宗
教

や
他
の
時
代
に
お
け
る
教
祖
論
へ
と
射
程
を
拡
げ
る
「
無
謀
な
漏
誘
惑
に
駆

ら
れ
た
。
少
な
く
と
も
、
民
衆
宗
教
（
新
宗
教
）
の
教
祖
論
は
、
こ
の
書
で

展
開
さ
れ
た
議
論
を
今
後
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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