
、

從
來
本
宗
に
於
て
「
教
学
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
、
も
の
が
果
し
て
学
と

し
て
の
教
学
で
あ
っ
た
か
否
か
を
方
法
論
的
に
吟
味
す
る
と
と
に
ょ
２
」

「
学
と
と
」
の
教
学
」
の
在
り
方
を
考
察
す
る
と
と
が
と
の
小
論
の
意
図

で
あ
る
。

古
來
宗
学
の
立
場
は
宗
祀
の
依
経
不
依
人
の
立
場
を
基
本
と
し
て
、
少

し
も
私
見
を
交
え
ず
、
だ
蟹
経
文
に
任
せ
て
、
誘
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

と
れ
は
学
問
の
立
場
と
異
な
る
の
は
勿
論
で
あ
っ
た
。
反
之
天
台
の
立
場

は
、
五
時
八
教
等
の
範
鴫
〔
自
己
の
哲
学
的
見
解
）
を
中
心
と
し
て
法
華

経
乃
至
一
代
聖
教
を
体
系
的
に
組
織
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ

れ
は
一
つ
の
完
結
し
た
学
問
体
系
と
云
う
と
と
が
出
來
よ
う
。
し
か
し
全

く
私
見
を
た
て
な
い
で
学
問
を
組
織
す
る
と
い
う
と
と
は
元
來
不
可
能
で

う
。
又
、
添
品
が
妙
本
の
訳
文
を
襲
用
し
た
の
は
、
偏
へ
に
妙
本
の
文
体

が
周
到
精
赦
、
然
も
流
麗
に
し
て
至
ら
ざ
る
な
き
筈
訳
で
あ
っ
た
た
め
に

更
に
屋
上
架
屋
の
愚
を
演
ず
る
を
嫌
っ
た
故
で
あ
ら
う
。
三
訳
を
存
し
つ

つ
も
独
り
妙
本
の
み
が
、
中
国
に
あ
っ
て
も
、
叉
本
邦
に
於
て
も
、
一
代

を
風
礎
し
て
今
日
に
到
っ
た
理
由
の
一
班
と
し
て
、
そ
の
訳
文
が
上
の
如

く
最
高
の
粋
を
示
せ
る
も
の
で
あ
る
に
よ
る
と
と
は
銘
記
さ
れ
ね
ば
な
ら

教
義
と
教
学芹

澤
寛
哉

I

〆

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
最
も
躯
い
積
極
的
立
場
を
示
す
こ
と
も
あ
り

得
る
。

教
学
と
は
教
義
を
材
料
と
し
て
そ
れ
を
学
問
的
方
法
に
よ
っ
て
組
織
体

系
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
が
膿
ろ
学
問
は
何
故
に
必
要
で

あ
る
か
、
そ
の
組
織
体
系
化
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
三
Ｌ
可
能
で
あ
る
か

叉
如
何
な
る
論
理
的
性
絡
を
も
つ
ぺ
き
で
あ
ら
う
か
、
果
し
て
教
義
の
識

く
を
組
織
し
つ
く
す
こ
と
が
出
來
ろ
で
あ
ら
う
か
、
圭
」
れ
ら
の
課
題
は
一

宗
の
教
義
が
軍
な
る
信
仰
内
容
の
告
白
で
あ
る
に
止
ま
る
と
と
な
く
客
観

的
に
妥
当
な
ろ
も
の
と
し
て
、
丙
に
は
宗
教
の
弁
証
と
し
て
、
外
に
は
護

教
的
役
割
を
躯
め
ろ
た
め
に
も
、
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
と
思
う
。

右
の
課
題
に
関
す
る
手
掛
り
と
し
て
キ
・
リ
ス
ト
教
騨
学
の
立
場
を
考
察

す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
就
て
見
る
な
ら
ば
、
信
仰
が
最
初
の
ま
ゞ
の
単

純
な
信
頼
感
に
止
ま
ら
ず
、
高
め
ら
れ
て
確
信
と
な
り
、
更
に
反
省
さ
れ

ぬ
。
〃

因
み
に
言
ふ
。
本
宗
の
祈
藷
肝
文
は
妙
本
中
よ
り
そ
の
最
も
眼
調
さ
れ

決
る
句
を
抜
粋
と
」
之
を
再
編
せ
る
賂
の
な
る
が
故
に
、
当
然
の
蹄
結
と

し
て
文
中
に
ｎ
の
香
韻
を
反
復
す
る
と
と
極
め
て
多
く
、
読
諦
に
よ
る
そ

鋤
の
発
声
上
の
効
果
が
、
信
仰
者
を
し
て
よ
り
以
上
に
心
気
の
高
揚
を
齋
ら

し
め
る
結
果
差
生
ず
る
と
と
多
き
文
体
と
な
っ
て
居
る
。
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〆

●

て
思
想
の
形
を
と
っ
て
「
教
」
と
し
て
説
か
れ
、
教
義
内
容
が
反
省
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
即
ち
、
理
性
に
よ
っ
て
、
考
へ
ら
れ
て
普
遍
性
を
有
す

る
学
問
の
形
態
を
と
る
様
に
な
り
、
鼓
に
詠
学
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

歴
史
鯛
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
か
上
る
必
然
的
経
過
を
と
っ

て
発
現
し
た
神
学
が
対
丙
的
に
減
キ
Ｗ
ス
ト
教
の
弁
証
と
な
り
、
対
外
的

に
は
護
激
の
役
割
を
果
し
て
來
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
教
義
は
、
教
会
の
伝
承
に
含
蟄
れ
た
信
仰

丙
容
が
教
会
総
会
議
に
於
て
承
認
さ
が
、
又
は
仏
要
に
鱸
じ
て
は
法
王
の

宣
言
に
よ
っ
て
教
義
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
か
贈
る
意
味

の
教
義
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
は
無
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
た

壁
信
仰
に
つ
い
て
の
教
が
あ
る
の
み
〕

と
の
様
な
手
続
を
経
て
成
立
し
た
も
の
を
教
義
と
云
う
な
ら
ば
か
Ｌ
ろ

教
義
は
嚴
篭
な
意
味
で
本
宗
に
は
存
在
し
な
い
。
故
に
教
義
よ
り
も
む
し

ろ
「
宗
乘
」
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
伝
承
的
な
教
義
は
、
学
問
で

あ
る
よ
り
も
、
信
仰
内
容
の
表
現
と
し
て
考
へ
ら
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

成
立
の
手
続
の
点
を
別
と
し
て
、
や
は
り
教
義
で
あ
ら
う
。
而
も
以
前
は

学
問
的
反
省
的
立
場
と
老
へ
ら
れ
て
い
た
天
台
教
剣
の
相
当
部
分
が
伝
承

と
共
に
教
義
化
し
た
と
い
う
と
と
も
亦
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

神
学
な
る
語
は
も
と
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
は
、
神
と
そ
の
啓
示
．
救
済
を
合
理

的
に
読
明
し
よ
う
と
す
る
学
問
、
即
ち
、
教
会
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ

て
い
る
教
義
を
前
提
し
、
諭
理
的
思
弁
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観

世
界
観
、
救
済
観
を
組
織
す
る
と
と
が
目
的
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
篤
の

学
問
的
方
法
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
学
を
用
い
た
の
で
あ
り

』
」
れ
は
通
常
組
織
神
学
（
合
理
神
学
〕
と
呼
ば
れ
る
。

合
理
的
榊
学
は
自
然
認
識
の
方
法
を
そ
の
ま
ふ
称
の
認
識
に
適
用
せ
ん

と
す
る
も
の
で
自
然
卿
学
と
い
う
と
と
も
捌
來
よ
う
。
と
の
方
法
に
よ
る

神
の
認
識
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
然
的
存
在
と
誠
と
は
、
直
線
的

連
続
の
関
係
に
あ
り
、
理
論
的
認
識
の
道
を
究
極
哀
で
推
し
進
め
て
行
け

ば
神
に
行
き
つ
く
と
い
う
と
と
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
特
質
は
瀞
と
人
間
と
の
絶
対
的
断
絶
で
あ
り

人
間
の
側
か
ら
神
に
至
る
道
は
存
し
な
に
た
壁
神
の
側
か
ら
す
る
恩
寵

の
み
が
人
間
を
救
済
に
導
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
合
理
的
方
法
の

徹
底
は
結
局
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
否
定
に
経
る
外
は
な
い
。

』
」
れ
に
対
し
て
超
自
然
主
義
的
脚
学
の
立
場
は
信
仰
と
知
識
を
竣
別
し

信
仰
の
特
質
を
譲
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
学
問
的
方
法
と
し
て
見

る
と
き
は
啓
示
に
そ
の
蓑
上
從
う
と
い
う
と
と
か
ら
、
聖
書
の
文
字
へ
の

固
執
、
叉
は
伝
統
へ
の
執
着
と
な
り
、
更
に
は
自
然
科
学
等
の
科
学
詮
無

覗
し
、
そ
れ
ら
の
領
域
に
ま
で
超
自
然
的
啓
示
の
読
明
を
一
方
的
に
適
用

せ
ん
と
す
る
傾
向
に
を
有
ず
ろ
に
至
る
。

以
上
の
外
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
於
て
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
、
歴
史
的

方
法
、
批
判
的
方
法
、
弁
証
法
的
方
法
等
何
れ
も
前
記
の
方
法
に
お
け
る

と
同
様
な
難
点
に
遡
遇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
諸
方
法
に
於
て
か
上
る
困
難
が
生
じ
た
の
は
、
結

』
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局
神
の
超
越
性
と
自
然
的
存
在
た
る
人
間
の
絶
対
的
異
質
性
に
基
く
と
云

減
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

教
義
に
対
す
る

一
、
観
本
紗
（
九
四
○
〕
Ｉ
観
心
太
奪
紗
の
略
称
Ⅱ
の
驚
動
耳
目
と
は
何

か
。
五
重
三
段
訟
示
の
理
由
如
何
。
末
文
（
九
四
八
）
の
譲
與
と
は
何
を
指

す
か
等
は
、
皆
一
愈
四
士
必
要
論
の
聖
語
で
あ
る
か
ら
『
観
本
紗
に
一
承

四
士
な
し
』
と
公
言
し
て
ゐ
る
某
大
学
匠
の
、
王
張
は
誤
三
」
ゐ
る
。
不
肯

日
澗
は
真
蹟
写
真
版
対
照
の
観
本
紗
全
文
を
爽
読
で
一
時
間
廿
分
蚕
種
徒

の
法
事
に
拝
ん
で
ゐ
る
。
毎
朝
夕
の
勤
行
に
も
全
読
し
、
全
文
の
素
読
二

千
回
以
上
に
及
ん
で
ゐ
る
。
五
字
の
金
塊
の
丙
に
此
珠
を
裏
み
蕊
と
の
御

聖
意
を
ぱ
『
五
字
の
袋
の
丙
に
』
と
読
ま
せ
、
女
王
を
成
王
と
悪
訂
正
し

本
師
を
本
時
と
読
ま
せ
て
ゐ
る
が
如
き
印
刷
物
の
観
本
紗
は
百
万
年
拝
ん

で
も
御
聖
意
は
断
じ
て
爪
の
垢
程
す
ら
も
判
か
る
も
の
で
は
な
い
。
中
山

の
二
具
十
体
、
玉
沢
の
一
奪
四
士
国
宝
画
像
等
は
観
本
紗
の
文
上
通
り
正『

教
学
が
教
義
を
基
と
し
て
組
織
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
限
り

本
門
本
尊
の
在
り
方

一
尊
一
士
正
境
論

町

承
認
と
、
学
問
的
要
求
の
満
足
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
満

竹
田
日

I

淵

直
に
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
底
の
御
聖
意
は
一
餓
一
士
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
百
界
千
如
も
十
界
互
具
も
、
玄
文
止
前
四
雀
等
に
説
く
所
で
あ
っ

て
、
非
情
の
国
土
世
間
不
顯
、
草
木
不
成
佛
、
木
画
本
尊
無
救
済
の
劣
法

で
あ
る
と
は
、
観
本
妙
の
序
文
に
於
て
大
聖
人
が
し
つ
』
」
い
程
懇
誘
し
て

ゐ
ら
れ
ろ
か
ら
『
十
界
本
愈
の
受
茶
羅
』
と
の
如
き
不
完
全
極
ま
る
不
成

佛
の
悪
熟
語
は
、
聖
滅
後
の
人
師
の
創
作
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
且
つ

『
十
界
曼
茶
羅
を
以
て
本
噂
と
さ
れ
た
』
と
云
ふ
大
聖
人
の
実
跡
も
な
く

叉
其
文
証
と
し
て
も
御
虞
蹟
遺
文
中
に
は
唯
の
一
語
も
無
い
の
で
あ
る
。

且
つ
本
門
八
品
中
に
於
て
も
無
軽
証
で
あ
り
、
釈
愈
の
金
言
無
し
と
云
ふ

実
状
だ
。
宗
教
の
魂
た
る
べ
き
本
尊
が
日
蓮
に
於
て
斯
く
も
不
用
意
な
も

の
で
あ
ら
う
か
。
六
百
五
十
年
間
の
学
ぽ
よ
反
省
せ
よ
。
二
処
三
会
の
潅

山
顯
現
其
物
丞
一
幅
の
十
界
受
茶
羅
本
尊
で
あ
る
と
か
、
或
は
起
顯
寛
其

物
が
十
界
本
愈
で
あ
る
と
の
如
き
無
宗
学
、
無
智
の
無
信
心
を
さ
ら
け
出

す
や
う
で
は
不
偶
の
至
り
で
あ
る
。
但
し
、
神
力
別
付
を
実
行
化
し
、
本

門
戒
壊
の
聖
境
に
於
て
本
門
授
戒
の
証
と
し
二
本
門
題
凰
の
塁
茶
羅
は
』

是
非
共
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
其
溌
証
は
教
菩
薩
法
佛
所
誰

見
た
鰯
苔
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
見

つ
の
重
要
な
手
が
か
り
を
示
し
て
い

た
さ
れ
な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
佛
教
の
宗
学
に
於
て
、
学
と
し
て
の
教
学

は
い
か
な
る
方
法
を
と
る
一
へ
き
か
の
課
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
対
比
し
て

課
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
対
比
し
て

／

出
さ
れ
な
い
「
法
」
の
問
題
が
、
一

ろ
と
云
う
と
と
が
出
來
よ
う
。
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