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教
団
の
女
性
の
位
置
が
最
も
良
く
見
て
取
れ
る
資

料
が
あ
る
。

①
一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
年
）「
女
子
の
得
度
及
び

小
教
校
へ
の
入
学
を
認
め
ず
」（
資
料
１
）

②
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
存
覚
の
『
女
人
往

生
聞
書
』
刊
行
（
資
料
46
）

③
一
八
九
一
年
（
明
治
二
十
四
年
）『
坊
守
教
誡
聞
書
』

発
行
（
資
料
47
）

④
一
九
二
五
年（
大
正
十
四
年
）「
坊
守
規
程
」発
布（
初

め
て
教
団
の
法
規
の
上
に
「
坊
守
」
に
つ
い
て
定
め
た

も
の
）（
資
料
15
）

　
①
で
は
一
人
の
女
性
が
真
宗
の
教
え
に
帰
依
し
て
生

き
て
い
き
た
い
の
で
、
尼
僧
と
な
っ
て
学
問
所
へ
入
学

し
た
い
と
門
を
た
た
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
得
度
や

学
問
所
への
入
学
は
も
ち
ろ
ん
、
将
来
住
職
に
な
る
こ

と
も
許
可
し
な
い
と
指
令
さ
れ
て
い
る
。

　
②
で
は
『
女
人
往
生
聞
書
』
の
中
で
四
十
八
願
の
中

の
三
十
五
願
は
、
女
人
往
生
の
た
め
に
た
て
ら
れ
た
も

の
と
し
、
罪
障
多
き
五
障
の
身
で
あ
る
女
人
は
如
来

の
慈
悲
に
よ
る
、変
成
男
子
往
生
が
説
論
さ
れ
て
い
る
。

　
③
で
は
②
を
ベ
ー
ス
に
女
人
教
化
論
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
五
障
三
従
の
女
子
の
罪
深
さ
や
、
坊
守
に
対
し

て
在
家
や
男
子
に
も
勝
る
大
罪
の
自
覚
を
促
し
、
後

生
を
願
う
生
き
方
が
説
諭
さ
れ
て
い
る
。

　
④
で
は
②
③
の
女
性
観
を
も
と
に
し
た
坊
守
像
を

明
文
化
し
て
い
る
。

　

私
は
一
九
四
七
年
生
ま
れ
で
能
登
の
小
さ
な
寺
で

育
っ
た
。
小
さ
い
頃
、
明
治
生
ま
れ
の
祖
母
や
、
大
正

生
ま
れ
の
母
に
こ
と
あ
る
ご
と
に
「
寺
に
生
ま
れ
た
の

は
在
家
の
も
の
よ
り
罪
が
深
い
か
ら
」、「
在
家
へ
行
っ

て
も
役
に
立
た
ん
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
今
も
記
憶
に

残
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
結

婚
は
寺
か
ら
寺
が
あ
た
り
前
と
な
り
、
一
方
で
寺
か

ら
来
な
か
っ
た
坊
守
に
肩
身
の
せ
ま
い
思
い
を
抱
か
せ

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
女
性
観

の
教
化
が
能
登
の
田
舎
の
坊
守
に
ま
で
届
い
て
い
た
こ

と
が
伺
え
る
。

　
①
の
女
性
の
、
並
々
な
ら
ぬ
決
意
|
真
宗
の
教
え

に
生
涯
出
あ
い
続
け
て
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
願
い

|
を
拒
否
し
た
こ
と
は
「
真
宗
教
団
」
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
が
問
わ
れ
た
大
変
な
出
来
事
で
あ
る
。
立

脚
地
を
崩
さ
れ
た
そ
の
後
の
生
き
方
は
ど
う
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
と
胸
が
痛
い
。

　
そ
れ
以
降
、
女
性
は
得
度
も
教
師
資
格
を
取
る
こ

と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
四
一
年
（
昭
和
16
年
）

初
め
て
女
性
の
得
度
が
許
さ
れ
た
が
、
戦
地
へ
徴
兵
さ

れ
た
住
職
の
穴
埋
め
と
し
て
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
扱
い
は
差
別
的
で
あ
っ
た
。（
資
料
8
）

　
そ
し
て
②
や
③
の
中
で
の
説
諭
に
よ
っ
て
女
性
に
良

妻
賢
母
像
を
求
め
、
女
性
を
家
庭
に
閉
じ
込
め
た
。

性
別
役
割
分
担
の
固
定
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

　

④
の
「
坊
守
規
定
」
は
こ
れ
ま
で
説
諭
さ
れ
て
き

た
女
性
観
を
明
文
化
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

「
坊
守
は
品
行
端た

ん
し
ゅ
く粛
克
く
教
家
の
家
婦
た
る
の
義
務
を

尽
く
し
そ
の
門
信
徒
の
模
範
た
る
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
祖

崇
敬
法
義
相
続
に
お
い
て
他
に
率
先
し
て
自
行
化
他

の
為
に
住
職
の
内
助
を
全

ま
っ
た

か
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

　
坊
守
の
役
目
は
門
信
徒
の
模
範
と
な
っ
て
住
職
を
助

け
て
跡
継
ぎ
の
男
子
を
産
み
育
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
坊
守
は
寺
を
留
守
に
し
な
い
も
の
と
し
て

閉
じ
込
め
ら
れ
た
。
唯
一
、
坊
守
会
への
参
加
は
大
義

名
分
が
立
ち
、
大
手
を
振
っ
て
出
か
け
る
こ
と
が
で
き

た
唯
一
の
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
が
決
ま
れ
ば
、
一

週
間
ほ
ど
前
か
ら
何
を
着
て
い
こ
う
か
と
ワ
ク
ワ
ク
し

な
が
ら
着
物
や
帯
を
選
ん
で
い
た
母
の
姿
が
思
い
浮

か
ぶ
。
し
か
し
男
性
の
教
誡
師
は
『
坊
守
教
誡
聞
書
』

の
中
で
「
全
て
仏
祖
よ
り
の
与
え
も
の
な
の
に
坊
守
は

着
物
を
つ
く
る
こ
と
に
使
う
」
と
戒
め
て
い
る
。
寺
を

留
守
に
で
き
な
い
こ
と
で
他
者
と
の
関
係
が
薄
い
坊
守

た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
聞
法
の
場
は
「
黙
っ
て
教
え
を

聞
く
」
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
あ
と
は
日
常
の
閉
塞
感

か
ら
解
放
さ
れ
た
う
れ
し
い
一
時
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
良
妻
賢
母
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
願
わ

れ
、
性
別
役
割
分
担
が
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

女
性
が
教
団
に
直
接
声
を
出
す
場
と
機
会
を
持
て
な

い
長
い
歴
史
が
あ
っ
た
。
問
い
を
持
て
な
い
ま
ま
聞
法

道
場
（
寺
院
）
に
身
を
置
い
て
き
た
と
も
言
え
る
。

　
今
な
お
女
性
が
教
団
の
正
式
な
構
成
員
と
な
っ
て
い

な
い
と
感
ず
る
こ
と
に
通
じ
る
歴
史
で
あ
る
。
あ
ら
た

め
て
「
お
お
よ
そ
大
信
海
を
案あ

ん

ず
れ
ば
貴き

賤せ
ん

・
緇し

素そ

を
簡え

ら

ば
ず
、
男
女
・
老
少
を
謂い

わ
ず
、
造
罪
の
多
少

を
問
わ
ず･･･

」（
信
巻
）
と
い
う
聖
人
の
言
葉
に
向

き
合
っ
て
い
き
た
い
。
※
資
料
は
す
べ
て
『
女
性
史
に

学
ぶ
学
習
資
料
集
（
東
本
願
寺
出
版
）』
に
よ
る
。

　
　

第

　
　

第
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回　

教
団
の
女
性
観

回　

教
団
の
女
性
観
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昨
年
、
私
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿

の
13
人
」
に
す
っ
か
り
は
ま
っ
た
一
年
で
し
た
。
話
は
、

鎌
倉
幕
府
が
起
こ
り
、
武
士
の
世
の
中
と
し
て
の
仕
組

み
が
成
り
立
っ
て
い
く
ま
で
の
姿
を
、
二
代
執
権
北
条

義
時
を
主
人
公
に
、
多
く
の
坂
東
の
武
士
が
登
場
し
、

次
々
消
え
て
い
く
と
い
う
目
ま
ぐ
る
し
い
展
開
で
し
た
。

私
が
こ
の
ド
ラ
マ
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
脚
本
や

配
役
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ド
ラ
マ
が
、
親
鸞
聖
人

が
比
叡
山
で
の
修
行
を
さ
れ
る
あ
た
り
か
ら
関
東
で

多
く
の
方
々
と
過
ご
さ
れ
た
時
期
に
重
な
っ
て
い
た
か

ら
で
す
。
鎌
倉
殿
の
権
力
を
め
ぐ
る
争
い
、
そ
し
て

後
鳥
羽
上
皇
が
実
権
を
握
る
朝
廷
の
様
子
が
描
か
れ
、

ド
ラ
マ
と
は
い
え
、
私
に
と
っ
て
は
、
当
時
の
情
勢
に

想
像
す
る
の
に
大
変
あ
り
が
た
い
設
定
で
し
た
。

ド
ラ
マ
で
聖
人
が
描
か
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、考
え
て
み
れ
ば
、こ
の
時
期
に
聖
人
は『
教
行
信
証
』

を
執
筆
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
私
は
、
親
鸞
聖
人

が
過
ご
さ
れ
た
関
東
の
地
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
誤

解
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
当
時
の
関
東
に
は
、

あ
れ
だ
け
の
書
物
が
書
け
る
環
境
も
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。『
教
行
信
証
』
は
、
一
二
二
四
年

に
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
少
し
前

に
は
、
聖
人
を
流
罪
に
し
た
後
鳥
羽
上
皇
が
、
北
条

義
時
と
戦
い
、
結
果
、
上
皇
は
隠
岐
に
流
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
義
時
が
没
す
る
の
は
『
教
行
信
証
』
が

書
き
上
げ
ら
れ
た
年
。
そ
う
見
て
い
く
と
、
聖
人
が
、

時
の
朝
廷
と
北
条
の
戦
い
な
ど
を
ご
存
じ
な
か
っ
た
は

ず
が
な
く
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で

書
い
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

聖
人
が
鎌
倉
幕
府
と
関
係
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
が
、『
口
伝
鈔
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

思
い
出
し
ま
し
た
。「
一
切
経
御ご
き
ょ
う
ご
う

校
合
の
事
」
と
い
う

こ
と
で
北
条
時
氏
か
ら
請
わ
れ
て
参
加
し
て
お
ら
れ

る
記
述
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
北
条
氏
と
何
ら
か
の
か

か
わ
り
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
ら
れ
た
聖
人
が
、『
教

行
信
証
』
の
化
身
土
巻
に
「
已す
で

に
も
っ
て
末
法
に
入
り

て
六
百
八
十
三
歳
な
り
」（『
真
宗
聖
典
』
三
六
〇
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
世
が
末
法
の
世
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
聖
人
が
ま
さ
に

濁
世
を
実
感
さ
れ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う

の
で
す
。

度
重
な
る
戦
乱
に
よ
っ
て
多
く
の
人
の
い
の
ち
が
奪

わ
れ
、ま
た
、災
害
や
飢
饉
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
人
々

を
苦
し
め
る
世
の
中
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
末
法
五
濁

の
世
そ
の
も
の
と
親
鸞
聖
人
は
肌
で
感
じ
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
世
の
中
を
生
き

て
い
く
も
の
に
は
、「
た
だ
念
仏
申
す
」
あ
り
方
し
か

な
い
と
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

煩ぼ
ん

悩の
う

具ぐ

足そ
く

の
凡ぼ
ん

夫ぶ

、
火か

宅た
く

無む

常じ
ょ
うの

世
界
は
、
よ

ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ

ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏

の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
。

（『
真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁
）

こ
の
『
歎
異
抄
』
の
お
言
葉
が
し
み
て
き
ま
す
。

翻
っ
て
、
今
日
の
日
本
や
世
界
の
状
況
を
思
う
と
、

時
代
は
、
は
る
か
に
違
っ
て
も
、
私
た
ち
の
抱
え
る

問
題
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
間
と
し
て
何
が
正
し
く
て
何
が
間
違
い
な
の
か
わ

か
ら
な
い
よ
う
な
世
の
中
で
、
人
々
の
分
断
が
広
が
っ

て
い
っ
て
は
い
な
い
か
、
ま
た
、
人
々
の
心
が
ど
ん
ど

ん
孤
独
で
寂
し
く
、
ま
た
、
濁
っ
て
来
て
は
い
な
い
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
思
う
時
、
聖
人
の
時
代
、
人
々
の
苦

悩
に
、
た
だ
念
仏
こ
そ
が
救
わ
れ
て
い
く
道
で
あ
る

と
説
か
れ
た
聖
人
の
姿
に
、
言
葉
に
、
丁
寧
に
向
き

あ
い
、
聖
人
に
出
遇
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
　

濁
世
を
生
き
る

　
　

濁
世
を
生
き
る

長
浜
教
区

長
浜
教
区 
光
了
寺

光
了
寺 

衆
徒　
衆
徒　
有有あ
り
あ
り

賀賀がが 

尚尚な
お
な
お

子子ここ

今
︑こ
の
時
に
︑

今
︑こ
の
時
に
︑

    
    

親
鸞
聖
人

親
鸞
聖
人

　

          
          

に
遇
う

に
遇
う

★★
米
原
市

米
原
市
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育
成
研
修
部
会
で
は
、
毎
年
三
月
の
終
わ
り
に
二

日
間
、
得
度
学
習
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
学

習
会
は
、
得
度
の
意
義
と
大
谷
派
の
僧
侶
と
し
て
の

基
本
的
な
行
儀
を
習
う
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
ま
す
。

考
査
内
容
が
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
十
四

歳
未
満
（
以
降
、子
ど
も
の
部
）
と
十
四
歳
以
上
（
以

降
、
大
人
の
部
）
と
い
う
二
班
に
分
け
て
日
程
が
進

み
ま
す
。

次
に
日
程
の
内
容
で
す
が
、
ま
ず
講
義
（
お
は
な

し
）
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
講
義
内
容
は
「
得
度
の
意

義
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
近
年
は
子
ど
も
の
部

は
青
少
幼
年
部
会
の
委
員
が
担
当
し
、
大
人
の
部
は

教
区
内
の
方
が
講
師
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
改
め
て

自
分
に
と
っ
て
得
度
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を

考
え
さ
せ
ら
れ
る
機
縁
と
な
り
、
な
ん
と
な
く
お
坊

さ
ん
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
受
講
者
の
思
い
を
問

わ
れ
る
時
間
に
な
り
ま
す
。

大
人
の
部
の
方
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
や
願
い
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
が
多
い
で
す
が
、
子
ど
も

た
ち
は
得
度
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
理
解
し
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い
場
合
が
ほ
と
ん

ど
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
得
度
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も

た
ち
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
得
度

を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
願
い
を
子
ど
も
た
ち
に
か
け

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
両
親
を
は
じ
め
家
族

も
、
そ
し
て
得
度
学
習
会
を
主
宰
し
て
い
る
我
々
ス

タ
ッ
フ
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
は
得
度
の
意
義
に
つ
い
て
講
師
の
お

話
を
聞
き
、
改
め
て
自
分
に
と
っ
て
得
度
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
、
得
度
を
受
式
す

る
に
あ
た
っ
て
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
時
間

に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
声
明
練
習
（
お
つ
と
め
の
練
習
）
で
す
が
、

講
師
は
本
山
本
廟
部
の
堂
衆
の
方
々
が
担
当
さ
れ
ま

す
。
一
日
目
は
「
正
信
偈
」
草
四
句
目
下
と
「
念
仏

讃
」
三
淘
、二
日
目
は
大
人
の
部
が
「
浄
土
三
部
経
」、

子
ど
も
の
部
が
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
と
な
り
ま
す
。

声
明
の
練
習
に
関
し
て
は
、
こ
の
研
修
会
で
一
か
ら
学

ぶ
も
の
で
は
な
く
、
事
前
に
十
分
に
お
稽
古
を
し
た

上
で
の
参
加
が
望
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
身

に
つ
い
て
し
ま
っ
た
読
み
癖
や
元
々
自
己
流
で
読
ん
で

い
た
場
合
が
多
く
、
最
終
日
の
考
査
に
向
け
て
、
講

師
か
ら
の
徹
底
し
た
指
導
が
な
さ
れ
ま
す
。
十
四
歳

未
満
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
本
格
的

特
集　

育
成
研
修
部
会

特
集　

育
成
研
修
部
会

　
　
　

得
度
に
か
け
る
願
い

　
　
　

得
度
に
か
け
る
願
い

九
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る
得
度
︒
宗
祖
の
足
跡
を
な
ぞ

り
︑
幼
少
の
頃
よ
り
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
︒

京
都
教
区
で
は
育
成
研
修
部
会
が
毎
年
得
度
学
習

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
︒
得
度
に
か
け
ら
れ
た
願
い

を
︑
得
度
の
意
義
を
︑
声
明
作
法
を
懇
切
丁
寧
に
学

べ
る
場
と
し
て
定
着
し
︑
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
切

な
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
ん
な
得
度
学
習
会
の

様
子
を
お
届
け
し
ま
す
︒
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に
声
明
を
お
稽
古
す
る
場
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
忘

れ
な
い
よ
う
な
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
す
。
昨
年
度

も
声
明
の
練
習
時
に
、
初
め
て
会
う
子
ど
も
た
ち
が

お
互
い
に
仲
良
く
な
り
、
空
き
時
間
に
お
勤
め
の
声

が
そ
れ
ぞ
れ
に
聞
こ
え
て
く
る
の
は
微
笑
ま
し
さ
を

感
じ
ま
す
。
一
方
、
大
人
の
部
の
方
々
は
自
分
の
読

み
癖
が
な
か
な
か
治
ら
ず
、
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
方

が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

 　

初
日
の
日
程
の
最
後
は
、
堂
衆
の
方
々
の
指
導

に
よ
る
装
束
作
法（
衣
の
つ
け
方
）の
時
間
で
す
。「
念

珠
の
持
ち
方
」、「
直
綴
・
墨
袈
裟
」
の
付
け
方
、
畳

み
方
を
習
い
ま
す
が
、
仕
付
け
糸
の
付
い
た
ま
ま
の

直
綴
や
、
家
族
が
長
年
着
て
い
た
と
思
わ
れ
る
古
い

墨
袈
裟
な
ど
、
多
種
多
様
な
装
束
を
目
に
し
ま
す
と
、

我
々
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
は
、
お
寺
で
練
習
し
て
き
て
く

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
多
少
の
不
安
を
覚
え
ま
す
。

こ
の
時
は
、
育
成
研
修
部
会
の
ス
タ
ッ
フ
も
協
力
し
、

一
人
一
人
が
装
束
や
作
法
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

但
し
、
一
時
間
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
こ

れ
ら
の
こ
と
を
学
ん
で
い
く
た
め
、
こ
の
場
で
す
べ
て

を
習
得
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
念
珠
を
は
じ
め
装
束
を
大
切
に
扱
う
心

を
出
発
点
と
な
る
べ
く
こ
の
研
修
会
で
感
じ
る
こ
と

に
意
義
が
あ
り
、
講
師
が
丁
寧
に
装
束
や
作
法
を
さ

れ
る
後
ろ
姿
も
学
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

二
日
目
は
真
宗
本
廟
の
晨
朝
に
自
由
参
拝
し
、
そ

の
後
、
お
経
の
読
み
方
の
稽
古
か
ら
日
程
が
始
ま
り

ま
す
。
子
ど
も
の
部
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
中

で
、『
阿
弥
陀
経
』
を
練
習
し
、
時
間
が
あ
れ
ば
鏧

の
練
習
な
ど
も
行
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
興
味
深
く
鏧
の
打
ち
方
を
習
っ
て
い
る
場
合
が
多

く
、
二
日
目
と
い
う
打
ち
解
け
た
関
係
の
中
で
楽
し

く
受
講
し
て
い
る
姿
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。

一
方
、
大
人
の
部
は
『
無
量
寿
経
』、『
観
無
量
寿

経
』、『
阿
弥
陀
経
』
と
三
経
の
お
稽
古
な
の
で
、
時

間
一
杯
使
っ
て
終
了
時
間
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
拝
読
し
ま

す
。
午
後
か
ら
得
度
考
査
を
受
け
る
方
が
ほ
と
ん
ど

な
の
で
、
必
死
な
思
い
で
受
講
さ
れ
て
い
る
姿
が
印

象
的
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
程
の
流
れ
に
沿
っ
て
得
度
学

習
会
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
長
い
よ
う
で
短
い
時
間

の
中
で
僧
侶
と
な
る
べ
く
研
修
を
行
う
こ
と
は
、
単

に
得
度
考
査
の
た
め
の
試
験
対
策
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
同
じ
く
僧
侶
と
な
る
方
々
と
の
出
あ
い
の
場

で
も
あ
り
、
出
発
点
に
立
つ
覚
悟
が
問
わ
れ
る
場
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

私
自
身
も
四
十
五
年
ほ
ど
前
に
、
木
造
の
京
都
教

務
所
の
二
階
で
受
講
し
た
こ
と
を
今
で
も
は
っ
き
り

と
覚
え
て
い
ま
す
。
仁
科
和
志
先
生
は
優
し
い
語
り

口
で
子
ど
も
た
ち
に
声
明
を
指
導
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

剃
髪
が
嫌
で
重
い
気
持
ち
で
参
加
し
た
私
で
し
た
が
、

そ
こ
で
出
会
っ
た
同
級
生
た
ち
は
意
外
に
も
、
剃
髪

を
苦
に
し
て
い
な
い
こ
と
に
驚
い
た
こ
と
も
覚
え
て
い

ま
す
。

昨
年
度
は
た
く
さ
ん
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
例
年
よ
り

も
時
間
を
短
縮
し
、
マ
ス
ク
着
用
で
不
自
由
な
面
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
休
み
時
間
に
大
き
な
声

で
声
明
の
お
稽
古
を
し
た
り
、
お
互
い
分
か
ら
な
い

と
こ
ろ
を
教
え
合
っ
た
り
し
て
い
る
受
講
生
の
方
々

を
見
て
い
る
と
、
未
来
の
僧
伽
を
見
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
ま
し
た
。

今
年
度
は
三
月
二
十
九
日
（
水
）・
三
十
日
（
木
）

に
得
度
学
習
会
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
得
度
を

予
定
さ
れ
て
い
る
方
に
是
非
お
勧
め
く
だ
さ
い
。

育
成
研
修
部
会 

主
査　
平
原 

晃
宗
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本
山
か
ら
の
お
知
ら
せ
︻
重
要
︼

○
慶
讃
法
要
一
般
参
拝
に
関
す
る
お
知
ら
せ

①
各
組
団
体
参
拝
の
登
録
完
了
に
伴
い
、

十
二
月
一
日
よ
り
寺
院
・
門
徒
単
位
で
の
一

般
参
拝
の
募
集
が
開
始
と
な
り
ま
す
。

　

募
集
期
間
は
、
二
〇
二
二
年
十
二
月
一
日

〜
二
〇
二
三
年
二
月
中
旬
で
、
空
席
が
あ

る
日
に
限
り
、
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

②
お
斎
・
慶
讃
寄
席
の
申
込
は
、
空
席
が
あ

る
日
に
限
り
、
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

③
申
込
方
法
は
、「
一
般
参
拝
（
指
定
席
）
申

込
書
」（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
、
左
記
サ
イ
ト
参
照
）

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
団
体
参
拝
受

入
セ
ン
タ
ー
へ
、
メ
ー
ル
も
し
く
は
Ｆ
ａ
ｘ

に
て
申
込
く
だ
さ
い
。

団
体
参
拝
受
入
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：075-371-9212

Ｆ
Ａ
Ｘ
：075-371-9204

メ
ー
ル
：honbyo@

higashihonganji.or.jp

八
月
に
教
区
駐
在
教
導
の
任
を
拝
し
ま
し
て
、は

や
四
ヶ
月
が
経
ち
ま
し
た
︒右
も
左
も
わ
か
ら
ず
、お

ぼ
つ
か
な
い
足
取
り
で
す
が
、お
か
げ
さ
ま
で
な
ん
と

か
歩
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒

お
話
し
を
い
た
だ
い
た
時
点
で
、す
で
に
遠
慶

寺
住
職
の
任
を
拝
し
て
七
年
以
上
経
っ
て
い
ま

し
た
か
ら
戸
惑
い
ま
し
た
︒最
初
に
教
区
駐
在

教
導
に
な
っ
て
は
ど
う
か
と
お
声
か
け
い
た
だ
い

た
の
は
、二
〇
一
三
年
ご
ろ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒

日
野
前
京
都
教
務
所
長
は
当
時
教
学
研
究
所
事

務
長
で
、私
は
教
化
伝
道
研
修
の
一
期
生
で
し
た
︒

こ
れ
は
立
ち
話
程
度
で
し
た
が
、そ
の
頃
か
ら
、

教
区
駐
在
教
導
と
は
ど
う
い
う
職
務
な
の
か
を

気
に
か
け
な
が
ら
過
ご
し
て
き
ま
し
た
︒私
の
知
る
教

区
駐
在
教
導
は
、京
都
教
区
で
六
人
︒他
教
区
の
方
の

現
状
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、経
験
者
の
談
も
含
め
て
、で
き
る
だ
け
情
報

　
毎
年
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、一
年
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
様
々
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
感

じ
る
︒

　
昨
年
は
、初
め
て
自
坊
以
外
で
法
話
を
す
る
ご
縁

を
い
た
だ
い
た
︒法
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、上
手

く
話
せ
る
か
？
緊
張
し
な
い
か
？
な
ど
と
い
っ
た
こ
と

を
、つ
い
つ
い
考
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
︒し
か
し
、

法
話
と
は
、お
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
る
方
々
に
、親
鸞

聖
人
が
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
み
教
え
を
お
伝
え
す
る

を
集
め
ま
し
た
︒し
か
し
十
人
十
色
︒ほ
か
の
住
職
や

僧
侶
に
聞
い
て
も
、返
っ
て
く
る
答
え
は
バ
ラ
バ
ラ
で

す
︒と
う
と
う
、ど
う
い
う
職
務
な
の
か
は
っ
き
り
し

な
い
ま
ま
、い
ま
に
至
る
、と
い
う
感
じ
で
す
︒

私
の
思
い
浮
か
べ
る
教
区
駐
在
教
導
は
、と

も
に
教
え
を
聞
い
て
い
く
場
を
開
き
続
け
、あ
る

い
は
開
か
れ
た
聞
法
の
場
を
働
き
蜂
の
よ
う
に

転
々
と
し
て
い
く
役
割
で
す
︒

教
区
内
住
職
と
し
て
現
場
に
片
足
を
置
き
つ

つ
、広
く
教
区
の
声
、宗
門
の
声
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒今
春
の
慶
讃
法
要

や
、二
〇
二
四
年
の
長
浜
教
区
と
の
教
区
改
編

の
日
も
、い
よ
い
よ
見
え
て
き
ま
し
た
︒合
併
後

は
大
谷
派
最
大
寺
院
数
を
抱
え
る
広
域
教
区
に
な
り

ま
す
︒地
域
の
違
い
を
聞
き
合
い
な
が
ら
、「
バ
ラ
バ
ラ

で
い
っ
し
ょ
」に
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

︵
教
区
駐
在
教
導
　
赤
松
崇
麿
︶

こ
と
が
最
も
大
切
な
の
で
あ
る
︒そ
れ
は
法
話
の
み
な

ら
ず
、声
明
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
、私
自
身
が
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
聞
く

と
い
う
立
場
を
忘
れ
て
は
、聞
い
て
く
だ
さ
る
方
々
に

は
何
も
伝
わ
ら
な
い
︒親
鸞
聖
人
は
つ
ね
に「
わ
れ
ら
」

と
語
り
、自
身
を
外
に
置
い
た
よ
う
な
教
え
は
説
い
て

こ
ら
れ
な
か
っ
た
︒

　
新
た
な
年
を
迎
え
、改
め
て
親
鸞
聖
人
の
み
教
え

を
一
生
懸
命
に
聞
い
て
い
く
所
存
で
あ
る
︒

︵
出
版
部
会
　
井
上
至
︶

編
集
後
記

T
he editor's note
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