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■
影
を
内
に
観
る
か
外
に
観
る
か
⑥ 

４
．
「
投
影
の
引
き
戻
し
」
自
覚
者
の
言
葉 

 

仏
教
で
は
、
無
我
す
な
わ
ち
空
と
し
て
、
分
別
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
本
来
あ
る

べ
き
生
き
方
が
あ
る
と
主
張
し
ま
す
が
、
人
間
の
自
我
は
死
ぬ
ま
で
消
滅
す
る
こ

と
は
な
く
、
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
自
力
無
劫
に
至
り
、
自
我
の
力
が
弱
ま
り
、
自
我
を
中
心
と

し
な
い
、
本
来
の
い
の
ち
の
は
た
ら
き
を
知
る
こ
と
は
、
ユ
ン
グ
と
親
鸞
が
そ
の

生
き
方
で
示
し
て
く
れ
ま
す
。 

 

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
生
き
な
が
ら
に
し
て
非
我
（
自
分
本
位
の
生
き
方
に

気
づ
く
）
の
状
態
か
ら
、
初
め
て
生
か
さ
れ
て
い
る
い
の
ち
と
の
出
遭
い
が
成
立

す
る
の
で
す
。 

 

あ
ま
り
に
も
自
我
の
み
強
調
す
る
、
現
代
の
科
学
的
な
合
理
主
義
や
市
場
原
理

に
基
づ
い
た
「
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
」
と
い
う
思
想
か
ら
で
は
、
本
来

あ
る
べ
き
大
い
な
る
い
の
ち
の
は
た
ら
き
を
知
る
「
気
づ
き
」
に
は
至
り
ま
せ
ん
。 

 

光
と
影
、
善
と
悪
、
生
と
死
を
意
識
の
世
界
と
し
て
分
け
て
捉
え
て
も
、
無
意

識
の
深
淵
な
る
世
界
で
は
、
二
分
し
た
世
界
観
を
統
合
す
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま

す
。
片
方
（
陽
の
部
分
）
に
執
着
し
、
苦
を
創
造
す
る
よ
り
、
二
項
と
対
峙
す
る

能
力
を
養
う
こ
と
に
、
全
体
性
を
生
き
る
意
義
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
私
た
ち
は
、
自
分
の
影
・
穢
悪
に
対
し
逃
げ
ず
に
常
に
向
き
合
う
、
抱
え
て
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
す
。
な
ぜ
な
ら
闇
に
先
立
つ
夜
明
け
は
訪
れ
な
い

か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」（『
歎
異
抄
』） 

令
和
二
年 

夏
号 

住
職
の
つ
ぶ
や
き 

 

慈
光
照
護
の
も
と
、
ご
門
徒
の
皆
様
に
は
ま
す
ま
す
ご
健
勝
に
て
念
仏
相
続

に
御
精
励
の
こ
と
と
、
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
は
、
世
界
を
席
巻
し
、
私
た
ち
の
生
活
を
脅

か
し
、
い
つ
自
分
が
感
染
す
る
か
分
か
ら
な
い
不
安
な
中
、
感
染
し
た
場
合
は

死
を
も
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恐
れ
に
怯
え
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
い
つ
日
常
生
活
が
取
り
戻
せ
る
の
か
、
と
い
う
苛
立
ち
か
ら
我
慢
の

生
活
を
送
り
続
け
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
苛
立
ち
の
憎
悪
感
情
を
家
族
に
向
け
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
誹
謗
中
傷
の

言
葉
を
特
定
の
人
に
浴
び
せ
た
り
、
自
粛
の
中
営
業
す
る
飲
食
店
に
嫌
が
ら
せ

を
す
る
な
ど
、
正
義
の
傍
観
者
の
立
場
に
居
た
が
る
風
潮
が
あ
り
ま
す
。 

排
他
的
な
風
潮
は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
身
が

脅
か
さ
れ
る
不
安
か
ら
、
防
衛
反
応
が
発
現
し
、
自
ら
の
影
を
も
相
手
に
ぶ
つ

け
る
、
投
影
す
る
「
甘
え
の
構
造
」
が
根
本
に
あ
る
か
ら
で
す
。 

テ
レ
ビ
視
聴
か
ら
始
ま
っ
た
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
、
科
学
の
発
展
に
よ
り
、

自
ら
が
傍
観
者
に
成
り
え
る
世
界
観
が
広
が
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
私
達
は
、

主
体
性
や
当
事
者
意
識
、
つ
ま
り
は
相
手
の
立
場
に
立
脚
す
る
視
点
を
失
い
、 

 
 
 
 
 

相
手
を
切
り
捨
て
排
除
す
る
「
実
験
者
」「
処
刑
執
行
人
」
が
多
く
存
在
す
る

社
会
を
創
造
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

こ
ん
な
末
法
の
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
世
の
中
安
穏
な
れ
」
と
い
う
、 

親
鸞
聖
人
の
言
葉
が
胸
に
響
き
、「
人
を
切
り
捨
て
る
社
会
」
よ
り
も
「
人
を

生
か
せ
る
世
界
」
の
創
造
を
強
く
願
う
こ
の
頃
で
あ
り
ま
す
。 

南
無
阿
弥
陀
仏 
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「
『
わ
れ
ら
は
、
こ
こ
に
あ
っ
て
死
ぬ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
』
と
覚
悟
し
よ
う
。

こ
の
こ
と
わ
り
を
他
の
人
々
は
知
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
わ
り

を
知
る
人
が
い
れ
ば
、
争
い
は
静
ま
る
。」 

（『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
感
興
の
こ
と
ば
』） 

 

善
悪
や
生
死
の
分
別
の
心
か
ら
離
れ
る
生
き
方
を
知
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も

戦
争
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
歩
み
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
我
々

は
、
影
を
外
に
観
る
「
外
道
」
に
生
き
る
か
、
影
を
内
に
観
る
「
内
観
道
」
を
生

き
る
か
、
そ
の
こ
と
を
先
覚
者
か
ら
、
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ユ
ン
グ
派
の

心
理
学
者
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ホ
リ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

「
影
」
の
ワ
ー
ク
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
世
界
で
起
き
て
い
る
過
ち
は
同
時
に

私
た
ち
の
内
面
に
あ
る
過
ち
で
も
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
共
通
の
条

件
、
共
通
の
欲
望
、
そ
し
て
共
通
に
陥
り
そ
う
な
誤
り
を
共
有
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
認
識
が
あ
る
と
、
私
た
ち
は
相
手
を
傷
つ
け
た
り
、
周
囲
の
人
を
見
下

し
た
り
、
敵
を
憎
ん
だ
り
し
な
く
な
る
も
の
だ
。
（
中
略
）
私
た
ち
が
「
他
者
」

の
中
で
嫌
い
な
部
分
は
、
自
分
自
身
の
嫌
い
な
部
分
な
の
だ
。（『「
影
」
の
心
理

学
―
な
ぜ
善
人
が
悪
事
を
為
す
の
か
？
』
：
線
筆
者
） 

 

本
来
あ
る
べ
き
い
の
ち
か
ら
の
本
当
の
願
い
に
耳
を
傾
け
、
光
と
影
の
統
合
の

仕
事
を
果
た
す
こ
と
は
、
人
類
に
お
け
る
普
遍
的
問
題
に
関
わ
り
変
容
す
る
機
会

を
与
え
る
唯
一
の
生
き
方
を
創
造
す
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ホ
リ
ス
と
同
様
に
親
鸞

と
ブ
ッ
ダ
は
「
鬼
（
影
）
は
内
」
と
問
い
か
け
続
け
る
の
で
す
。 

 

龍
樹
の
「
戯
論
」（
け
ろ
ん
）
に
お
け
る
薪
の
た
と
え
が
あ
り
ま
す
。
薪
の
炎
は
、

体
も
心
も
温
め
、
な
お
火
を
囲
む
人
間
同
士
の
輪
を
作
り
ま
す
。
そ
の
反
面
、
火

力
は
四
百
度
を
超
え
、
火
力
の
強
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
全
て
を
廃
に
し
て
し
ま
う
底

知
れ
ぬ
怖
さ
も
秘
め
て
い
ま
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
種
火
（
原
因
）
と
炊
き
上
げ
の
木
材
（
縁
）
が
な
け
れ
ば
薪
は
燃
え

ま
せ
ん
。
条
件
次
第
（
縁
起
次
第
）
で
人
間
は
、
煩
悩
を
自
覚
し
な
い
ま
ま
、
正

義
に
よ
る
殺
人
、
戦
争
を
繰
り
返
し
た
後
の
廃
墟
を
生
み
出
し
ま
す
。 

 

炎
の
持
つ
激
し
さ
は
、
怒
り
の
炎
と
成
り
、
人
間
の
煩
悩
の
怖
さ
を
映
し
出
し

て
く
れ
ま
す
が
、
人
間
は
智
慧
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ

の
激
し
い
炎
、
煩
悩
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
仏
に
よ
り
護
ら
れ
て
い
る
環
境
と
は
、

安
全
で
温
か
く
包
む
器
（
炉
）
の
は
た
ら
き
で
す
。
私
達
に
は
、
炉
の
中
の
炎
を

制
御
す
る
力
は
無
く
、
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
り
制
御
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
い
ま
す
。 

 

い
つ
の
時
代
で
も
普
遍
的
に
「
今
だ
け
、
金
だ
け
、
私
だ
け
」（
現
代
版
の
三
毒
）

と
い
う
考
え
が
、
悲
劇
の
要
因
や
世
界
中
で
起
こ
る
「
過
ち
」
を
作
り
出
す
の
で

す
。
我
々
に
は
、
人
間
が
持
つ
本
質
を
理
解
す
る
為
に
、「
鬼
は
内
、
福
は
内
」
と

い
う
自
分
が
抱
え
る
影
と
向
き
合
う
姿
勢
が
必
要
な
の
で
す
。 

 
 我

々
は
外
を
観
て
苦
し
み
、
仏
さ
ま
は
内
を
観
て
、
薪
の
炎
の
よ
う
な
性
質
を
持

つ
我
々
に
必
要
な
智
慧
を
、
常
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。（
終
わ
り
） 

 

■
神
道
と
仏
教
の
関
係
⑤ 

７
．
神
道
と
仏
教
の
関
係
性
で
見
え
る
も
の 

 

河
合
隼
雄
は
、『
自
分
に
と
っ
て
悪
と
見
え
て
い
た
ひ
と
の
行
動
の
な
か
に
そ
れ

と
は
違
っ
た
も
の
を
見
出
す
に
相
違
な
く
、
こ
の
と
き
に
投
影
の
ひ
き
も
ど
し
が

行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
を
認
知
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
、「
投
影
―
投
影
の
ひ
き
も
ど
し
」
の
過
程

に
お
い
て
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
な
か
に
貯
え
ら
れ
て
い
た
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

流
れ
出
て
建
設
的
な
方
向
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
』
と
述
べ
て
い
ま
す
。 
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悪
い
こ
と
、
嫌
悪
感
（
色
）
を
全
て
他
者
や
近
隣
諸
国
に
投
影
す
る
行
い
（
行
）

の
前
に
思
考
（
想
）
の
段
階
で
立
ち
止
ま
り
、
投
影
の
ひ
き
も
ど
し
を
す
る
姿
勢

を
生
む
貯
蔵
（
識
）
こ
そ
が
、
苦
し
み
の
無
い
目
覚
め
の
生
き
方
に
つ
な
が
り
、

建
設
的
な
方
向
に
向
か
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

我
々
日
本
人
は
、
多
様
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
本
来
劣
等
感
と
い
う
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
人
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
（
生
贄
）
の
対
象

と
し
て
投
影
し
「
差
別
」
し
、
攻
撃
す
る
の
で
す
。 

 

言
い
換
え
れ
ば
、
感
情
に
支
配
さ
れ
て
い
る
人
間
の
要
素
が
生
ん
だ
「
五
蘊
」（
注
）

に
よ
る
執
着
心
が
、
人
間
の
気
づ
き
を
妨
げ
て
き
た
宗
教
観
と
成
り
、
今
も
「
祓
う
」

を
基
に
し
た
情
動
的
排
他
行
動
が
「
盛
苦
」
と
し
て
存
在
す
る
理
由
な
の
で
す
。 

 

こ
れ
が
、
古
代
よ
り
現
代
に
か
け
て
残
さ
れ
て
き
た
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
で
す
。 

 

将
来
を
担
う
子
供
た
ち
に
、
塵
（
苦
）
を
祓
い
、
一
時
的
な
安
心
を
与
え
て
も
、

塵
（
苦
）
は
必
ず
元
に
戻
り
ま
す
。
後
戻
り
で
き
な
い
苦
し
み
を
残
さ
な
い
よ
う

に
、
我
々
が
、
主
体
的
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。（
終
わ
り
） 

（
注
）
五
蘊
と
は
、
色
（
感
覚
）、
受
（
感
情
・
感
性
）、
想
（
観
念
・
思
考
）、
行

（
意
志
・
反
応
）、
識
（
無
意
識
）
の
五
つ
の
、
私
を
構
成
す
る
心
の
要
素
を
示
し

ま
す
。 

 ■
「
私
は
、
神
様
も
信
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
で
す
か
」
① 

―
親
鸞
の
神
祇
不
拝
を
学
ぶ
ー 

 

１
．
は
じ
め
に 

 
 

ご
門
徒
さ
ん
の
連
続
研
修
会
一
年
目
の
最
後
の
問
い
が
「
私
は
、
神
さ
ま
も
信

じ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」
と
い
う
内
容
で
し
た
。 

私
は
あ
る
班
の
担
当
と
し
て
、
話
し
合
い
の
進
行
と
ま
と
め
役
を
し
ま
し
た
。

ご
門
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ご
自
分
の
生
活
の
中
で
の
神
と
仏
の
棲
み
分
け
か
ら
考
え

方
ま
で
に
つ
い
て
述
べ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
議
論
が
深
ま
ら
ず
自
分
で
も
不
甲
斐

な
い
結
果
と
し
て
、
と
て
も
残
念
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
れ
は
、
皆
さ
ん
方
の
考
え
や
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
仏
教
に
共
通
し
た
部
分

を
取
り
上
げ
て
も
共
感
す
る
方
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
私
に
取
り
仕

切
る
能
力
が
無
い
こ
と
よ
り
も
、
明
治
以
降
、
国
家
の
政
策
に
よ
る
神
道
の
統
治

力
が
考
え
て
い
た
よ
り
、
門
徒
の
皆
さ
ん
に
共
同
体
意
識
と
し
て
強
く
根
付
い
て

い
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

門
徒
の
代
表
で
あ
る
研
修
会
の
会
長
さ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
問
い
が
あ
る
こ
と

自
体
、
み
教
え
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
証
拠
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

私
も
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
も
そ
も
お
釈
迦
さ
ま
が

原
点
な
の
に
な
ぜ
こ
ん
な
に
宗
派
が
分
か
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
で
あ
り
、
親
鸞

が
息
子
で
あ
る
善
鸞
を
義
絶
し
た
こ
と
も
そ
の
一
例
で
あ
る
、
と
い
う
研
修
会
Ｏ

Ｂ
の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、「
穢
れ
を
祓
う
」
神
道
の
中
心
思
想
に
対
し
て
、
仏
教
に
は
排
除
す
る
考

え
は
無
く
、
不
二
（
分
別
し
な
い
）
の
思
想
で
あ
る
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
仏
教

の
教
義
を
立
て
て
、
対
立
を
あ
お
る
考
え
を
持
っ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
方
が

お
ら
れ
、
だ
か
ら
宗
教
は
戦
争
す
る
と
指
摘
を
頂
き
ま
し
た
。 

 
結
果
的
に
、
仏
教
に
対
す
る
不
満
や
宗
教
に
対
す
る
不
信
感
ま
で
、
話
が
大
き

く
飛
躍
し
て
冒
頭
の
テ
ー
マ
に
戻
る
こ
と
が
出
来
ず
に
終
了
し
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
一
方
で
、
仏
さ
ま
の
信
仰
は
主
体
的
要
素
が
強
く
、
神
様
の
信
仰
は
、
地
域
の

枠
組
み
に
お
け
る
全
体
性
の
輪
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

宗
教
は
き
な
臭
い
と
か
、
宗
教
で
世
界
の
紛
争
は
起
き
て
い
る
と
い
う
意
見
は
、
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表
面
的
に
は
そ
う
で
す
し
、
民
族
紛
争
も
カ
ル
ト
集
団
に
関
し
て
も
教
団
が
持
つ

構
造
上
の
問
題
で
も
な
く
、
宗
教
の
問
題
と
片
付
け
ら
れ
る
の
が
現
状
で
す
。 

 

し
か
し
、
仏
教
は
、
不
殺
生
を
説
き
、
兵
を
立
て
ず
、
怨
み
の
連
鎖
を
断
ち
、

自
他
の
い
の
ち
を
大
切
に
生
き
、
い
の
ち
を
生
か
す
慈
悲
と
智
慧
の
教
え
で
す
。

『
法
句
経
』
で
は
「
怨
み
は
怨
み
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
ず
、
忍
を
行
じ
て
の
み
、

よ
く
怨
み
を
解
く
こ
と
を
得
る
。
こ
れ
普
遍
の
真
理
な
り
」
と
あ
る
通
り
、
決
し

て
紛
争
を
起
こ
す
内
容
の
教
え
で
は
無
い
の
で
す
。 

 

戦
争
を
他
人
事
と
し
て
、
ま
た
、
宗
教
の
せ
い
に
し
て
議
論
す
る
我
々
が
学
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
無
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

宗
教
が
持
つ
罪
悪
の
結
果
が
戦
争
で
あ
る
前
に
、
人
間
の
本
質
が
罪
悪
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
歴
史
上
の
人
物
が
、
親
鸞
聖
人
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
番
権

力
者
に
依
ら
な
い
仏
教
者
も
親
鸞
聖
人
で
す
。 

 

こ
の
歴
史
的
背
景
と
み
教
え
を
前
提
と
し
た
意
見
が
、
研
修
会
会
長
の
み
だ
っ

た
こ
と
に
対
し
、
私
自
身
シ
ョ
ッ
ク
受
け
た
こ
と
が
残
念
な
気
持
ち
の
本
質
に
あ

り
ま
す
。
私
は
こ
れ
ま
で
戦
争
と
宗
教
あ
る
い
は
仏
教
と
の
関
係
を
命
題
と
し
て
、

仏
教
者
と
し
て
責
任
を
も
っ
て
臨
ん
で
き
ま
し
た
。 

 

実
際
に
、
な
ぜ
宗
教
が
関
係
し
て
戦
争
が
起
こ
り
、
血
み
ど
ろ
の
歴
史
が
続
い

た
か
は
、
僧
侶
の
み
な
ら
ず
ご
門
徒
と
共
に
考
え
て
い
く
問
題
で
あ
り
、
宗
教
だ

け
に
こ
の
問
題
を
押
し
付
け
て
も
、
戦
争
の
問
題
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
本
来
の
宗
教
の
教
え
は
、
人
を
殺
さ
な
い
た
め
の
教
え
が
基
本
に
あ
る
は
ず

で
す
。
仏
教
は
そ
の
な
か
で
も
安
穏
な
る
世
界
観
を
持
ち
、
浄
土
真
宗
は
特
に
、

平
等
社
会
の
実
現
や
自
他
と
も
に
共
有
で
き
る
救
済
観
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
な
ら
な
ぜ
、
本
願
寺
教
団
は
石
山
合
戦
で
信
長
と
十
年
間
戦
い
、
一
向
一

揆
に
お
い
て
も
百
姓
（
こ
の
時
代
で
は
商
人
と
職
人
も
含
ま
れ
る
）
の
門
徒
衆
が

権
力
と
戦
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
北
陸
門
徒
に
よ
る
一
揆
を
戦
争
と
考
え
る
か
、
民
衆
に
よ
る
独
立
運
動

と
捉
え
る
か
は
議
論
が
残
り
ま
す
。
最
初
に
一
向
一
揆
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。 

 私
た
ち
門
徒
の
課
題
と
し
て 

① 

な
ぜ
本
願
寺
教
団
は
石
山
合
戦
で
信
長
と
十
年
間
戦
っ
た
の
か
？ 

②
一
向
一
揆
に
お
い
て
も
百
姓
（
商
人
と
職
人
も
含
む
）
の
門
徒
衆
が
権
力
と
な

ぜ
戦
っ
た
の
か
？ 

③
北
陸
門
徒
に
よ
る
一
揆
を
戦
争
と
考
え
る
か
、
民
衆
に
よ
る
独
立
運
動
と
捉
え

る
か
？ 

こ
の
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

初
期
の
一
向
一
揆
は
、
浄
土
真
宗
の
「
講
」
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

当
初
は
「
信
心
を
讃
嘆

さ
ん
た
ん

す
る
寄
り
合
い
」
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
自
分
た
ち
の
生
活

に
対
す
る
不
安
か
ら
不
満
に
対
す
る
「
社
会
全
般
の
寄
り
合
い
」
活
動
に
変
化
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
集
団
の
変
容
に
よ
り
、
蓮
如
上
人
が
望
む
「
世
間
の
沙

汰
を
し
な
い
講
の
あ
り
方
」
と
は
か
け
離
れ
た
集
団
と
な
り
、
内
部
抗
争
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。
（
次
号
に
つ
づ
く
） 

 

 

■
西
真
寺 

令
和
二
年
行
事
の
ご
案
内 

 

村
上
門
徒
会
同
朋
の
会
「
聞
法
会
」
六
月
か
ら
十
一
月
と
三
月
の
二
十
五
日 

 

西
真
寺
住
職
に
よ
る
法
話
計
七
回 

延
期 

報
恩
講 

十
月
十
二
日
（
月
曜
日
）
住
職
と
役
員
の
み
の
お
勤
め 
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