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一
　
は
じ
め
に

先
月
、
私
は
近
代
の
日
蓮
仏
教
に
関
す
る
本
を
上
梓
い
た
し

ま
し
た
。
こ
の
本
の
題
名
は
、『
日
蓮
仏
教
の
社
会
思
想
的
展
開
』

と
申
し
ま
す
。
日
蓮
か
ら
影
響
を
受
け
た
近
代
日
本
の
思
想
家

た
ち
の
中
に
は
、
独
創
性
豊
か
な
仏
教
的
社
会
思
想
を
展
開
し

た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
国
柱
会
の
田
中
智
学
や
、

「
二
・
二
六
事
件
」
の
首
魁
と
目
さ
れ
て
処
刑
さ
れ
た
北
一
輝
は
、

仏
教
の
立
場
か
ら
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
え
た
人

物
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
う
し
た
流
れ
の
延
長
線
上
に
、
昭

和
の
戦
時
期
、
石
原
莞
爾
の
「
世
界
最
終
戦
争
論
」
が
登
場
し

ま
す
。
他
方
、
彼
ら
の
よ
う
な
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は

対
照
的
に
、
現
代
的
な
意
味
で
の
「
異
質
な
者
ど
う
し
の
共
生
」

を
希
求
し
、
そ
の
思
想
的
拠
り
所
を
日
蓮
仏
教
に
求
め
た
人
た

ち
も
い
ま
し
た
。「
新
興
仏
教
青
年
同
盟
」
の
妹
尾
義
郎
や
「
創

価
教
育
学
会
」
の
牧
口
常
三
郎
、
そ
し
て
近
代
の
文
学
者
と
し

て
名
高
い
宮
沢
賢
治
な
ど
が
そ
う
で
す
。

私
は
、
近
代
の
日
蓮
仏
教
が
こ
の
よ
う
に
対
照
的
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
分
岐
し
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を

抱
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
の
思
想
形
成
史
を
も
う
一
度
再

宮
沢
賢
治
に
み
る
仏
教
的
共
生
倫
理

松
岡
　
幹
夫

政
治
と
宗
教
研
究
会
よ
り



検
討
し
よ
う
と
思
っ
た
の
が
、
こ
の
本
を
執
筆
し
た
主
な
動
機

で
す
。
考
察
の
結
果
、
大
ま
か
に
言
う
と
、
次
の
二
つ
の
見
解

が
得
ら
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
、
近
代
日
本
に
現
れ
た
日
蓮
仏
教

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
複
合
的
な
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
は
決
し
て
一
つ
の
思
想
や
宗
教
に
帰
着

さ
せ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ

ム
教
の
原
理
主
義
を
み
て
も
わ
か
り
ま
す
が
、
お
よ
そ
近
現
代

の
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
た
だ
一
つ
の
思
想
要
因
に
還
元

し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
近
代
の
日
蓮
仏
教
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
よ
く
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
も

う
一
つ
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
蓮
仏
教
者
の
思
想

傾
向
を
決
定
づ
け
た
最
大
の
要
因
が
人
格
形
成
期
の
精
神
性
だ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
俗
に
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と

言
い
ま
す
。
私
が
と
り
あ
げ
た
日
蓮
仏
教
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、

明
治
人
に
特
徴
的
な
尊
王
愛
国
心
、
浄
土
真
宗
信
仰
、
生
来
の

霊
感
的
性
格
な
ど
が
彼
ら
の
思
想
的
出
発
点
と
な
っ
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
日
蓮
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
宗
教
・
思
想
を

取
り
込
み
、
独
創
的
な
社
会
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
見
解
を
踏
ま
え
、
今
回
は
、
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
日
蓮

仏
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮
沢
賢
治
が
形
成
し
た
日
蓮
仏
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、

一
種
の
仏
教
的
な
共
生
の
観
念
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
日
、
賢
治
の
文
学
は
様
々
な
角
度
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
賢
治
ほ
ど
「
わ
れ
ら
」「
み
ん
な
」「
と
も
に
」「
い
っ

し
ょ
」
と
い
っ
た
言
葉
を
多
用
し
た
文
学
者
は
珍
し
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
賢
治
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
幸
福
の
実

現
を
真
剣
に
模
索
し
、
そ
の
切
実
な
思
い
を
自
分
の
文
学
作
品

中
に
表
現
し
て
い
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
全
生
物
の
幸
福
を
目

指
す
共
生
の
倫
理
観
こ
そ
が
、
彼
の
文
学
思
想
の
基
底
部
に
存

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
共
生
倫
理
観
に
は
、

従
来
、
色
々
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
賢
治
自
身
の
浄
土

真
宗
的
な
精
神
性
と
日
蓮
系
の
法
華
経
信
仰
と
が
色
濃
く
反
映

さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

た
だ
、
賢
治
の
共
生
倫
理
観
の
ど
の
面
が
真
宗
的
精
神
性
に

由
来
し
、
ど
の
面
が
法
華
経
信
仰
や
日
蓮
主
義
か
ら
影
響
さ
れ

た
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
細

か
い
分
析
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
こ
の
た
び

宮沢賢治にみる仏教的共生倫理173

「東洋学術研究」第45巻第１号



174

の
『
日
蓮
仏
教
の
社
会
思
想
的
展
開
』
の
第
六
章
で
、
賢
治
に

お
け
る
共
生
倫
理
観
の
形
成
史
を
詳
し
く
考
察
し
ま
し
た
。
そ

の
成
果
に
基
づ
き
、
本
報
告
で
は
、
賢
治
に
み
る
仏
教
的
な
共

生
倫
理
の
思
想
的
複
合
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
ま
す
。
ま
た

そ
れ
を
通
じ
て
、
賢
治
に
お
い
て
共
生
の
観
念
を
倫
理
的
に
最

も
強
く
方
向
づ
け
た
も
の
は
、
法
華
経
や
日
蓮
主
義
、
本
覚
思

想
で
は
な
く
、
彼
が
幼
少
期
に
身
に
つ
け
た
真
宗
的
精
神
性
で

あ
っ
た
、
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
　
賢
治
独
特
の
真
宗
的
精
神
性

―
現
世
救
済
へ
の
志
向
と
倫
理
意
識

最
初
に
、
幼
い
頃
の
賢
治
に
刷
り
込
ま
れ
た
真
宗
的
精
神
性

が
、
や
が
て
共
生
へ
の
願
望
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
く
様
子
を
述

べ
て
み
ま
す
。

大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
、
県
立
盛
岡
中
学
校
で
寄
宿
舎
生
活

を
送
っ
て
い
た
賢
治
は
、
父
の
政せ

い

次じ

郎ろ
う

に
一
通
の
手
紙
を
送
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
歎
異
抄
の
第
一
頁
を
以
て
小
生
の
全

信
仰
と
致
し
候
」
と
記
さ
れ
、
当
時
の
賢
治
が
熱
心
な
真
宗
信

徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
二
百
年
来
続
い
た
真
宗
門

徒
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
っ
た
賢
治
は
、
伯
母
の
手
ほ
ど
き
で
四
、

五
歳
の
頃
か
ら
「
正
信
偈
」
や
「
白
骨

は
っ
こ
つ

の
御ご

文
章
」

ぶ
ん
し
ょ
う
　

を
暗
誦
し

て
い
た
と
言
い
ま
す
。

こ
の
家
庭
の
真
宗
信
仰
は
、
賢
治
の
原
初
の
宗
教
的
世
界
観

を
形
作
り
ま
し
た
。
ま
ず
賢
治
は
、
現
実
の
苦
し
み
の
世
界
を

忌
み
嫌
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
賢
治
の
弟
で
あ
る
宮
沢
清
六
氏

は
、
清
沢
満
之
門
下
の
暁あ

け

烏
が
ら
す

敏は
や

に
幼
い
賢
治
が
な
つ
い
て
い
た

こ
と
を
回
顧
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
宗
教
的
環
境
が
「
前
か
ら

そ
の
傾
向
の
あ
っ
た
賢
治
に
人
の
世
の
無
常
を
極
め
て
自
然
に

染
み
込
ま
せ
た
」
と
し
、
そ
の
ゆ
え
に
「
幼
い
頃
か
ら
私
の
見

た
兄
は
、
特
に
中
学
生
の
こ
ろ
と
晩
年
の
こ
ろ
は
表
面
陽
気
に

見
え
な
が
ら
も
、
実
は
何
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
哀
し
い
も
の
を

内
に
持
っ
て
い
た
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
幼

少
期
の
賢
治
は
真
宗
的
環
境
の
中
で
現
実
の
苦
し
み
の
世
界
を

悲
嘆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
清
六
氏
が
証
言
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
ゆ
え
に
賢
治
に
と
っ
て
宗
教
と
は
、
何
よ
り
も
真
宗
的

な
絶
対
他
力
信
仰
に
よ
っ
て
、
こ
の
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救
済

さ
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
し
た
。
先
の
父
宛
て
の
手
紙
の
中

に
は
、「
念
仏
者
に
は
仏
様
と
い
ふ
味
方
が
影
の
如
く
に
添
ひ
て
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こ
れ
を
御
護
り
下
さ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ひ
た
す
ら
仏
の
絶
対
他
力
を
信
じ
つ
つ
現
実
の
苦
界
を
生
き

る

―
真
宗
門
徒
と
し
て
の
宗
教
的
世
界
観
を
固
め
た
賢
治

は
、
さ
ら
に
父
か
ら
肯
定
的
な
自
己
卑
下
の
精
神
性
を
受
け
継

い
で
い
き
ま
す
。
父
の
政
次
郎
は
、
自
己
の
罪
業
を
徹
底
的
に

凝
視
し
、
悪
人
正
機
的
な
救
済
を
信
じ
た
真
宗
の
篤
信
徒
で
し

た
。
政
次
郎
が
交
友
の
あ
っ
た
暁
烏
敏
に
宛
て
て
送
っ
た
書
簡

集
が
、
今
日
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
み
る
と
、
政
次
郎

は
自
分
の
こ
と
を
「
妄
念
ノ
結
晶
ナ
ル
罪
悪
ノ
凡
夫
」「
愚
病
執

着
ノ
悪
凡
夫
」「
仕
様
の
な
い

慢
な
手
の
付
け
ら
れ
ぬ
泥
凡
夫
」

等
々
と
表
現
し
、
自
己
卑
下
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど

も
政
次
郎
は
、
こ
の
罪
悪
深
い
自
己
を
変
え
よ
う
と
は
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
む
し
ろ
「
悪
性
其
ま
ま
不
相
応
の
御
恩
の
中
に
無

事
日
暮
致
し
居
り
ま
す
」
と
い
う
彼
自
身
の
言
葉
の
ご
と
く
、

自
己
肯
定
的
な
自
己
卑
下
に
徹
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ

う
。こ

う
し
た
父
の
肯
定
的
自
己
卑
下
の
意
識
が
賢
治
に
も
継
承

さ
れ
た
こ
と
は
、
賢
治
の
初
期
の
作
品
や
書
簡
を
読
め
ば
よ
く

わ
か
り
ま
す
。
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
、
二
十
二
才
の
賢
治
は

「
復
活
の
前
」
と
い
う
作
品
の
中
で
、「
私
は
馬
鹿
で
す
、
だ
か

ら
い
つ
で
も
自
分
の
し
て
ゐ
る
の
が
一
番
正
し
く
真
実
だ
と
思

っ
て
ゐ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
頃
、
彼
が
友
人

に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
は
「『
私
は
馬
鹿
で
弱
く
て
さ
っ
ぱ
り
何

も
と
り
所
が
な
く
呆
れ
は
て
た
者
で
あ
り
ま
す
。』
と
云
ふ
事
を

あ
な
た
に
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
て
置
き
ま
す
」
と
記
し
て
い

ま
す
。

し
か
し
そ
の
半
面
、
賢
治
に
は
父
の
考
え
に
激
し
く
反
発
す

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
絶
対
他
力
信
に
生
き
る
政
次
郎
は
、

現
実
の
不
正
や
悪
に
対
し
て
た
だ
諦
観
す
る
よ
う
な
態
度
を
と

り
ま
し
た
。
彼
は
古
着
と
質
の
商
売
を
営
ん
で
い
ま
し
た
が
、

社
会
的
不
平
等
の
問
題
な
ど
に
関
し
て
は
「
所
詮
人
間
ノ
足
場

ニ
立
チ
テ
貧
富
ノ
不
平
均
ヲ
救
済
セ
ン
等
ハ
架
空
ノ
論
ニ
過
ギ

不
申
存
候
」「
畢
竟
仏
ノ
大
慈
悲
ノ
御
心
独
リ
此
不
平
等
ヲ
救
済

シ
得
テ
過
不
及
皆
其
処
ヲ
得
テ
其
現
在
ヲ
楽
シ
ム
境
ニ
至
ル
次

第
ニ
奉
存
候
」
と
い
っ
た
考
え
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し

た
賢
治
の
父
の
考
え
方
は
、
社
会
正
義
な
ど
の
主
張
を
「
自
力
」

と
嫌
っ
て
排
斥
し
た
暁
烏
の
精
神
主
義
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
政
次
郎
は
、
自
分
が
質
商
を
営
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み
、
弱
者
か
ら
搾
取
し
て
富
裕
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
反
省
し
、
自
力
的
に
改
善
し
よ

う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
次
郎
に
あ
っ
て
は
、
肯
定
的
自

己
卑
下
が
か
え
っ
て
現
実
悪
の
放
任
に
つ
な
が
っ
た
と
言
え
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
賢
治
は
、
と
く
に
中
学
卒
業
の
頃
か
ら
激
し

く
反
発
し
、
父
の
家
業
を
ひ
ど
く
嫌
い
ま
し
た
。
青
年
期
特
有

の
純
粋
さ
や
潔
癖
さ
、
あ
る
い
は
十
三
才
か
ら
の
寄
宿
舎
生
活

で
実
家
と
は
別
の
精
神
的
環
境
に
身
を
置
い
た
せ
い
も
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
賢
治
に
は
父
に
な
い
現
世
の
救
済
を
願
う
意
識

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
父
か
ら
受
け
継
い
だ
肯
定

的
自
己
卑
下
の
精
神
性
を
自
己
犠
牲
的
な
救
済
者
信
仰
に
結
び

つ
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
先
に
紹
介
し
た
、
大
正
元
年
の
父
宛

て
の
手
紙
の
中
に
「
念
仏
も
唱
へ
居
り
候
。
仏
の
御
前
に
は
命

を
も
落
す
べ
き
準
備
充
分
に
候
」
と
の
賢
治
の
覚
悟
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
明
確
な
倫
理
意
識
の
芽
生
え
を
み
て

と
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。

結
局
、
賢
治
は
、
家
庭
の
信
仰
を
通
じ
て
真
宗
的
な
精
神
性

を
形
成
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
賢
治
独
特
の
自
己
犠
牲
的
な

救
済
者
信
仰
で
あ
り
、
現
世
救
済
へ
の
志
向
と
強
固
な
倫
理
意

識
を
と
も
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

三
　
島
地
大
等
編

『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
と
の
出
会
い

さ
て
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
、
十
八
才
に
な
っ
た
賢
治
は
、

島
地
大
等
編
の
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
に
出
会
い
ま
す
。

島
地
大
等
と
い
う
人
は
、
盛
岡
市
に
あ
る
浄
土
真
宗
・
願
教
寺

の
住
職
で
あ
り
、
盛
岡
中
学
時
代
の
賢
治
は
願
教
寺
で
よ
く
大

等
の
法
話
を
聞
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
中
学
を
卒

業
し
た
年
の
秋
に
、
大
等
の
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
を
手

に
す
る
の
で
す
が
、
賢
治
は
こ
れ
に
衝
撃
的
な
感
動
を
覚
え
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
弟
の
清
六
氏
は
、
賢
治
が
『
法
華
経
』
の

如
来
寿
量
品
を
初
め
て
読
ん
だ
時
に
そ
の
感
動
を
ノ
ー
ト
に

「
太
陽
昇
る
」
と
記
し
た
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
賢
治
は
こ
れ
ほ
ど
『
法
華
経
』
に
感
動
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。
諸
説
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
賢
治
が
寿
量
品

の
内
容
に
人
生
の
光
明
を
見
出
し
た
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
浄
土

教
と
違
っ
て
現
世
に
お
け
る
救
済
を
説
く
点
に
感
銘
し
た
の
で

は
な
い
か
、
と
私
は
推
測
し
ま
す
。
寿
量
品
に
は
「
我
常
に
此
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の
娑
婆
世
界
に
在
っ
て
説
法
教
化
す
」
と
あ
り
ま
す
。
寿
量
品

の
釈
尊
は
、
今
世
で
初
め
て
正
覚
を
得
た
仏
で
は
な
く
、
五
百

塵
点
劫
と
い
う
久
遠
の
昔
か
ら
こ
の
娑
婆
世
界
の
衆
生
を
教
化

し
救
っ
て
き
た
、
永
遠
の
仏
に
し
て
救
済
者
で
す
。
賢
治
は
以

前
か
ら
真
宗
的
な
救
済
者
信
仰
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の

世
で
苦
し
む
人
々
の
救
済
を
放
棄
す
る
か
の
ご
と
き
父
の
態
度

に
は
強
く
反
発
し
、
し
か
も
自
己
犠
牲
の
倫
理
意
識
を
芽
生
え

さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
賢
治
に
と
っ
て
、
現
実
世
界

を
そ
の
ま
ま
浄
土
に
変
え
よ
う
と
す
る
寿
量
品
の
本
仏
・
釈
尊

は
、
ま
さ
し
く
彼
が
探
し
求
め
て
い
た
現
世
の
救
済
者
で
あ
り
、

そ
こ
に
彼
自
身
の
自
己
犠
牲
願
望
を
満
た
す
倫
理
的
な
世
界
を

も
見
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
他
面
、
大
等
編
の
『
法
華
経
』
と
の
出
会
い
は
、

賢
治
の
倫
理
意
識
を
後
退
さ
せ
る
よ
う
な
思
想
契
機
を
も
含
ん

で
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
『
法
華
経
』
に
大
等
に
よ
る
教

義
解
説
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
島
地
大
等
は
、
近
代
の

仏
教
界
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
天
台
本
覚
思
想
を
最
初
に
宣
揚

し
た
思
想
家
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
天
台
の

本
覚
思
想
と
は
、
一
口
に
言
え
ば
、
生
滅
変
化
す
る
現
実
世
界

を
そ
の
ま
ま
本
来
的
な
さ
と
り
の
世
界
と
み
な
す
思
想
の
こ
と

を
言
い
ま
す
。
こ
の
本
覚
思
想
に
基
づ
き
、
大
等
は
『
法
華
経
』

の
仏
教
哲
学
的
な
意
義
を
解
説
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
賢
治

の
読
ん
だ
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
の
中
に
あ
る
「
法
華
大

意
」
と
題
す
る
箇
所
で
す
。

と
く
に
、「
法
華
大
意
」
の
中
の
「
色
心
実
相
」
と
い
う
項
に

注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
大
等
は
こ
こ
で
、
仏
教
の
最
高
理
想

が
『
法
華
経
』
の
方
便
品
に
説
か
れ
る
「
諸
法
実
相
」
の
一
句

に
尽
き
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
専
門
的
な
説
明
に
な
り
ま
す

が
、
天
台
教
学
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
的
な
現
象
（
諸
法
）
が
三

諦
円
融
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
（
実
相
）
、
と
い
う
意
味
に

「
諸
法
実
相
」
を
解
釈
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
現
象
を
そ

の
ま
ま
三
諦
円
融
の
真
実
在
と
み
る
立
場
で
す
。
大
等
は
、
近

代
の
仏
教
哲
学
者
が
よ
く
用
い
た
「
現
象
即
実
在
」
と
い
う
概

念
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
諸
法
実
相
」
を
解
説
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
大
等
に
よ
る
と
、「
現
象
が
実
在
と
相
即
す
る
」
と

い
う
意
味
は
「
当
体
相
即
」
と
い
う
こ
と
で
、
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
ま
す
。「
現
象
の
差
別
を
泯
す
る
こ
と
な
く
、
直
に
是
実

在
の
平
等
な
る
が
故
に
差
別
の
現
象
に
実
在
の
平
等
あ
り
、
平
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等
の
実
在
に
現
象
の
差
別
あ
り
と
顕
す
を
特
色
と
す
」。

大
等
の
現
象
即
実
在
論
は
、
絶
対
一
元
論
の
宗
教
的
世
界
観

と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
賢
治
は
、『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』

を
熟
読
す
る
中
で
、
大
等
に
よ
る
天
台
本
覚
思
想
的
な
「
法
華

大
意
」
の
解
説
か
ら
も
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
賢
治
が
大
等
の
他
の
著
作
を
読
ん
で
影
響
を
受
け
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
は
大
等
の

現
象
即
実
在
論
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
証
拠

に
、
当
時
の
賢
治
が
友
人
に
宛
て
た
手
紙
に
は
「
万
事
は
十
界

百
界
の
依
て
起
る
根
源
妙
法
蓮
華
経
に
御
任
せ
下
さ
れ
度
候
」

「
あ
な
た
な
ん
て
全
体
始
め
か
ら
無
い
も
の
で
す
　
け
れ
ど
も
又

あ
る
の
で
せ
う
退
学
に
な
っ
た
り
今
こ
の
手
紙
を
見
た
り
し
て

居
ま
す
。
こ
れ
は
只
妙
法
蓮
華
経
で
す
」「
妙
法
蓮
華
経
ハ
私
共

本
当
ノ
名
前
デ
ス
カ
ラ
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃

の
賢
治
は
、
一
切
の
現
象
を
そ
の
ま
ま
実
在
＝
妙
法
蓮
華
経
で

あ
る
と
み
る
絶
対
一
元
の
世
界
観
に
傾
倒
し
、
と
り
も
な
お
さ

ず
そ
れ
は
島
地
大
等
の
現
象
即
実
在
論
の
丸
呑
み
だ
っ
た
と
い

う
わ
け
で
す
。

ま
た
大
等
は
「
法
華
大
意
」
の
中
で
、
現
象
即
実
在
の
「
実

在
」
に
か
か
わ
る
重
要
教
義
と
し
て
「
三
諦
円
融
」
と
「
一
念

三
千
」
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち

「
一
念
三
千
」
に
つ
い
て
の
大
等
の
解
説
が
、
や
は
り
当
時
の
賢

治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
み
え
ま
す
。「
一
念
三
千
」

は
天
台
教
学
の
用
語
で
あ
り
、
大
等
の
「
法
華
大
意
」
の
中
で

は
「
一
念
三
千
と
は
一
念
中
に
三
千
の
法
界
を
具
し
、
三
千
の

森
羅
は
此
一
念
中
に
内
存
す
と
云
ふ
の
意
に
外
な
ら
ず
」
と
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
自
己
の
刹
那
の
意
識
（
一
念
）

に
宇
宙
の
森
羅
万
象
（
三
千
）
を
包
摂
す
る
と
説
く
教
え
が
一
念

三
千
な
の
で
す
が
、
大
等
は
「
現
実
の
宇
宙
、
人
生
を
収
め
て

尽
く
之
を
個
我
の
内
在
に
帰
」
す
と
い
う
見
方
を
強
調
し
て
い

ま
す
。
こ
の
一
念
三
千
の
見
方
が
直
接
、
賢
治
の
思
想
世
界
に

浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
賢
治
書
簡
の
中
に
「
戦
争

と
か
病
気
と
か
学
校
も
家
も
山
も
雪
も
み
な
均
し
き
一
心
の
現

象
に
御
座
候
」「
静
に
自
ら
の
心
を
み
つ
め
ま
せ
う
。
こ
の
中
に

は
下
阿
鼻
よ
り
下マ

マ

有
頂
に
至
る
一
切
の
現
象
を
含
み
現
在
の
世

界
と
て
も
又
之
に
外
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
表
現
が
散
見
さ

れ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。

か
く
し
て
島
地
大
等
の
現
象
即
実
在
論
は
、
賢
治
の
中
に
根
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づ
い
て
い
た
、
現
世
を
穢
土
と
み
て
厭
離
す
る
真
宗
的
な
精
神

性
を
一
時
的
に
転
換
さ
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
は
、
真

宗
的
な
現
実
厭
離
と
は
別
の
意
味
で
、
無
視
で
き
な
い
問
題
点

が
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
天
台
本
覚
思
想
の
絶
対
一
元

論
が
現
実
世
界
に
直
に
適
用
さ
れ
た
場
合
、「
悪
そ
の
ま
ま
善
、

煩
悩
そ
の
ま
ま
菩
提
」
と
い
っ
た
退
落
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
す
。
大
等
の
影
響
を
受
け
た
頃
の
賢
治
に
は
、
こ
の
本
覚
思

想
的
退
落
の
傾
向
が
顕
著
に
み
て
と
れ
ま
す
。「
戦
争
に
行
き
て

人
を
殺
す
と
云
ふ
事
も
殺
す
者
も
殺
さ
る
る
者
も
皆
等
し
く
法

性
に
御
座
候
」「
退
学
も
戦
死
も
な
ん
だ
　
み
ん
な
自
分
の
中
の

現
象
で
は
な
い
か
」「
食
を
求
め
て
差
し
出
す
乞
食
の
手
も
実
に

不
可
思
議
の
妙
用
で
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
た
現
実
の
直
接
肯
定

観
は
、
ま
さ
し
く
本
覚
思
想
的
退
落
の
典
型
と
い
う
ほ
か
な
い

で
し
ょ
う
。
じ
つ
は
、
こ
れ
は
清
沢
満
之
流
の
精
神
主
義
と
別

の
思
想
で
あ
り
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う

な
現
実
肯
定
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。
清
沢
は
如
来
へ
一
心
に

帰
命
す
る
と
い
う
境
地
か
ら
、
一
切
の
現
実
に
と
ら
わ
れ
な
い

と
い
う
意
味
で
「
貧
乏
に
な
っ
た
か
ら
と
云
う
て
困
り
も
し
な

い
」「
銃
を
肩
に
し
て
戦
争
に
出
か
け
る
も
よ
い
」
な
ど
と
語
り
、

現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
肯
定
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
も
う
お
わ

か
り
か
と
思
い
ま
す
が
、
賢
治
の
本
覚
思
想
へ
の
傾
倒
は
、
そ

れ
以
前
の
彼
が
父
を
通
じ
て
反
発
し
て
い
た
、
真
宗
の
精
神
主

義
的
な
現
実
諦
念
と
同
じ
穴
の
狢
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

と
は
い
え
、
他
方
で
賢
治
の
思
想
中
に
は
、
彼
の
真
宗
的
精

神
性
の
特
徴
で
あ
る
現
世
救
済
へ
の
志
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
彼

を
し
て
本
覚
思
想
の
持
つ
受
動
的
な
現
実
肯
定
へ
の
陥
穽
か
ら

救
い
出
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
の
賢
治
に
お
い
て

絶
対
者
と
は
「
妙
法
蓮
華
経
」
で
し
た
が
、
そ
の
妙
法
は
「
法
」

で
あ
る
と
同
時
に
、
現
世
の
救
済
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。「
妙
法

蓮
華
経
に
御
任
せ
下
さ
れ
度
候
」「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
一
度
叫

ぶ
と
き
に
は
世
界
と
我
と
共
に
不
可
思
議
の
光
に
包
ま
れ
る
」

と
い
っ
た
賢
治
書
簡
の
記
述
に
は
、
妙
法
を
現
世
の
救
済
者
と

し
て
人
格
化
す
る
節
が
み
ら
れ
ま
す
。『
法
華
経
』
で
は
、
久
遠

実
成
の
超
越
的
な
仏
と
し
て
の
釈
尊
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

「
妙
法
蓮
華
経
」
が
娑
婆
世
界
の
救
済
者
の
ご
と
く
説
か
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
賢
治
に
み
ら
れ
る
現
世
の
救
済
者

と
し
て
の
妙
法
観
は
、
賢
治
自
身
の
真
宗
的
精
神
性
が
そ
う
さ

せ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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結
局
、『
法
華
経
』
と
出
会
っ
て
か
ら
の
賢
治
の
宗
教
的
世
界

観
に
お
い
て
は
、
本
覚
思
想
的
な
絶
対
一
元
の
現
実
肯
定
と
、

彼
独
特
の
真
宗
的
精
神
性
と
し
て
の
現
世
救
済
へ
の
志
向
と
が

混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

四
　
『
法
華
経
』
の
経
文
か
ら
の
直
接
的
感
化

―
共
生
の
倫
理
観
の
確
立

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
賢
治

が
島
地
大
等
の
法
華
経
解
釈
に
全
面
的
に
依
存
し
た
わ
け
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
程
、
賢
治
は
寿
量
品
を
読
ん
で

一
大
光
明
を
得
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
賢
治
自
身
が
直
に
『
法

華
経
』
の
経
文
に
触
れ
、
感
化
さ
れ
た
面
も
少
な
か
ら
ず
あ
り

ま
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
彼
が
『
法
華
経
』
の
経
文
を
通

じ
て
共
生
の
倫
理
的
立
場
を
深
く
自
覚
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

『
法
華
経
』
を
倫
理
的
観
点
か
ら
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
経

典
が
〈
一
切
衆
生
と
と
も
に
〉
と
い
う
大
乗
的
な
成
仏
観
を
強

く
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。「
一
切
衆
生
を

化
し
て
皆
、
仏
道
に
入
ら
し
め
た
り
」
と
か
、「
何
を
以
っ
て
か

衆
生
を
し
て
無
上
道
に
入
り
速
に
仏
身
を
成
就
す
る
こ
と
を
得

せ
し
め
ん
」
と
か
、
大
乗
経
典
の
『
法
華
経
』
は
、
す
べ
て
の

衆
生
を
皆
成
仏
せ
し
め
る
こ
と
を
重
要
な
主
題
の
一
つ
と
し
て

い
ま
す
。
賢
治
も
、『
法
華
経
』
の
大
乗
的
精
神
に
強
く
感
化
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
万
物
が
幸
福
を
享
受
す
る
理
想
世
界
を
思
い
描

い
た
よ
う
で
す
。

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
の
賢
治
書
簡
の
数
々
を
み
る
と
、

『
法
華
経
』
の
経
文
が
度
々
抜
書
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、

「
願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
普
く
一
切
に
及
ぼ
し
わ
れ
等
と

衆
生
と
皆
、
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」
と
い
う
化
城
喩
品
の
文
が

あ
り
ま
す
。
賢
治
は
こ
の
文
を
敷
衍
し
て
、「
ね
が
は
く
は
こ
の

功
徳
を
あ
ま
ね
く
一
切
に
及
ぼ
し
て
十
界
百
界
も
ろ
と
も
に
仝お
な

じ
く
仏
道
成
就
せ
ん
。
一
人
成
仏
す
れ
ば
三
千
大
千
世
界
山
川

草
木
虫
魚
禽
獣
み
な
と
も
に
成
仏
だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
賢
治
は
、『
法
華
経
』
の
経
文
を
引
き
な
が
ら
、
自
己
と
宇

宙
に
存
在
す
る
一
切
万
物
と
が
「
も
ろ
と
も
に
」「
み
な
と
も
に
」

成
仏
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。「
皆
共
成
仏
」
を
説
い
た

『
法
華
経
』
の
経
文
に
触
れ
た
賢
治
が
、
共
生
的
幸
福
の
倫
理
を

自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
様
子
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い

ま
す
。



こ
の
頃
の
賢
治
の
書
簡
に
は
、「
皆
人
の
又
自
分
の
幸
福
と
な

る
様
」「
我
等
と
衆
生
と
の
幸
福
と
な
る
如
く
吾
を
も
進
ま
せ
給

へ
」
な
ど
と
い
う
記
述
も
み
ら
れ
ま
す
。
賢
治
は
「
皆
共
成
仏
」

の
経
文
を
、
万
物
共
生
を
目
指
す
倫
理
に
読
み
か
え
て
受
容
し

た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
賢
治
が
『
法
華
経
』
の
大
乗
的
成
仏
観
か
ら
共

生
の
倫
理
観
を
引
き
出
し
て
い
っ
た
背
景
と
し
て
、
次
の
二
点

が
指
摘
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
賢
治
自
身
の
共
感
的

性
格
で
す
。
賢
治
は
生
来
、
他
者
の
苦
し
み
に
対
す
る
鋭
い
感

受
性
を
有
し
て
い
ま
し
た
。
弟
の
清
六
氏
に
よ
る
と
、
賢
治
は

「
自
分
の
こ
と
よ
り
も
ま
ず
先
に
人
の
こ
と
を
心
配
す
る
と
い
う

性
質
を
生
れ
る
と
き
か
ら
持
っ
て
い
た
」
と
言
い
ま
す
。
青
年

に
な
っ
て
か
ら
も
、
実
家
の
店
に
質
入
れ
に
来
る
弱
者
を
み
て

は
「
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
言
っ
て
オ
イ
オ
イ
泣
い
た
、
と
い
う

逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
は
、
賢
治
が
仏
教
の
輪
廻
転

生
観
を
真
剣
に
信
じ
て
い
た
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
友
人
に
送
っ
た
手
紙
の
中
で
、

賢
治
は
、
自
分
が
肉
食
を
止
め
た
こ
と
を
伝
え
た
後
、「
食
は
れ

る
さ
か
な
」
の
心
境
を
推
察
し
な
が
ら
「
私
は
前
に
さ
か
な
だ

っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
食
は
れ
た
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
賢
治
の
共
感
の
対
象
は
人
間
以
外
の
生
物
に
ま
で

及
び
、
そ
の
生
物
へ
の
共
感
は
仏
教
の
輪
廻
転
生
の
思
想
に
よ

っ
て
強
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
真
宗
の
聖
典
で
あ
る
『
歎
異
抄
』

に
は
、「
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
輪
廻
転
生
観
に
よ
っ
て
一
切
の
生
あ

る
も
の
を
自
己
の
父
母
兄
弟
と
み
る
立
場
な
の
で
す
が
、
少
年

時
代
に
「
歎
異
抄
の
第
一
頁
を
以
て
小
生
の
全
信
仰
と
致
し
候
」

と
言
い
切
っ
た
ほ
ど
の
賢
治
で
す
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
『
歎
異

抄
』
の
一
節
も
心
に
刻
み
込
ん
で
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の

根
拠
と
し
て
、『
日
蓮
仏
教
の
社
会
思
想
的
展
開
』
の
中
で
は
い

く
つ
か
挙
げ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
と
も
か
く
、『
法
華
経
』
の
経
文
に
直
に
触
れ
た
賢
治
は
、

生
来
の
共
感
的
性
格
や
仏
教
の
輪
廻
転
生
観
に
も
導
か
れ
な
が

ら
『
法
華
経
』
の
大
乗
的
成
仏
観
に
着
目
し
、
次
第
に
共
生
の

倫
理
観
を
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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五
　
共
生
倫
理
観
と
真
宗
的
精
神
性
の
結
合

し
た
が
っ
て
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
現
実
の
絶
対
肯
定
と

い
う
本
覚
思
想
的
退
落
に
賢
治
が
陥
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
賢
治
は
共
生
の
倫
理
観
を
確
固
た
る
も

の
と
し
、
次
に
国
柱
会
の
日
蓮
主
義
に
傾
倒
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
日
蓮
主
義
を
賢
治
が
ど
う
受
容
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
後

で
詳
し
く
述
べ
て
み
ま
す
。
ま
ず
こ
こ
で
は
、
日
蓮
主
義
者
と

な
っ
た
賢
治
が
精
力
的
に
書
き
上
げ
た
多
く
の
童
話
の
い
く
つ

か
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
仏
教
的
な
共
生
倫
理
の
特

質
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
主
義
者
と
し
て
の
賢
治
は
、「
法
華
文
学
」
を
目
指
し
て

創
作
活
動
に
取
り
組
ん
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
賢
治

の
文
学
に
は
法
華
経
思
想
の
影
響
が
多
々
み
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
仏
教
的
共
生
倫
理
と
い
う
観
点
か
ら
彼
の
童
話
を
再
検
討
す

る
と
、
賢
治
は
『
法
華
経
』
か
ら
得
た
共
生
の
倫
理
観
を
、
自

分
自
身
の
真
宗
的
精
神
性
で
あ
る
自
己
犠
牲
的
な
救
済
者
信
仰

と
結
合
さ
せ
て
文
学
的
に
表
現
し
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は

「
ほ
ん
た
う
に
み
ん
な
の
幸
の
た
め
な
ら
ば
僕
の
か
ら
だ
な
ん
か

百
ぺ
ん
灼
い
て
も
か
ま
は
な
い
」
と
口
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
れ
に
同
意
し
た
友
人
の
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
、
友
人
を
助
け

る
た
め
に
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
で
は
、
主
人
公
の
ブ
ド
リ
が
ひ
で

り
や
寒
冷
に
よ
る
飢
饉
を
防
ご
う
と
努
力
し
、
農
民
に
献
身
す

る
う
ち
に
、
つ
い
に
は
自
分
の
命
と
引
き
換
え
に
気
候
を
温
暖

化
す
る
た
め
の
爆
発
作
業
を
敢
行
し
ま
す
。
い
ず
れ
の
童
話
で

も
、
現
世
を
共
生
的
幸
福
の
世
界
に
す
る
た
め
に
、
自
己
の
生

命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

自
己
犠
牲
の
共
生
倫
理
は
、
賢
治
童
話
の
一
つ
の
基
調
に
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
こ
で
言
う
自
己
犠
牲
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
賢
治
独
特

の
真
宗
的
精
神
性
の
現
れ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
自

己
犠
牲
の
実
践
は
『
法
華
経
』
や
日
蓮
の
教
説
に
も
説
か
れ
て

い
ま
す
。『
法
華
経
』
の
提
婆
達
多
品
に
示
さ
れ
た
釈
尊
過
去
世

の
捨
身
行
を
、
賢
治
は
感
動
を
込
め
て
手
紙
に
書
き
記
し
て
も

い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
賢
治
童
話
に
み
ら
れ
る
自
己
犠
牲
は
、

『
法
華
経
』
や
日
蓮
遺
文
か
ら
出
て
き
た
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
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ん
。な

ぜ
な
ら
ば
、
賢
治
が
描
く
自
己
犠
牲
に
は
、
自
己
の
存
在

の
罪
悪
性
へ
の
深
刻
な
嫌
悪
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
す
。「
よ
だ
か

の
星
」
の
「
よ
だ
か
」
は
「
あ
あ
、
か
ぶ
と
む
し
や
、
た
く
さ

ん
の
羽
虫
が
、
毎
晩
僕
に
殺
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
だ
一
つ

の
僕
が
こ
ん
ど
は
鷹
に
殺
さ
れ
る
」
と
弱
肉
強
食
の
現
実
を
悲

嘆
し
、「
僕
は
も
う
虫
を
た
べ
な
い
で
餓
え
て
死
な
う
。
い
や
そ

の
前
に
も
う
鷹
が
僕
を
殺
す
だ
ら
う
。
い
や
、
そ
の
前
に
、
僕

は
遠
く
の
遠
く
の
空
の
向
ふ
に
行
っ
て
し
ま
は
う
」
と
思
い
立

ち
、
自
己
抹
殺
を
決
行
し
ま
す
。
ま
た
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の

中
に
現
れ
る
「
蝎
」
も
、
自
己
の
生
存
の
た
め
に
多
く
の
生
命

を
殺
戮
し
た
こ
と
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
自
分
の
身
体
を
「
ま

こ
と
の
み
ん
な
の
幸
」
の
た
め
に
捧
げ
た
い
と
切
に
願
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
賢
治
童
話
で
は
、
自
己
の
生
存
自
体
が
許
し
難
い

罪
悪
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
自
己
抹
殺
と
し
て
の
自
己
犠
牲

が
正
当
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
に
お
い
て
も
、
殺
生
は
一
応

罪
悪
と
さ
れ
ま
す
。
で
す
が
、
様
々
な
欲
望
を
絶
ち
切
ら
ず
に

罪
悪
を
消
滅
し
て
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
く
の
が

『
法
華
経
』
の
立
場
と
言
え
ま
す
。
自
己
の
欲
望
を
ど
こ
ま
で
も

嫌
い
、
自
虐
的
な
ま
で
の
禁
欲
独
身
の
生
活
を
貫
い
た
賢
治
の

場
合
は
、
む
し
ろ
真
宗
的
な
自
己
罪
悪
視
か
ら
自
己
犠
牲
を
願

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
賢
治
童
話

に
み
ら
れ
る
自
己
犠
牲
が
背
後
に
救
済
者
信
仰
を
忍
ば
せ
て
い

る
、
と
い
う
点
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
「
よ
だ
か
の
星
」
で
は
、

「
よ
だ
か
」
が
「
お
日
さ
ん
、
お
日
さ
ん
。
ど
う
ぞ
私
を
あ
な
た

の
所
へ
連
れ
て
い
つ
て
下
さ
い
。
灼
け
て
死
ん
で
も
か
ま
ひ
ま

せ
ん
」
と
懇
願
す
る
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る

他
力
主
義
的
な
救
済
願
望
は
、
ま
さ
に
賢
治
の
真
宗
的
精
神
性

が
顕
在
化
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

以
上
の
よ
う
に
、
賢
治
は
『
法
華
経
』
か
ら
得
た
共
生
の
倫

理
観
を
、
自
ら
の
真
宗
的
精
神
性
と
し
て
の
自
己
犠
牲
的
な
救

済
者
信
仰
と
結
び
つ
け
な
が
ら
彼
の
童
話
の
中
に
描
き
出
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

六
　
日
蓮
主
義
の
共
生
主
義
的
解
釈

で
は
、
田
中
智
学
の
日
蓮
主
義
を
賢
治
は
い
か
に
受
け
止
め

た
の
で
し
ょ
う
か
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
熱
心
な
国
柱
会
の
信

者
と
な
っ
た
賢
治
は
、
父
や
友
人
た
ち
を
次
々
に
折
伏
し
、
家
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出
し
て
東
京
の
国
柱
会
本
部
に
通
い
つ
め
る
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
次
第
に
国
柱
会
の
活
動
か
ら
は
離
れ
て
い
っ
た
よ
う

な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
晩
年
に
至
る
ま
で
、
同
会
の
曼
荼
羅

本
尊
に
熱
心
に
読
経
唱
題
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。田

中
智
学
は
近
代
の
日
蓮
主
義
運
動
の
創
始
者
で
、
近
代
天

皇
制
を
日
蓮
仏
教
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
、
日
本
国
体
の
仏
教
的

意
義
を
国
民
に
啓
蒙
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
す
。
そ
の
た
め
智

学
の
日
蓮
主
義
に
は
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
が
強
く
、
日
本
に

よ
る
世
界
統
一
を
唱
え
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
種
の
超
国
家
主

義
＝
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
賢
治
は
、
国
柱
会
の
活
動
に
傾
倒
し
た
時
期
で
さ
え
、

ま
っ
た
く
超
国
家
主
義
的
な
言
説
を
残
し
て
い
ま
せ
ん
。
彼
は

す
で
に
確
た
る
共
生
の
倫
理
観
を
持
っ
て
お
り
、
か
え
っ
て
智

学
の
国
体
論
的
日
蓮
主
義
を
共
生
主
義
的
に
換
骨
奪
胎
し
て
摂

取
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」（
以
下
「
綱
要
」
と
略
記
）
と
い
う
賢

治
の
作
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、「
正
し
く
強
く
生
き
る
と

は
銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
行
く
こ
と

で
あ
る
」「
…
…
わ
れ
ら
に
要
る
も
の
は
銀
河
を
包
む
透
明
な
意

志
　
巨
き
な
力
と
熱
で
あ
る
…
…
」
と
説
か
れ
、
わ
れ
わ
れ
の

自
己
が
「
銀
河
を
包
む
透
明
な
意
志
」
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と

主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら

集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
宇

宙
的
な
自
己
の
意
識
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

「
綱
要
」
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
、「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら

な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
」
か
ら
わ
か
る
と
お

り
、
宇
宙
的
自
己
意
識
に
立
っ
た
賢
治
は
、
い
わ
ば
自
己
即
宇

宙
の
共
生
倫
理
を
唱
え
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
賢
治
に
影
響
を
与
え
た

島
地
大
等
の
本
覚
思
想
で
す
。
島
地
の
影
響
に
よ
り
、
一
時
期

の
賢
治
は
宇
宙
の
森
羅
万
象
を
自
己
の
心
に
含
有
す
る
一
念
三

千
の
境
地
に
心
酔
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
ス
タ
テ
ィ
ッ

ク
な
現
実
の
絶
対
肯
定
観
は
賢
治
の
倫
理
的
志
向
と
相
容
れ
ず
、

結
果
的
に
大
等
の
一
念
三
千
論
は
賢
治
の
意
識
の
後
景
へ
と
退

い
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
智
学
の
一
念
三
千
論
は
強
烈

な
倫
理
性
を
有
し
て
い
ま
し
た
。
智
学
は
『
日
蓮
聖
人
乃
教
義
』

の
中
で
「
一
切
衆
生
と
共
に
本
に
帰
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
自
己
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の
成
仏
も
畢
竟
は
決
定
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
自
己
が

一
切
衆
生
と
と
も
に
成
仏
し
な
け
れ
ば
真
の
成
仏
で
は
な
い
と

主
張
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
大
乗
の
菩
薩
の
無
住
処
涅
槃
の

思
想
で
す
が
、
賢
治
は
智
学
の
『
日
蓮
聖
人
乃
教
義
』
を
愛
読

し
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。「
綱
要
」
の
中
の
「
世
界
が
ぜ
ん
た

い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
」
と

い
う
言
葉
は
、
智
学
の
『
日
蓮
聖
人
乃
教
義
』
に
述
べ
ら
れ
た

大
乗
的
成
仏
論
を
、
賢
治
が
共
生
的
幸
福
論
と
し
て
倫
理
的
に

主
題
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
賢
治
は
智
学
の
一
念
三
千
論
に
み
ら

れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
受
容
し
て
い
ま
せ
ん
。

智
学
は
『
日
蓮
聖
人
乃
教
義
』
の
中
で
、
自
己
の
宗
教
的
立
場

を
「
国
家
が
即
自
己
そ
の
も
の
と
す
る
所
の
教
旨
」
で
あ
る
と

力
説
し
て
い
ま
す
。
が
、
そ
の
よ
う
に
自
己
と
国
家
と
の
一
体

化
を
強
調
す
る
傾
向
性
は
、
賢
治
に
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
智
学

が
一
念
三
千
論
に
基
づ
き
自
己
即
国
家
の
宗
教
的
自
覚
を
強
調

し
た
の
に
対
し
、
賢
治
は
そ
れ
を
自
己
即
宇
宙
の
共
生
主
義
と

し
て
受
容
し
て
い
る
の
で
す
。「
ま
づ
も
ろ
と
も
に
か
が
や
く
宇

宙
の
微
塵
と
な
り
て
無
方
の
空
に
ち
ら
ば
ら
う
　
し
か
も
わ
れ

ら
は
各
々
感
じ
各
別
各
異
に
生
き
て
い
る
」
と
の
「
綱
要
」
の

一
節
は
、
自
己
即
宇
宙
の
共
生
主
義
を
う
ま
く
表
現
し
た
賢
治

の
言
葉
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。

ま
た
智
学
の
折
伏
主
義
に
対
し
て
も
、
賢
治
な
ら
で
は
の
受

容
の
仕
方
が
み
ら
れ
ま
す
。
賢
治
は
、
基
本
的
に
は
智
学
と
同

じ
く
法
華
経
至
上
主
義
者
で
あ
り
、
諸
宗
教
の
多
元
主
義
的
共

存
を
目
指
し
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
た
だ
、
童
話
「
銀
河
鉄
道

の
夜
」
の
第
三
次
稿
を
読
む
と
、
賢
治
が
互
い
に
異
な
り
合
う

信
仰
者
同
士
の
対
立
を
深
く
悲
し
み
、
そ
う
し
た
対
立
を
解
消

で
き
る
方
法
を
真
剣
に
思
索
し
た
形
跡
が
う
か
が
え
ま
す
。
詳

し
く
は
述
べ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
草
稿
段
階
で
は
「
お
互
ほ
か
の

神
さ
ま
を
信
ず
る
人
た
ち
の
し
た
こ
と
で
も
涙
が
こ
ぼ
れ
る
だ

ら
う
」「
実
験
の
方
法
さ
へ
き
ま
れ
ば
も
う
信
仰
も
化
学
と
同
じ

や
う
に
な
る
」
な
ど
と
、「
大
人
」
が
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
」
に
教
え

諭
す
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
賢
治
の
問
題
意
識
は
、
信
仰
の
核

心
と
し
て
本
来
不
可
欠
な
宗
教
的
排
他
性
が
他
へ
の
強
制
や
偏

狭
な
自
己
確
信
に
陥
る
の
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、

と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
賢
治
の
思

想
傾
向
は
、
今
日
の
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
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包
括
主
義
（Inclusivism

）
の
立
場
に
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
信
仰
の
絶
対
性
を
保
持
し
た
う
え
で

他
の
信
仰
を
持
つ
人
々
の
行
為
を
も
肯
定
的
に
評
価
し
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
が
、
包
括
主
義
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
も

っ
と
も
、
実
験
的
検
証
に
宗
教
的
議
論
の
最
終
決
着
を
委
ね
る

姿
勢
な
ど
は
、
単
な
る
包
括
主
義
の
類
型
に
よ
っ
て
捉
え
切
れ

な
い
面
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

確
実
な
こ
と
は
、
賢
治
が
国
柱
会
流
の
折
伏
主
義
の
排
他
性

を
除
き
去
ろ
う
と
努
力
し
て
い
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
賢
治

に
あ
っ
て
は
、
色
々
な
面
で
智
学
の
日
蓮
主
義
が
共
生
主
義
的

に
解
釈
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

七
　
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

―
『
法
華
経
』
・

真
宗
思
想
・
日
蓮
主
義
・
本
覚
思
想

の
思
想
的
複
合

最
後
に
、
晩
年
の
賢
治
に
お
け
る
思
想
的
変
化
の
問
題
に
触

れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
正
の
末
頃
に
、
賢
治
は
農
村

青
年
を
指
導
す
る
目
的
で
「
羅
須
地
人
協
会
」
を
設
立
し
、
精

力
的
な
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
自
己
犠
牲
的
な
献

身
の
は
て
に
身
体
を
こ
わ
し
、
つ
い
に
は
実
家
で
病
床
に
伏
し

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
一
時
的
に
快
復
し
砕
石
工
場
の
技

師
と
し
て
社
会
復
帰
を
果
た
し
ま
す
が
、
再
び
発
病
し
、
実
家

で
療
養
中
の
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
三
十
七
才
で
世
を
去
り

ま
し
た
。
こ
の
晩
年
の
闘
病
期
に
、
有
名
な
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

が
メ
モ
帳
に
記
さ
れ
、
他
力
主
義
や
肯
定
的
な
自
己
卑
下
の
態

度
が
目
立
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
賢
治
が
父
か
ら
受
け
継

い
だ
真
宗
的
精
神
性
と
言
え
ま
す
。
農
村
運
動
に
挫
折
し
、
死

の
影
を
意
識
し
始
め
た
賢
治
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
力
主
義
的
に

傾
い
た
態
度
を
「
慢
」
と
し
て
反
省
し
、
絶
対
他
力
的
救
済
を

強
く
望
ん
だ
た
め
に
、
父
譲
り
の
他
力
主
義
的
な
肯
定
的
自
己

卑
下
の
思
想
性
が
際
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

と
は
言
う
も
の
の
、
賢
治
は
最
後
ま
で
法
華
経
信
仰
を
捨
て

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
死
を
迎
え
る
数
日
前
ま
で
重
病
の
身
を

お
し
て
農
民
の
肥
料
相
談
に
応
じ
る
な
ど
、
自
力
主
義
的
な
自

己
犠
牲
の
実
践
も
依
然
と
し
て
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
う
考
え

る
と
、
晩
年
の
賢
治
の
言
動
中
に
目
立
っ
て
く
る
他
力
救
済
へ

の
志
向
は
、
以
前
の
彼
が
訴
え
て
い
た
自
己
犠
牲
や
自
己
即
宇

宙
の
思
想
と
も
重
な
り
合
い
、
結
果
と
し
て
彼
の
仏
教
的
共
生
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倫
理
を
多
様
化
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
内
容
を
通
じ
て
検
証
し

て
み
ま
し
ょ
う
。「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
結
び
の
部
分
は
「
ヒ
ド

リ
ノ
ト
キ
ハ
　
ナ
ミ
ダ
ヲ
ナ
ガ
シ
　
サ
ム
サ
ノ
ナ
ツ
ハ
　
オ
ロ

オ
ロ
ア
ル
キ
　
ミ
ン
ナ
ニ
　
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
　
ヨ
バ
レ
　
ホ
メ

ラ
レ
モ
セ
ズ
　
ク
ニ
モ
サ
レ
ズ
　
サ
ウ
イ
フ
　
モ
ノ
ニ
　
ワ
タ

シ
ハ
　
ナ
リ
タ
イ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
賢
治
は
、
ひ
で
り
（
ヒ

ド
リ
）
や
冷
夏
に
涙
し
て
狼
狽
す
る
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
に
な
り
た

い
、
と
願
い
つ
つ
こ
の
詩
を
結
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
、

晩
年
の
賢
治
が
肯
定
的
自
己
卑
下
の
人
を
密
か
に
理
想
と
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

ま
た
「
北
ニ
ケ
ン
ク
ワ
ヤ
ソ
シ
ヨ
ウ
ガ
ア
レ
バ
ツ
マ
ラ
ナ
イ

カ
ラ
ヤ
メ
ロ
ト
イ
ヒ
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
清
沢
や
暁
烏
の
精

神
主
義
と
よ
く
似
た
思
想
性
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
清
沢
満
之
は

「
宗
教
的
信
念
の
必
須
条
件
」
と
題
す
る
講
和
の
中
で
「
妻
を
持

っ
て
も
よ
い
、
持
た
ぬ
で
も
よ
い
、
肴
を
食
う
て
も
よ
い
、
食

わ
な
い
で
も
よ
い
、
財
産
を
有
す
る
も
よ
い
、
有
し
な
い
で
も

よ
い
、
家
に
居
る
も
よ
い
、
山
林
に
行
く
も
よ
い
、
こ
れ
は
ど

っ
ち
で
も
よ
い
。
た
だ
宗
教
的
信
念
に
入
ろ
う
と
す
る
人
は
、

此
等
の
事
々
物
々
に
心
が
引
か
さ
れ
、
心
を
擾
乱
す
る
よ
う
な

こ
と
な
く
、
只
一
す
ぢ
に
如
来
に
た
よ
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な

り
ま
せ
ぬ
」
な
ど
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
清
沢
は
、
絶

対
他
力
の
信
に
立
っ
た
超
倫
理
の
態
度
を
勧
め
て
い
ま
す
。「
ケ

ン
カ
」
や
「
ソ
シ
ョ
ウ
」
を
「
ツ
マ
ラ
ナ
イ
」
と
制
止
す
る

「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
の
行
動
も
、
そ
う
し
た
思
想
性
の
表
現
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
、
日

蓮
的
な
態
度
で
な
い
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
す
。

し
か
し
他
方
で
、
こ
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
は
、
日
蓮
的

で
法
華
経
的
な
自
己
即
宇
宙
の
菩
薩
道
も
力
強
く
描
き
出
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
風
雨
や
悪
天
候
に
屈
せ
ず
、
名
利
を
求
め
る

こ
と
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
弱
者
を
励
ま
し
守
ろ
う
と
す
る
「
デ

ク
ノ
ボ
ー
」
の
実
践
は
、「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
で
示
さ
れ
た

自
己
即
宇
宙
の
共
生
倫
理
を
彷
彿
さ
せ
ま
す
。
ま
た
「
欲
ハ
ナ

ク
」
玄
米
菜
食
を
励
行
し
、
自
己
の
利
益
な
ど
一
切
勘
定
に
入

れ
な
い
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
の
行
動
は
、
自
己
犠
牲
の
実
践
そ
の

も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
東
」
に
病
気
の
子
供
を
看
病
し
、

「
西
」
に
疲
れ
た
母
の
稲
の
束
を
背
負
い
、「
南
」
に
死
に
瀕
し

た
人
を
「
コ
ハ
ガ
ラ
ナ
ク
テ
モ
イ
イ
」
と
慰
め
る
「
デ
ク
ノ
ボ
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ー
」
は
、
現
世
に
お
け
る
共
生
的
幸
福
の
実
現
を
乞
い
願
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

か
く
の
ご
と
く
、「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
の
実
践
は
、『
法
華
経
』

か
ら
導
か
れ
た
万
人
共
生
の
倫
理
観
を
ベ
ー
ス
と
し
、
そ
こ
に

賢
治
の
真
宗
的
精
神
性
で
あ
る
自
己
犠
牲
的
な
救
済
者
信
仰
や

肯
定
的
自
己
卑
下
の
思
想
が
濃
厚
に
絡
ま
り
、
幼
少
期
の
彼
が

受
け
た
精
神
主
義
の
影
響
を
も
う
か
が
わ
せ
、
さ
ら
に
は
島
地

大
等
の
本
覚
思
想
・
田
中
智
学
の
日
蓮
主
義
か
ら
賢
治
が
学
び

取
っ
た
自
己
即
宇
宙
の
共
生
倫
理
観
も
反
映
さ
れ
た
も
の
で
し

た
。
最
晩
年
に
至
っ
て
、
賢
治
の
思
想
世
界
で
は
、『
法
華
経
』

を
中
心
に
真
宗
思
想
・
本
覚
思
想
・
日
蓮
主
義
が
一
丸
と
な
り
、

彼
独
特
の
仏
教
的
共
生
倫
理
を
生
み
出
し
た
と
言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
ま
で
、
賢
治
の
仏
教
的
共
生
倫
理
に
つ
い
て
、
真
宗
思

想
・
本
覚
思
想
・
『
法
華
経
』
・
日
蓮
主
義
と
い
う
四
つ
の
宗

教
思
想
の
観
点
か
ら
再
検
討
し
、
最
後
に
そ
れ
ら
が
思
想
的
に

複
合
す
る
様
相
を
確
認
し
ま
し
た
。
賢
治
文
学
の
宗
教
性
は
、

法
華
経
的
で
あ
る
と
か
、
真
宗
的
で
あ
る
と
か
、
決
し
て
一
面

的
に
は
裁
断
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
根
底
の
思
想
傾

向
と
な
っ
た
も
の
は
、
や
は
り
幼
少
期
に
形
成
さ
れ
た
真
宗
的

精
神
性
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

賢
治
の
す
べ
て
の
言
説
を
貫
く
宗
教
思
想
的
な
通
奏
低
音
は
、

法
華
経
的
な
「
仏
に
な
る
」
思
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
真
宗
的

な
救
済
者
へ
の
信
仰
で
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
彼
の
思
想
基
盤

を
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
ま
つ
お
か
　
み
き
お
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）

（
本
稿
は
二
〇
〇
五
年
四
月
二
十
一
日
の
研
究
会
で
の

報
告
内
容
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
す
）
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