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日
蓮
仏
教
へ
の
共
感

現
在
、
日
本
で
最
も
多
く
の
人
に
信
奉
さ
れ
て
い
る
宗
教
は
、

十
三
世
紀
に
出
現
し
た
日
蓮
の
仏
教
で
あ
る
。
日
蓮
信
奉
者
に

と
っ
て
、
日
蓮
は
生
き
る
上
で
の
希
望
と
勇
気
を
与
え
て
く
れ

る
人
生
の
師
で
あ
る
。
日
蓮
は
、
す
ぐ
れ
た
思
想
家
、
哲
学
者

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
宗
教
者
と
し
て
、
実
践
者
と

し
て
、
強
烈
な
影
響
力
を
与
え
て
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い

存
在
な
の
で
あ
る
。

日
蓮
は
信
念
の
人
で
あ
っ
た
。
日
蓮
は
大
乗
仏
教
の
経
典
の

中
で
、
法
華
経
を
最
高
の
経
典
と
位
置
づ
け
、
そ
の
法
華
経
の

経
題
で
あ
る
妙
法
蓮
華
経
へ
の
帰
依
を
説
き
、
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
唱
え
る
こ
と
を
修
行
の
根
本
に
お
い
た
。
そ
し
て
唱
題
行

に
よ
っ
て
人
々
は
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
生
に
輝
き
を
も
た

ら
す
と
確
信
し
、
そ
の
流
通
に
生
涯
を
賭
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
蓮
の
主
張
は
、
国
家
の
宗
教
政
策
、
民
衆
支
配

の
あ
り
方
を
批
判
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
。
宗
教
界
か
ら

も
非
難
の
嵐
が
う
ず
ま
い
た
。
そ
の
た
め
日
蓮
の
人
生
は
弾
圧

の
連
続
で
あ
っ
た
。
襲
撃
さ
れ
る
こ
と
四
度
、
流
罪
は
二
度
に

及
び
、
つ
い
に
は
死
刑
台
に
上
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
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日
蓮
は
そ
の
す
べ
て
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ど
ん
な
に
大
き
な
壁
に
ぶ
つ
か
ろ
う
が
、
か
な
ら
ず
乗

り
越
え
て
い
く
と
い
う
強
靱
な
生
命
力
と
、
事
実
の
上
で
乗
り

越
え
た
と
い
う
勝
利
の
人
生
が
、
多
く
の
人
々
に
共
感
の
輪
を

拡
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
日
蓮
に
つ
い
て
、
世
界
詩
歌
協
会
の
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ス

リ
ニ
バ
ス
会
長
は
次
の
よ
う
に
謳
っ
て
い
る
。

日
蓮
の
仏
法
は
世
界
宗
教
と
し
て

今
日
輝
き
亘
っ
て
い
る

こ
の
普
遍
性
は
、

平
和
と
繁
栄
を
得
る
た
め
の
個
人
に
お
け
る
信
念
と

す
べ
て
の
国
の
文
化
的
伝
統
と

人
間
に
対
す
る
偉
業
に

脈
打
っ
て
流
れ
て
い
る

今
、
日
蓮
の
仏
法
は
Ｓ
Ｇ
Ｉ
と
し
て
世
界
一
九
〇
カ
国
に
広

が
り
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
池
田
大
作
会
長
も
世
界
の
著
名
人

と
の
平
和
実
現
の
た
め
の
対
話
行
動
を
重
ね
、
世
界
宗
教
と
し

て
多
く
の
人
が
認
め
る
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
ス
リ
ニ
バ
ス

博
士
の
的
を
射
、
深
い
洞
察
が
込
め
ら
れ
た
こ
の
詩
の
一
節
に

触
れ
た
と
き
、
私
は
日
蓮
の
生
き
方
を
多
く
の
方
々
に
伝
え
る

こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
。
イ
ン
ド
最

高
の
文
化
人
が
日
蓮
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
心
か
ら
感

謝
申
し
上
げ
た
い
。

『
立
正
安
国
論
』
提
出
の
真
意

日
蓮
が
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
た
の
は
、
時
の
最
高
権
力
者

に
対
し
、
来
る
べ
き
災
難
の
勃
発
を
警
告
し
、
安
穏
の
世
の
実

現
の
方
途
を
指
し
示
す
『
立
正
安
国
論
』
と
い
う
著
述
の
提
出

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
時
に
一
二
六
〇
年
、
日
本
は
軍
事
政
権
た

る
武
家
が
支
配
す
る
中
世
に
突
入
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
日

蓮
、
満
三
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
奇
し
く
も
ガ
ン
ジ
ー
が
南
ア

フ
リ
カ
で
サ
テ
ィ
ア
グ
ラ
ハ
闘
争
を
開
始
し
た
の
も
三
八
歳
の

時
で
あ
っ
た
。

日
蓮
は
『
立
正
安
国
論
』
の
冒
頭
で
、
漢
詩
風
に
次
の
よ
う

に
つ
づ
っ
た
。

「
天
変
地
夭
　
　
飢
饉
疫
癘
　
　
遍
満
天
下
　
　
広
迸
地
上
　
　

牛
馬
斃
巷
　
　
骸
骨
充
路
　
　
招
死
之
輩
　
　
既
超
大
半
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不
悲
之
族
　
　
敢
無
一
人
」

「
天
変
地
夭
・
飢
饉
疫
癘
・
遍
く
天
下
に
満
ち
広
く
地
上
に
迸

る
牛
馬
巷
に
斃
れ
骸
骨
路
に
充
て
り
死
を
招
く
の
輩
既
に
大

半
に
超
え
悲
ま
ざ
る
の
族
敢
て
一
人
も
無
し
」（
一
七
頁
・
二
〇

九
頁
）
と
。

こ
の
漢
字
で
四
文
字
十
句
か
ら
な
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
言
い
回

し
は
、
何
度
も
練
り
に
練
っ
て
作
り
上
げ
た
日
蓮
の
詩
的
表
現

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
詩
が
歌
い
上
げ
て
い
る
も
の
は
、

情
緒
的
で
も
感
傷
的
で
も
な
い
、
同
情
で
も
な
い
、
現
実
に
広

が
る
民
衆
の
惨
状
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

日
蓮
は
政
都
・
鎌
倉
で
、
こ
の
地
獄
の
様
相
を
目
の
当
た
り

に
し
た
の
で
あ
る
。
日
蓮
が
平
時
を
破
る
状
況
を
体
験
し
た
の

は
戦
争
で
は
な
く
災
害
で
あ
っ
た
。
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す

地
震
、
大
風
、
大
雨
な
ど
の
自
然
災
害
、
二
次
災
害
的
な
疫
病
、

飢
饉
、
火
災
、
さ
ら
に
は
不
吉
な
天
変
は
、
災
害
弱
者
で
あ
る

民
衆
の
生
活
と
人
生
を
破
綻
さ
せ
る
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

日
蓮
は
こ
の
衝
撃
的
な
惨
状
を
直
接
体
験
し
、
仏
教
者
と
し

て
こ
れ
を
黙
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い

た
。
そ
し
て
民
衆
救
済
の
た
め
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
行
動
に
で

た
。
為
政
者
へ
の
諌
暁
に
敢
然
と
立
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

日
蓮
は
自
ら
が
言
う
よ
う
に
、「
海
人
が
子
」（『
本
尊
問
答
抄
』
三

七
〇
頁
・
一
五
八
〇
頁
）「
民
が
子
」（『
中
興
入
道
消
息
』
一
三
三
二

頁
・
一
七
一
四
頁
）」
で
あ
っ
た
。
庶
民
階
層
か
ら
出
た
無
名
の
一

仏
教
僧
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
日
蓮
を
民
衆
の
安

穏
実
現
に
突
き
動
か
し
た
の
は
法
華
経
で
あ
っ
た
。
法
華
経
の

「
現
世
安
穏
後
生
善
処
」（
薬
草
喩
品
）
の
文
や
「
一
切
衆
生
を
化

し
て
皆
仏
道
に
入
ら
し
む
」（
方
便
品
）
ほ
か
多
出
す
る
「
一
切

衆
生
」
の
表
現
に
基
づ
き
、
日
蓮
は
民
衆
の
代
弁
者
と
し
て
立

ち
上
が
っ
た
。
い
や
代
弁
者
と
い
う
よ
り
、
一
切
衆
生
の
異
の

苦
を
わ
が
苦
と
と
ら
え
る
仏
教
の
菩
薩
と
し
て
、
だ
れ
に
頼
ま

れ
た
の
で
も
な
い
、
ど
こ
ま
で
も
自
発
的
に
利
他
に
徹
す
る
菩

薩
の
使
命
を
果
た
す
た
め
、
戦
い
を
開
始
し
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
庶
民
一
人
一
人
が
幸
福
で
安
穏
な
人
生
を
歩
む
生
存

の
権
利
を
持
ち
、
そ
れ
を
脅
か
す
者
に
対
し
て
は
敢
然
と
戦
う

と
い
う
の
が
、
仏
教
者
・
日
蓮
の
実
践
の
人
生
哲
学
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

そ
の
庶
民
の
生
命
が
危
な
い
。
屍
が
累
々
と
す
る
鎌
倉
の
惨



状
を
通
し
て
、
日
蓮
は
命
の
大
切
さ
を
痛
感
し
て
い
た
。「
い
の

ち
と
申
す
物
は
一
切
の
財
の
中
に
第
一
の
財
な
り
」（
一
五
九
六

頁
・
一
二
六
一
頁
）
と
い
う
日
蓮
は
、
庶
民
の
命
を
守
る
た
め
に

自
ら
の
命
を
顧
み
ず
、
時
の
権
力
者
に
対
し
、
民
衆
不
在
の
政

治
姿
勢
を
問
う
『
立
正
安
国
論
』
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。

『
立
正
安
国
論
』
の
内
容
は
主
人
と
客
の
十
問
九
答
の
構
成

に
よ
っ
て
客
の
嘆
き
か
ら
始
ま
り
客
の
決
意
で
終
わ
っ
て
い
る
。

客
の
憂
い
は
同
時
に
主
人
の
憂
い
で
も
あ
る
。
主
人
は
「
独
り

此
の
事
を
愁
い
て
胸
臆
に
憤
�
す
客
来
つ
て
共
に
嘆
く
」（
一
七

頁
・
二
一
〇
頁
）
と
言
い
、
客
は
「
余
独
り
嘆
く
の
み
に
非
ず
衆

皆
悲
む
」（
同
頁
）
と
言
う
。
主
人
も
客
も
「
安
穏
の
危
機
」
に

つ
い
て
は
共
通
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

た
と
え
最
高
権
力
者
と
名
も
な
い
一
介
の
僧
と
い
う
社
会
的
な

立
場
が
違
お
う
と
も
、
信
仰
を
異
に
し
宗
教
的
立
場
が
相
反
し

て
い
よ
う
と
も
、「
安
穏
」
を
願
う
共
通
の
意
識
が
あ
れ
ば
対
話

は
必
ず
成
立
す
る
。
日
蓮
が
『
立
正
安
国
論
』
で
、
仏
教
者
と

為
政
者
の
対
話
に
よ
っ
て
民
衆
の
安
穏
の
道
を
探
る
と
い
う
形

式
に
仕
上
げ
た
の
は
、
対
話
の
も
つ
力
を
十
分
に
認
識
し
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
安
穏
つ
ま
り
現
代
の
言
葉
で
置
き
換
え
れ

ば
「
平
和
」
と
「
平
和
の
実
現
」
に
つ
い
て
語
り
合
お
う
と
い

う
の
が
『
立
正
安
国
論
』
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

日
蓮
の
対
話
路
線
に
説
得
力
が
あ
る
の
は
、
民
衆
に
視
点
を

置
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
民
衆
を
支
配
す
る
相
手
に
、
民
衆
の

安
穏
を
最
優
先
す
る
よ
う
啓
蒙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
民
衆
の

安
穏
」
と
い
う
普
遍
的
視
点
に
立
て
ば
、
い
か
な
る
社
会
的
、

国
家
的
課
題
で
も
、
さ
ら
に
は
地
球
的
規
模
の
諸
問
題
で
さ
え
、

対
話
の
道
は
拓
か
れ
る
こ
と
を
日
蓮
は
『
立
正
安
国
論
』
で
示

し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
『
立
正
安
国
論
』
で
は
、
内
乱
（
自
界
叛
逆
難
）
と
外

寇
（
他
国
侵
逼
難
）
の
二
難
を
予
見
し
、
権
力
者
に
警
鐘
を
鳴
ら

し
て
い
る
。
日
蓮
は
災
難
に
言
及
す
る
経
典
を
読
破
し
、
既
出

と
未
出
の
災
難
を
整
理
し
、
未
出
の
二
難
を
見
出
し
、
必
出
の

予
見
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
二
難
は
い
ず
れ
も
合
戦

す
な
わ
ち
戦
争
を
意
味
し
て
い
る
。
う
ち
続
く
災
異
の
上
に
戦

争
が
起
こ
れ
ば
、
自
然
の
災
害
に
も
人
為
的
な
災
難
に
も
無
力

な
民
衆
は
壊
滅
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
国
そ
の
も
の
も

滅
ぶ
と
い
う
予
見
の
警
鐘
は
、
日
蓮
が
反
戦
論
者
で
あ
る
こ
と

を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
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理
想
の
政
治
家
像

前
述
し
た
よ
う
に
冒
頭
第
一
段
の
漢
詩
風
の
表
現
は
、
客
（
権

力
者
・
北
条
時
頼
）
の
発
言
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
安
穏
」
へ

の
責
任
を
担
う
の
は
、
為
政
者
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ

る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

日
蓮
は
折
々
に
、
あ
る
べ
き
為
政
者
（
政
治
家
）
像
に
言
及
す

る
。
膨
大
な
著
作
か
ら
抽
出
す
れ
ば
、
日
蓮
の
期
待
す
る
政
治

家
像
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
に
道
義
的
人
格
者
で
あ
る
こ
と

二
に
民
衆
本
位
で
あ
る
こ
と

一
に
つ
い
て
は
、

①
う
そ
を
つ
か
な
い
（「
王
と
申
す
は
不
妄
語
の
人
」
五
八
七
頁
・

一
八
四
八
頁
）

②
福
徳
が
あ
る
（「
福
徳
の
王
臣
」
三
五
二
頁
・
一
三
二
五
頁
）

③
讒
言
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
（「
国
主
は
…
諸
人
の
讒
言
を
・
を

さ
め
て
一
人
の
余
を
す
て
給
う
」
一
五
二
四
頁
・
八
九
〇
頁
）

④
両
方
の
意
見
を
聞
け
（「
王
両
方
を
聞
あ
き
ら
め
て
」
一
四
一
二

頁
・
一
五
六
一
頁
）

⑤
理
を
親
と
し
非
を
敵
と
せ
よ
（「
国
主
は
理
を
親
と
し
非
を
敵

と
す
べ
き
」
一
五
二
四
頁
・
八
九
〇
頁
）

⑥
身
を
滅
ぼ
し
て
も
虚
事
を
し
な
い
（「
賢
王
と
な
り
ぬ
れ
ば
・

た
と
ひ
身
を
ほ
ろ
ぼ
せ
ど
も
そ
ら
事
せ
ず
」
一
五
二
九
頁
・
一
一

三
七
頁
）

二
に
つ
い
て
は
、

①
臣
下
よ
り
も
人
を
た
す
け
（「
国
王
は
臣
下
よ
り
も
人
を
た
す

く
る
人
」
九
頁
・
一
九
六
頁
）

②
民
衆
の
な
げ
き
を
知
れ
（「
国
主
と
成
つ
て
民
衆
の
歎
き
を
知
ら

ざ
る
」
三
六
頁
・
八
九
頁
）

③
子
細
を
聞
け
（「
国
主
な
ら
ば
子
細
を
聞
き
給
う
べ
き
」
三
五
七

頁
・
一
三
三
四
頁
）

④
万
民
の
手
足
た
れ
（「
万
民
の
手
足
為
り
」
一
七
一
頁
・
四
二
八

頁
）

⑤
仏
法
に
よ
っ
て
人
民
の
心
を
つ
か
め
る
（「
仏
教
の
か
し
こ
き

に
よ
つ
て
人
民
の
心
を
く
は
し
く
あ
か
せ
る
な
り
」
一
四
六
五

頁
・
一
一
二
八
頁
）

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
そ
の
時
の
背
景
、
前
後
の
脈

絡
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
政
治
を
担
当
す
る

112



者
へ
の
日
蓮
の
要
求
が
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

政
治
と
宗
教
の
目
的
は
「
民
の
安
穏
」
で
一
致

現
実
の
為
政
に
対
す
る
深
い
関
心
を
生
涯
持
ち
続
け
て
い
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
日
蓮
の
特

質
に
も
な
っ
て
い
る
。
政
治
の
あ
り
よ
う
は
直
接
人
々
の
生
活

に
影
響
を
も
た
ら
す
。
為
政
者
の
姿
勢
如
何
が
民
衆
の
幸
・
不

幸
を
大
き
く
左
右
す
る
。
日
蓮
は
「
一
人
ま
つ
り
事
を
だ
や
か

な
ら
ざ
れ
ば
万
民
苦
を
な
す
が
ご
と
し
」（
真
蹟
断
簡
、
な
し
・
二

四
九
四
頁
）
と
為
政
者
の
影
響
力
を
強
く
認
識
し
て
い
る
。
民
衆

の
安
穏
を
第
一
義
に
考
え
る
日
蓮
で
あ
る
か
ら
こ
そ
政
治
の
動

向
を
見
据
え
、
監
視
の
目
を
光
ら
せ
て
い
く
こ
と
を
、
必
然
的

な
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

政
治
と
宗
教
を
比
較
す
る
場
合
、
人
の
不
幸
の
外
的
要
因
を

取
り
除
く
の
が
政
治
の
役
割
で
あ
り
、
内
的
要
因
を
取
り
除
く

の
が
宗
教
の
使
命
と
い
う
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
る
。
内
的
要

因
は
、
自
分
自
身
の
心
の
あ
り
か
た
を
直
視
し
、
信
仰
に
よ
る

安
穏
の
獲
得
が
図
ら
れ
る
が
、
外
的
要
因
の
除
去
に
つ
い
て
は

為
政
者
の
善
政
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
特
に
現

実
の
災
禍
に
喘
ぐ
人
々
に
と
っ
て
緊
要
な
の
は
日
常
生
活
の
維

持
で
あ
る
。
そ
れ
を
満
た
す
上
で
政
治
の
責
務
は
ま
こ
と
に
大

き
い
。
日
蓮
が
為
政
に
対
し
て
多
言
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ

け
政
治
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
深
く
認
識
し
て
い
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
日
蓮
の
中
で
は
政
治
と
宗
教
の
目
的
は
、
民
の
安

穏
と
い
う
一
点
に
お
い
て
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
は
「
戦
う
平
和
主
義
者
」

ま
た
日
蓮
は
日
本
の
歴
史
に
お
け
る
数
々
の
戦
争
に
言
及
し
、

戦
争
の
悲
惨
さ
を
強
調
し
て
や
ま
な
い
。
そ
の
場
合
、
犠
牲
者

や
敗
者
を
中
心
に
論
じ
る
の
が
日
蓮
の
戦
争
観
の
特
質
で
も
あ

る
。
特
に
蒙
古
と
い
う
世
界
最
大
の
大
帝
国
と
の
争
い
の
様
相

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
日
蓮
が
申
す
事
は
愚
な
る
者
の
申
す
事
な
れ
ば
用
ひ
ず
、

さ
れ
ど
も
去
る
文
永
十
一
年
﹇
太
歳
甲
戌
﹈
十
月
に
蒙
古
国
よ
り

筑
紫
に
よ
せ
て
有
り
し
に
対
馬
の
者
か
た
固

め
て
有
り
し
に
・
宗

総
馬
尉
逃
け
れ
ば
百
姓
等
は
男
を
ば
或
は
殺
し
或
は
生
取
に

し
・
女
を
ば
或
は
取
り
集
め
て
手
を
と
を
通

し
て
船
に
結
い
付
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け
・
或
は
生
け
取
に
す
・
一
人
も
助
か
る
者
な
し
、
壹
岐
に
よ

せ
て
も
又
是
く
の
如
し
」（
一
三
二
九
頁
・
九
九
五
頁
）
と
あ
る
。

ま
た
蒙
古
に
対
し
て
は
、
仏
教
の
立
場
か
ら
、
隣
国
の
聖
人

（
一
二
七
二
頁
・
四
五
四
頁
、
三
五
二
頁
・
一
三
二
五
頁
、
一
四
一
一

頁
・
一
五
六
〇
頁
）
と
位
置
づ
け
、
蒙
古
は
仏
が
梵
天
・
帝
釈
に

仰
せ
つ
け
て
日
本
を
攻
め
て
い
る
（
一
三
〇
二
頁
・
一
二
九
二
頁
）、

ま
た
、
蒙
古
の
賢
王
の
身
に
仏
・
菩
薩
・
諸
天
が
入
っ
て
日
本

の
国
主
を
罰
し
て
い
る
（
三
六
二
頁
・
一
三
四
二
頁
）
と
い
う
の
で

あ
る
。

日
本
の
為
政
者
か
ら
見
れ
ば
侵
略
者
で
あ
る
蒙
古
に
対
し
て
、

日
蓮
は
、
侵
略
す
る
側
、
さ
れ
る
側
、
攻
撃
か
防
衛
か
、
ど
ち

ら
が
勝
つ
か
負
け
る
か
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
次
元
で
二
国
間

の
戦
争
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
戦
争
が
与
え
る
民
衆
の
惨

劇
を
深
く
憂
う
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
日
蓮
の
視
線
の
先

に
は
民
衆
が
い
た
の
で
あ
る
。

日
蓮
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
ら
が
武
器
を
所
持
し
た
こ
と

も
、
そ
れ
を
用
い
た
こ
と
も
一
度
も
な
い
。
あ
る
時
、
武
士
で

あ
る
門
下
の
一
人
が
師
・
日
蓮
の
命
を
案
じ
て
刀
を
送
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
日
蓮
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
殿

の
御
も
ち
の
時
は
悪
の
刀
・
今
仏
前
へ
ま
い
り
ぬ
れ
ば
善
の
刀

な
る
べ
し
」（
一
二
二
七
頁
・
八
〇
六
頁
）
と
。
日
蓮
は
、
人
の
命

を
奪
う
殺
生
の
道
具
と
し
て
の
武
器
は
悪
だ
と
断
じ
て
い
る
。

日
蓮
は
も
ち
ろ
ん
当
時
の
僧
兵
の
よ
う
に
帯
刀
し
て
い
た
こ

と
は
生
涯
な
い
。
日
蓮
の
所
持
す
る
武
器
は
、
刀
で
は
な
く
法

華
経
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
な
に
の
兵
法
よ
り
も
法
華
経
の
兵
法

を
も
ち
ひ
給
う
べ
し
…
兵
法
剣
形
の
大
事
も
此
の
妙
法
よ
り
出

で
た
り
、
ふ
か
く
信
心
を
と
り
給
へ
、
あ
へ
て
臆
病
に
て
は
叶

う
べ
か
ら
ず
候
」（
一
一
九
二
〜
三
頁
・
一
六
八
五
頁
）
と
い
う
。

臆
す
る
心
の
な
い
信
仰
に
ま
さ
る
武
器
は
な
い
と
い
う
仏
教
者

の
面
目
躍
如
た
る
表
現
と
い
え
よ
う
。

事
実
、
日
蓮
は
法
華
経
と
い
う
兵
法
を
持た

も

ち
、
行
じ
、
身
で

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
数
々
の
大
難
を
乗
り
越
え
、
そ
の
生
涯
を

全
う
し
た
。
ま
さ
に
、
日
蓮
は
民
衆
原
点
の
法
華
経
の
精
神
を

行
動
の
指
針
に
据
え
、
民
衆
の
安
穏
の
た
め
に
走
り
抜
い
た

「
戦
う
平
和
主
義
者
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
日
本
に
お
い
て
も
、
ま
た
世
界
に
お
い
て
も
、
日
蓮
の

戦
う
平
和
主
義
は
十
分
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
や

ま
な
い
。
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付
記

本
文
中
、
日
蓮
の
文
章
の
引
用
に
あ
た
り
、
二
種
類
の
文
書
集

の
頁
を
並
記
し
た
。
前
者
が
『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
の
頁
、

後
者
が
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
の
頁
を
表
す
。

ま
た
引
用
文
は
漢
文
体
も
す
べ
て
読
み
下
し
て
い
る
『
日
蓮
大

聖
人
御
書
全
集
』
の
文
章
を
採
っ
た
。『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』

に
な
い
文
章
は
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
を
引
用
し
、
漢
文

体
の
も
の
は
読
み
下
し
た
。

（
こ
ば
や
し
　
ま
さ
ひ
ろ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
主
任
研
究
員
）
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