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現
代
は
謗
法
の
世
か
悪
法
の
世
か

　

塩　

入　

幹　

丈

１　

大
聖
人
は
折
伏

　

近
年
盛
ん
な
摂
折
論
争
は
結
局
、
日
蓮
大
聖
人
は
折
伏
の
人
だ
っ
た
の
か
、
摂
受
の
人
だ
っ
た
の
か
と
い
う
論
争
だ
と
い
え
よ
う
。
日

蓮
大
聖
人
が
折
伏
（
あ
る
い
は
摂
受
）
だ
っ
た
か
ら
、
後
を
継
ぐ
我
々
も
当
然
に
折
伏
（
あ
る
い
は
摂
受
）
で
い
く
べ
き
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

大
聖
人
が
折
伏
か
摂
受
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
「
立
正
安
国
論
」
で
折
伏
を
実
行
す
る
よ
う
時
の
権
力
者
へ
奏
進
さ
れ
、
さ
ら
に
同
書

の
主
張
を
終
身
変
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
（「
立
正
安
国
論
」
の
真
意
は
別
に
あ
っ
た
な
ん
て
主
張
し
な
い
か
ぎ
り
）
当

然
、
折
伏
こ
そ
メ
イ
ン
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
聖
人
は
折
伏
を
実
行
さ
れ
て
な
い
、
折
伏
は
在
家
が
す
る
こ
と
と
「
涅
槃

経
」
に
あ
る
等
と
い
う
摂
受
派
の
主
張
は
適
切
で
は
あ
る
ま
い
。
大
聖
人
自
ら
折
伏
を
実
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
意
見
が
別
れ
よ
う
と
も
、

権
力
者
た
る
幕
府
に
対
し
て
法
然
一
門
へ
の
経
済
的
弾
圧
を
勧
め
ら
れ
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
「
涅
槃
経
」
の
有
徳
王

と
覚
徳
比
丘
の
教
え
の
実
行
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
Ａ
と
い
う
主
義
主
張
が
あ
っ
て
、
理
論
を
説
い
た
者
と
実
行
者
が
い
る
場
合
、
実
行

者
の
み
を
Ａ
主
義
者
と
し
、
説
い
た
者
は
実
行
し
て
な
い
か
ら
Ａ
主
義
者
で
は
な
い
な
ど
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

日
蓮
大
聖
人
は
折
伏
の
人
だ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
単
純
に
今
も
折
伏
だ
と
言
い
切
っ

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
開
目
抄
の
「
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
多
時
は
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折
伏
を
前
と
す
。」（
六
〇
六
）。
の
今
一
度
の
検
討
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２　

現
在
も
三
類
強
敵
充
満
な
の
か

　

今
も
折
伏
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
大
聖
人
の
時
代
も
現
代
も
文
明
の
差
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
と
見
る
こ
と
で
あ

る
。

　

 　

宗
義
大
綱
読
本
は
「
邪
智
謗
法
の
人
多
い
謗
国
に
お
い
て
は
折
伏
を
用
い
る
の
で
あ
る
」「
折
伏
立
教
が
本
宗
の
大
判
で
あ
る
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
」「
学
問
の
発
達
や
社
会
構
造
の
変
化
な
ど
大
き
な
異
な
り
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
代
の
弘
教
者
は
、
三
軌
に
住

し
た
折
伏
に
よ
っ
て
時
代
社
会
を
覚
醒
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。

　

社
会
の
変
化
は
認
め
な
が
ら
も
、
や
は
り
今
も
謗
国
で
あ
り
故
に
折
伏
で
い
く
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
謗
法
の
国

と
い
う
こ
と
は
ま
ず
そ
の
前
に
仏
教
が
弘
ま
り
皆
が
信
仰
し
て
い
る
状
況
「
仏
閣
甍
ヲ
連
ネ
、
経
蔵
軒
ヲ
並
ブ
（
立
正
安
国
論　

二
一

三
）
が
出
来
て
い
る
こ
と
。
そ
こ
に
同
じ
佛
教
の
僧
侶
・
信
仰
者
で
あ
り
な
が
ら
仏
教
を
破
壊
す
る
者
、
つ
ま
り
「
獅
子
心
中
の
虫
」
が

勢
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
の
は
ず
で
あ
る
。

　
「
謗
法
ノ
相
貌
ハ
此
ノ
法
ヲ
捨
テ
シ
ム
ガ
故
也
」（
守
護
国
家
論　

一
〇
五
）

　
「
大
族
王
の
五
天
の
堂
舎
を
焼
払
、
十
六
大
国
の
僧
尼
を
殺
せ
し
、
漢
土
の
武
宗
皇
帝
の
九
国
の
寺
塔
四
千
六
百
余
所
を
消
滅
せ
し
め
、

僧
尼
二
十
六
万
五
百
人
を
還
俗
せ
し
等
の
ご
と
く
な
る
悪
人
等
は
釈
迦
の
仏
法
を
ば
失
べ
か
ら
ず
。
三
衣
を
身
に
ま
と
ひ
、
一
鉢
を
頚
に

か
け
、
八
万
法
蔵
を
胸
に
う
か
べ
、
十
二
部
経
を
口
に
ず
う
（
誦
）
せ
ん
僧
侶
が
彼
の
仏
法
を
失
う
べ
し
。」（
撰
時
抄　

一
〇
五
〇
）

　

ま
ず
仏
法
が
盛
ん
で
な
け
れ
ば
失
う
も
何
も
な
い
。
大
聖
人
が
警
戒
し
折
伏
を
必
要
と
さ
れ
た
三
類
強
敵
が
充
満
す
る
の
は
、
佛
教
が

広
ま
り
皆
が
信
じ
て
い
る
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　

大
聖
人
の
時
代
、
中
世
に
お
け
る
仏
教
の
社
会
へ
の
浸
透
、
影
響
力
と
、
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
そ
れ
に
は
格
段
の
違
い
が
あ
る
は
ず
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で
あ
る
。

　

に
も
関
わ
ら
ず
、
大
聖
人
が
折
伏
だ
っ
た
か
ら
、
今
も
折
伏
だ
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
安
易
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３　

中
世
は
仏
教
中
心

　

大
聖
人
ご
在
世
前
後
、
中
世
の
宗
教
、
信
仰
は
古
代
平
安
の
世
か
ら
引
き
続
き
佛
教
中
心
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
日
本
古
来
か
ら
の

神
道
は
言
う
ま
で
も
な
く
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ
て
仏
教
と
密
接
に
結
び
着
け
ら
れ
て
い
た
。
記
紀
神
話
の
神
々
は
当
然
な
が
ら
、
歴
史
上

の
人
物
か
ら
の
神
と
な
っ
た
方
々
、
い
わ
ゆ
る
御
霊
神
も
北
野
天
神
の
菅
原
道
真
公
は
十
一
面
観
音
様
、
八
所
御
霊
社
の
早
良
親
王
は
千

手
観
音
様
等
々
と
、
必
ず
本
地
仏
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
怨
霊
を
た
だ
祭
り
上
げ
れ
ば
神
に
な
る
の
で
は
な
く
、
実
は
本
来
、
仏
菩
薩
の

顕
現
だ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
こ
そ
、
神
と
な
る
と
言
え
よ
う
。

　

神
道
の
中
で
も
他
と
一
線
を
画
す
伊
勢
神
宮
。
僧
は
髪
長
、
寺
院
は
瓦
葺
等
の
独
自
の
用
語
を
使
い
仏
教
を
忌
む
こ
と
で
有
名
だ
が
、

単
純
に
仏
教
を
拒
絶
し
て
存
続
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

伊
勢
神
宮
独
自
の
神
道
、
伊
勢
神
道
は
行
基
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
大
和
葛
城
宝
山
記
」
の
影
響
が
大
き
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
常

住
慈
悲
天
神
王
（
毘
紐
天
）
の
臍
か
ら
蓮
が
出
、
そ
の
花
か
ら
梵
天
が
生
ま
れ
、
世
界
が
出
来
る
と
い
う
、
仏
教
の
当
体
蓮
華
説
、
さ
ら

に
は
仏
教
経
由
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
創
世
神
話
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
書
に
影
響
を
受
け
て
い
る
伊
勢
の
神
道
五
部
書
が
い
わ
ゆ
る
反
本
地
垂
迹
説
の
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
仏
教
否
定
で
は
な
く
、
立

場
の
逆
転
で
あ
り
、
仏
教
の
尊
格
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

中
国
六
朝
時
代
に
は
仏
教
の
ラ
イ
バ
ル
だ
っ
た
は
ず
道
教
も
日
本
で
は
仏
教
の
中
に
深
く
密
か
に
融
合
し
て
い
る
。
例
え
ば
道
教
の
鎮

宅
霊
符
神
と
同
体
と
さ
れ
る
妙
見
菩
薩
。
九
字
や
御
札
も
道
教
由
来
で
御
札
の
赤
い
字
も
道
教
の
水
銀
信
仰
か
ら
と
さ
れ
る
。
山
岳
仏
教

の
祖
た
る
役
の
行
者
も
道
教
行
者
的
要
素
が
多
々
あ
っ
た
と
い
う
。
道
教
と
並
ぶ
影
の
宗
教
た
る
陰
陽
道
も
、
例
え
ば
安
部
晴
明
著
と
さ
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れ
る
重
要
な
占
書
「
占
書
簠
簋
内
伝
（
ほ
き
な
い
で
ん
・
金
烏
玉
兎
集
）」
は
文
殊
菩
薩
が
作
り
伝
承
さ
れ
た
と
書
と
さ
れ
て
い
る
。

　

又
、
陰
陽
道
の
方
位
神
八
将
軍
の
母
、
頗
梨
采
は
沙
掲
羅
龍
王
の
娘
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
と
結
び
つ
い
て
こ
そ
、
貴
族
た
ち
に
も
説

得
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

陰
陽
道
関
係
で
目
を
引
く
の
は
愛
知
県
東
栄
町
に
伝
本
が
残
る
行
事
「
牛
頭
天
王
島
渡
り
祭
文
」
が
あ
る
。

　

頗
梨
采
女
の
夫
で
陰
陽
道
の
中
心
的
な
神
牛
頭
天
王
が
、
こ
こ
で
は
釈
尊
を
入
滅
に
追
い
込
む
と
い
う
説
話
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

牛
頭
天
王
が
仏
よ
り
優
位
と
す
る
驚
く
べ
き
内
容
で
は
あ
る
が
、
西
洋
の
一
神
教
の
如
き
他
宗
教
の
否
定
で
は
な
く
、
反
本
地
垂
迹
説

と
同
様
に
佛
教
も
認
め
た
上
で
の
優
位
宣
言
と
見
ら
れ
る
。

　

以
上
、
中
世
の
宗
教
状
況
は
佛
教
中
心
で
他
の
宗
教
も
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
共
存
し
て
い
る
状
況
だ
と
言
え
よ
う
。
一
部
に
仏
教

よ
り
優
位
を
主
張
す
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
ど
ち
ら
も
自
分
た
ち
人
間
よ
り
も
高
度
な
存
在
崇
高
な
も
の
と
認
め
た
上
で
の
順
位
の
主
張

に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
い
わ
ば
認
識
の
度
合
い
に
差
は
あ
れ
、
こ
の
時
期
の
日
本
人
は
須
弥
山
宇
宙
と
も
い
う
べ
き
世
界
観
の
中
で
、

ど
れ
が
真
実
か
を
探
求
し
て
い
た
と
言
え
だ
ろ
う
。
故
に
大
聖
人
と
そ
の
門
下
た
ち
は
、
仏
教
の
獅
子
身
中
の
虫
た
ち
へ
折
伏
し
て
い
っ

た
と
言
え
る
。

４　

仏
教
の
転
落

　

天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
児
島
上
陸
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
へ
の
進
出
で
あ
る
。
異
な
る
宗

教
の
主
神
は
魔
王
、
神
々
は
デ
ー
モ
ン
と
す
る
、
須
弥
山
宇
宙
と
相
容
れ
な
い
大
宗
教
の
出
現
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
自
体
は
慶
長
十
九

年
（
一
六
一
四
）
に
禁
教
だ
が
、
こ
の
上
陸
の
時
期
前
後
か
ら
が
仏
教
の
地
位
転
落
へ
の
始
ま
り
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
後
、
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
と
い
う
佛
教
勢
力
を
押
さ
え
る
巨
大
権
力
の
登
場
で
戦
国
時
代
は
終
結
。
そ
れ
は
関
西
町
集
の
法
華
経
に

よ
る
祭
政
一
致
自
由
都
市
の
崩
壊
で
も
あ
っ
た
。
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さ
ら
に
江
戸
時
代
に
入
る
と
朱
子
学
、
水
戸
学
等
の
佛
教
の
教
え
自
体
を
否
定
的
に
み
る
思
想
が
台
頭
し
て
く
る
。

　

十
七
世
紀
の
儒
学
者
山
崎
暗
斎
は
神
仏
習
合
を
否
定
し
た
上
で
、
天
皇
の
た
め
に
死
ん
だ
者
は
神
に
な
る
と
説
き
、
十
九
世
紀
の
水
戸

学
者
会
沢
正
志
斎
も
佛
教
は
愚
民
を
欺
く
と
否
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
佐
倉
惣
五
郎
等
の
義
民
の
神
々
は
純
粋
に
生
前
の
行
い
か
ら
神
で
あ
り
、
も
は
や
本
地
仏
の
存
在
は
必
要
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。

　

そ
し
て
西
洋
の
大
乗
非
仏
説
を
先
取
り
し
た
富
永
仲
基
の
『
出
定
後
語
』。
佛
教
中
心
の
世
界
観
は
江
戸
時
代
に
徐
々
に
崩
壊
し
て
い

っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

明
治
の
廃
仏
毀
釈
か
ら
国
家
神
道
も
そ
こ
か
ら
の
流
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
か
の
如
き
西
洋
科
学
の
輸
入
で
ま
す
ま

す
仏
教
の
地
位
は
低
下
し
、
須
弥
山
宇
宙
の
説
得
力
は
無
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

・
無
宗
教

　

そ
し
て
現
代
。
宗
教
そ
の
も
を
否
定
す
る
無
宗
教
が
大
手
を
振
る
い
、
宗
教
で
あ
っ
て
も
佛
教
の
世
界
観
不
要
の
新
宗
教
、
逆
に
仏
教

も
一
神
教
も
取
り
込
ん
だ
新
宗
教
も
多
数
出
現
し
、
佛
教
も
ま
だ
ま
だ
有
力
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
数
多
の
宗
教
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い

状
況
だ
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
佛
教
中
心
で
な
い
状
況
は
決
し
て
邪
智
謗
法
の
者
の
国
と
は
言
え
な
い
。

　

む
し
ろ
佛
教
の
価
値
す
ら
を
知
ら
な
い
無
智
悪
人
の
国
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

無
信
仰
で
仏
教
を
哲
学
と
見
る
人
と
大
乗
非
仏
説
の
仏
教
信
者
と
大
乗
を
仏
説
み
る
信
者
が
平
行
線
の
ま
ま
ダ
ラ
ダ
ラ
と
結
論
な
き
論

争
を
ネ
ッ
ト
上
で
繰
り
返
す
光
景
も
珍
し
く
な
い
光
景
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
、
身
内
に
あ
っ
て
は
間
違
い
に
対
し
折
伏
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
広
く
外
に
向
か
っ
て
は
摂
受
で
い
く
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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何
ら
具
体
的
折
伏
を
展
開
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
全
仏
連
に
は
積
極
的
に
参
加
し
な
が
ら
、
口
で
は
折
伏
を
是
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な

矛
盾
が
結
局
は
宗
勢
に
も
如
実
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
代
社
会
は
無
智
悪
人
の
国
。
故
に
我
々
は
摂
受
中
心
で
行
く
の
だ
と
は
っ
き
り
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

５　

五
五
百
歳
の
意
味

　

さ
ら
に
言
え
ば
折
伏
か
ら
摂
受
の
転
換
も
、
も
っ
と
早
く
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

大
聖
人
は
周
知
の
通
り
末
法
始
め
の
五
百
年
間
を
重
視
さ
れ
た
。

　

悦
哉
、
経
文
に
任
て
五
五
百
歳
広
宣
流
布
を
ま
つ
。
悲
哉
、
闘
諍
堅
固
の
時
に
当
て
此
国
修
羅
道
と
な
る
べ
し
。（
神
国
王
御
書　

八

九
一
）

　

此
深
法
今
末
法
の
始
、
五
五
百
歳
に
一
閻
浮
提
に
広
宣
流
布
す
べ
き
や
の
事
不
審
無
極
な
り
。（
撰
時
抄　

一
〇
二
九
）。

　

大
聖
人
時
代
の
釈
尊
御
入
滅
は
周
書
異
記
に
よ
っ
て
周
第
五
代
穆
王
（
ぼ
く
お
う
）
五
二
年
（
紀
元
前
九
四
九
）
と
さ
れ
て
き
た
。
す

る
と
末
法
は
永
承
七
（
一
〇
五
二
）
と
な
り
、
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
で
始
め
の
五
百
年
が
終
わ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
上
陸
は
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）。
仏
教
転
落
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
が
始
ま
っ
た
時
期
と
言
え
る
。

　

こ
れ
以
降
に
摂
受
か
折
伏
か
の
混
乱
が
受
不
受
の
内
紛
と
な
っ
て
宗
門
は
衰
退
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
日
本
が
謗
国
か
ら
悪
国
へ
変
換
始
め
た
の
に
、
そ
れ
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
悲
劇
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
現
代
の
仏
滅
年
代
（
紀
元
前
六
〜
四
世
紀
）
と
は
異
な
る
。
が
、
そ
れ
を
言
え
ば
大
聖
人
が
法
華
経
最
勝
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ

る
根
拠
の
多
く
も
大
乗
非
仏
説
と
相
容
れ
な
い
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

現
代
仏
教
と
矛
盾
し
な
が
ら
真
理
に
到
達
さ
れ
た
大
聖
人
。

　

予
言
も
又
、
同
様
に
考
え
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
五
五
百
歳
を
再
考
し
、
現
代
で
の
摂
受
折
伏
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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