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研
究
論
文

坂
口
安
吾
と
日
蓮
聖
人
：「
肝
臓
先
生
」
を
中
心
に

岡

　田

　文

　弘

一
、
は
じ
め
に

　

日
蓮
と
関
わ
り
の
あ
る
近
代
文
学
者
と
い
え
ば
、
宮
澤
賢
治
（
一
八
九
六
─
一
九
三
三
）
や
高
山
樗
牛
（
一
八
七
一
─
一
九
〇
二
）
等

の
名
が
真
っ
先
に
連
想
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
一
見
意
外
な
人
選
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
、
坂
口
安
吾
（
一
九
〇
六
─
一
九
五

五
）
と
日
蓮
信
仰
と
の
関
わ
り
を
見
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
題
材
と
し
て
は
、
安
吾
の
小
説
「
肝
臓
先
生
」
を
取
り
上
げ
る
。
同
作
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
押
野
［
二
〇
〇
九
］
一

九
七
─
二
一
一
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
同
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
の
作
に
つ
い
て
は
「
解
説
や
解
題
と
い
っ
た
短
い
も
の
ば

か
り
で
、
本
格
的
な
作
品
論
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
」（
一
九
七
頁
）。
な
お
そ
の
例
外
と
し
て
黒
崎
［
一
九
九
八
］
が
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
な
お
同
作
を
扱
う
研
究
が
少
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
安
吾
と
日
蓮
と
の
関
連
。
そ
し
て
、
埋
も
れ
た
傑
作
「
肝
臓
先
生
」

…
…
そ
こ
に
本
稿
は
改
め
て
光
を
当
て
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
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二
、
坂
口
安
吾
と
仏
教

　

坂
口
安
吾
は
新
潟
県
に
生
ま
れ
、
東
洋
大
学
印
度
哲
学
科
を
卒
業
し
た
。
フ
ァ
ル
ス
「
風
博
士
」
で
注
目
さ
れ
、
文
壇
に
進
出
。
戦
後

は
「
堕
落
論
」「
白
痴
」
等
に
よ
っ
て
社
会
に
衝
撃
を
与
え
、
文
学
史
上
確
固
た
る
地
位
を
築
く
。
太
宰
治
（
一
九
〇
九
─
一
九
四
八
）、

石
川
淳
（
一
八
九
九
─
一
九
八
七
）、
織
田
作
之
助
（
一
九
一
三
─
一
九
四
七
）
ら
と
共
に
「
無
頼
派
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
作
品
は
純

文
学
の
み
な
ら
ず
推
理
小
説
、
ル
ポ
物
、
歴
史
物
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に
及
ん
だ
…
…
大
体
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

だ
が
、
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
「
東
洋
大
学
印
度
哲
学
科
卒
」
と
い
う
経
歴
で
あ
る
。

　

実
は
、
若
き
日
の
安
吾
は
仏
道
を
志
し
、
猛
勉
強
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
研
鑽
の
様
子
は
、
彼
の
「
勉
強
記
」「
風
人
録
」

「
二
十
一
」「
風
と
光
と
二
十
の
私
と
」
と
い
っ
た
作
品
で
触
れ
ら
れ
て
い
る１
。
こ
う
し
た
仏
教
の
研
鑽
と
彼
の
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
り
、「
安
吾
文
学
は
、
仏
教
を
し
て
そ
の
成
立
の
構
造
に
か
か
え
も
っ
た
、
近
代
文
学
で
は
め
ず
ら

し
い
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
竹
内
［
一
九
九
三
］
四
二
頁
下
）
と
の
指
摘
も
あ
る
。

　

ま
た
、
同
様
に
仏
教
を
バ
ッ
ク
・
ボ
ー
ン
と
し
た
近
代
文
学
者
で
あ
る
高
橋
新
吉
（
一
九
〇
一
─
一
九
八
七
）
は
、
安
吾
に
つ
い
て

「
彼
は
無
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
り
っ
ぱ
な
仏
教
徒
で
あ
っ
た
よ
う
に
筆
者
は
思
っ
て
い
る
…
…
彼
は
仏
教
や
禅
を
表
面
に
出

さ
な
い
で
、
身
を
も
っ
て
実
践
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
」（
高
橋
［
一
九
七
〇
］
三
三
─
三
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
（
な
お
付
言
す
る

と
、
こ
の
高
橋
［
一
九
七
〇
］
は
「
肝
臓
先
生
」
に
も
言
及
し
て
お
り
、「
こ
れ
は
集
中
で
も
傑
作
で
あ
る
。
将
来
日
本
文
学
の
古
典
と

し
て
、
長
く
読
み
次
が
る
べ
き
作
品
だ
と
筆
者
は
思
っ
た
」（
三
五
頁
）
と
絶
賛
し
て
い
る
）。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
安
吾
だ
が
、
と
は
い
え
そ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
日
蓮
へ
の
言
及
は
少
な
い
の
が
実
情
で
あ

る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
彼
が
壮
年
の
頃
に
伊
東
の
地
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
。
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三
、
坂
口
安
吾
（
そ
し
て
日
蓮
）
と
伊
東

　

安
吾
は
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
か
ら
の
約
二
年
間
を
、
静
岡
県
伊
東
市
で
過
ご
し
て
い
る
。
く
だ
ん
の
「
肝
臓
先
生
」
も
、
こ

の
伊
東
滞
在
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

　

彼
の
伊
東
へ
の
移
住
か
ら
「
肝
臓
先
生
」
執
筆
に
至
る
ま
で
の
生
活
を
、
こ
こ
で
概
観
し
て
お
こ
う２
。

　
　

昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
：
四
十
三
歳

　
　

・
八
月
二
十
日
頃
、
伊
東
の
古
旅
館
に
滞
在
（
そ
の
後
、
秦
邸
→
石
原
別
居
へ
転
居
）

　
　

・
九
月
、
芥
川
賞
選
考
委
員
に
推
さ
れ
る
。

　
　

・
十
月
、「
我
が
精
神
の
周
囲
」
を
『
群
像
』
に
発
表
。

　
　
　
（
・
十
一
月
頃
、「
肝
臓
先
生
」
執
筆
か３
）

　
　

・
十
二
月
、
間
借
り
生
活
を
止
め
、
市
岡
区
広
野
の
借
家
に
移
る
。

　
　

昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
：
四
十
四
歳

　
　

・
一
月
、
伊
東
市
の
開
業
医
・
佐
藤
清
一
を
モ
デ
ル
に
し
た
「
肝
臓
先
生
」
を
『
文
学
界
』
に
発
表
。

　

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
伊
東
は
日
蓮
に
ゆ
か
り
あ
る
地
で
も
あ
る
と
い
う
点
だ
。
日
蓮
は
弘
長
元
（
一
二
六
一
）
年
五
月
十
二
日

か
ら
弘
長
三
（
一
二
六
三
）
年
二
月
二
十
二
日
ま
で
、
伊
東
の
地
へ
流
罪
と
な
っ
て
い
た
。
所
謂
四
大
法
難
の
う
ち
の
一
つ
、「
伊
豆
法

難
」
で
あ
る
。

　

日
蓮
の
伊
東
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
伝
え
る
逸
話
の
う
ち
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
は
往
々
に
し
て
（
真
偽
未
決
遺
文
で
は
あ
る
が
）『
船
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守
弥
三
郎
許
御
書
』
に
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る４
。
す
な
わ
ち
、
同
書
の
題
号
に
そ
の
名
が
採
ら
れ
て
い
る
強
信
者
・
船
守
弥
三
郎
の
帰
依

を
受
け
る
。
そ
し
て
、
当
初
は
敵
視
さ
れ
て
い
た
当
地
の
地
頭
・
伊
東
八
郎
左
衛
門
の
病
気
平
癒
の
た
め
祈
祷
を
行
い
、
見
事
こ
れ
に
成

功
す
る
。
そ
し
て
海
中
よ
り
出
現
し
た
と
い
う
、
立
像
釈
迦
仏
を
献
上
さ
れ
る
…
…
と
い
っ
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
伊
東
の
地
で
日
蓮
は

思
索
を
深
め
、
よ
く
知
ら
れ
た
遺
文
で
あ
る
『
四
恩
鈔
』『
教
機
時
国
鈔
』
を
著
述
し
て
い
る
。
後
者
は
日
蓮
独
自
の
教
判
で
あ
る
五
義

（
五
綱
）
を
明
か
し
、
ま
た
後
期
に
顕
著
と
な
る
真
言
批
判
の
嚆
矢
と
も
な
っ
た
重
要
な
遺
文
で
あ
る
（
た
だ
し
『
四
恩
鈔
』『
教
機
時
国

鈔
』
と
も
に
真
蹟
は
な
い
が
）。

　

こ
の
よ
う
に
伊
豆
法
難
は
幕
府
に
よ
る
流
罪
と
い
う
不
当
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
地
で
の
滞
在
自
体
は
彼
に
信
者
の
獲

得
や
教
学
の
深
化
を
も
た
ら
す
、
実
り
の
多
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
日
蓮
ゆ
か
り
の
伊
東
の
地
ゆ
え
に
、
安
吾
の
伊
東
滞
在
記
「
我
が

精
神
の
周
囲
」（
一
九
四
九
年
）
に
も
、
日
蓮
信
仰
の
か
け
ら
が
見
ら
れ
る
。
同
作
か
ら
、『
人
生
劇
場
』
で
知
ら
れ
る
小
説
家
・
尾
崎
士

郎
（
一
八
九
八
─
一
九
六
四
）
に
勧
め
ら
れ
て
温
灸
を
試
み
る
く
だ
り
を
以
下
に
見
て
み
よ
う
。

「
私
は
さ
ッ
そ
く
、
そ
の
翌
日
か
ら
、
こ
の
温
灸
を
試
み
た
。
さ
る
婆
さ
ん
が
、
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
十
前
後
の
二
人
の
中

年
婦
人
の
お
弟
子
を
従
え
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。」

「
ポ
ン
ポ
ン
と
タ
ン
カ
を
き
る
こ
の
弟
子
は
、
む
か
し
は
生
長
の
家
の
信
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。
師
匠
は
こ
の
弟
子
を
「
火
の
玉
」

と
よ
ん
で
い
た
。
も
う
一
人
は
温
灸
を
や
り
な
が
ら
ア
ン
マ
を
と
る
婆
さ
ん
弟
子
で
、
昔
は
日
蓮
の
信
者
だ
と
い
う
。
こ
の
方
は
お

と
な
し
か
っ
た
。」

「
朝
は
日
蓮
の
婆
さ
ん
が
肝
臓
を
や
り
、
夜
分
は
師
匠
と
火
の
玉
が
睡
る
た
め
の
温
灸
を
や
り
に
く
る
。
日
蓮
の
婆
さ
ん
は
温
和
で
、

気
違
い
じ
み
た
と
こ
ろ
や
、
宣
伝
め
い
た
と
こ
ろ
が
な
く
…
…
当
然
な
こ
と
を
マ
ジ
メ
に
言
う
。
ハ
ッ
タ
リ
漫
才
の
二
人
組
と
は
逆

な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。」
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「
一
時
間
ほ
ど
す
ぎ
て
、
日
蓮
の
婆
さ
ん
を
差
し
向
け
て
よ
こ
し
た
。
こ
の
婆
さ
ん
の
方
に
私
が
好
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
嗅
ぎ

だ
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。」�

（
安
全
八
、
二
七
八
─
二
八
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
「
我
が
精
神
の
周
囲
」
に
は
、「
日
蓮
の
婆
さ
ん
」
と
安
吾
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
温
灸
士
、「
肝
臓
の
治
療
を
す
る
日
蓮
信

者
」
が
登
場
し
、
相
当
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
作
発
表
の
翌
年
、
ひ
き
続
き
「
肝
臓
先
生
」
が
発
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、「
肝
臓
先
生
」
概
要

　
「
肝
臓
先
生
」
は
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
、『
文
学
界
』
に
発
表
さ
れ
た
。
章
立
て
は
な
い
が
★
マ
ー
ク
で
区
切
ら
れ
、
五
部
構

成
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
【
一
】
〜
【
五
】
と
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
す
る
。

ま
ず
粗
筋
を
掲
げ
て
お
く
。

【
一
】�　

終
戦
後
二
年
目
の
八
月
十
五
日
。《
私
》
は
彫
刻
家
の
Ｑ
に
招
待
さ
れ
て
伊
東
を
訪
れ
る
。
出
迎
え
た
Ｑ
は
《
私
》
を
ア
ト
リ
エ

に
案
内
し
、
肝
臓
を
か
た
ど
っ
た
と
い
う
異
様
な
石
像
を
見
せ
る
。
そ
の
石
像
は
、
伊
東
の
英
雄
で
あ
る
医
学
士
・
赤
城
風
雨
（
通

称
「
肝
臓
先
生
」）
の
顕
彰
碑
だ
と
い
う
。
Ｑ
は
、
石
像
に
添
え
る
詩
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
《
私
》
に
依
頼
す
る
。《
私
》
は
、
肝
臓

先
生
を
崇
拝
す
る
漁
師
・
烏
賊
虎
さ
ん
の
家
に
連
れ
て
行
か
れ
、
肝
臓
先
生
の
一
代
記
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。

（
以
下
、
烏
賊
虎
さ
ん
の
語
り
）

【
二
】�　

町
医
者
の
赤
城
先
生
は
、
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
昭
和
十
二
年
末
頃
か
ら
、
患
者
に
肝
臓
の
腫
れ
た
者
が
激
増
し
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
い
た
。
は
じ
め
は
戸
惑
っ
て
い
た
先
生
だ
が
、
こ
れ
は
流
行
性
の
肝
臓
炎
に
違
い
な
い
と
確
信
し
、
そ
の
原
因
究
明
と
治
療
の

た
め
の
研
究
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。
ひ
た
す
ら
患
者
を
肝
臓
炎
と
診
断
す
る
先
生
は
、
い
つ
し
か
「
肝
臓
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
。

【
三
】�　

肝
臓
炎
と
ば
か
り
診
断
し
て
い
て
冷
笑
さ
れ
る
、
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
診
る
患
者
は
こ
と
ご
と
く
肝
臓
炎
…
…
懊
悩
し
て
い

た
肝
臓
先
生
は
、
恩
師
の
謝
恩
会
に
出
席
す
る
。
そ
の
席
上
の
挨
拶
で
、
伊
東
で
の
肝
臓
炎
流
行
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ

ろ
、
他
の
出
席
者
た
ち
か
ら
思
わ
ぬ
支
持
と
激
励
を
受
け
、
勇
気
づ
け
ら
れ
る
。

【
四
】�　

一
本
気
な
肝
臓
先
生
は
、
県
の
保
健
課
や
軍
部
と
も
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
が
、
意
に
介
さ
な
い
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
離
れ
小
島
か

ら
や
っ
て
来
た
娘
が
、
父
の
病
気
を
見
て
欲
し
い
と
往
診
を
依
頼
す
る
。
娘
、
肝
臓
先
生
、
私
（
烏
賊
虎
さ
ん
）
は
小
舟
に
乗
り
込

み
出
発
す
る
が
、
途
中
で
敵
機
に
爆
撃
さ
れ
る
。
娘
と
私
は
無
事
だ
っ
た
が
、
先
生
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

（
こ
こ
で
烏
賊
虎
さ
ん
の
回
想
は
終
了
）

【
五
】�　

烏
賊
虎
さ
ん
の
話
に
感
銘
を
受
け
た
《
私
》
は
、
顕
彰
碑
の
た
め
の
詩
を
書
き
上
げ
る
。
そ
の
詩
が
末
尾
に
載
せ
ら
れ
る
。

　

以
下
、
考
察
に
移
る
。

五
、
肝
臓
先
生
と
日
蓮
聖
人

　

ま
ず
【
三
】
に
お
け
る
、
謝
恩
会
で
の
肝
臓
先
生
の
挨
拶
か
ら
見
て
み
た
い
。

「
頼
朝
が
流
さ
れ
日
蓮
が
流
さ
れ
た
離
れ
小
島
の
よ
う
な
こ
の
町
に
も
、
戦
争
以
来
、
温
泉
療
養
所
が
で
き
ま
し
て
、
あ
た
か
も
当

物
療
科
の
延
長
の
感
が
あ
り
、
そ
こ
の
諸
先
生
方
と
親
し
く
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
る
で
医
局
に
い
る
よ
う
な
気
分
に
ひ
た
り
、

心
か
ら
う
れ
し
い
日
夜
を
す
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。」�

（
安
全
八
、
三
三
五
─
三
三
六
頁
）
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こ
の
謝
恩
会
席
上
で
の
源
頼
朝
・
日
蓮
へ
の
言
及５
は
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
佐
藤
清
一
氏
が
実
際
に
な
し
た
も
の
ら
し
い
（
佐
藤
［
一
九

七
〇
］
一
四
頁
）。
佐
藤
氏
は
「
年
少
頼
朝
が
全
国
に
旗
挙
げ
し
た
の
に
も
こ
の
町
は
関
係
が
あ
っ
た
。
日
蓮
上
人
が
天
下
に
呼
号
し
た

の
に
も
こ
の
町
は
関
係
が
あ
っ
た
。
こ
の
お
れ
は
、
こ
の
町
か
ら
、
肝
臓
炎
の
真
相
を
天
下
に
発
表
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
運
命
に
き

ま
っ
て
い
る
と
で
も
い
う
の
か
。」（
佐
藤
［
一
九
七
〇
］
七
頁
）
と
の
気
概
を
持
っ
て
医
療
に
臨
み
、
そ
の
思
い
を
謝
恩
会
で
吐
露
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

モ
デ
ル
た
る
佐
藤
氏
自
身
が
日
蓮
を
範
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
彼
の
人
生
は
そ
こ
か
し
こ
に
日
蓮
を
思
わ
せ
る
要
素
が
あ
っ
た
。
安
吾

は
こ
れ
に
取
材
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
も
日
蓮
を
思
わ
せ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
肝
臓
先
生
」
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　

ま
ず
【
二
】
に
お
い
て
、
肝
臓
先
生
は
ひ
た
す
ら
肝
臓
炎
一
本
の
診
断
を
下
し
て
い
く
。
こ
れ
は
日
蓮
が
ひ
た
す
ら
題
目
一
本
を
布
教

し
て
い
た
姿
勢
を
想
起
さ
せ
る
。
更
に
、
そ
の
一
本
槍
の
診
断
／
布
教
に
対
し
、
そ
れ
へ
の
周
囲
か
ら
の
冷
笑
・
無
理
解
に
曝
さ
れ
る
点

（【
三
】）
も
、
肝
臓
先
生
と
日
蓮
と
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
国
家
の
弾
圧
を
招
き
こ
れ
と
対
決
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
両

者
は
酷
似
し
て
い
る
。
肝
臓
先
生
は
【
四
】
に
お
い
て
、『
立
正
安
国
論
』
奏
上
よ
ろ
し
く
県
保
健
課
に
投
書
し
、
平
頼
綱
と
の
謁
見
よ

ろ
し
く
軍
医
部
長
に
持
論
を
ぶ
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
肝
臓
先
生
の
軌
跡
は
、
日
蓮
が
『
諫
暁
八
幡
抄
』
に
お
い
て
「
た
だ
題
目
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ

の
こ
と
で
不
軽
菩
薩
の
よ
う
な
難
に
遭
う
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
流
布
は
必
至
だ
っ
た
。
し
か
し
更
に
国
主
に
ま
で
弾
圧
さ
れ
た
。」（「
只

妙
法
蓮
華
経
の
七
字
五
字
を
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
口
に
入
と
は
げ
む
計
也
。
…
…
只
不
軽
の
ご
と
く
大
難
に
は
値
と
も
、
流
布
せ
ん
事

疑
な
か
る
べ
き
に
、
真
言
・
禅
・
念
仏
者
等
の
讒
奏
に
依
て
無
智
の
国
主
等
留
難
を
な
す
。」
定
遺
一
八
四
四
頁
）
と
回
顧
し
た
と
こ
ろ

の
、
そ
の
生
涯
に
重
な
る
の
で
あ
る
。

　

付
言
す
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
安
吾
は
前
年
執
筆
の
「
我
が
精
神
の
周
囲
」
で
は
《
肝
臓
を
治
療
す
る
「
日
蓮
の
婆
さ
ん
」》
を
描

い
て
い
た
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
さ
ら
に
佐
藤
清
一
医
師
と
い
う
題
材
を
得
て
《
肝
臓
を
治
療
す
る
［
日
蓮
的
な
］
医
師
》
の
造
形
へ
と

03-03　岡田.indd   178 2022/03/18   9:19



179

坂口安吾と日蓮聖人：「肝臓先生」を中心に（岡田）

発
展
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、《
肝
臓
を
治
療
す
る
［
日
蓮
的
］
人
物
》
モ
チ
ー
フ
の
継
承
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。六

、
宮
沢
賢
治
と
肝
臓
先
生

　

前
節
で
は
、
肝
臓
先
生
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
日
蓮
と
の
類
似
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
そ
の
中
で
筆
者
は
日
蓮
の
『
諫
暁
八
幡

抄
』
の
一
節
を
引
い
た
。
そ
こ
に
は
不
軽
菩
薩
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
不
軽
菩
薩
と
い
う
呼
び
名
は
「
不
敢
軽
慢
」（
あ
な

た
を
軽
ん
じ
な
い
）
と
繰
り
返
す
ば
か
り
の
そ
の
姿
を
他
人
か
ら
揶
揄
さ
れ
た
一
種
の
蔑
称
で
あ
る
（『
法
華
経
』
常
不
軽
菩
薩
品
第
二

十　

大
正
九
、
五
一
上
一
・
三
）。
そ
し
て
「
肝
臓
先
生
」
と
い
う
呼
称
も
「
町
の
人
々
が
先
生
を
肝
臓
医
者
と
さ
げ
す
む
」
と
い
う
よ

う
に
、
こ
れ
ま
た
他
人
か
ら
の
揶
揄
の
産
物
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
の
「
不
軽
菩
薩
」
に
触
発
さ
れ
て
、
熱
心
な
日
蓮
信
仰
者
と
し
て
知
ら
れ
る
宮
澤
賢
治
（
一
八
九
六
─
一
九
三
三
）
の
代
表

作
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
【
二
】
の
冒
頭
の
文
を
引
い
て
み
た
い
。

「
汝
は
何
者
で
あ
る
か
、
と
き
か
れ
る
と
、
さ
し
ず
め
、
人
々
が
肝
臓
医
者
さ
と
答
え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
を
、
先
生
は
、
余
は
足
の

医
者
で
あ
る
、
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
町
医
者
と
い
う
も
の
は
、
風
ニ
モ
マ
ケ
ズ
、
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
、
常
に
歩
い
て
疲
れ
を
知
ら
ぬ

足
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」�

（
安
全
八
、
三
二
九
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
安
吾
は
、
肝
臓
先
生
の
人
物
像
を
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
引
い
て
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る６

。
安
吾
は
肝
臓
先
生
を
描
く

た
め
、
日
蓮
の
み
な
ら
ず
、
日
蓮
の
精
神
を
現
代
に
蘇
生
さ
せ
る
宮
澤
賢
治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
援
用
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

な
お
付
言
す
る
と
、
安
吾
は
日
蓮
や
『
法
華
経
』
に
傾
倒
し
た
と
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
賢
治
に
つ
い
て
は
絶
賛
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
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る
（「
教
祖
の
文
学７
」）。

七
、
肝
臓
先
生
の
殉
死
を
め
ぐ
っ
て
：
西
川
満
『
生
死
の
海
』
と
の
類
似

　

更
に
【
四
】
に
お
け
る
、
肝
臓
先
生
の
殉
職
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

「
島
に
病
人
が
待
っ
て
い
ま
す
。
行
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
だ
け
は
、
そ
れ
を
喜
ん
で
下
さ
る
で
し
ょ
う
。
肝

臓
医
者
は
負
け
じ
」
／
深
く
深
く
一
礼
を
残
す
と
、
あ
と
は
イ
ダ
テ
ン
走
り
で
あ
っ
た
。
病
院
へ
駈
け
つ
け
る
と
薬
を
つ
め
た
カ
バ

ン
を
と
り
、
私
を
し
た
が
え
て
、
一
散
に
海
へ
。
／
三
人
は
小
舟
に
乗
っ
た
。
私
は
櫂
を
に
ぎ
っ
た
。
海
上
で
、
か
な
た
陸
上
の
空

襲
の
サ
イ
レ
ン
を
き
く
。
そ
れ
は
淋
し
く
、
怖
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
。
見
渡
す
海
に
、
一
艘
の
舟
と
て
も
な
い
。
浜
に
立
つ
人
影
も

な
い
。
／
風
よ
。
浪
よ
。
舟
を
は
こ
べ
。
島
よ
。
近
づ
け
。
／
…
…
爆
音
が
き
こ
え
た
。
に
わ
か
に
、
ち
か
づ
い
た
。
こ
っ
ち
へ
来

る
！
／
ア
ッ
と
思
っ
た
瞬
間
に
、
私
は
施
す
術
す
べ
も
な
く
、
た
だ
、
す
く
ん
で
、
待
つ
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
／
「
伏
せ
！　

伏

せ
！
」
／
先
生
は
叫
ん
だ
。
伏
す
こ
と
の
で
き
な
い
私
を
、
怒
り
を
こ
め
て
、
に
ら
ん
だ
。
そ
の
先
生
は
伏
さ
な
か
っ
た
。
／
飛
行

機
は
私
た
ち
の
舟
を
め
が
け
て
急
降
下
す
る
。
先
生
は
そ
れ
を
ジ
ッ
と
に
ら
ん
で
い
る
。
耳
を
聾
す
る
爆
音
。
す
べ
て
が
、
メ
チ
ャ

〳
〵
に
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
。
／
気
が
つ
い
た
と
き
、
私
は
海
上
を
漂
っ
て
い
た
。
か
た
わ
ら
に
、
小
舟
が
真
二
ツ
に
わ
れ
て
い
る
。

娘
が
歯
を
く
い
し
ば
っ
て
、
浮
い
て
い
る
。
し
か
し
、
先
生
の
姿
は
な
か
っ
た
。
／
そ
し
て
先
生
の
姿
は
永
久
に
消
え
、
再
び
見
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
遺
品
の
一
つ
と
い
え
ど
も
、
浜
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。（
安
全
八
、
三
四
五
─
三
四
六
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
肝
臓
先
生
は
敵
機
の
襲
撃
に
よ
り
、
海
上
で
非
業
の
死
を
遂
げ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
肝
臓
先
生
の
モ
デ
ル
で

あ
る
佐
藤
清
一
医
師
が
、
戦
後
も
存
命
だ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肝
臓
先
生
の
殉
死
の
場
面
は
、
比
較
的
忠
実
な
「
モ
デ
ル
小
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説
」
で
あ
っ
た
本
作
に
お
い
て
は
注
目
す
べ
き
、
安
吾
に
よ
る
「
創
作
」
な
の
だ８
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
安
吾
は
か
か
る
創
作
を
行
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
日
蓮
の
影
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
ん
と
な

れ
ば
、『
日
蓮　

殉
教
の
如
来
使
』（
田
村
芳
朗
著
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
一
九
七
五
年
）
と
い
っ
た
題
の
本
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
日
蓮
は
「
殉
教
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
場
合
が
あ
る
。
他
な
ら
ぬ
安
吾
自
身
、
宣
教
師
た
ち
の
殉
教
を
描
い
た

作
品
「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」
に
お
い
て
、
迫
害
さ
れ
た
宣
教
師
を
日
蓮
に
比
し
て
い
る９
。
こ
う
し
た
殉
教
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
日
蓮
か
ら
肝
臓

先
生
に
引
き
継
が
せ
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
し
か
し
日
蓮
は
実
際
に
は
殉
教
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
仮
定
に
は
問
題
も
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
筆
者
が
注
目
す
る
の
が
、
西
川
満
（
一
九
〇
八
─
一
九
九
九
）
の
手
に
よ
る
「
生
死
の
海
」
と
い
う
小
説
で
あ
る
。

　

西
川
満
は
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
に
お
い
て
活
躍
し
た
文
学
者
で
あ
る10
。
三
歳
の
時
に
一
家
で
台
湾
に
渡
り
、
高
校
受
験
を
機
に
一
旦

帰
日
、
早
稲
田
大
学
仏
文
科
卒
業
後
に
台
湾
に
戻
り
文
筆
活
動
を
開
始
し
た
。
台
湾
日
日
新
報
に
勤
務
す
る
一
方
、
台
湾
文
芸
家
協
会
を

設
立
し
、『
文
芸
台
湾
』
を
創
刊
す
る
。
戦
後
は
帰
日
し
、
一
九
四
九
年
、「
地
獄
の
谷
底
」
で
第
二
十
二
回
直
木
賞
候
補
と
な
っ
た
。

　

こ
の
西
川
が
一
九
四
四
年
に
発
表
し
た
の
が
、
殉
教
し
た
日
蓮
宗
僧
侶
・
岡
田
栄
源
（
日
惺
。
一
八
九
三
─
一
九
四
三
）
の
伝
記
小
説
、

「
生
死
の
海
」
で
あ
る
。

　

栄
源
は11
日
蓮
宗
大
学
林
卒
業
後
、
開
教
師
と
し
て
朝
鮮
に
赴
任
し
た
後
、
一
九
二
六
年
に
台
湾
に
移
り
台
北
法
華
寺
の
住
職
と
な
っ
た
。

そ
の
後
は
十
七
年
間
に
渡
っ
て
布
教
を
行
う
が
、
一
九
四
三
年
、
乗
っ
て
い
た
船
が
台
湾
其
隆
の
港
付
近
で
撃
沈
さ
れ
、
帰
ら
ぬ
人
と
な

っ
た
。
こ
の
栄
源
の
最
期
を
「
生
死
の
海
」
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
十
九
日
も
、
海
は
わ
り
に
お
だ
や
か
で
あ
つ
た
。
／
避
難
の
演
習
を
終
へ
て
、
船
室
に
戻
り
、
戦
局
に
つ
い
て
、
語
り
合
つ
て
ゐ

る
時
で
あ
つ
た
。
も
の
凄
い
激
動
を
感
じ
た
。
／
栄
源
は
皆
と
一
緒
に
二
等
甲
板
か
ら
眞
直
に
ボ
ー
ト
甲
板
に
通
ず
る
階
段
を
驅
け

登
つ
た
。
魚
雷
を
受
け
た
船
は
す
で
に
も
う
傾
斜
を
は
じ
め
て
ゐ
た
。
／
ボ
ー
ト
は
間
合
ひ
さ
う
も
な
い
。
／
飛
び
込
め
、
飛
び
込
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め
と
叫
ん
で
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
／
栄
源
は
救
命
胴
衣
を
身
に
つ
け
て
、
泡
立
つ
海
中
に
身
を
投
じ
た
。
そ
し
て
出
來
る
だ
け
船
を

離
れ
た
…
…
溺
れ
て
ゐ
る
も
の
を
か
か
へ
て
は
、
そ
の
ボ
ー
ド
や
、
流
れ
て
ゐ
る
筏
に
つ
か
ま
ら
せ
た
。
／
幾
人
救
ひ
あ
げ
た
で
あ

ら
う
…
…
栄
源
は
、
呼
び
と
め
る
聲
を
背
に
、
自
分
か
ら
ボ
ー
ト
を
離
れ
て
い
つ
た
。
ボ
ー
ト
に
は
あ
ま
り
餘
裕
が
な
か
つ
た
。

…
…
栄
源
の
高
唱
す
る
玄
題
は
、
暗
い
海
の
上
を
、
な
ほ
し
ば
ら
く
流
れ
て
ゐ
た
。
／
が
、
や
が
て
風
が
吹
き
出
す
に
つ
れ
て
、
は

げ
し
い
波
の
音
に
、
そ
の
聲
は
奪
は
れ
て
し
ま
つ
た
」�

（
西
川
、
六
九
─
七
三
頁
）

　

こ
の
西
川
が
描
い
た
栄
源
の
最
期
と
、
安
吾
が
描
く
肝
臓
先
生
の
最
期
と
は
、「
海
上
で
の
殉
死
」
と
い
う
点
で
、
奇
妙
な
類
似
を
見

せ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
「
肝
臓
先
生
」
執
筆
の
時
期
に
、
安
吾
と
西
川
と
は
奇
妙
な
接
近
を
見
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
一
九
四
七
年
の
座
談
会
「
小
説
と

批
評
に
つ
い
て　

文
芸
座
談
会
」（『
新
文
化
』
二
号
、
西
日
本
新
聞
社
）
に
お
い
て
、
安
吾
と
同
席
し
た
林
房
雄
が
西
川
満
に
言
及
し
て

い
る
の
で12
、
安
吾
が
西
川
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
安
吾
が
伊
東
に
移
住
し
た
一
九
四
九
年
の
七
月
に
は
、
安

吾
作
品
（「
ア
ン
ゴ
ウ
」）
と
西
川
作
品
（「
帖
木
児
の
紅
玉
」）
を
収
録
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
日
本
小
説
傑
作
全
集
1
』（
宝
文
館
）
が

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
の
下
半
期
に
西
川
は
直
木
賞
候
補
に
推
さ
れ
る
の
だ
が
、
一
方
の
安
吾
は
、
直
木
賞
と
並
ぶ
芥
川
賞
の

選
考
委
員
に
推
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
一
九
四
七
年
下
半
期
に
「
肝
臓
先
生
」
は
恐
ら
く
執
筆
さ
れ
、
翌
五
〇
年
に
発
表
と
あ
い
な

る
の
だ
。

　

状
況
証
拠
で
し
か
な
い
も
の
の
、
安
吾
の
伊
東
滞
在
と
、
西
川
の
中
央
文
壇
で
の
躍
進
時
期
が
重
な
っ
て
お
り
、
二
人
が
交
差
す
る
中

で
「
肝
臓
先
生
」
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
安
吾
が
西
川
の
作
品
「
生
死
の
海
」
を
何
ら
か
の
形
で
見

知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
肝
臓
先
生
」
の
主
人
公
に
日
蓮
の
姿
、
さ
ら
に
日
蓮
の
継
承
者
で
あ
る
宮
沢
賢
治
の
作
品
（「
雨
ニ
モ
マ
ケ

ズ
」）
を
お
り
込
ん
だ
流
れ
で
、
西
川
が
「
生
死
の
海
」
で
描
い
た
日
蓮
宗
僧
（
栄
源
）
の
像
を
も
投
影
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
殉
死
の
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場
面
が
創
出
さ
れ
た
…
…
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

更
に
付
言
す
れ
ば
、「
肝
臓
先
生
」
が
「
戦
時
中
の
文
学
の
《
パ
ロ
デ
ィ
》」
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
た
点
も
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。

押
野
［
二
〇
〇
九
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
肝
臓
先
生
」
の
末
尾
に
置
か
れ
た
詩
は
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
パ
ロ
デ
ィ
た
る
の
み
な
ら

ず
、
戦
時
中
に
量
産
さ
れ
た
戦
争
詩
の
パ
ロ
デ
ィ
で
も
あ
っ
た
（
二
〇
一
─
二
〇
五
頁
）。「
生
死
の
海
」
は
戦
争
賛
美
の
文
学
で
は
無
い

も
の
の
、
戦
時
中
の
文
学
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
日
蓮
信
仰
の
文
学
と
し
て
、
そ
し
て
戦
時
中
の
文
学
と
し
て
、「
生
死
の
海
」

が
「
肝
臓
先
生
」
の
材
と
な
っ
た
可
能
性
を
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

八
、
ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
坂
口
安
吾
と
日
蓮
信
仰
と
の
関
わ
り
を
、
小
説
「
肝
臓
先
生
」
を
中
心
と
し
て
見
て
き
た
。

　

ま
ず
、
伊
東
滞
在
を
機
に
書
か
れ
た
「
肝
臓
先
生
」
に
お
け
る
日
蓮
信
仰
の
反
映
（
宮
澤
賢
治
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
と
の
関
連
も
含

む
）
を
、
主
と
し
て
肝
臓
先
生
の
人
物
像
の
造
形
に
注
目
し
な
が
ら
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
作
中
で
創
作
が
最
も
著
し
い
殉
死
の
場
面
に

つ
い
て
は
、
西
川
満
「
生
死
の
海
」
と
の
関
連
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

最
後
に
、「
肝
臓
先
生
」
篇
中
か
ら
一
文
を
引
い
て
、
本
稿
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。

「
真
理
を
知
る
も
の
は
常
に
孤
絶
し
て
、
イ
バ
ラ
の
道
を
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」（
安
全
八
、
三
四
四
頁
）

（
テ
キ
ス
ト
）

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『
昭
和
定
本　

日
蓮
聖
人
遺
文
』
身
延
山
久
遠
寺
（
一
九
五
二
─
一
九
五
九
）
→
定
遺
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『
坂
口
安
吾
全
集
』
第
三
／
五
／
八
、
筑
摩
書
房
（
一
九
九
九
／
一
九
九
八
／
一
九
九
八
）
→
安
全
三
／
五
／
八

西
川
満
『
生
死
の
海
』
復
刻
版
、
妙
興
寺
（
一
九
九
七
）
→
西
川

（
参
考
文
献
）

赤
木　

孝
之
［
一
九
八
八
］「
坂
口
安
吾
と
仏
教
」『
立
正
大
学
國
語
國
文
』
二
四
、
一
一
二
─
一
一
八
頁

池
内　
　

紀
［
一
九
七
七
］「
解
説
」
坂
口
安
吾
『
肝
臓
先
生
』
角
川
文
庫
、
二
四
八
─
二
五
三
頁

岡
田
真
美
子
［
二
〇
一
三
］「
臺
北
法
華
寺
と
岡
田
日
惺
（
榮
源
）」『
東
北
亜
細
亜
文
化
學
會
第
26
次
国
際
学
術
大
会
論
文
集
』
九
九
─
一
〇
六
頁

岡
田
真
美
子
［
二
〇
一
四
］「
三
大
誓
願
と
岡
田
日
惺
」『
日
蓮
宗
勧
学
院
報
』
一
七
、
三
五
─
四
二
頁

押
野　

武
志
［
二
〇
〇
九
］『
文
学
の
権
能　

漱
石
・
賢
治
・
安
吾
の
系
譜
』
翰
林
書
房

黒
崎　

力
弥
［
一
九
九
八
］「
肝
臓
先
生
論Farce

の
一
貫
性
」『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学
研
究
科
）』
三
五
、
八
五
─
九
七
頁

坂
口
安
吾
研
究
会
［
二
〇
一
四
］『
安
吾
か
ら
の
挑
戦
状
』
ゆ
ま
に
書
房

佐
藤　

十
雨
［
一
九
七
〇
］『
増
補
改
訂　

肝
臓
先
生
』
八
木
書
店

関
井　

光
男
［
一
九
六
八
］「
解
題　

肝
臓
先
生
」『
定
本　

坂
口
安
吾
全
集
』
第
四
巻
、
冬
樹
社
、
五
七
七
頁
下
─
五
七
八
頁
下

関
井　

光
男
［
一
九
九
一
］「
坂
口
安
吾
年
譜
」『
坂
口
安
吾
全
集
』
一
八
、
ち
く
ま
文
庫
、
七
四
九
頁
上
─
七
七
〇
頁
上

高
橋　

新
吉
［
一
九
七
〇
］「
禅
と
文
学
」『
禅
と
文
学
』
宝
文
館
出
版

竹
内　

清
己
［
一
九
九
三
］「
坂
口
安
吾
と
仏
教
」『
国
文
学�:�

解
釈
と
鑑
賞
』
五
八
（
二
）
三
七
─
四
二
頁

王　
　

頂
倨
［
二
〇
一
一
］「�

戦
前
期
に
発
行
し
た
小
説
か
ら
考
え
る
、
台
湾
文
学
史
に
お
け
る
西
川
満
の
位
置
づ
け
」『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』

四
、
六
五
─
七
七
頁

和
泉　
　

司
［
二
〇
〇
八
］「〈
引
揚
〉
後
の
植
民
地
文
学
：
一
九
四
〇
年
代
後
半
の
西
川
満
を
中
心
に
」『
藝
文
研
究
』
九
四
、
六
三
─
八
一
頁

※
引
用
文
の
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。
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１　

竹
内
［
一
九
九
三
］
三
九
頁
上
─
下
。

２　

関
井
［
一
九
九
一
］
七
六
四
頁
下
─
七
六
五
頁
上
。

３　

関
井
［
一
九
六
八
］
五
七
八
頁
上
。

４　
「
日
蓮
去
五
月
十
二
日
流
罪
の
時
、
そ
の
津
に
つ
き
て
候
し
に
、
い
ま
だ
名
を
も
き
ゝ
を
よ
び
ま
い
ら
せ
ず
候
と
こ
ろ
に
、
船
よ
り
あ
が
り
く

る
し
み
候
き
と
こ
ろ
に
、
ね
ん
ご
ろ
に
あ
た
ら
せ
給
候
し
事
は
い
か
な
る
宿
習
な
る
ら
ん
。
過
去
に
法
華
経
の
行
者
に
て
わ
た
ら
せ
給
へ
る
が
、

今
末
法
に
ふ
な
も
り
の
弥
三
郎
と
生
れ
か
わ
り
て
日
蓮
を
あ
わ
れ
み
給
か
。
…
…
こ
と
に
当
地
頭
の
病
悩
に
つ
い
て
、
祈
せ
い
申
べ
き
よ
し
仰
候

し
間
、
案
に
あ
つ
か
ひ
（
扱
）
て
候
。
然
れ
ど
も
一
分
信
仰
の
心
を
日
蓮
に
出
し
給
へ
ば
、
法
華
経
へ
そ
せ
う
と
こ
そ
を
も
ひ
候
へ
。
…
…
つ
い

に
病
悩
な
を
り
、
海
中
い
ろ
く
づ
の
中
よ
り
出
現
の
仏
体
を
日
蓮
に
た
ま
わ
る
事
、
此
病
悩
の
ゆ
へ
な
り
。」（
定
遺
二
二
九
─
二
三
〇
頁
）

５　

な
お
安
吾
は
頼
朝
に
つ
い
て
の
小
説
も
書
い
て
い
る
：
「
安
吾
史
譚　

源
頼
朝
」（
一
九
五
二
）

６　

黒
崎
［
一
九
九
八
］
は
、
肝
臓
先
生
の
本
名
で
あ
る
「
赤
城
風
雨
」
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
佐
藤
清
一
氏
の
俳
号
「
十
雨
」
を
そ
の
由
来
と
見
つ

つ
も
、「
他
に
、
宮
澤
賢
治
の
最
も
有
名
な
詩
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
一
節
か
ら
き
て
い
る
」（
八
八
頁
上
）
と
し
、「
教
祖
の
文
学
」
に
言
及
し

つ
つ
、「
風
雨
の
名
前
の
他
に
行
動
パ
タ
ー
ン
や
作
品
の
要
所
要
所
に
賢
治
の
詩
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
は
、
賢
治
の
詩
に
対
す
る
安
吾
の
思
い

が
表
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」（
九
〇
頁
上
）
と
す
る
。
な
お
押
野
［
二
〇
〇
九
］
は
本
作
に
つ
い
て
「
こ
の
小
説
は
、
単
純
に
肝
臓
先
生
の

ひ
た
む
き
な
生
き
方
を
称
賛
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
」（
二
〇
七
頁
）
と
し
た
上
で
、
本
作
に
お
け
る
宮
澤
賢
治

「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
取
り
入
れ
方
を
論
じ
て
い
る
。
同
論
文
は
、
作
品
末
尾
に
置
か
れ
た
、
肝
臓
先
生
を
讃
え
る
詩
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
と
戦
争
詩
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
（
二
〇
一
─
二
〇
五
頁
）。
更
に
、（
ａ
）
賢
治
の
奉
じ
た
日
蓮
主
義
が
国

体
論
に
接
近
し
て
い
た
点
（
ｂ
）
戦
前
、
石
原
莞
爾
が
満
洲
に
お
け
る
農
本
主
義
政
策
を
進
め
る
際
に
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
利
用
し
た
点
（ｃ
）

戦
後
、
国
定
教
科
書
に
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
が
収
載
さ
れ
る
際
、
作
中
の
「
一
日
玄
米
四
合
」
が
三
合
に
改
竄
さ
れ
た
点
（
当
時
の
配
給
が
一
日

二
・
五
合
だ
っ
た
た
め
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
で
「
戦
前
か
ら
戦
後
へ
と
そ
の
時
代
の
願
望
に
応
じ
て
…
…
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
礼
讃
」（
二
〇

七
頁
）
が
続
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
と
い
う
美
談
の
「
歴
史
化
」
の
過
程
を
浮
き
彫
り
に
し
（
二
〇
五
─
二
〇
七
頁
）、「
こ
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の
小
説
は
、
愛
国
者
で
あ
る
肝
臓
先
生
の
歴
史
的
美
談
を
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
過
剰
に
反
復
、
消
費
し
つ
つ
語
る
こ
と
で
、
戦
時
下
に
お
け

る
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
脱
臼
さ
せ
…
…
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
戦
略
を
通
し
て
、
美
談
が
歴
史
化
さ
れ
る
一
歩
手
前
で
、「
人

間
」
と
は
何
か
を
問
い
続
け
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
二
一
一
頁
）。

　
　

本
作
が
単
な
る
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
の
礼
讃
で
な
い
こ
と
は
筆
者
も
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
単
純
な
否
定
で
も
な
い
わ
け
で
、
つ

ま
り
単
純
な
賛
否
の
表
明
で
は
な
く
、「
パ
ロ
デ
ィ
」「
フ
ァ
ル
ス
」
と
い
う
諧
謔
の
技
法
に
帰
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
吾
は
賢
治
の
文
学
を

「
本
当
に
人
の
心
を
動
か
す
も
の
」（『
教
祖
の
文
学
』
安
全
五
、
二
四
一
頁
）
と
し
て
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
内
包
す
る
危
険
性
も
熟
知
し
、

ま
た
そ
の
美
が
悪
用
さ
れ
消
費
さ
れ
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
・
苛
立
ち
も
抱
き
つ
つ
、
い
わ
ば
そ
の
愛
憎
な
か
ば
す
る
思
い
が
、
諧
謔
の
表
現
に
昇
華

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

７　
「
私
は
然
し
小
林
（
筆
者
注
：
小
林
秀
雄
）
の
鑑
定
書
な
ど
全
然
信
用
し
て
や
し
な
い
の
だ
。
西
行
や
実
朝
の
歌
や
徒
然
草
が
何
物
な
の
か
。

三
流
品
だ
。
私
は
ち
つ
と
も
面
白
く
な
い
。
私
も
一
つ
見
本
を
だ
さ
う
。
こ
れ
は
た
ゞ
素
朴
き
は
ま
る
詩
に
す
ぎ
な
い
が
、
私
は
然
し
西
行
や
実

朝
の
歌
、
徒
然
草
よ
り
も
は
る
か
に
好
き
だ
。
宮
沢
賢
治
の
「
眼
に
て
言
ふ
」
と
い
ふ
遺
稿
だ
。」「
本
当
に
人
の
心
を
動
か
す
も
の
は
、
毒
に
当

て
ら
れ
た
奴
、
罰
の
当
つ
た
奴
で
な
け
れ
ば
、
書
け
な
い
も
の
だ
。
思
想
や
意
見
に
よ
つ
て
動
か
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
の
な
い
見
え
す
ぎ
る
目
な

ど
に
は
、
宮
沢
賢
治
の
見
た
青
ぞ
ら
や
す
き
と
ほ
つ
た
風
な
ど
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」（
安
全
五
、
二
三
九
─
二
四
一
頁
）

８　
「
肝
臓
先
生
の
死
は
虚
構
な
の
で
あ
る
」（
関
井
［
一
九
六
八
］
五
七
八
頁
上
）「
佐
藤
清
一
が
死
去
し
た
の
は
平
成
三
年
の
こ
と
だ
か
ら
…
…

孤
島
で
肝
臓
を
病
ん
で
い
る
病
人
を
救
う
た
め
、
小
舟
で
移
動
中
攻
撃
を
受
け
て
肝
臓
先
生
が
海
の
藻
屑
と
消
え
て
い
く
場
面
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
」（
黒
崎
［
一
九
九
八
］
八
七
頁
下
）。
な
お
池
内
［
一
九
七
七
］
二
五
二
─
二
五
三
頁
は
、
こ
の
肝
臓
先
生
の
死
を
自
作
「
風
博
士
」
の

結
末
（
主
人
公
が
風
と
な
っ
て
失
踪
す
る
）
の
セ
ル
フ
・
パ
ロ
デ
ィ
と
解
釈
し
て
い
る
。

９　
「
日
蓮
が
大
き
な
迫
害
を
受
け
た
の
は
、
彼
自
ら
が
他
宗
を
非
難
し
た
か
ら
で
あ
り
、
基
督
教
の
布
教
で
も
、
仏
僧
に
宗
論
を
吹
か
け
、
仏
僧

の
堕
落
を
難
じ
、
事
毎
に
異
端
に
向
つ
て
敵
対
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
彼
等
の
受
け
た
迫
害
も
尠
か
つ
た
に
相
違
な
い
。」（
安
全
三
、
一
六
四
頁
）

10　

以
下
の
西
川
の
略
歴
は
和
泉
［
二
〇
〇
八
］・
王
［
二
〇
一
一
］
参
考
。

11　

栄
源
の
略
歴
は
岡
田
［
二
〇
一
三
］
参
考
。
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坂口安吾と日蓮聖人：「肝臓先生」を中心に（岡田）

12　

坂
口
安
吾
研
究
会
［
二
〇
〇
四
］
一
五
八
頁
上
。
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