
『
立
正
安
国
論
』
を
現
代
に
読
む

新

聞

智

照

宗
学
者
で
は
な
い
私
が
、
一
人
の
日
蓮
宗
徒
と
し
て
現
代
社
会
で
生
活
し
、
信
行
し
、
布
教
し
、
平
和
と
人
権
を
守
る
社
会
活
動
に
た
ず

さ
れ
る
立
場
か
ら
、
自
分
の
生
き
方
に
か
か
わ
っ
て
『
立
正
安
国
論
』
を
ど
う
読
む
が
の
思
い
を
、
こ
の
一
文
に
草
し
た
い
。
ま
た
「
一
目

で
読
め
る
二
千
字
の
立
正
安
国
論
」
を
つ
く
っ
て
み
た
。
こ
れ
を
末
尾
に
の
せ
て
参
考
に
供
し
た
い
。
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『
立
正
安
国
論
』
と
は

『
立
正
安
国
論
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
蓮
聖
人
が
三
年
余
の
構
想
の
の
ち
撰
述
、
三
十
九
歳
、
文
応
元
年
七
月
十
六
日
、
宿
屋
入
道

を
通
じ
て
前
執
権
北
条
時
頼
に
奏
進
し
た
漢
文
体
の
書
で
あ
る
。
別
掲
の
「
要
旨
」
の
よ
う
に
、
主
客
の
九
問
九
答
一
領
解
の
対
話
の
形
で

説
得
的
に
、
論
理
を
進
め
深
め
て
い
る
。
論
理
に
も
文
章
に
も
、
見
事
な
筆
致
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
聖
人
の
代
表
著
作
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
主
張
さ
れ
る
内
容
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
法
然
の
念
仏
門
を
は
じ
め
と
す
る
、
仏
教
の
偏
っ
た
教
え
ば
か
り
が
世
に
流
布
し
て
い

て
、
他
の
大
乗
諸
経
、
中
で
も
釈
尊
の
最
も
真
意
を
伝
え
る
末
法
救
護
の
『
法
華
経
』
を
忘
れ
、
捨
て
去
っ
て
い
る
た
め
に
、
国
土
を
守
護
す
る



善
神
も
聖
人
も
国
を
見
捨
て
て
去
り
、
魔
や
悪
鬼
が
力
を
得
て
、
そ
れ
で
国
中
に
災
難
が
相
つ
い
で
起
こ
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
は
国
内
の

叛
乱
と
外
国
の
侵
攻
が
起
こ
り
、
日
本
滅
亡
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
諸
経
に
照
ら
し
て
論
証
で
き
る
。
だ
か
ら
、
今
な
す

べ
き
は
、
(
反
論
あ
れ
ば
日
蓮
と
対
決
さ
せ
、
論
議
に
よ
る
正
邪
を
決
し
、
日
蓮
正
し
く
は
)
即
刻
、
浄
土
門
等
の
語
法
を
禁
じ
、
布
施
す
る

こ
と
を
止
め
、
為
政
者
は
じ
め
民
衆
が
実
乗
で
あ
る
『
法
華
経
』
に
帰
依
す
る
な
ら
ば
、
十
方
世
界
は
宝
土
と
な
り
、
安
穏
平
和
な
生
活
に
入
れ

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
立
正
安
国
」

に
始
ま
り
、
終
わ
る

日
蓮
聖
人
の
御
生
涯
は
「
立
正
安
国
」
に
始
ま
り
「
立
正
安
国
」
に
終
わ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
聖
人
は
幼
い
修
学
の
こ
ろ
よ
り
、
「
何
が
本

当
の
仏
法
か
」
と
の
疑
問
を
持
ち
、
そ
れ
を
解
決
さ
れ
「
正
法
を
立
て
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
開
宗
さ
れ
た
の
で
、
「
立
正
」
を
離
れ
て
は
聖
人

の
ご
生
涯
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
正
法
流
布
の
結
果
は
必
然
的
に
「
天
下
泰
平
国
土
安
穏
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
立
正
」

に
は
、
つ
ね
に
「
安
国
」

の
主
張
が
表
裏
一
体
で
存
し
た
、
と
い
え
よ
う
。

『
開
目
抄
』
『
親
心
本
尊
抄
』
を
は
じ
め
聖
人
の
著
述
の
多
く
が
、
『
法
華
経
』
が
正
法
で
あ
る
所
以
を
詳
し
く
説
き
明
か
す
「
立
正
」
の
書
で
あ

る
の
に
対
し
、
『
法
華
経
』
の
内
容
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
(
数
ヶ
所
の
短
い
引
用
、
勧
持
品
の
「
悪
比
丘
」
・
讐
喩
品
と
不
軽
品
の
「
堕

地
獄
」
」
の
文
等
)
『
立
正
安
国
論
』
は
、
文
外
に
「
立
正
」
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
「
安
国
」

の
書
と
い
え
よ
う
。

正
嘉
の
大
地
震
を
は
じ
め
多
発
す
る
天
災
地
変
に
、
「
仏
法
は
流
布
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
国
土
民
衆
が
平
和
で
な
い
の
か
」
と
の
大
き
な

問
題
感
が
『
立
正
安
国
論
』
撰
述
の
動
機
と
伝
、
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
一
書
を
提
出
し
て
幕
府
を
諌
暁
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
法
難
に
つ
ぐ
法
難

の
ご
一
生
が
引
き
お
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
こ
と
に
《
「
立
正
安
国
」
に
始
ま
る
)
ご
生
涯
と
い
ね
ね
は
な
ら
ぬ
。

し
か
も
諌
暁
三
度
に
お
よ
び
、
ご
自
身
で
数
回
も
『
立
正
安
国
論
』
を
書
写
さ
れ
、
六
十
一
歳
ご
入
滅
直
前
の
ご
講
義
が
『
立
正
安
国
論
』
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で
あ
っ
た
と
伝
、
え
ら
れ
る
か
ら
、
ま
さ
に
《
「
立
正
安
国
」
に
終
れ
る
)
弘
教
の
ご
生
涯
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
の
「
立
正
安
国
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン

そ
の
よ
う
な
「
立
正
安
国
」
で
あ
る
か
ら
、
聖
人
門
下
末
流
と
し
て
私
た
ち
は
皆
、
聖
人
の
ご
精
神
、
ご
遺
志
を
表
す
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し

て

「
立
正
安
国
」
を
た
え
ず
口
に
し
て
い
る
。

そ
う
で
な
い
人
も
い
よ
う
。
か
つ
て
幕
末
、
近
代
宗
学
の
祖
と
仰
が
れ
る
優
陀
那
院
日
輝
師
は
、
折
伏
を
否
定
し
て
接
受
中
心
主
義
の
立

場
か
ら
「
立
正
安
国
論
ハ
当
時
既
二
其
ノ
用
ヲ
為
サ
ズ
、
況
ン
ヤ
今
世
二
至
テ
全
ク
其
ノ
立
場
ノ
無
実
ヲ
見
ル
」
と
評
し
、
明
治
以
後
の
宗
門

に
議
論
を
ま
き
起
こ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
を
今
に
受
け
て
い
る
人
も
い
よ
う
。
あ
る
い
は
、
「
佐
後
」
の
聖
人
の
宗
教
体
験
の
深
ま
り

に
感
動
共
感
す
る
あ
ま
り
、
「
佐
前
」
で
あ
る
『
立
正
安
国
論
』
を
あ
ま
り
評
価
し
な
い
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
大
多
数
の
宗
徒

に
と
っ
て
は
、
「
立
正
安
国
」
は
聖
人
の
教
え
を
表
す
重
要
な
相
言
葉
と
な
っ
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
正
当
と
思

し
か
し
、
そ
の
「
立
正
安
国
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
こ
め
、
ど
の
よ
う
に
自
分
の
指
針
と
す
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
か

な
り
異
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
自
分
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
「
安
国
」
を
実
現
す
る
の
か
、
考
え
か
た
の
相
違

で
あ
ろ
う
。

戦
前

-
明
治
か
ら
昭
和
前
期
の
宗
徒
の
多
く
は
、
国
家
主
義
思
想
に
立
っ
て
「
安
国
」
を
思
っ
た
。
武
力
に
よ
る
国
家
防
衛
ど
こ
ろ
か
、

日
本
か
ら
他
国
へ
の
武
力
侵
略
も
聖
戦
と
観
じ
、
そ
の
軍
国
主
義
の
国
策
に
協
力
す
る
こ
と
が
「
立
正
安
国
」
に
そ
う
と
信
じ
た
。
最
後
に

は
ス
ロ
ー
ガ
ン
さ
え
「
立
正
報
国
」
に
変
え
て
、
「
法
主
国
従
」
の
立
正
安
国
思
想
を
、
「
国
主
法
従
」
に
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

戦
後
、
こ
の
こ
と
へ
の
反
省
は
、
充
分
に
行
お
れ
て
い
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
戦
前
ほ
ど
ひ
ど
く
な
い
に
し
て
も
、
権
力
追
随
や
現
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実
妥
協
の
体
質
は
、
か
な
り
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

今
日
も
っ
と
も
多
い
型
は
、
ノ
ン
ポ
リ
的
な
「
立
正
安
国
」
の
考
え
で
あ
ろ
う
。
『
立
正
安
国
論
』
に
は
、
「
戦
争
反
対
を
叫
べ
」
と
も
「
公

害
反
対
運
動
を
せ
よ
」
と
も
「
汚
職
を
糾
弾
せ
よ
」
と
も
「
社
会
福
祉
に
い
そ
し
め
」
と
も
説
か
れ
て
い
な
い
。
「
安
国
」
の
方
策
は
「
語
法

禁
止
」
の
「
立
正
」
の
み
で
あ
る
。
「
立
正
」
さ
え
し
て
お
れ
ば
、
い
つ
か
は
結
果
と
し
て
「
安
国
」
に
な
る
。
「
お
題
目
を
唱
え
な
さ
い
」
と

布
教
す
る
こ
と
が
「
立
正
安
国
」
で
あ
る
と
。
ほ
ぼ
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
が
、
重
大
な
見
落
し
が
あ
る
。
身
を
賭
し
て
『
立
正
安
国
論
』
を

幕
府
に
献
ず
る
と
い
う
、
諌
暁
の
行
動
の
意
味
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
だ
少
数
派
な
が
ら
、
積
極
的
に
「
安
国
」

の
実
現
に
向
か
っ
て
行
動
し
て
い
こ
う
と
す
る
実
践
派
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
立
正
」
を
前

提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
核
兵
器
の
異
常
な
発
達
に
よ
っ
て
、
人
類
絶
滅
の
危
機
さ
え
迫
っ
て
い
る
「
時
」
を
見
て
は
、
「
国
亡
び
入
滅
せ

ば
仏
を
誰
か
崇
む
べ
き
」
(
こ
れ
は
「
客
」
の
言
葉
で
あ
る
が
)
を
国
家
主
義
の
立
場
で
な
く
、
平
和
主
義
に
立
っ
て
危
機
回
避
を
焦
眉
の
急
と

見
、
平
和
運
動
へ
の
参
加
を
「
立
正
安
国
」
の
諌
暁
の
行
動
の
一
つ
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
「
立
正
安
国
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
「
立
正
平
和
」

と
言
い
か
え
て
使
う
こ
と
を
批
判
す
る
人
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
安
国
=
安
世
界
=
平
和
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
反
戦
平
和
の
み
な
ら

ず
、
反
公
害
環
境
保
全
・
反
差
別
人
権
擁
護
等
の
社
会
活
動
を
含
ん
で
い
る
。

以
上
、
モ
デ
ル
と
し
て
三
つ
の
タ
イ
プ
を
描
い
て
み
た
が
、
も
と
よ
り
三
分
類
に
納
ま
る
の
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
在
り
方
が
あ
る
。
「
立

正
安
国
」
の
言
葉
の
も
と
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
差
が
で
き
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
一
つ
に
は
各
人
の
修
得
し
た
世
間
智
の
差
で
も
あ
る

け
れ
ど
、
一
つ
に
は
「
立
正
安
国
」
の
源
で
あ
る
『
立
正
安
国
論
』
を
、
お
互
い
充
分
に
読
み
深
め
て
い
な
い
た
め
で
は
な
い
か
。
「
立
正
安

国
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
『
立
正
安
国
論
』

の
間
に
、
ズ
レ
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
も
う
一
度
『
立

正
安
国
論
』

に
立
ち
戻
っ
て
、
熟
読
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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現
代
人
の
つ
ま
づ
き

十
三
世
紀
の
日
本
と
い
う
「
時
・
国
」
の
中
で
書
か
れ
た
『
立
正
安
国
論
』
を
、
二
十
世
紀
後
半
の
現
代
文
明
世
界
の
中
の
私
た
ち
が
読

む
と
き
、
幾
つ
か
の
つ
ま
づ
き
や
す
い
言
葉
・
思
想
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
現
代
に
引
き
く
ら
べ
る
か
の
問
題
点
も
あ
る
。
思

い
つ
く
ま
ま
列
挙
し
て
み
よ
う
。

①
民
衆
の
信
仰
の
在
り
方
が
国
土
環
境
の
災
福
を
現
出
す
る
と
い
う
考
え
方
。
現
代
で
も
個
人
レ
ベ
ル
で
は
、
自
分
の
出
会
、
つ
災
福
を
自
分

の
心
の
在
り
方
の
せ
い
に
す
る
傾
向
を
も
つ
人
は
多
い
が
、
「
地
震
・
台
風
・
異
常
気
象
等
は
国
民
の
心
が
招
き
寄
せ
る
の
だ
」
と
主
張
し

て
も
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。

②
そ
の
災
福
現
出
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
(
操
作
技
師
)
は
「
善
神
・
悪
鬼
」
で
あ
る
と
い
う
考
、
え
。
守
護
神
信
仰
は
現
代
で
も
盛
ん
だ
が
、
国

土
・
国
民
の
ス
ケ
ー
ル
で
は
①
と
同
じ
く
無
視
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
太
平
洋
戦
争
末
期
に
「
神
風
が
吹
い
て
日
本
が
勝
つ
」
と
誤
っ
た

使
わ
れ
方
を
し
た
の
に
も
、
私
た
ち
は
懲
り
て
い
る
。

③
悪
業
の
報
い
で
死
後
地
獄
に
お
ち
る
と
い
う
考
え
。
現
代
で
は
、
「
心
の
中
に
地
獄
が
あ
る
」
と
か
「
現
世
に
地
獄
的
な
体
験
を
す
る
(
た

だ
し
そ
の
場
合
か
な
ら
ず
し
も
自
分
の
悪
業
の
結
果
と
は
考
え
な
い
)
」
、
あ
る
い
は
「
死
後
の
霊
界
生
活
の
苦
楽
は
現
世
の
よ
う
な
も
の

だ
ろ
う
」
と
は
思
っ
て
も
、
「
死
後
地
獄
に
お
ち
る
の
か
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
感
じ
方
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

④
「
誘
法
邪
教
を
政
府
権
力
で
禁
じ
よ
」
と
望
む
こ
と
。
こ
の
主
張
を
表
面
的
に
読
め
ば
、
現
代
の
「
政
教
分
離
」
「
信
教
の
自
由
」
の
思
想

と
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

⑤
権
力
諌
暁
と
い
う
政
治
行
為
を
す
る
。
前
項
と
同
じ
で
、
政
治
批
判
や
政
治
へ
の
注
文
な
ど
、
あ
ま
り
積
極
的
直
接
的
に
す
る
こ
と
に
た

め
ら
い
が
あ
る
。

⑥
未
来
を
予
言
す
る
こ
と
。
現
代
で
も
自
分
の
霊
感
に
自
信
を
持
つ
人
が
予
言
を
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
あ
る
い
は
特
定
の
予
言
書
(
ノ
ス
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ト
ラ
ダ
ム
ス
等
)
が
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
霊
感
や
聖
典
に
よ
る
予
言
に
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
。

こ
れ
ら
に
つ
ま
づ
く
人
は
『
立
正
安
国
論
』
を
遠
い
過
去
の
も
の
と
感
じ
、
自
分
の
生
き
方
に
か
か
れ
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
こ
と
も
承
知
の
う
え
で
、
つ
ま
づ
い
て
い
な
い
つ
も
り
の
私
と
し
て
は
、
ま
ず
『
立
正
安
国
論
』
の
基
本
構
造
か
ら
見
て
み
た

ヽ

○

-
>

『
立
正
安
国
論
』

の
基
本
構
造

釈
尊
の
初
転
法
輪
は
「
四
諦
」
を
説
か
れ
た
と
伝
、
そ
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

苦
-
人
生
の
現
実
の
相
は
苦
で
あ
る
こ
と
を
直
視
す
る
。

集
-
そ
の
昔
の
集
起
の
原
因
を
追
求
す
る
と
渇
愛
が
根
本
原
因
で
あ
る
。

滅
-
渇
愛
を
滅
す
れ
ば
苦
は
滅
し
平
和
な
境
地
に
至
る
。

道
-
苦
の
減
を
実
現
す
る
道
は
八
正
道
で
あ
る
。

で
あ
る
が
、
こ
の
現
実
直
視
←
原
因
追
求
←
原
因
滅
除
←
実
行
方
法
と
い
う
、
き
れ
め
て
合
理
的
な
構
造
が
仏
教
の
基
本
構
造
で
あ
る
と
い

え
る
。日

蓮
聖
人
の
教
え
も
ま
た
、
こ
の
基
本
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
理
証
・
文
証
・
事
証
を
重
ん
じ
ら
れ
な
が
ら
、
成
仏
へ
の
道
を
説
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
な
く
社
会
国
土
の
レ
ベ
ル
で
「
苦
・
集
・
滅
・
道
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
『
立
正
安
国
論
』
で

あ
ろ
う
。

①
現
実
直
視
…
大
災
害
多
発
等
に
よ
る
民
衆
の
苦
し
み
を
直
視
さ
れ
、
問
題
と
さ
れ
た
。

②
原
因
追
求
…
経
証
を
中
心
に
原
因
を
追
求
し
、
国
土
に
誘
法
充
満
の
た
め
と
見
き
わ
め
ら
れ
た
。
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③
原
因
滅
除
…
語
法
を
断
ち
正
法
を
興
隆
す
れ
ば
国
土
は
安
穏
に
、
民
衆
は
平
和
を
享
受
で
き
る
と
結
論
さ
れ
た
。

④
実
行
方
法
…
天
災
の
み
な
ら
ず
戦
争
の
危
機
も
迫
っ
て
い
る
の
で
、
急
が
ね
は
な
ら
ず
、
全
社
会
的
規
模
で
の
正
法
受
持
で
な
け
れ
ば
防

げ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
社
会
を
動
か
せ
る
ト
ッ
プ
か
ら
動
い
て
ほ
し
い
、
と
諌
暁
さ
れ
た
。

私
た
ち
も
ま
た
、
現
実
の
苦
し
み
や
危
機
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
世
界
の
平
和
を
実
現
す
る
方
法
を
世
に
諌
暁
す
る
ま
で
の
、
こ

の
基
本
構
造
を
『
立
正
安
国
論
』
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

民
衆
が
苦
し
む
現
実
か
ら
ス
タ
ー
ト

何
よ
り
も
心
を
打
つ
の
は
、
『
立
正
安
国
論
』
の
問
題
意
識
が
、
目
の
前
の
死
屍
累
々
と
し
た
痛
苦
の
惨
状
か
ら
始
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
第

一
問
の
、
対
句
に
対
句
を
重
ね
た
名
文
の
中
か
ら
、
天
変
地
異
・
飢
饉
・
疫
病
で
民
衆
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
同
苦
し
嘆
く
、
聖
人
の
息
づ

か
い
が
聞
え
る
よ
う
な
巻
頭
で
あ
る
。
民
衆
の
苦
し
み
を
他
人
事
と
見
て
お
れ
な
い
熱
い
心
と
、
社
会
の
現
実
か
ら
目
を
そ
む
け
な
い
強
い

関
心
か
ら
、
「
何
故
だ
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
だ
、
な
ぜ
仏
教
が
救
え
な
い
の
だ
」
と
心
痛
む
ゆ
え
の
問
題
提
起
。
私
た
ち
も
そ
う
あ

り
た
い
と
思
う
。

ふ
り
返
っ
て
今
日
の
現
実
を
見
る
と
き
、
状
況
は
同
じ
で
は
な
い
か
。
マ
イ
ホ
ー
ム
の
日
本
に
と
じ
こ
も
っ
て
お
れ
ば
、
今
し
ば
ら
く
は

安
穏
が
つ
づ
〈
か
に
見
え
る
が
、
ひ
と
に
ぎ
り
の
飽
食
の
か
け
に
三
分
の
二
が
飢
え
て
お
り
、
各
地
に
小
戦
争
は
絶
え
ず
、
い
つ
で
も
全
人

類
を
殺
せ
る
だ
け
の
核
兵
器
が
、
い
つ
発
射
さ
れ
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。
人
間
ら
し
い
神
経
を
持
っ
て
お
れ
ば
:
心
痛
ま
ず
に
生
き
て
ゆ
〈
こ

と
は
で
き
な
い
。
聖
人
の
時
代
に
お
け
る
「
日
本
」
と
い
う
国
土
・
情
報
圏
・
生
命
連
帯
圏
は
、
現
代
で
は
人
類
地
球
世
界
で
あ
ろ
う
。
私

た
ち
も
現
実
直
視
か
ら
出
発
し
た
い
。
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原
因
を
え
ぐ
り
出
す
論
証

嘆
く
だ
け
で
は
何
に
な
ろ
う
。
宗
教
者
の
心
で
抜
苦
の
救
い
を
念
じ
な
が
ら
、
科
学
者
の
よ
う
な
論
理
的
頭
脳
で
、
臨
床
医
が
病
源
を
つ

き
つ
め
て
ゆ
く
よ
う
に
、
聖
人
は
三
年
を
か
け
て
追
求
し
つ
づ
け
る
。
近
代
科
学
の
な
い
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
か
え
っ
て
対
症
療
法
で

な
く
、
根
源
的
な
原
因
ま
で
論
証
が
深
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
釈
尊
が
苦
の
原
因
を
無
明
・
渇
愛
と
さ
れ
た
の
が
、
永
遠
の
真
理
で
あ

る
ご
と
く
、
聖
人
が
末
法
の
社
会
苦
(
民
衆
の
共
同
苦
)
の
原
因
を
「
邪
智
語
法
」
と
掟
、
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
現
代
に
も
そ
の
ま
ま
通
ず
る

論
証
で
あ
る
。

た
だ
し
聖
人
の
場
合
、
論
証
の
資
料
は
、
当
時
と
し
て
最
高
の
真
理
の
文
献
と
考
、
え
ら
れ
た
大
乗
経
典
に
よ
る
文
証
が
中
心
で
あ
る
。
現

代
で
は
当
然
、
社
会
苦
の
原
因
分
析
に
は
現
代
の
諸
学
諸
資
料
を
駆
使
す
る
こ
と
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
聖
人
の
態
度
に
か
な
う
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
根
源
に
邪
智
藷
法
を
見
る
。

語
法
の
流
布
を
、
聖
人
は
ひ
た
す
ら
法
然
の
浄
土
門
に
見
ら
れ
た
。
当
時
の
現
状
分
析
で
あ
る
。
現
代
の
現
状
分
析
は
当
然
異
な
る
。
広

く
深
く
今
日
の
思
想
状
況
の
中
で
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
科
学
知
識
技
術
の
悪
し
き
運
用
(
そ
の
最
た
る
も
の
が
核
兵
器
で
あ
る
が
)
こ

そ
が
邪
智
で
あ
り
、
生
命
の
尊
重
、
基
本
的
人
権
の
擁
護
、
恒
久
平
和
実
現
の
努
力
等
の
正
し
い
思
考
行
動
に
反
す
る
、
暗
い
欲
望
の
思
考
、

我
欲
の
た
め
に
他
を
犠
牲
に
し
て
か
え
り
み
な
い
行
動
等
の
横
行
こ
そ
語
法
で
あ
ろ
う
。

念
の
た
め
大
急
ぎ
で
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
戦
前
か
ら
あ
る
の
だ
が
、
社
会
主
義
・
共
産
主
義
こ
そ
現
代
の
語
法
な
り
と
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト

(
標
的
)
に
し
て
論
じ
る
人
が
い
る
。
「
宗
教
は
阿
片
な
り
」
と
い
う
俗
説
(
そ
れ
な
り
の
意
味
は
あ
っ
た
の
だ
が
)
が
横
行
し
た
こ
と
も
あ

り
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
思
想
の
多
様
化
の
中
で
は
、
自
由
主
義
も
社
会
主
義
も
共
産
主
義
も
さ
ま
ざ
ま
の
様
相
を
見

せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
純
素
朴
に
一
つ
の
思
想
体
系
の
み
を
仇
敵
の
よ
う
に
攻
撃
し
て
い
る
と
、
か
え
っ
て
現
実
社
会
に
は
び
こ
る
金
銭

至
上
哲
学
や
学
歴
偏
重
他
人
蹴
落
と
し
哲
学
な
ど
が
目
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
何
が
語
法
か
の
見
き
れ
め
が
大
切
で
あ
る
。
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究
極
平
和
理
想
世
界
へ
の
確
信

私
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
「
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
、
末
法
万
年
広
宣
流
布
」
と
唱
え
、
ま
た
『
立
正
安
国
論
』
の
第
九
答
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
速
か
に
秦
の
一
書
に
帰
せ
よ
。
然
れ
ば
則
ち
三
界
は
皆
仏
国
な
り
。
仏
国
そ
れ
裏
、
え
ん
や
。
十
方
は

悉
く
宝
土
な
り
。
宝
土
何
ぞ
壊
れ
ん
や
。
国
に
衰
微
な
く
土
に
破
壊
な
く
ん
は
、
身
は
是
れ
安
全
に
し
て
心
は
是
れ
禅
定
な
ら
ん
。
此
の

詞
此
の
吉
信
ず
べ
く
崇
む
べ
し
」

の
お
言
葉
を
そ
ら
ん
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
本
当
に
、
「
仏
国
土
」
と
し
て
の
究
極
平
和
実
現
の
理
想
世
界
へ
の
確
信
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

ゆ
る
ぎ
な
い
信
仰
実
感
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。

釈
尊
が
苦
の
原
因
を
滅
し
て
寂
滅
(
溝
渠
)
を
体
得
さ
れ
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
衆
生
が
自
分
と
同
じ
く
成
仏
す
る
こ
と
を
確
信
さ
れ
た
こ

と
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
救
わ
れ
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
が
、
社
会
国
土
の
苦
の
原
因
で
あ
る
誘
法
を
断
じ
た
な
ら
ば
仏
国
土
が
実
現
す
る
、
と
断
言
さ
れ
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
あ
た

り
ま
え
の
こ
と
だ
と
読
み
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
。
国
土
の
成
仏
、
仏
国
土
の
顕
現
、
理
想
平
和
世
界
の
実
現
を
実
感
を
も
っ
て
確
信
す
る

こ
と
は
、
容
易
の
こ
と
で
は
な
い
。

自
分
個
人
の
成
仏
さ
、
え
、
理
念
と
し
て
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
本
当
に
信
じ
切
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
や
ふ
や
な
人
も
多
い
の
に
、
ま

し
て
、
国
土
の
成
仏
、
世
界
平
和
の
実
現
を
信
じ
切
れ
な
い
人
は
さ
ら
に
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
現
実
を
最
初
か
ら
あ
き
ら
め
て
、
こ
の

世
は
穣
土
で
あ
り
、
今
の
世
は
末
法
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
だ
、
と
い
、
つ
と
こ
ろ
か
ら
、
「
此
土
厭
離
」
の
浄
土
信
仰
が
流
行
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
現
代
の
「
此
土
厭
離
」
は
「
人
類
か
ら
戦
争
を
な
く
す
こ
と
は
所
詮
で
き
な
い
。
人
間
の
欲
望
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
く

て
、
結
局
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
力
の
関
係
で
支
配
・
被
支
配
が
き
ま
る
の
だ
」
と
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
裏
返
し
の
卑
俗
な
現
実
追
随
主
義
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
か
ら
軍
備
拡
大
競
争
が
生
ま
れ
て
い
る
。
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一
切
衆
生
の
成
仏
を
信
じ
、
そ
れ
が
、
無
限
の
未
来
に
成
仏
す
る
ま
で
は
ど
こ
ま
で
も
凡
夫
の
か
た
ま
り
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
な
く
て
、

現
在
の
本
性
に
仏
界
を
互
具
し
て
い
る
と
い
う
成
仏
が
信
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一
見
不
可
能
に
見
え
る
理
想
平
和
世
界
の
実
現
を
、
自
分
の

論
理
的
結
論
に
選
び
、
自
分
の
生
き
方
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
聖
人
は
そ
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

戦
争
と
災
害
を
防
ぐ
た
め
の
諌
暁

上
末
の
べ
た
よ
う
に
、
語
法
の
世
か
ら
正
法
の
仏
国
土
へ
の
す
じ
道
を
説
か
れ
る
こ
と
は
、
「
立
正
」
と
「
安
国
」
の
ど
ち
ら
に
比
重
を
か
け

論
じ
る
か
の
差
は
あ
っ
て
も
、
聖
人
の
諸
著
作
に
一
貫
し
た
論
証
で
あ
る
。

そ
の
中
で
『
立
正
安
国
論
』

の
特
異
さ
は
、
平
和
実
現
の
防
災
設
計
を
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
政
府
に
献
じ
て
実
行
を
迫
っ
た
「
諌

暁
」

の
書
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
方
策
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
第
八
答
に
、
何
も
語
法
者
を
罪
人
と
し
て
処
罰
せ
よ
と
い
う
の
で
な
く
、
布
施
す
る
こ
と
を
止

め
る
、
い
わ
ば
特
権
を
与
え
た
り
過
保
護
で
あ
っ
た
り
、
政
教
癒
着
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
で
も
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
代

の
日
蓮
ざ
ら
い
の
悪
口
家
は
、
『
立
正
安
国
論
』
提
出
は
「
私
の
教
え
を
国
教
に
し
、
私
を
宗
教
大
臣
に
し
な
さ
い
」
と
で
も
い
う
ふ
う
な
猟

官
運
動
だ
、
と
い
う
で
あ
ろ
う
が
、
美
田
一
千
町
の
寄
進
を
断
っ
て
身
延
に
入
る
聖
人
を
見
れ
ば
、
誤
解
も
甚
だ
し
い
こ
と
が
ね
か
ろ
う
。

た
だ
、
現
代
の
「
政
教
分
離
・
信
教
の
自
由
」

の
原
則
の
よ
う
に
、
政
府
は
特
定
の
宗
教
を
支
持
保
護
し
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は

な
く
、
「
正
法
の
僧
尼
を
供
養
し
、
政
府
首
脳
も
正
法
に
帰
依
し
な
さ
い
」
と
勧
告
し
て
い
る
。
こ
れ
を
現
代
か
ら
読
め
ば
、
一
つ
に
は
「
正

法
」
と
は
特
定
の
宗
派
を
押
し
っ
け
る
の
で
は
な
く
「
正
し
い
教
え
・
正
し
い
考
え
方
」
を
大
切
に
せ
よ
、
と
い
う
意
味
が
主
で
あ
り
、
二

つ
に
は
、
ど
の
教
え
が
正
法
か
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
言
外
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
論
文
文
頭
の
要
約
で
(

)
入
り
で
の
べ
た
よ
う
に
、

「
反
論
あ
れ
ば
日
蓮
と
対
決
さ
せ
、
論
議
に
よ
る
正
邪
を
決
し
、
日
蓮
正
し
く
は
」
『
法
華
経
』
に
帰
依
せ
よ
、
と
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
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現
代
に
あ
っ
て
も
、
学
界
や
論
壇
で
自
由
公
平
に
発
表
論
争
で
き
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
信
教
の
自
由
は
成
り
立
た
な
い
。

聖
人
の
真
意
は
「
智
者
に
我
が
義
破
ら
れ
ず
ぼ
用
い
じ
と
な
り
」
(
関
目
抄
)
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
論
理
・
文
証
・
事
実
に
よ
る
正
邪
の
判

断
を
第
一
と
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
具
体
的
な
政
策
具
申
が
『
立
正
安
国
論
』
提
出
の
目
的
で
は
な
い
。
現
状
を
夏
、
え
、
原
因
の
構
造
を
分
析
し
、
未
来
へ
の
警
告
(
こ

の
ま
ま
で
は
内
乱
と
戦
争
が
起
こ
る
)
を
し
、
対
策
の
根
本
方
針
の
み
を
の
べ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
社
会
の
事
象
に
深
い
関
心
を
持
た
れ
、

仏
教
以
外
の
典
籍
に
造
詣
深
く
、
頭
脳
明
敏
の
聖
人
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
求
め
ら
れ
れ
ば
具
体
的
な
政
策
立
案
の
助
言
を
さ
れ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
本
来
の
目
的
は
「
語
法
を
禁
じ
正
法
に
帰
依
す
べ
し
」
の
根
本
方
針
を
示
す
諌
暁
で
あ
る
。

「
諌
暁
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
現
代
宗
教
研
究
第
十
三
号
』
の
中
で
近
江
幸
正
師
が
考
察
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
典
に
由
来
す
る
語
で
、

仏
よ
り
衆
生
へ
の
勧
奨
と
い
う
の
が
第
一
義
で
あ
っ
て
、
聖
人
は
そ
の
第
一
義
に
立
ち
、
相
手
が
幕
府
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
第
二
義
的
に
、

臣
下
が
主
君
を
諌
正
す
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
お
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
諌
暁
」
は
、
政
策
具
申
の
政
治
行
為
で
は
な
く
、
国
主
国
王
を

仏
法
で
教
導
せ
ん
と
す
る
、
す
ぐ
れ
た
宗
教
行
為
と
い
え
よ
う
。
た
だ
『
立
正
安
国
論
』
の
場
合
は
、
縁
あ
っ
て
乞
わ
れ
て
す
る
接
受
で
は

な
く
、
大
き
な
危
機
に
際
し
、
衆
生
の
安
穏
幸
福
の
た
め
(
そ
れ
が
終
点
で
な
く
衆
生
の
成
仏
が
目
的
)
さ
し
迫
っ
た
必
要
に
か
ら
れ
て
、

身
命
を
賭
し
て
行
お
れ
た
折
伏
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
諌
暁
」
を
現
代
に
読
め
ば
ど
う
な
る
か
。
権
力
や
政
治
に
一
定
の
距
離
を
置
き
、
直
言
で
き
る
姿
勢
を
も
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大

臣
で
あ
る
、
国
会
議
員
で
あ
る
、
大
企
業
主
で
あ
る
等
の
人
々
に
対
し
て
親
近
す
る
ば
か
り
で
、
何
の
諌
暁
も
し
な
い
と
い
う
既
成
教
団
の

体
質
は
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
「
主
権
在
民
」
の
時
代
と
し
て
「
国
家
諌
暁
」
は
「
国
民
諌
暁
」
で
あ
る
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
広
報

媒
体
を
使
っ
て
広
く
国
民
を
諌
暁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
「
国
際
化
・
情
報
化
」
の
時
代
と
し
て
、
そ
れ
は
「
人
類
諌
暁
」
「
現
代
文
明
諌

暁
」

が
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
諌
暁
」
の
内
容
・
方
法
も
、
た
だ
「
法
華
経
に
帰
依
せ
よ
」
と
迫
る
だ
け
で
な
く
、
「
天
下
泰
平
国
土
安
穏
」
で
あ
る
た
め
の
、
正
法
の
精
神

に
そ
っ
た
平
和
へ
の
道
、
社
会
浄
化
へ
の
道
の
基
本
方
向
を
、
社
会
に
影
響
を
与
、
そ
っ
る
方
法
を
選
ん
で
発
言
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
。一

つ
の
例

-
国
連
諌
暁
へ
の
旅
立
ち

日
蓮
宗
で
は
、
こ
の
「
立
正
安
国
」

の
諌
暁
を
め
ざ
し
て
、
戦
後
「
立
正
平
和
運
動
」
が
始
め
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
実
際
の
活
動

は
「
立
正
平
和
の
会
」
に
受
け
つ
か
れ
続
け
ら
れ
て
い
る
。
再
び
宗
門
あ
げ
て
の
「
立
正
平
和
運
動
」

の
復
活
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

至
る
段
階
と
し
て
、
現
在
の
「
立
正
平
和
の
会
」

に
注
目
し
、
支
持
し
、
参
加
す
る
人
の
増
え
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

と
り
わ
け
本
年
(
一
九
八
二
年
)
は
第
二
次
国
連
軍
縮
特
別
総
会
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
か
れ
る
。
国
連
、
つ
ま
り
各
国
政
府
の
集
り
に

要
請
す
る
た
め
、
三
項
目
の
署
名
運
動
を
進
め
、
そ
の
署
名
簿
を
持
っ
て
代
表
二
十
名
が
国
連
に
向
け
旅
立
つ
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

一
、
核
兵
器
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
大
量
破
壊
兵
器
の
全
面
禁
止
と
廃
絶
に
た
だ
ち
に
と
り
く
む
こ
と
。

二
、
第
二
次
軍
縮
の
十
年
の
中
で
全
面
完
全
軍
縮
を
完
成
す
る
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

三
、
軍
備
の
た
め
の
費
用
を
転
換
し
て
、
飢
餓
と
貧
困
を
追
放
す
る
こ
と
。

こ
の
三
項
目
に
署
名
し
て
自
分
の
意
志
を
表
わ
し
、
こ
れ
を
国
連
に
提
出
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
こ
そ
、
現
代
に
『
立
正
安
国
論
』

を
「
身
」

で
読
む
、
す
ぐ
れ
た
一
例
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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文
中
「
現
代
人
の
つ
ま
づ
き
」
の
部
分
を
、
も
っ
と
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い

(
善
神
悪
鬼
・
地
獄
・
予
言
な
ど
を
肯
定
的
に
)
思

い
が
あ
っ
た
が
、
果
た
さ
な
か
っ
た
。
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。


