
一
目
で
読
め
る
二
千
字
の

『
立
正
安
国
論
』
要
旨

新

聞

智

照

客

近
年
の
天
変
地
異
・
飢
饉
・
疫
病
の
多
発
は
何
が
故
で
あ
る
か
。

主

神
仏
の
力
も
効
験
が
な
い
の
は
、
世
が
み
な
正
法
に
そ
む
き
、
善
神
も
聖
人
も
国
を
見
捨
て
て
去
っ
た
の
で
、
災
難
が
起
こ
る
の
だ
。

客

は
じ
め
て
貴
説
を
承
る
が
、
そ
の
証
拠
を
聞
こ
う
。

主

『
金
光
明
経
』

『
大
柴
経
』

『
薬
師
経
』

『
仁
王
経
』
に
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
人
々
は
邪
説
を
信
じ
諸
仏

諸
経
を
捨
て
る
の
で
、
善
神
・
聖
人
が
去
り
、
悪
鬼
外
道
が
災
い
を
起
こ
す
。

客

(
色
を
な
し
て
)
中
国
に
も
日
本
に
も
仏
法
は
興
隆
し
て
い
る
の
に
、
だ
れ
が
仏
教
を
け
な
し
て
い
る
も
の
か
。
証
拠
あ
る
な
ら
聞
こ

つ
○

主

な
る
ほ
ど
、
見
た
目
に
は
寺
も
僧
も
多
く
て
尊
ば
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
悪
比
丘
で
あ
っ
て
、
『
仁
王
経
』
『
浬
柴
経
』

『
法
華
経
』
に
あ

る
通
り
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

客

(
憤
っ
て
)

明
王
や
賢
聖
が
た
が
高
僧
と
仰
い
で
い
る
の
を
、
な
ぜ
誹
誘
す
る
の
か
。
悪
比
丘
と
は
だ
れ
の
こ
と
な
の
か
。
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主

法
然
が
『
選
択
集
』
に
よ
っ
て
衆
生
を
送
れ
せ
た
。
か
く
か
く
し
か
じ
か
と
説
い
て
い
る
が
、
諸
仏
諸
経
を
捨
て
よ
、
閉
じ
よ
、
閣
け

よ
、
馳
て
よ
と
言
い
、
聖
僧
大
師
を
の
の
し
っ
て
い
る
の
は
、
浄
土
三
部
経
や
『
法
華
経
』
の
文
に
背
い
て
い
る
。
だ
が
人
々
は
、
浄
土

三
部
経
と
阿
弥
陀
仏
以
外
の
聖
教
を
捨
て
、
偏
っ
た
浄
土
門
を
好
み
、
正
統
の
円
教
(
法
華
経
)
を
忘
れ
た
。

客

(
色
を
な
し
て
)
法
然
は
学
徳
す
ぐ
れ
、
一
切
の
経
典
を
く
り
返
し
読
ん
だ
後
、
念
仏
を
専
修
し
、
国
中
の
人
々
に
帰
依
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
な
の
に
、
釈
尊
の
教
、
え
、
弥
陀
の
経
文
を
そ
し
る
と
は
、
何
と
い
う
悪
言
だ
。

主

(
笑
っ
て
)
釈
尊
の
教
え
に
は
先
後
が
あ
り
区
別
が
あ
る
。
法
然
は
仏
説
の
真
意
を
知
ら
な
い
。
そ
の
流
れ
は
汲
ん
で
い
る
が
源
を
知

ら
な
い
。
災
い
と
い
う
も
の
は
、
『
摩
詞
止
観
』
『
入
唐
巡
礼
行
記
』
に
こ
う
い
う
例
話
が
あ
る
よ
う
に
、
前
兆
が
あ
っ
て
の
ち
災
い
起
こ
る
。

法
然
の
破
仏
の
前
兆
に
よ
り
、
今
日
の
災
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

客

(
や
や
和
ら
い
で
)
だ
い
た
い
わ
か
っ
た
が
、
仏
門
に
は
京
に
も
鎌
倉
に
も
中
心
人
物
が
い
る
の
に
、
こ
の
こ
と
を
上
奏
し
た
人
は
い

な
い
。
あ
な
た
は
身
分
が
低
い
の
に
、
大
そ
れ
た
こ
と
を
言
う
。

主

わ
た
し
は
諸
経
の
王
(
法
華
経
)
に
仕
え
る
身
で
あ
る
。
『
浬
薬
経
』
に
も
「
法
を
壊
る
者
を
見
な
が
ら
何
も
し
な
い
者
は
仏
敵
だ
」
と
あ

る
。
ま
た
、
上
奏
の
先
例
も
あ
る
。

客

(
和
ら
い
で
)
法
然
が
大
乗
経
典
を
一
括
し
て
「
捨
・
閉
・
閣
・
拠
」
せ
よ
と
し
た
言
葉
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
責
め

る
あ
な
た
が
是
か
非
か
定
め
難
い
。
し
か
し
、
天
下
泰
平
は
君
臣
の
ね
が
う
と
こ
ろ
、
国
は
法
に
よ
っ
て
栄
え
、
法
は
人
に
よ
っ
て
貴
い
。

国
も
人
も
滅
び
て
は
仏
法
も
意
味
が
な
い
。
災
難
を
止
め
る
法
が
あ
れ
ば
聞
き
た
い
。

主

語
法
の
人
を
禁
じ
て
正
道
の
人
を
重
ん
じ
た
ら
国
中
安
穏
に
な
ろ
う
。
『
浬
薬
経
』
『
仁
王
経
』
『
法
華
経
』
に
詳
し
く
説
く
よ
う
に
、
大

乗
経
典
を
誇
る
の
は
重
罪
で
、
誘
法
を
祭
め
る
者
は
不
過
の
位
に
登
る
。
法
華
・
浬
柴
の
教
え
は
釈
尊
一
代
の
肝
心
で
、
こ
の
禁
戒
は
実

に
重
い
。
し
か
る
に
人
々
は
『
選
択
集
』
に
迷
い
、
諸
仏
・
諸
法
・
諸
僧
へ
の
信
仰
を
弥
陀
仏
・
浄
土
三
部
経
・
念
仏
僧
へ
の
供
養
の
み
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に
切
り
か
え
た
。
こ
れ
が
破
仏
・
破
法
・
破
僧
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
天
下
の
静
穏
の
た
め
に
は
、
こ
の
国
中
の
語
法
を
断
つ
べ
き
で

あ
る
。

客

誘
法
の
者
を
断
つ
と
は
『
浬
薬
経
』
に
あ
る
よ
う
に
斬
罪
に
す
る
の
か
。
そ
れ
で
は
不
殺
生
戒
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
大
柴
経
』

に
は
「
破
戒
の
者
で
も
僧
に
は
供
養
す
べ
し
」
と
あ
る
。

主

な
か
な
か
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
な
。
仏
子
を
禁
圧
す
る
と
い
う
の
で
な
い
。
た
だ
誘
法
を
憎
む
ば
か
り
だ
。
経
に
あ
る
の
は
、
釈
尊

以
前
の
仏
教
で
は
誘
法
罪
を
斬
っ
て
い
る
が
、
釈
尊
以
後
の
教
え
は
布
施
を
止
め
よ
と
あ
る
。
だ
か
ら
世
界
中
の
民
衆
が
、
誘
法
者
に
施

さ
ず
書
法
に
帰
し
た
ら
、
災
難
は
ど
う
し
て
起
こ
ろ
う
か
。

客

(
襟
を
正
し
て
)
仏
の
教
え
は
区
々
で
あ
っ
て
趣
旨
が
き
わ
め
に
く
い
が
、
法
然
の
『
選
択
集
』

の
非
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
語
法
僧

へ
の
布
施
を
止
め
て
、
正
法
僧
尼
を
供
養
し
仏
法
を
正
せ
ば
、
理
想
世
界
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
教
義
の
深
浅
を
考
え
、
仏
教
の
棟

梁
た
る
者
を
崇
重
し
よ
う
。

主

(
悦
ん
で
)
わ
か
っ
て
く
れ
て
う
れ
し
い
が
、
時
が
た
て
ば
忘
れ
る
。
急
い
で
対
策
を
立
て
ら
れ
よ
。
な
ぜ
な
ら
、
『
薬
師
経
』
『
大
柴

経
』

『
金
光
明
経
』
『
仁
王
経
』

に
か
く
か
く
し
か
じ
か
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
災
七
難
の
う
ち
二
災
五
難
が
す
で
に
起
こ
っ
て
い
る
。

残
り
の

「
自
界
叛
逆
」
「
他
国
便
通
」
の
二
難
も
必
ず
起
こ
る
に
ち
が
い
な
い
。
国
を
失
い
家
が
亡
び
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
す
る
か
。
ま

し
て
現
世
だ
け
で
な
く
後
生
も
あ
る
。
語
法
を
信
じ
て
い
る
と
地
獄
の
苦
を
受
け
る
こ
と
は
『
大
柴
経
』
『
仁
王
経
』
『
法
華
経
』
『
浬
紫
経
』

に
あ
る
通
り
で
あ
る
。
速
か
に
実
乗
の
一
書
(
法
華
経
)
に
帰
依
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
世
界
は
浄
仏
国
土
と
な
り
、
身
心
と
も

に
安
穏
を
得
ら
れ
る
。

客

今
ま
で
先
達
に
従
っ
て
念
仏
し
て
い
た
が
、
法
を
破
る
罪
は
深
い
。
今
後
あ
な
た
の
教
え
に
よ
り
急
い
で
対
策
を
た
て
、
泰
平
を
実
現

し
、
自
分
の
今
生
と
後
生
を
よ
く
し
よ
う
。
他
人
の
誤
り
も
戒
め
よ
う
。
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