
─ ─

日
蓮
聖
人
の
書
簡
に
み
る
教
化
学

そ
の
１

小

澤

惠

修

（
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

一
、
は
じ
め
に

「
教
化
学
」
の
必
要
性

「
日
蓮
聖
人
の
日
常
の
教
化
生
活
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」

こ
ん
な
疑
問
点
を
今
回
は
設
定
さ
せ
て
戴
い
た
。
当
然
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
常
に
我
々
の
座
右
の
銘
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
と
改
め

て
研
究
の
対
象
と
成
ら
し
め
る
こ
と
に
自
己
反
省
を
致
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
こ
数
年
、「
教
化

学
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
摸
索
を
試
み
て
参
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
ま
ず
は
最
初
に
確
認
を
す
る
意
味
で
こ
れ
ま
で
の
作
業
を
ま
と
め
て

み
る
と
、

１
、「
教
化
学
」
の
構
築
が
何
故
必
要
な
の
か
。

●
教
学
を
志
す
価
値
観
の
相
違

●
日
常
の
布
教
現
場
に
於
い
て
学
問
と
し
て
の
教
学
を
機
能
的
に
反
映
出
来
な
い
。

２
、
現
代
の
信
仰
形
態
へ
対
応
す
る
と
い
う
学
問
的
要
素
が
ま
だ
発
展
途
上
で
あ
る
。

３
、
学
問
の
性
格
と
し
て
、
内
向
性
、
外
向
性
と
い
う
分
割
機
能
が
働
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

●
教
学
と
い
う
も
の
が
自
己
の
信
仰
を
内
面
的
に
構
築
す
る
特
徴
が
あ
る
の
に
対
し
、
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教
化
と
は
外
部
的
に
昇
華
さ
せ
る
目
的
と
機
能
が
要
求
さ
れ
る
。

簡
潔
に
纏
め
る
と
、
過
去
に
こ
の
よ
う
な
要
素
の
存
在
を
提
起
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
細
の
説
明
は
昨
年
ま
で

の
現
代
宗
教
研
究
所
所
報
を
ご
参
考
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
が
、
こ
れ
ま
で
の
感
触
か
ら
申
す
と
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
こ
の
教
学
大

会
内
に
於
い
て
あ
ま
り
興
味
を
持
た
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
布
教
現
状
、
そ
し
て
教
育
環
境
と
時

代
感
覚
の
中
で
、
我
々
日
蓮
宗
の
教
師
と
し
て
現
場
に
立
つ
日
常
性
の
中
で
、
は
た
し
て
教
学
と
信
仰
、
そ
し
て
教
化
が
同
一
性
の
機
能

を
有
し
て
居
る
の
か
に
つ
い
て
重
大
な
疑
問
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

宗
学
的
教
化
学

更
に
、
も
う
一
点
研
究
過
程
に
於
い
て
注
意
す
べ
き
点
を
抑
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
教
化
学
」
は
決
し
て
教
学
の
基
本
か
ら
逸
脱
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

自
己
の
学
問
分
野
に
於
い
て
現
代
を
照
ら
し
、
そ
の
知
識
範
囲
に
お
け
る
分
析
は
当
然
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
次
の
段
階
に
於
い
て
必
ず
教
学
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
検
索
作
業
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
教
学
を
無
視
し
た
理
論
を
行
う
べ
き
で
は

な
い
と
考
え
る
。
時
に
「
現
在
の
教
学
は
現
代
に
は
通
用
し
な
い
か
ら
、
教
化
学
を
構
築
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
が
聞
か

れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば
日
蓮
聖
人
の
御
意
志
か
ら
離
れ
、
教
化
の
方
向
性
を
混
迷
さ
せ
る
危
険
性
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
、
こ
れ
に
は
賛
否
両
論
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
心
し
て
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
う
。

前
置
き
が
長
く
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
「
教
化
学
」
と
い
う
問
題
が
学
会
内
に
て
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
当
然
自
分
自
身

が
反
省
し
、
も
っ
と
体
系
的
な
方
法
を
用
い
て
こ
の
「
教
化
学
」
に
つ
い
て
構
築
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
土
壌
と
な

る
部
分
が
ま
だ
鮮
明
と
な
っ
て
い
な
い
事
と
併
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
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二
、
聖
人
の
教
化
方
法
に
つ
い
て

さ
て
、
今
回
は
そ
の
「
教
化
学
」
を
論
証
す
る
方
法
を
模
索
す
る
た
め
に
、「
聖
人
の
教
化
」
と
い
う
も
の
に
着
目
し
論
立
て
を
試
み

た
。
そ
の
中
で
、
聖
人
の
弟
子
、
外
護
者
へ
宛
て
ら
れ
た
「
書
簡
」
に
注
目
し
、
聖
人
の
思
想
や
、
信
仰
を
ど
の
よ
う
に
日
常
化
し
伝
え

て
居
ら
れ
た
か
を
考
え
て
見
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
聖
人
の
お
言
葉
に
な
る
べ
く
純
粋
に
立
ち
返
り
、
そ
の
お
言
葉
が
現
代
で
あ

る
な
ら
ど
の
よ
う
な
響
き
と
感
じ
ら
れ
る
の
か
、
そ
こ
に
「
教
化
学
」
の
必
要
性
と
併
せ
て
考
察
す
る
方
法
を
試
行
し
て
行
こ
う
と
思

う
。さ

て
、
そ
れ
で
は
、
聖
人
の
身
延
期
に
著
述
さ
れ
た
書
簡
に
つ
い
て
今
回
の
試
み
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
聖
人
が
佐
渡
よ
り
お
戻

り
に
成
ら
れ
、
幕
府
へ
の
諫
暁
の
後
、
身
延
へ
お
入
り
に
な
ら
れ
た
後
の
生
活
は
弟
子
、
信
者
へ
の
教
化
が
ご
生
涯
に
於
い
て
一
番
心
安

く
行
う
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
と
伺
う
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
身
延
期
の
書
簡
の
中
か
ら
、
今
回
は
そ
の
中
か
ら
二
つ
を
選
び
、

聖
人
の
教
化
の
方
法
等
に
考
察
を
加
え
て
行
き
た
い
と
思
う
。

『
忘
持
経
事
』

ま
ず
、
聖
人
が
、
大
檀
越
で
あ
る
富
木
常
忍
入
道
が
九
十
歳
で
逝
去
さ
れ
た
母
の
遺
骨
を
身
延
の
聖
人
の
元
に
奉
じ
た
時
、
そ
の
帰

り
、
富
木
氏
本
人
の
持
経
を
忘
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
『
忘
持
経
事
』
と
い
う
書
簡
を
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
を
通
し
て
法
華
信
仰
に

つ
い
て
の
教
化
の
方
法
を
探
っ
て
行
こ
う
と
思
う
。

ま
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
う
が
、
こ
れ
は
、
中
国
の
故
事
を
引
用
し
「
忘
れ
者
」
に
喩
え
、
富
木
氏
が
持
経
を
忘
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れ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
不
退
転
の
法
華
信
仰
を
示
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
。
特
に
、
法
華
経
の
化
城
喩
品
の
説
を
上
げ
て
、「
久
遠
下
種

之
人
忘
良
薬
」
と
し
て
「
仏
陀
本
意
」
を
忘
れ
る
と
い
う
表
現
を
さ
れ
て
居
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
「
仏
陀
の
本
意
」
を
忘
れ
る

と
い
う
状
態
を
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
捉
え
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
「
忘
れ
る
」
と
い
う
状
態
、
状
況
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か

が
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
結
論
か
ら
言
う
と
教
化
の
現
場
に
於
い
て
、
そ
の
対
象
、
つ
ま
り
、
現
代
の
教
化
対
象
で
あ
る
我
々
が
「
釈
尊

の
本
意
」
を
「
忘
れ
た
」
の
か
、
そ
れ
と
も
「
知
ら
な
い
」
の
か
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
『
忘
持
経
事
』
に
於
い
て
、
現
代
の
教
化
の
対
象
に
つ
い
て
一
つ
の
方
法
論
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
於

い
て
は
、
聖
人
の
「
下
種
論
」
と
い
う
問
題
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
「
下
種
論
」
は
、
聖
人
の
教
学
上
、
大
変
重
要
な
問
題
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
書
簡
に
於
い
て
は
、
化
城
喩
品
の
化
城
宝
処
の
喩
え
を
引
用
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
下
根
の
衆
生
の
救
済
を
目
的
と
し
て
過
去
の
因
縁
を
説
か
れ
、
成
仏
の
保
証
を
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ

こ
に
「
種
熟
脱
の
三
益
」
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
聖
人
は
法
華
経
の
教
化
の
土
壌
と
し
て
、
末
法
の
衆

生
を
過
去
に
下
種
を
受
け
て
い
な
い
「
本
未
有
善
」
の
対
象
者
で
あ
る
こ
と
が
聖
人
の
法
華
思
想
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
教
化
対
象
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
忘
持
経
事
』
に
於
い
て
、
過
去
世
に
お
け
る
教
化
の
因
縁
を
説
か
れ
、
衆
生
の
成
仏
の
因
縁

に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
一
見
、
一
種
の
矛
盾
点
が
生
じ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま

ず
、
こ
の
書
簡
の
宛
て
た
相
手
は
、
当
時
聖
人
の
立
場
や
教
義
を
充
分
に
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
富
木
氏
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
矛
盾
点

を
解
決
す
る
に
値
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
書
簡
を
書
か
れ
た
聖
人
の
心
情
や
状
況
を
考
え
て
も
、
聖
人
の
教

化
姿
勢
は
明
ら
か
に
「
本
未
有
善
」
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
こ
の
書
簡
の
中
で
、
富
木
氏
の
こ
と

を
「
禿
居
士
」
と
表
現
し
、
母
の
遺
骨
を
身
延
ま
で
奉
じ
ら
れ
た
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
、
そ
の
縁
に
よ
っ
て
母
の
過
去
世
か
ら
の
重
罪

が
消
滅
す
る
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
富
木
氏
の
母
の
遺
骨
を
身
延
ま
で
運
ば
れ
た
こ
の
行
為
が
、「
種
脱
」
を
兼
ね
備
え
た
法

華
経
と
の
縁
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
救
済
の
形
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
、
法
華
経
信
仰
が
、
単
な
る
観
念
の
内
の
真
理
で
は
な
く
、
法
華
経
に
即
し
た
「
行
為
」
と
い
う
価
値
観
を
備
え
る
こ
と
の
重

要
性
を
示
し
、
教
示
す
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
代
に
於
い
て
、
人
々
の
日
常
生
活
の
営
み
自
体
が
法
華
経
に
即
し
た
「
行
為
」
と
位
置
付
け
な
が
ら
の
教
化
環
境
を
整
え

る
必
要
が
あ
る
と
云
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
け
る
「
本
未
有
善
」
と
は
単
に
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
な
く
、「
末
法
劣
機
の
機
根
」
の
所
縁
に
よ
っ
て
知

る
こ
と
が
出
来
た
「
法
華
経
」
の
世
界
に
よ
っ
て
常
に
日
常
的
に
法
華
経
の
中
で
生
き
て
い
る
（
生
か
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
自
覚
を
教

示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
、
人
々
の
心
中
に
於
け
る
「
救
い
」
と
い
う
も
の
へ
の
欲
求
を
、「
自
己
へ
の
目
覚
め
」
と
い
う
導
入

に
よ
っ
て
真
の
「
救
い
」
が
可
能
と
な
る
と
い
う
教
化
方
法
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、「
観
心
本
尊
抄
」
の

四
十
五
字
法
体
段
に
示
さ
れ
る
「
受
け
持
ち
」
の
理
論
が
重
要
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、「
自
然
譲
与
」
と
い
う
「
唱
題
」
と
い
う
信
仰
的

行
為
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
教
学
上
、「
乗
種
」
と
い
わ
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
示
し
た
化
城
喩
品
に
示
さ
れ
「
化
城

喩
」
の
釈
尊
の
本
意
を
「
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
本
来
、
衆
生
に
備
わ
っ
て
い
る
「
仏
性
」
は
「
性
種
」
で
あ
る
か
ら
、
双
方
の
関

わ
り
合
い
の
中
で
、「
本
未
有
善
」
と
は
、
成
仏
に
至
る
方
法
論
の
範
疇
に
於
い
て
、
衆
生
の
心
田
の
土
に
は
涅
槃
経
の
「
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
」
に
示
さ
れ
る
が
如
く
、
成
仏
へ
の
土
壌
は
備
わ
っ
て
い
る
が
、
行
為
が
伴
わ
な
い
、
そ
の
行
為
と
は
題
目
受
け
持
ち
に
よ
る
種

を
植
え
る
と
い
う
こ
と
が
教
化
の
順
序
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
現
代
的
「
本
未
有
善
」
の
教
化
環
境
と
し
て
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
折
伏
」
と
い
う
排
他
的
要
素
を
法
華

経
的
、
大
き
く
は
仏
教
的
な
範
疇
で
理
解
し
、
聖
人
が
こ
の
書
簡
に
お
い
て
示
さ
れ
た
信
仰
の
在
り
方
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う

と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
代
の
「
種
脱
」
の
教
化
の
環
境
が
整
う
訳
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
書
簡
に
示
さ
れ
た
「
忘
れ
た
」
と
い
う
表
示
は
「
仏
性
」
の
忘
却
で
あ
り
、
法
華
経
と
の
縁
を
媒
介
と
し
て
「
唱

題
」
の
行
為
に
よ
る
「
下
種
」
と
い
う
信
仰
の
次
第
を
示
し
、
実
際
の
日
常
に
於
け
る
行
動
の
宗
教
性
を
示
す
訳
で
あ
る
。
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『
法
華
証
明
抄
』

次
に
も
う
一
つ
、『
法
華
証
明
抄
』
と
い
う
書
簡
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
の
書
簡
は
、
南
條
上
野
七
郎
次
郎
に
贈
ら
れ
た
書
簡
で
あ
り
、
法
華
経
信
心
の
成
仏
の
証
を
示
さ
れ
て
い
る
中
に
於
い
て
、
注
目
す

べ
き
表
現
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
書
簡
の
宛
先
で
あ
る
南
條
七
郎
次
郎
が
病
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
七
郎
次
郎
が
法
華
経
の
信
仰
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上

で
、「
天
魔
外
道
が
そ
の
信
仰
心
を
試
す
為
に
病
に
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
単
に
病
を

「
悪
」
と
し
て
位
置
付
け
ず
、
そ
の
法
華
経
信
仰
の
功
徳
の
一
部
分
と
し
て
捉
え
教
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
先
の
『
忘
持
経
事
』
に

於
け
る
、
法
華
経
と
の
自
己
の
日
常
と
の
関
係
を
実
に
解
り
や
す
く
教
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

こ
こ
に
も
、「
本
未
有
善
」
の
機
で
あ
る
が
故
に
、
病
と
い
う
法
華
経
的
体
験
を
「
種
脱
」
の
利
益
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
出
来
る
現

代
に
適
用
可
能
な
教
化
方
法
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
更
に
、
こ
の
二
つ
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
聖
人
の
「
本
未
有
善
」
の
機
根
に
対
す
る
教
化
の
考
え
方
は
、
実
に
、
現
実
に
生
き
て
い

る
人
々
を
そ
の
ま
ま
に
於
い
て
理
解
し
、「
過
去
の
因
縁
」
と
い
う
観
念
的
教
化
方
法
よ
り
も
、
現
実
の
日
常
の
行
為
、
体
験
に
主
体
的

な
価
値
観
を
認
め
、「
種
脱
」
の
救
済
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

聖
人
の
こ
の
現
在
へ
の
価
値
観
の
問
題
は
、
聖
人
の
「
事
」
の
法
門
に
於
い
て
、
先
師
で
あ
る
望
月
歓
厚
博
士
が
聖
人
の
「
事
」
の
法

門
に
つ
い
て
、「
現
在
事
」、
そ
し
て
「
人
間
事
」
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
根
拠
と
し
て
改
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

聖
人
の
教
学
は
そ
の
時
代
、
確
か
に
教
化
の
現
場
に
於
い
て
充
分
に
適
用
し
、
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
こ
と
に
、
我
々
は
反

省
す
る
べ
き
部
分
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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三
、
現
代
の
教
化
環
境
の
現
状

信
仰
の
継
承
と
そ
の
価
値
観

次
に
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
分
析
を
提
起
し
た
の
か
、
い
く
つ
か
こ
れ
ま
で
の
「
教
化
学
」
へ
の
試
論
を

通
し
て
そ
の
論
点
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う

一
、

宗
門
の
教
化
環
境
を
考
え
た
と
き
、
檀
信
徒
に
限
定
さ
れ
た
状
況
が
大
多
数
で
あ
る
こ
と
。

二
、

現
代
人
の
社
会
的
環
境
に
於
い
て
、
通
常
、
親
か
ら
の
信
仰
的
継
承
、
つ
ま
り
檀
家
制
度
の
延
長
線
上
に
於
い
て
行

わ
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

三
、

宗
教
自
体
が
、
そ
の
主
体
的
な
価
値
観
よ
り
、
情
報
化
社
会
を
背
景
と
し
た
多
角
的
、
つ
ま
り
日
常
の
中
の
分
割
さ

れ
た
価
値
の
一
部
分
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
要
素
は
一
つ
に
は
現
代
の
寺
院
運
営
上
、
檀
家
制
度
の
上
に
成
り
立
つ
教
化
環
境
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
環
境

の
中
で
、「
法
華
経
」
と
の
関
係
は
、
信
仰
と
は
別
の
次
元
に
於
い
て
継
承
さ
れ
る
と
い
う
環
境
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

に
、
教
学
上
、「
本
未
有
善
」、「
劣
機
の
機
根
」
と
い
う
立
場
に
於
い
て
教
化
活
動
を
行
っ
て
行
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題

も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
聖
人
の
書
簡
に
聖
人
ご
自
身
の
教
化
へ
の
姿
勢
を
拝
見
す
る
に
、
聖
人
の
強
固
な
る
信
仰
的
立
証
に
裏
付
け
ら
れ
た

「
現
実
性
」、「
人
間
性
」
に
見
ら
れ
る
教
化
方
法
は
、
充
分
に
現
代
に
於
い
て
、
有
効
で
あ
り
、
更
に
は
教
学
を
如
何
に
現
実
性
の
あ

る
、「
今
」
の
有
り
様
こ
そ
が
法
華
経
に
お
け
る
「
種
脱
」
の
利
益
で
あ
り
、「
本
未
有
善
」
の
理
論
を
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
解
釈
の
一

方
、
新
た
に
「
自
己
へ
の
現
実
的
な
る
探
求
」
の
精
神
に
於
け
る
信
仰
姿
勢
の
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

う
の
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
は
、
前
々
年
の
こ
の
教
学
大
会
に
於
い
て
「
現
代
に
於
け
る
五
義
の
周
辺
」
と
い
う
視
点
か
ら
現
代
の
機
根
の
捉
え
方
に
つ

い
て
の
試
論
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
に
よ
っ
て
こ
の
機
根
に
つ
い
て
の
検
証
を
行
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
提
起
を
さ
せ
て
頂
い
た
。
聖
人
ご
在
世
の
当
時
の
社
会
環
境
、
つ
ま
り
教
化
環
境
と
現
代
と
を
比
較
検
討
す
る
必
要
性
が
存
在
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。

今
回
、
こ
の
「
下
種
」
の
立
場
に
つ
い
て
聖
人
の
「
本
未
有
善
」、
末
法
は
「
劣
機
の
機
根
」
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
教
学
の
定
義

が
普
遍
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
ぎ
な
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
立
場
を
厳
守
す
る
中
に
於
い
て
、
現
代
に
於
け
る
教
化
と
い

う
現
場
に
於
け
る
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
人
間
の
生
物
的
な
も
の
に
関
わ
る
部
分
に
於
い
て
、
そ
の
有
効
な
教
化
方
法
を
模
索
す
る
必
要

が
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
日
常
的
行
為
を
価
値
づ
け
る
教
化
の
方
法
論
に
現
代
的
意
義
へ
の
検
証
を
行
っ
て
行
け
ば
良
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業

が
主
体
的
に
行
わ
れ
る
中
で
、「
教
化
学
」
の
構
築
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
教
化
学
」
を
基
盤
に
置
い
た
論
法
に
お
い
て
、
聖
人
の
書
簡
に
対
す
る
解
釈
に
不
十
分
な
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
は
肝

に
銘
じ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
「
今
」
に
聖
人
の
書
簡
に
出
会
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
自
身
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
信
仰
の

糧
と
し
た
か
と
い
う
立
場
に
お
い
て
読
ま
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

こ
の
現
代
に
於
け
る
宗
教
の
価
値
観
に
は
、
こ
の
様
な
学
問
的
分
野
に
お
い
て
、
そ
れ
が
と
も
す
る
と
観
念
的
に
陥
り
や
す
い
危
機
感

が
あ
る
。
そ
の
裏
側
に
お
い
て
、
自
己
が
自
己
を
し
て
納
得
し
た
信
仰
と
い
う
も
の
に
お
い
て
、
日
常
の
教
化
活
動
を
営
ん
で
い
る
き
ら

い
が
あ
る
こ
と
は
認
め
た
く
は
な
い
が
遠
か
ら
ず
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
、「
教
学
は
教
化
の
現
場
で
は
通
用
し
な
い
」
・
「
教
学
は
古
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典
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
出
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

自
己
の
研
鑽
を
如
何
に
、
日
蓮
聖
人
的
な
表
現
、
方
法
に
於
い
て
教
化
の
現
場
に
行
か
し
て
ゆ
く
か
を
考
え
る
の
が
「
教
化
学
」
が
必

要
で
あ
る
理
由
で
あ
り
、「
教
学
即
教
化
学
で
あ
る
」
と
い
う
、
本
来
の
聖
人
の
ご
意
志
を
継
承
す
る
為
の
、
将
来
に
向
か
っ
た
試
み
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

立
教
開
宗
七
五
〇
年
を
愈
々
明
年
に
迎
え
る
今
、
こ
れ
ま
で
の
「
お
題
目
総
弘
通
運
動
」
の
検
証
と
共
に
、
次
の
時
代
に
聖
人
の
教
学

が
息
づ
く
土
俵
を
創
る
役
割
が
我
々
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
切
に
思
う
次
第
で
あ
る
。

※
本
稿
は
第
五
四
回
日
蓮
宗
教
学
発
表
大
会
で
発
表
し
た
原
稿
を
加
筆
、
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。


