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幸
福
の
科
学
に
お
け
る
布
教
伝
道

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

内

山

善

行

そ
れ
で
は
、
幸
福
の
科
学
に
お
け
る
布
教
伝
道
、
と
い
う
こ
と
で
発
表
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
約
三
十
分
位
で
、
終
わ
ら
せ
た
い
と
思
い

ま
す
。

内
容
的
に
言
い
ま
す
と
、
本
来
な
ら
ば
正
会
員
か
ら
直
接
話
を
聞
い
て
ま
と
め
る
べ
き
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま

せ
ん
で
、
準
会
員
と
い
う
、
誌
友
会
員
と
言
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
誌
友
会
員
の
話
と
書
物
か
ら
本
発
表
の
内
容
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
、
幸
福
の
科
学
に
お
け
る
布
教
伝
道
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
け
ど
も
、
布
教
と
伝
道
の
違
い

は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
辞
書
で
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
布
教
と
い
う
言
葉
は
主
に
、
仏
教
で
使
う
、
伝
道
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
で
使
わ

れ
て
い
る
、
と
い
う
風
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
小
説
な
ん
か
に
よ
る
と
、
小
川
邦
夫
な
ん
か
だ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
す
る
と

か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
使
い
方
も
し
て
お
り
ま
す
。
大
川
隆
法
は
自
分
で
、
宗
教
を
伝
道
す
る
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
布
教
伝
道
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
致
し
ま
し
た
。
島
薗
進
の
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
新
宗
教
』
と
い
う
本
の
表
を
参
照
し
ま
す
と
、
現

在
一
千
万
人
と
い
う
会
員
の
状
況
で
あ
り
ま
す
。
創
立
後
十
四
年
で
一
千
万
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
特
異
な
存
在
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。
一
九
八
六
年
に
、
た
っ
た
四
人
で
創
立
し
た
の
に
、
三
年
後
に
は
一
万
三
千
人
、
そ
の
十
一
年
後
に
は
一
千
万
人
と
い
う
、

こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
、
ど
ん
な
秘
密
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

で
、
幸
福
の
科
学
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
先
日
、
丸
善
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
幸
福
の
科
学
の
書
籍

コ
ー
ナ
ー
が
置
か
れ
て
、
そ
こ
で
は
、
月
刊
誌
の
「
幸
福
の
科
学
」
が
無
料
で
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
で
も
、

丸
善
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
も
幸
福
の
科
学
の
出
版
物
が
か
な
り
置
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
書
店
に
は
、
日
蓮
宗
関
連
の
書
籍
は
ほ
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と
ん
ど
置
か
れ
て
な
い
と
い
う
状
況
も
目
に
入
り
ま
し
た
。
会
員
は
非
常
に
勉
強
熱
心
で
、
幸
福
の
科
学
の
書
物
は
大
体
読
ん
で
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
か
な
り
の
ペ
ー
ス
で
次
か
ら
次
へ
と
刊
行
さ
れ
る
大
川
隆
法
の
書
物
に
感
動
し
て
入
会
す
る
者
も
か
な
り

多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
会
員
数
が
急
速
に
伸
び
た
の
は
、
出
版
物
に
よ
る
効
果
だ
ろ
う
と
幸
福
の
科
学
の
教
団
で
も
分
析
し
て
い
ま

す
。
会
員
は
、
正
会
員
と
誌
友
会
員
と
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
誌
友
会
員
と
い
う
の
は
月
刊
誌
「
幸
福
の
科
学
」
を
講
読
契

約
し
て
い
る
人
を
言
い
ま
す
。
正
会
員
に
は
、
本
を
十
冊
以
上
と
か
そ
う
い
う
条
件
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
幸
福
の
科
学
の
誌
友
会
員

と
い
う
の
は
、
書
物
を
申
し
込
む
だ
け
で
な
れ
る
と
い
う
、「
幸
福
の
科
学
」
を
申
し
込
む
だ
け
で
な
れ
る
と
い
う
、
二
つ
の
会
員
が
あ

り
ま
す
。
誌
友
会
員
の
中
に
は
、
お
坊
さ
ん
も
か
な
り
い
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
幸
福
の
科
学
の
状
況
を
知
り
た
い
と
い
う
人
も
か
な

り
そ
う
い
う
書
籍
を
取
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
人
達
も
数
に
加
え
ら
れ
て
一
千
万
と
い
う
発
表
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
先
日
、
あ
る
誌
友
会
員
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
、
私
の
会
員
番
号
は
六
千
番
台
だ
っ
て
い

う
風
な
答
え
も
返
っ
て
き
ま
し
た
。「
文
化
庁
」
の
宗
教
年
鑑
平
成
十
四
年
版
を
見
る
と
、
日
本
の
宗
教
信
者
数
が
二
億
一
四
七
五
万
五

四
八
五
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
年
の
文
部
科
学
省
統
計
数
理
研
究
所
の
調
査
推
計
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
の
総
人
口
は
一
億
二

七
二
一
万
四
五
〇
〇
人
で
す
か
ら
、
日
本
の
総
人
口
よ
り
も
宗
教
信
者
数
が
八
七
五
四
万
人
も
多
い
数
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
幸
福
の
科
学
の
一
千
万
人
会
員
数
も
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
急
速
に
発
展
し
た
教
団
の
布
教
方
法

と
教
義
に
つ
い
て
探
っ
て
み
る
こ
と
は
参
考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

全
体
の
流
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、
幸
福
の
科
学
の
教
団
の
歩
み
自
体
が
布
教
で
あ
っ
て
、
教
団
の
歩
み
に
お
い
て
徐
々
に
教
義
が
形
成

さ
れ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
現
代
人
が
聞
き
た
い
こ
と
知
り
た
い
こ
と
を
、
時
代
精
神
に
合
致
し
た
形
で
、
し
か
も

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
巧
み
に
操
作
し
て
人
々
に
伝
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
毎
日
新
聞
社
か
ら

出
版
し
た
『「
幸
福
の
科
学
」
現
象
を
追
う

新
時
代
の
啓
示
宗
教
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
般
書
を
装
っ
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
実
は
、
幸
福
の
科
学
の
宣
伝
を
そ
の
裏
に
込
め
て
出
版
し
て
い
る
と
い
う
状
況
も
伺
わ
れ
ま
す
。
で
ま
あ
、
こ
の
教
団
の
発
展
の



─ ─

秘
密
を
探
っ
て
み
た
結
論
と
し
て
的
確
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
米
山
義
男
と
い
う
人
の
『
幸
福
の
科
学

仏
国
土
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
建

設
』
と
い
う
本
の
中
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
結
論
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。『
幸
福
の
科
学
の
会
員
数
の
飛
躍
的
増

大
は
、
教
団
発
行
の
雑
誌
や
、
書
籍
を
読
む
こ
と
で
、
会
員
に
な
れ
る
と
い
う
手
軽
さ
、
通
常
の
教
団
の
よ
う
に
宗
教
的
な
「
お
勤
め
」

が
な
く
て
、
セ
ミ
ナ
ー
や
研
修
会
で
「
学
習
」
す
る
こ
と
で
信
仰
を
深
め
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
の
ス
マ
ー
ト
さ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
大
々
的
な
宣
伝
戦
略
で
あ
る
。
例
え
ば
、
会
員
数
が
五
六
〇
万
人
に
な
っ
た
九
一
年
に
は
、

年
初
に
出
版
さ
れ
た
「
ア
ラ
ー
の
大
警
告
」「
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
戦
慄
の
啓
示
」
の
宣
伝
に
、
テ
レ
ビ

が
流
さ
れ
た
。
ま
た
幸
福
の

科
学
は
、
こ
の
年
三
月
に
東
京
都
か
ら
宗
教
法
人
の
認
証
を
得
ま
し
た
し
、
七
月
に
は
初
め
て
東
京
ド
ー
ム
を
借
り
切
っ
て
「
ご
生
誕

祭
」
を
実
施
し
て
、
大
川
隆
法
が
地
球
最
高
神
霊
で
あ
る
「
エ
ル
・
カ
ン
タ
ー
レ
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
宣
言
し
ま
し
た
。

そ
の
宣
伝
の
た
め
に
、
首
都
圏
と
関
西
圏
で
幸
福
の
科
学
の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
っ
た
タ
ク
シ
ー
が
走
り
回
っ
て
、
首
都
圏
の
空
に
幸
福
の

科
学
を

す
る
飛
行
船
が
舞
っ
た
。
こ
の
、
宗
教
団
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
突
き
破
る
大
宣
伝
に
は
、
電
通
な
ど
の
大
手
広
告
代
理
店
が
参

加
し
て
、
二
十
億
円
の
広
告
費
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
』
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
こ
う
い
う
こ
と

が
か
な
り
効
果
を
上
げ
て
会
員
数
の
増
大
を
招
い
た
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
以
上
の
結
論
の
元
に
、
教
団
の
歩
み
、
教
義
の
形
成
、
会
員
資

格
な
ど
に
よ
っ
て
、
布
教
と
教
義
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
新
宗
教
、
に
は
三
つ
の
類
型
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
隔
離
型
、
個
人
参
加
型
、
中
間
型
と
い
う
三
つ
の
形
で
、
隔
離
型
と
い

う
の
は
そ
れ
は
統
一
教
会
、
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
、
世
俗
の
職
業
生
活
や
家
族
生
活
を
放
棄
し
て
共
同
生
活
を
送
る
形
。
個
人
参
加
型
と

い
う
の
は
、
個
人
が
好
む
範
囲
で
そ
う
い
う
宗
教
活
動
に
関
わ
っ
て
く
れ
ば
良
い
と
す
る
タ
イ
プ
。
中
間
型
と
い
う
の
は
、
新
宗
教
の
そ

う
い
う
内
容
に
近
い
も
の
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
信
徒
に
よ
る
信
仰
共
同
体
が
存
在
し
て
い
な
が
ら
も
、
共
同
体
は
世
俗
社
会
と
の
繋
が

り
を
持
っ
て
、
世
俗
社
会
の
中
で
理
想
社
会
を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
傾
向
が
あ
る
、
こ
う
い
う
三
つ
の
型
、
で
あ
り
ま
す
。
幸
福
の
科

学
も
、
始
め
は
個
人
参
加
型
の
性
格
が
色
濃
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
段
々
と
教
祖
へ
の
個
人
崇
拝
、
学
習
と
試
験
に
よ
る
昇
進
シ
ス
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テ
ム
、
他
宗
批
判
あ
る
い
は
外
部
と
の
摩
擦
な
ど
を
通
し
て
結
束
力
を
高
め
て
、
中
間
型
の
特
徴
を
強
め
て
き
て
お
り
ま
す
。

大
川
隆
法
の
教
団
の
歩
み
で
す
が
、
最
初
は
、
幸
福
を
科
学
し
て
い
く
と
い
う
、
一
種
の
勉
強
サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
段
々
と
教
学
を
整
え
て
き
て
、
昭
和
六
十
二
年
に
『
大
陽
の
法
』、
と
い
う
教
義
内
容
を
書
い
た
も
の
、
世
界
観
、
歴
史

観
、
人
間
観
を
述
べ
た
本
を
発
刊
し
て
か
ら
、
段
々
と
知
識
人
文
化
人
イ
ン
テ
リ
層
の
会
員
が
増
え
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

だ
け
で
は
会
員
数
を
増
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
自
分
が
い
ろ
ん
な
宗
教
を
謳
っ
て
き
た

の
で
、
霊
的
力
を
導
入
す
れ
ば
会
員
が
増
え
る
と
思
っ
た
の
か
、
奇
蹟
の
力
を
強
く
打
ち
出
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
て
か
ざ
し
と
思
わ
れ

る
病
気
治
し
の
、
方
法
な
ど
も
、
使
っ
て
い
ま
す
。
頭
痛
、
眩
暈
、
喘
息
、
腰
痛
、
リ
ウ
マ
チ
、
心
臓
病
、
胃
腸
の
病
気
な
ど
、
悪
霊
が

つ
い
て
い
る
の
が
主
流
の
病
気
は
、
パ
ワ
ー
を
入
れ
る
か
、
悪
霊
を
取
り
除
い
て
成
仏
さ
せ
る
か
す
れ
ば
、
嘘
の
よ
う
に
三
、
四
分
で
ケ

ロ
ッ
と
治
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
病
気
治
し
の
方
向
に
走
っ
て
、
つ
い
に
は
自
分
が
お

釈
迦
様
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
い
う
こ
と
を
宣
言
。
仏
法
僧
と
は
、
現
代
に
お
い
て
仏
と
は
、
釈
尊
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
大
川
隆

法
、
法
と
は
、
自
分
の
、
教
え
、
僧
と
は
、
幸
福
の
科
学
、
あ
る
い
は
幸
福
の
科
学
の
会
員
、
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
仏
法
僧
と
い
う
こ

と
を
捉
え
て
い
ま
す
。
最
近
の
著
作
の
扉
を
見
る
と
、
大
川
隆
法
は
地
球
系
霊
団
の
最
高
大
霊
で
あ
る
エ
ル
・
カ
ン
タ
ー
レ
と
い
う
も
の

が
地
上
に
下
生
さ
れ
た
存
在
で
、
過
去
、
そ
の
意
識
の
一
部
分
が
、
釈
尊
と
し
て
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
、
そ
の
宇

宙
最
高
神
霊
の
一
部
分
が
宿
っ
た
も
の
で
、
大
川
隆
法
は
そ
の
全
体
、
全
身
全
霊
が
自
分
に
宿
っ
た
本
体
意
識
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

出
版
と
講
演
で
会
員
を
伸
ば
し
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
教
団
の
シ
ス
テ
ム
を
見
ま
す
と
、
受
験
制
度
と
か
研
修
制
度
が
導
入
さ

れ
て
、
会
員
の
中
に
も
、
や
る
気
を
起
こ
し
て
自
分
も
講
師
に
な
ろ
う
、
人
前
で
法
を
説
こ
う
と
い
う
こ
と
で
勉
強
に
励
ん
で
、
そ
の
試

験
を
合
格
す
る
と
、
準
講
師
、
支
部
講
師
、
本
部
講
師
、
応
用
本
部
講
師
登
用
へ
の
道
が
開
け
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

会
員
の
資
格
に
は
、
正
会
員
と
誌
友
会
員
と
二
つ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
正
会
員
と
し
て
入
会
を
希
望
す
る
者
は
ま
ず
、
十
冊
以
上
の
霊
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言
集
と
か
大
川
隆
法
の
著
作
を
読
ん
で
、
そ
の
後
に
入
会
願
書
を
提
出
し
ま
す
。
入
会
願
書
に
は
、
住
所
氏
名
、
職
種
、
役
職
、
と
い
っ

た
あ
り
き
た
り
の
項
目
の
他
に
、
入
会
の
目
的
や
、
入
会
後
の
抱
負
、
所
属
し
て
い
る
宗
教
、
ま
た
宗
教
団
体
で
の
活
動
歴
、
役
職
を
記

入
す
る
欄
が
あ
り
ま
す
。
本
部
で
は
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
内
容
を
審
査
し
て
合
否
を
判
定
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
お
り
ま

し
た
。
正
会
員
に
な
る
た
め
に
は
、
十
冊
読
破
が
必
要
条
件
だ
っ
た
ん
で
、
買
っ
て
読
む
か
読
ま
な
い
か
は
別
と
し
て
、
十
冊
買
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
頭
の
悪
い
人
は
読
ん
で
も
論
文
書
け
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
書
こ
う
と
思
っ
て
十
冊
買
う
、
そ
し
て
、
読
ん
だ

会
員
を
目
当
て
に
ま
た
本
を
出
版
す
る
の
で
、
十
数
冊
の
初
期
の
霊
言
集
と
い
う
の
は
、
確
実
に
販
売
数
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
正
会
員
の
資
格
と
し
て
は
、
講
師
の
道
が
開
か
れ
る
と
い
う
特
典
、
誌
友
会
員
は
、
特
に
そ
う
い
う
資
格
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
誰
で
も
自
由
に
申
し
込
め
る
と
い
う
こ
と
。
正
会
員
の
入
会
金
が
三
五
〇
〇
円
、
月
会
費
が
二
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
誌

友
会
員
は
、
月
会
費
が
一
二
〇
〇
円
で
、
入
会
金
二
〇
〇
〇
円
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
最
近
の
書
籍
を
見
ま
す
と

正
会
員
は
、『
新
・
大
陽
の
法
』
と
い
う
本
を
読
ん
で
入
会
願
書
に
感
想
を
記
入
し
て
会
員
と
し
て
相
応
し
い
と
認
め
ら
れ
た
方
、
あ
る

い
は
、
研
修
会
に
参
加
し
て
そ
う
い
う
経
験
が
あ
り
正
会
員
の
推
薦
を
受
け
た
方
、
こ
の
い
ず
れ
か
一
方
を
満
た
し
た
方
で
、
三
帰
誓
願

式
を
受
け
た
方
、
と
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
、
入
会
に
際
し
て
は
、
最
寄
り
の
、
日
蓮
宗
で
は
寺
院
と
言
い
ま
す
け
ど
幸
福
の
科
学
で

は
精
舎
と
言
っ
て
お
り
ま
す
、
精
舎
の
支
部
、
拠
点
に
お
い
て
三
帰
誓
願
式
に
の
ぞ
む
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
誓
願
式
と

は
、
仏
は
即
ち
大
川
隆
法
総
裁
、
法
は
大
川
隆
法
の
説
く
教
え
、
僧
は
幸
福
の
科
学
の
集
団
あ
る
い
は
そ
の
ル
ー
ル
、
と
い
う
三
つ
に
帰

依
す
る
こ
と
を
誓
う
儀
式
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
幸
福
の
科
学
の
教
義
と
し
て
、
四
正
道
と
か
、
魂
の
構
造
、
こ
う
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
よ
う
な
、
教
え
教
義
に
よ
っ
て
、
教
学
的
な
も
の
は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
複
雑
で
観
念
的

に
し
て
た
だ
信
ず
る
し
か
な
い
よ
う
な
教
義
は
、
幸
福
の
科
学
の
誌
友
会
員
に
と
っ
て
も
理
解
し
が
た
い
よ
う
で
す
。
あ
る
会
員
は
、

『
大
陽
の
法
』
は
難
し
く
て
よ
く
解
ら
な
い
、
で
も
月
刊
誌
の
「
幸
福
の
科
学
」
は
解
り
や
す
い
。
月
刊
誌
「
リ
バ
テ
ィ
ー
」
は
い
い
こ

と
が
書
い
て
あ
る
の
で
毎
月
買
っ
て
読
ん
で
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
渡
辺
昇
一
も
大
川
隆
法
と
の
対
談
の
中
で
、
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『
大
陽
の
法
』
と
い
う
書
物
は
解
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。『
大
陽
の
法
』
自
身
は
難
解
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外

の
大
川
の
本
を
見
て
み
ま
す
と
、
判
り
や
す
い
よ
う
な
文
章
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
大
川
自
身
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
小
学

校
五
年
生
で
も
わ
か
る
よ
う
に
と
思
っ
て
い
つ
も
書
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
た
ら
大
勢
の
人
が
読
ん

で
く
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま
す
。

大
川
隆
法
と
教
団
の
歩
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
と
の
関
係
が
ま
ず
第
一
に
、
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
一
九
八
一
年
の

三
月
に
、
日
興
上
人
か
ら
通
信
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
週
間
か
ら
十
日
ほ
ど
し
て
日
蓮
聖
人
か
ら
通
信
が
始
ま
っ

て
、
自
動
書
記
の
形
で
日
蓮
聖
人
の
霊
と
会
話
を
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
大
川
隆
法
が
日
蓮
聖
人
に
、
私
の
使
命
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
一
体
ど
う
い
う
使
命
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
質
問
を
す
る
と
、
日
蓮
聖
人
は
、「
人
を
愛
し
、
人
を
生
か
し
、
人
を
許
せ
、
人
を
信

じ
、
世
を
信
じ
、
神
を
信
じ
よ
」
と
言
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
一
九
八
五
年
に
は
、『
日
蓮
聖
人
の
霊
言
』
と
い
う
本
を
出
し
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
本
に
よ
り
ま
す
と
日
蓮
聖
人
が
語
る
に
は
、「
あ
な
た
方
が
団
体
を
造
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
の
で
す
。
人
び
と
が

集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
を
誤
っ
て
は
い
け
な
い
。
あ
な
た
方
が
組
織
を
造
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
方
は
ほ
お
っ
て
お
く

の
で
す
。
法
を
広
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
結
果
的
に
人
が
集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。
広
が
る
広
が
ら
な
い
は
ま
か
せ
て
お
け
ば
よ
い

の
で
す
」、
と
い
う
よ
う
な
日
蓮
聖
人
か
ら
の
通
信
が
あ
っ
た
と
、
言
っ
て
い
ま
す
。
第
二
点
と
し
て
、「
こ
れ
か
ら
の
伝
道
形
式
と
し
て

は
、
文
章
に
よ
る
啓
蒙
の
方
向
を
と
っ
て
い
く
。
こ
の
方
法
、
方
向
が
賢
明
で
す
。
あ
ま
り
、
現
象
、
降
霊
現
象
を
や
り
始
め
る
と
、
現

象
の
み
を
求
め
る
人
た
ち
が
後
を
絶
た
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
き
り
が
な
い
こ
と
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
日
蓮
聖
人
の
霊
言
が

あ
っ
た
と
い
う
、
こ
の
日
蓮
聖
人
の
忠
告
に
よ
っ
て
、
幸
福
の
科
学
は
文
章
伝
道
で
い
く
、
と
い
う
活
動
方
針
が
導
き
出
さ
れ
た
と
語
っ

て
い
ま
す
。
幸
福
の
科
学
と
い
う
名
称
は
、
日
蓮
の
霊
言
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
が
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

「
宗
教
で
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
要
は
世
界
の
仕
組
み
を
知
ら
せ
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
び
と
が
幸
福
に
な
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
で

す
。
こ
れ
は
幸
福
科
学
で
あ
り
、
幸
福
へ
の
哲
学
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
幸
福
の
科
学
と
い
う
名
称
が
日
蓮
聖
人
の
霊
言
に
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よ
っ
て
つ
い
た
と
い
う
風
に
言
っ
て
い
ま
す
。
一
九
八
七
年
の
四
月
に
、『
日
蓮
聖
人
霊
示
集
』
と
い
う
本
を
発
刊
し
て
、
会
員
は
日
蓮

聖
人
の
霊
示
集
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
の
悩
み
は
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
以
後
、
個
別
の
相
談
は
受
け
な
い
と
い
う
こ

と
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。

一
九
九
一
年
に
は
会
員
一
五
二
万
人
達
成
と
い
う
こ
と
で
、
東
京
ド
ー
ム
を
借
り
切
っ
て
ご
生
誕
祭
を
実
施
し
て
、
自
分
が
地
球
最
高

神
霊
の
エ
ル
・
カ
ン
タ
ー
レ
で
あ
る
、
そ
し
て
今
世
紀
中
に
日
本
国
民
全
て
を
、
そ
し
て
い
ず
れ
は
全
人
類
を
幸
福
の
科
学
に
入
会
さ
せ

る
の
だ
と
断
言
し
て
お
り
ま
す
。
同
年
九
月
に
フ
ラ
イ
デ
ー
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
件
の
背
後
に
は
幸
福
の
科
学
を

脱
退
し
た
元

の
信
者
達
が
、
マ
ス
コ
ミ
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
部
分
を
暴
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
九

四
年
ぐ
ら
い
か
ら
、
他
宗
教
批
判
と
い
う
も
の
が
始
ま
り
ま
す
。
一
千
万
団
体
の
社
会
的
使
命
と
し
て
、
幸
福
の
科
学
以
外
の
宗
教
や
宗

派
は
邪
教
と
見
な
し
て
、
そ
の
矛
先
は
、
創
価
学
会
、
オ
ウ
ム
真
理
教
、
統
一
教
会
、
コ
ス
モ
メ
イ
ト
（
現
ワ
ー
ル
ド
メ
イ
ト
）、

、
エ
ホ
バ
の
証
人
に
向
け
ら
れ
て
、
他
宗
批
判
を
行
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
実
地
に
調
査
し
た
結
果
で
は
な

く
し
て
、
全
て
報
道
に
よ
れ
ば
な
ん
と
か
と
い
う
こ
と
で
他
宗
批
判
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
問
題
で
は
な
い
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。

教
団
の
主
な
収
入
源
は
大
川
の
出
す
単
行
本
で
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
連
発
し
て
、
一
九
九
五
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
高
額
納
税
番
付
で

全
国
七
十
七
位
に
ラ
ン
ク
入
り
し
て
、
税
額
は
三
億
五
二
九
七
万
円
、
宗
教
家
と
し
て
は
ト
ッ
プ
で
、
著
書
は
一
九
九
四
年
一
年
間
で
八

五
〇
万
部
も
売
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
あ
教
義
に
お
け
る
問
題
例
と
し
て
は
、
生
物
学
的
な
観
点
か
ら
三
点
、
現
代
生
物
学
と
は
違
う
内
容
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
ち
ょ
っ

と
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
創
価
学
会
批
判
を
し
て
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
が
本
宗
批
判
に

通
じ
る
よ
う
な
内
容
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
見
逃
せ
な
い
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
反
撃
体
制
を
我
々
は
、
整
え
て
お
か
な
き
ゃ

な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
な
点
が
あ
り
ま
す
。
四
点
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
そ
の
一
番
目
は
、「
創
価
学
会
が
依
っ
て
立
つ
日
蓮
。
日
蓮
が

依
っ
て
立
つ
天
台
本
覚
思
想
。
そ
の
思
想
が
、
仏
法
真
理
に
反
し
て
全
く
の
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
多
く
の
人
々
の
迷
妄
の
霧
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を
晴
ら
し
た
い
と
考
え
る
。
日
蓮
の
最
大
の
主
張
で
あ
る
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
れ
ば
救
わ
れ
る
、
即
身
成
仏
で
き
る
と
い
う
考
え

も
、
成
仏
を
安
易
に
考
え
る
天
台
本
覚
思
想
に
完
全
に
毒
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
最
澄
か
ら
始
ま
っ
た
天
台
本
覚
思
想
が
日

本
の
仏
教
を
駄
目
に
し
た
最
大
の
毒
水
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
澄
を
最
も
尊
敬
し
教
学
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
主
張
し
た
日
蓮
は
間
違
っ
て
い

る
と
、
本
覚
思
想
か
ら
日
蓮
批
判
を
行
っ
て
い
る
点
が
あ
り
ま
す
。
本
覚
思
想
は
天
台
大
師
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
批
判

も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
田
村
芳
郎
教
授
の
、
鎌
倉
新
仏
教
調
査
の
研
究
を
読
み
ま
す
と
、
そ
の
萌
芽
と
い
う
も
の
は
空
海
に
あ
る
し
、

ま
た
、
最
澄
も
そ
の
萌
芽
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
覚
思
想
が
基
盤
を
固
め
た
の
は
、
円
喜
、
円
珍
か
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述

べ
て
お
り
ま
す
。
二
番
目
の
点
、「
日
蓮
は
言
う
、
法
華
経
こ
そ
が
正
し
い
教
え
な
の
だ
。
法
華
経
、
こ
れ
は
最
後
の
最
勝
の
教
え
で
、

こ
れ
を
説
く
た
め
に
今
ま
で
方
便
の
教
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
は
な
い
。
仏
と
法
華
経
と
を
比
べ
る
と
、
法
華
経
は
釈
尊

の
父
母
で
あ
り
、
法
華
経
の
方
が
、
釈
尊
よ
り
尊
い
の
だ
と
い
う
、
と
、
こ
う
生
前
の
日
蓮
は
平
気
で
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
と
法
の

順
序
を
間
違
っ
て
い
る
。
日
蓮
の
仏
教
理
解
は
極
め
て
歪
ん
だ
間
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
一
事
を
も
っ
て
証
明
で
き
る
。

ま
さ
に
三
宝
の
順
を
弁
え
ぬ
、
邪
義
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
風
に
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
元
来
、
日
蓮
の
説
い
た
南
無
妙

法
蓮
華
経
の
唱
題
は
、
せ
い
ぜ
い
人
々
を
信
仰
心
に
目
覚
め
さ
せ
る
段
階
、
す
な
わ
ち
信
解
脱
の
段
階
、
五
次
元
程
度
の
覚
り
に
し
か
導

け
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
文
盲
の
人
の
多
い
時
代
に
と
ら
れ
た
緊
急
避
難
的
な
方
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
題
目
だ
け
で
即
身
成
仏

な
ど
、
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
煩
悩
を
絶
つ
力
す
ら
な
い
の
で
あ
る
」。
ま
た
、「
お
題
目
が
一
念
三
千
と
は
笑
止
千
万
。
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
は
、
泥
沼
に
咲
く
あ
の
蓮
の
華
の
よ
う
な
清
ら
か
な
正
し
い
教
え
に
帰
依
し
ま
す
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
文
句

を
唱
え
れ
ば
救
わ
れ
る
な
ど
と
は
釈
尊
は
た
だ
の
一
度
も
言
っ
て
い
な
い
。
こ
ん
な
文
句
を
百
万
回
唱
え
た
と
こ
ろ
で
心
の
修
行
に
な
ら

な
い
こ
と
は
、
常
識
あ
る
人
間
で
あ
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
」。
創
価
学
会
に
向
け
た
発
言
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
ま
た
、
本
宗

に
対
す
る
攻
撃
に
も
繋
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
す
る
反
撃
体
制
を
我
々
は
整
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
思
い
ま
す
。
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今
後
の
我
々
に
と
っ
て
の
課
題
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
教
義
の
内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、
大
川
隆
法
の
個
人
的
魅
力
と
い
う
も
の
が

か
な
り
大
き
い
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
入
会
申
込
書
に
は
、「
本
会
の
研
究
対
象
は
、
宗
教
、
哲
学
、
政
治
、
経
済
、
心
理
、
医

療
、
健
康
、
芸
術
、
歴
史
、
文
学
、
国
際
問
題
、
科
学
、
教
育
な
ど
、
一
切
の
学
問
領
域
を
超
え
た
領
野
で
あ
り
、
人
間
精
神
の
向
上
と

発
展
を
課
題
の
中
心
と
す
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
川
は
博
学
多
識
に
し
て
、
そ
の
教
養
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て

い
て
、
そ
の
講
演
の
声
を
聞
き
ま
す
と
、
明
る
く
て
テ
ン
ポ
が
あ
っ
て
、
話
し
ぶ
り
は
滑
ら
か
で
淀
み
が
な
い
よ
う
な
感
じ
を
受
け
ま

す
。
そ
し
て
、
教
え
を
説
く
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
楽
し
ん
で
法
を
説
い
て
る
か
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
山
折
哲
雄
は
そ
の
よ
う
な
大
川

隆
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。「
我
々
の
周
辺
に
は
、
オ
ド
オ
ド
し
た
教
師
達
、
信
念
の
な
い
政
治
家
た
ち
、
そ
し
て

金
儲
け
に
狂
奔
す
る
経
済
人
た
ち
が
、
何
と
う
よ
う
よ
し
て
い
る
こ
と
か
。
そ
ん
な
中
で
、
俺
こ
そ
は
仏
陀
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
称
す

る
人
物
は
、
た
と
え
胡
散
臭
い
匂
い
を
周
囲
に
発
散
し
て
い
よ
う
と
も
、
一
陣
の
冷
風
を
吹
き
付
け
る
稀
な
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
我
々
教
師
の
中
に
、
教
え
を
説
く
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
楽
し
ん
で
法
を
説

い
て
い
る
者
が
ど
れ
く
ら
い
い
る
で
し
ょ
う
か
。
心
に
は
折
伏
精
神
を
抱
き
つ
つ
、
摂
受
的
立
場
に
立
っ
て
、
イ
ン
テ
リ
層
及
び
一
般
大

衆
の
広
い
層
に
ま
た
が
る
者
た
ち
に
文
章
を
通
し
て
働
き
か
け
、
知
的
満
足
を
与
え
、
信
仰
に
導
い
て
い
く
よ
う
な
、
幸
福
の
科
学
の
布

教
体
制
は
、
本
宗
教
師
に
と
っ
て
考
察
の
余
地
が
あ
り
、
今
後
の
一
つ
の
課
題
と
な
る
と
思
い
ま
す
。

の
平
成
十
年
の
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
若
年
層
、
中
年
層
、
高
年
層
、（
若
年
層
は
十
六
歳
か
ら

二
十
九
歳
、
中
年
層
は
三
十
歳
か
ら
四
十
九
歳
、
そ
し
て
高
年
層
は
五
十
歳
以
上
）
そ
の
全
て
の
年
齢
層
で
、
信
仰
と
か
、
信
心
と
い
う

も
の
が
急
減
し
て
い
ま
す
。
霊
的
な
精
神
世
界
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
と
し
て
は
、
若
年
層
が
中
年
層
と
か
高
年
層
を
上
回
っ
て
い
る
、

と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
若
年
層
が
霊
的
な
精
神
世
界
に
対
し
て
一
番
興
味
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
結
果
が
出
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
調
査
を
も
と
に
、
今
我
々
は
、
信
仰
心
が
欠
落
し
つ
つ
あ
る
現
今
の
人
び
と
に
ど
の
よ
う
な
布
教
方
法
が
有
効
な
の
か
、

ま
た
霊
的
な
精
神
世
界
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
者
が
多
い
若
年
層
に
対
し
て
霊
山
浄
土
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
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も
、
今
後
の
布
教
の
課
題
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
大
雑
把
に
述
べ
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
教
義
的
な
も
の
に
関
し
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
の
中
を
読
ん
で
も
ら
え
ば
、
面
倒
な
内
容

で
す
け
れ
ど
も
、
大
川
隆
法
は
多
分
、
小
学
校
の
頃
か
ら
、
父
親
か
ら
教
育
を
受
け
て
き
た
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
が
重
な
っ
て
、
こ
う

い
う
も
の
を
作
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。


