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研
究
ノ
ー
ト

『
立
正
安
国
論
』
考

 

岩　

田　

親　

靜

は
じ
め
に

　

昨
年
、
現
代
宗
教
研
究
所
の
例
会
で
拙
者
は
「『
守
護
国
家
論
』
考
」
と
題
し
て
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。
本
発
表
は

そ
の
続
編
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
発
表
で
は
、
政
治
と
宗
教
の
関
係
は
、
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
浄
土
教
批
判
に
限
っ

て
で
は
あ
る
が
、
教
学
的
に
は
「
守
護
国
家
論
」
に
く
ら
べ
「
立
正
安
国
論
」
に
は
問
題
が
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
な
ぜ
日

蓮
聖
人
は
「
立
正
安
国
論
」
に
加
筆
を
加
え
る
形
を
取
っ
た
の
か
？
抜
本
的
書
き
換
え
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
は
何
な
の
か
？
と
い
う
趣

旨
の
質
問
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
答
え
つ
つ
、
十
三
世
紀
に
北
条
時
頼
に
上
呈
さ
れ
た
『
立
正
安
国
論
』
の
精
神
を
ど
う
受
け
止
め
、

現
代
に
生
か
す
べ
き
な
の
か
を
模
索
し
て
み
た
い
。

一
、『
立
正
安
国
論
』（
文
応
本
）

　

 

旅
客
来
り
て
嘆
い
て
曰
く
、
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
変
・
地
夭
・
飢
饉
・
疫
癘
、
遍
く
天
下
に
満
ち
、
広
く
地
上
に
迸
る
。

牛
馬
瓜
に
斃
れ
、
骸
骨
路
に
充
て
り
。
死
を
招
く
の
輩
、
す
で
に
大
半
に
超
え
、
こ
れ
を
悲
し
ま
ざ
る
の
族
、
あ
え
て
一
人
も
な
し
。
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右
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
立
正
安
国
論
』（
以
下
『『
安
国
論
』
と
省
略
』
の
冒
頭
で
あ
り
、
現
世
が
当
に
地
獄
の
様
相
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
か
ら
日
蓮
聖
人
は
災
難
の
原
因
を
探
り
始
め
、
謗
法
で
あ
る
法
然
浄
土
教
の
存
在
を
問
題
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
法
然
浄
土
教
を
止
め
な
い
為
政
者
に
『
仁
王
経
』・『
涅
槃
経
』
を
引
用
し
正
法
帰
依
す
る
必
要
を
促
す
の
で
あ
る
。
従
来
、
右
の

『
安
国
論
』
の
構
造
・
思
考
は
日
蓮
特
有
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
末
木
文
美
士
博
士
の
指
摘
に
よ
り
こ
の
点
は
修

正
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
変
わ
っ
て
き
た
。

　

 

邪
法
の
流
行
が
国
家
の
厄
災
を
招
く
の
で
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
論
法
も
、
必
ず
し
も
日
蓮
だ
け
の
特
有
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、『
立
正
安
国
論
』
よ
り
は
遅
れ
る
が
、
真
言
宗
の
心
定
と
い
う
僧
に
『
受
法
用
心
集
』（
一
二
七
〇
）
と
い
う
著
作
が
あ
る
。

（
中
略
）
邪
法
と
は
立
川
流
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
立
正
安
国
論
』
で
日
蓮
が
展
開
し
て
い
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
心
定
が
『
立
正
安
国
論
』
を
読
ん
で
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
同
時
代
に
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
考
え
方
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。（
末
木
文
美
士
『
仏
典
を
よ
む　

死
か
ら
は
じ
ま
る
仏
教
史
』
新
潮
社　

二
〇
〇
九　

二
七
四
・
二
七
五
頁
）

　
「
同
時
代
に
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
考
え
方
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、『
立
正
安
国
論
』
の
問
題
は
、
末
木
博
士
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
一
介
の
無
名
の
僧
侶
が
堂
々
と
政
治
論
を
政
権
の
中
核
に
い
る
政
治
家
に
提
出
し
た１

」
事
実
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
安
国
論
』
は
宿
屋

入
道
を
通
じ
て
前
執
権
北
条
時
頼
に
上
呈
さ
れ
た
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
北
条
時
頼
こ
そ
が
為
政
者
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
時

頼
は
佐
々
木
馨
博
士
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
真
言
密
教
と
臨
済
禅
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
現
実
に
自
身
は
禅
僧
蘭
渓
道
隆
を
師
と
し

て
仏
門
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る２

。
必
ず
し
も
法
然
浄
土
教
を
肯
定
的
に
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
日
蓮
聖
人

は
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

07　岩田.indd   14107　岩田.indd   141 11.7.4   9:43:47 AM11.7.4   9:43:47 AM



現代宗教研究　第44号（2010.3）　　142

　
 

か
つ
て
権
門
寺
院
か
ら
異
端
と
し
て
排
撃
さ
れ
続
け
て
き
た
専
修
念
仏
も
、
日
蓮
の
時
代
に
は
す
で
に
旧
仏
教
と
の
和
解
を
実
現
し
、

幕
府
権
力
と
結
び
付
い
て
体
制
仏
教
化
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
鎌
倉
幕
府
に
対
す
る
日
蓮
の
『
立
正
安
国
論
』
提
出
と
い
う
行
動
は
、

同
時
代
の
政
治
的
・
宗
教
的
権
威
に
対
し
て
、
と
も
に
挑
戦
状
を
た
た
き
つ
け
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
激
し
い
反
発
は
当
然
予
想
さ
れ

た
。
し
か
し
、
日
蓮
は
身
命
を
惜
し
ま
ず
信
念
を
貫
く
実
践
こ
そ
が
、
仏
か
ら
授
け
ら
れ
た
聖
な
る
使
命
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
の

で
あ
る
。（
佐
藤
弘
夫
『
日
蓮
「
立
正
安
国
論
」』
講
談
社　

二
〇
〇
八　

四
九
頁
）

　

右
は
佐
藤
弘
夫
『
日
蓮
「
立
正
安
国
論
」』
の
中
の
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
同
時
代
の
政
治
的
・
宗
教
的
権
威
に
対
し
て
、
と
も

に
挑
戦
状
を
た
た
き
つ
け
た
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
拙
者
は
「『
守
護
国
家
論
』
考
」
で
も
触
れ
た
が
、『
安
国
論
』
の
思
想
か
ら

考
え
れ
ば
、
弾
圧
回
避
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
当
時
の
鎌
倉
の
浄
土
教
に
と
っ
て
『
選
択
集
』
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
そ
の
も

の
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
末
木
文
美
士
『
仏
典
を
よ
む　

死
か
ら
は
じ
ま
る
仏
教
史
』
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

　

 　

ま
ず
、
法
然
批
判
と
い
う
点
を
考
え
て
み
よ
う
。（
中
略
）
し
か
し
、
法
然
が
念
仏
を
説
い
た
と
こ
ろ
か
ら
も
う
半
世
紀
以
上
経
っ

て
い
て
、
日
蓮
当
時
の
厄
災
の
原
因
と
し
て
は
、
や
や
時
代
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
。
当
時
確
か
に
法
然
の
孫
弟
子
の
良
忠
ら
が
積
極
的

に
鎌
倉
で
布
教
を
展
開
し
て
い
た
も
の
の
、
彼
ら
は
む
し
ろ
他
の
流
派
と
協
調
主
義
を
取
り
、
決
し
て
日
蓮
が
言
う
よ
う
な
『
法
華

経
』
を
誹
謗
す
る
態
度
は
取
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
、
念
仏
が
盛
行
し
て
い
た
の
で
な
い
。
今
さ
ら
災
害
の
源
と
し
て
法
然
を
取
り
上

げ
る
日
蓮
の
批
判
は
、
い
さ
さ
か
時
代
錯
誤
で
ピ
ン
ト
が
外
れ
て
い
る
感
じ
が
否
め
な
い
。（
末
木
文
美
士
『
仏
典
を
よ
む　

死
か
ら

は
じ
ま
る
仏
教
史
』
新
潮
社　

二
〇
〇
九　

二
七
八
頁
）
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高
木
豊
「
立
正
安
国
論
再
読
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

専
修
念
仏
者
法
然
房
源
空
の
弟
子
長
西
の
弟
子
で
諸
行
本
願
義
と
呼
ば
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
道
教
房
念
空
が
鎌
倉
仏
教
の
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
鎌
倉
名
越
の
新
善
光
寺
を
拠
点
に
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
鎌
倉
で
の
当
面
の
批
判
の
対
象
が
、
念
仏
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、

当
然
こ
の
念
空
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
念
仏
者
と
の
対
決
が
、
日
常
的
に
展
開
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。『
立

正
安
国
論
』
を
書
い
て
か
ら
念
空
ら
と
の
対
決
が
始
ま
っ
た
の
で
な
く
、
念
空
ら
と
の
対
決
の
続
い
て
い
る
な
か
で
『
立
正
安
国
論
』

が
書
か
れ
た
と
言
う
こ
と
を
無
視
す
る
と
同
書
の
な
か
で
解
き
難
い
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
が
『
立
正
安
国
論
』
の
提
出
の
い
と
で
あ
っ

た
と
い
う
事
を
迂
闊
に
も
見
落
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
が
、
今
老
生
に
は
あ
り
ま
す
。（
髙
木
豊
「
立
正
安
国
論
再

読
」
福
神　

第
一
号　

九
一
頁
）

　

高
木
博
士
は
末
木
博
士
の
「
今
さ
ら
災
害
の
源
と
し
て
法
然
を
取
り
上
げ
る
日
蓮
の
批
判
は
、
い
さ
さ
か
時
代
錯
誤
で
ピ
ン
ト
が
外
れ

て
い
る
感
じ
が
否
め
な
い
。」
の
よ
う
な
批
判
を
推
測
し
、
右
の
よ
う
に
「
念
空
ら
と
の
対
決
の
続
い
て
い
る
な
か
で
『
立
正
安
国
論
』

が
書
か
れ
た
」
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
『
安
国
論
』
以
前
の
遺
文
で
良
忠
・
念
空
の
存
在
に
ふ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。

む
し
ろ
高
木
博
士
は
「
解
き
難
い
問
題
」
を
無
理
矢
理
、
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

末
木
博
士
の
当
時
の
鎌
倉
で
は
「
念
仏
が
盛
行
し
て
い
た
の
で
な
い
」
と
の
指
摘
か
ら
考
え
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
は
専
修
念
仏
批
判
そ
の

も
の
が
弾
圧
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
佐
々
木
馨
博
士
の
指
摘
「
予
想
だ
に
し
な
い
弾
圧
を
加
え

ら
れ
た３

」
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

弾
圧
の
理
由
は
他
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
佐
々
木
博
士
は
鎌
倉
幕
府
が
山
門
派
（
叡
山
）
を
否
定
し
、
寺
門
派

（
三
井
）
を
肯
定
し
た
こ
と
を
述
べ
、
幕
府
が
日
蓮
聖
人
を
山
門
派
と
見
な
し
て
い
た
と
し
て
い
る４

。
ま
た
末
木
博
士
は
『
安
国
論
』
の
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上
呈
を
「
前
代
未
聞
、
驚
天
動
地
の
こ
と５

」
と
指
摘
し
て
お
り
、
思
想
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
な
く
、
行
動
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

　

日
蓮
聖
人
は
『
安
国
論
』
を
上
呈
す
る
相
手
を
北
条
時
頼
と
し
た
。
こ
れ
は
、
実
際
の
社
会
・
政
治
を
実
状
に
合
わ
せ
て
認
識
し
て
い

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
で
法
然
浄
土
教
批
判
は
、
末
木
博
士
の
指
摘
で
は
な
い
が
「
い
さ
さ
か
時
代
錯
誤
で
ピ
ン
ト
が
外
れ
て

い
る
」
す
な
わ
ち
実
状
に
あ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
家
が
政
治
状
況
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
が
ら
、
専
門
と
言
っ
て
よ
い
宗
教

界
の
動
向
、
そ
れ
も
鎌
倉
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
で
の
動
向
を
理
解
し
て
い
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

む
し
ろ
、
日
蓮
聖
人
は
法
然
浄
土
教
批
判
が
「
時
代
錯
誤
で
ピ
ン
ト
が
外
れ
て
い
る
」
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

法
然
浄
土
教
批
判
で
あ
れ
ば
、
為
政
者
の
共
感
を
得
ら
れ
や
す
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
批
判
す
る
べ
き
も
の
を
批
判
し
、

為
政
者
の
信
頼
を
受
け
る
。
そ
の
上
で
、
法
華
経
の
精
神
に
基
づ
く
政
治
を
求
め
る
と
い
う
方
法
を
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
と
考
え
れ
ば
、『
安
国
論
』
は
目
的
を
指
し
示
し
て
い
る
が
、
方
法
・
手
段
の
一
つ
で
し
か
な
い
。）

　

こ
の
点
は
『
安
国
論
』
の
結
論
と
言
わ
れ
る
左
記
の
文
章
の
解
釈
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。

　

 

汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
、
速
か
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
三
界
は
皆
仏
国
な
り
。
仏
国
そ
れ
衰
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
は
破
壊
な
く
ん
ば
、
身
は
こ
れ
安
全
に
し
て
、
心
は
こ
れ
禅
定

な
ら
ん
。
こ
の
詞
、
こ
の
言
、
信
ず
べ
く
崇
む
べ
し
。

　

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
『
安
国
論
』
を
上
呈
し
た
相
手
は
前
の
執
権
北
条
時
頼
で
あ
る
。
汝
が
北
条
時
頼
と
す
る
な
ら
ば
、
為
政
者
が
実

乗
の
一
善
に
帰
す
こ
と
で
、
三
界
は
仏
国
、
十
方
は
宝
土
と
な
り
、
国
土
は
安
穏
に
成
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
安
国
論
』
の
目
的
は
達
成

さ
れ
る
。
身
が
安
全
に
な
る
こ
と
や
、
心
が
禅
定
に
入
る
の
は
結
果
と
し
て
表
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
副
次
的
効
果
で
し
か
な
い
。
故
に
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「
心
は
こ
れ
禅
定
な
ら
ん
」
の
表
現
は
時
頼
の
信
仰
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
浜
島
典
彦
「『
立

正
安
国
論
』
の
受
け
止
め
方
」（『
大
法
輪
』
二
〇
〇
九　

第
七
十
六
巻
第
八
号　

一
一
三
頁
）
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。）

　

ま
た
、
こ
の
文
章
は
従
来
の
仏
教
思
想
か
ら
考
え
る
と
著
し
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
の
思
想
の
特
徴
と
も
言
え
る
箇
所
で

も
あ
る
。

　

奉
仕
を
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
心
の
問
題
で
す
。

　

 「
も
の
ご
と
は
心
に
も
と
づ
き
、
心
を
主
と
し
、
心
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
も
し
も
汚
れ
た
心
で
話
し
た
り
行
な
っ
た
り
す
る

な
ら
ば
、
苦
し
み
は
そ
の
人
に
つ
き
従
う
。
│
車
を
ひ
く
（
牛
）
の
足
跡
に
車
輪
が
つ
い
て
行
く
よ
う
に
。

　

 

も
の
ご
と
は
心
に
も
と
づ
き
、
心
を
主
と
し
、
心
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
も
し
も
清
ら
か
な
心
で
話
し
た
り
行
な
っ
た
り
す
る

な
ら
ば
、
福
楽
は
そ
の
人
に
つ
き
従
う
。
│
影
が
そ
の
か
ら
だ
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
。」（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』）

　

 　

こ
の
趣
意
は
、
心
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
世
の
す
が
た
が
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
見
え
て
く
る
。
そ
う
し
て
心
の
あ
り
方
に
よ
っ
て

万
事
が
か
わ
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。（
中
略
）

　

 　

こ
の
世
の
中
を
、
地
獄
に
す
る
の
も
、
極
楽
に
し
て
く
れ
る
の
も
、
た
だ
心
一
つ
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。（
中
村
元
『
仏
典
の

こ
と
ば　

現
代
に
呼
び
か
け
る
知
恵
』
岩
波
書
店　

二
〇
〇
四　

二
〇
一
・
二
〇
二
頁
）

　

右
は
中
村
元
博
士
の
晩
年
の
作
品
『
仏
典
の
こ
と
ば　

現
代
に
呼
び
か
け
る
知
恵
』
の
文
章
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
心
の
あ
り
方
を
変

え
る
こ
と
で
現
象
世
界
の
認
識
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
安
国
論
』
も
表
現
だ
け
み
る
と
右
の
「
心
の
あ
り
方
を
変
え

る
」
に
似
て
い
る
。
し
か
し
「
汝
」
が
為
政
者
（
北
条
時
頼
）
を
指
す
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
見
方
が
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。
為
政
者
の

「
心
の
あ
り
方
を
変
え
る
」
こ
と
で
現
象
世
界
の
「
認
識
」
を
変
え
る
の
で
は
な
く
、
現
象
世
界
「
そ
の
も
の
」
を
変
え
よ
う
と
し
た
の
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で
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
が
個
人
の
心
を
問
題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
安
国
論
』
は
「
死
を
招
く
の
輩
、
す
で
に
大
半
に
超
え
、
こ
れ
を
悲

し
ま
ざ
る
の
族
、
あ
え
て
一
人
も
な
し
。」
と
多
く
の
人
々
の
苦
し
み
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
底
に
は
言
う
ま
で
も
な

い
こ
と
だ
が
、
民
衆
の
苦
し
み
を
救
い
た
い
と
い
う
「
慈
悲
」
の
精
神
が
あ
る
。『
立
正
安
国
論
』
の
上
呈
は
、
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
の

慈
悲
行
・
利
他
行
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
広
本
と
の
相
違

　

次
に
、
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
『
安
国
論
』（
文
応
元
年　

文
応
本
）
と
後
に
書
か
れ
た
広
本
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

よ
う
。（
広
本
に
関
し
て
は
、
中
尾
堯
文
博
士
に
よ
り
京
都
本
國
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
真
筆
本
で
な
い
こ
と
が
発
表
さ
れ
て

い
る
（
中
尾
堯
文
「『
立
正
安
国
論
』
の
思
想
」（
東
京
都
西
部
教
化
セ
ン
タ
ー
主
催　

連
続
講
座
記
録
「『
立
正
安
国
論
』
を
い
か
に
読

む
か
」　

一
七
五
頁
下
））。
だ
か
ら
と
い
っ
て
真
跡
本
で
な
い
と
断
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
真
跡
本
と
考
え
比
較
す
る
。）

　

こ
こ
で
は
広
本
の
特
徴
的
な
五
点
を
上
げ
て
み
た
い
。（
な
お
広
本
の
本
文
を
《　

》
で
括
っ
て
示
し
た
。）

①　

愛
国
心
の
表
明

　
　

天
照
太
神
・
正
八
幡
は
我
が
国
の
神
、
文
応
本
で
は
そ
の
国
と
表
現
し
た
も
の
が
、「
我
が
国
・
こ
の
地
」
に
な
っ
て
い
る
。

　

 　

諸
仏
・
諸
経
《
・
法
華
経
の
教
主
釈
尊
》・
諸
菩
薩
・
諸
天
《
・
天
照
太
神
・
正
八
幡
》
等
を
も
つ
て
、
捨
閉
閣
賀
《
の
悪
言
》
に

載
す
。

　

 　

そ
の
国
を
侵
逼
し
《
我
が
国
を
侵
し
》、
自
界
叛
逆
し
て
そ
の
地
《
こ
の
地
》
を
掠
領
せ
ば
、
あ
に
驚
か
ざ
ら
ん
や
、
あ
に
騒
が
ざ

ら
ん
や
。

②　

法
華
経
重
視
の
明
確
化
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○
真
言
と
法
華
の
勝
劣
が
加
わ
る
。「
一
乗
の
元
意
を
開
発
せ
ん
」
が
加
わ
る
。

　
 　

法
水
の
浅
深
《
顕
密
の
浅
深
》
を
斟
酌
し
、《
真
言
・
法
華
の
勝
劣
を
分
別
し
》、
仏
家
の
棟
梁
を
崇
重
せ
ん
《
一
乗
の
元
意
を
開
発

せ
ん
》。

　

○
三
説
超
過
と
法
華
最
勝

　

 　

そ
の
上
、《
法
華
経
に
云
く
、「
薬
王
、
今
汝
に
告
ぐ
、
我
が
所
説
の
諸
経
、
し
か
も
こ
の
経
の
中
に
お
い
て
法
華
最
も
第
一
な
り
」

と
。
ま
た
云
く
、「
我
が
所
説
の
経
典
無
量
千
万
億
に
し
て
、
已
に
説
き
今
説
き
当
に
説
か
ん
。
し
か
も
そ
の
中
に
お
い
て
こ
の
法
華

経
最
も
こ
れ
難
信
難
解
な
り
」
と
。
ま
た
云
く
、「
文
殊
師
利
、
こ
の
法
華
経
は
諸
仏
如
来
の
秘
密
の
蔵
な
り
。
諸
経
の
中
に
お
い
て

最
も
そ
の
上
に
あ
り
」
と
。
ま
た
云
く
、「
衆
山
の
中
に
須
弥
山
こ
れ
第
一
な
り
。
衆
星
の
中
に
月
天
子
最
も
こ
れ
第
一
な
り
。
ま
た

日
天
子
の
よ
く
諸
の
闇
を
除
く
が
ご
と
く
、
ま
た
大
梵
天
王
の
一
切
衆
生
の
父
な
る
が
ご
と
く
、
よ
く
こ
の
経
典
を
受
持
す
る
こ
と
あ

ら
ん
者
は
、
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
一
切
衆
生
の
中
に
お
い
て
ま
た
こ
れ
第
一
な
り
」
と
》

③　

諸
宗
批
判

　

○
唯
識
・
真
言
・
三
論
・
華
厳
の
祖
師
を
邪
見
と
し
、
法
然
は
そ
れ
以
上
の
大
邪
見
と
規
定

　

 　
《
具
に
事
の
心
を
案
ず
る
に
、
慈
恩
・
弘
法
の
三
乗
真
実
一
乗
方
便
・
望
後
作
戯
論
の
邪
義
に
も
超
過
し
、
光
宅
・
法
蔵
の
涅
槃
正

見
法
華
邪
見
・
寂
場
本
教
鷲
峰
末
教
の
悪
見
に
も
勝
出
せ
り
。
大
慢
婆
羅
門
の
蘇
生
か
、
無
垢
論
師
の
再
誕
か
。
毒
蛇
を
恐
怖
し
、
悪

賊
を
遠
離
せ
よ
。
破
仏
法
の
因
縁
・
破
国
の
因
縁
の
金
言
）
こ
れ
な
り
。
し
か
る
に
》
人
皆
そ
の
妄
語
を
信
じ
、
悉
く
彼
の
選
択
を
貴

ぶ
。

④　

為
政
者
へ
の
批
判
が
増
加
さ
れ
て
い
る

　
　

仁
王
経
・
大
集
経
の
引
用
文
の
増
加

⑤　

謗
法
者
へ
の
対
応
が
よ
り
厳
し
く
な
っ
て
い
る
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早
く
一
闡
提
の
施
を
止
め
て
《
謗
法
の
根
を
切
り
》

　
 　

夫
れ
釈
迦
の
以
前
の
仏
教
は
そ
の
罪
を
斬
る
と
い
え
ど
も
、
能
仁
《
忍
》
の
以
後
の
経
説
は
す
な
わ
ち
そ
の
施
を
止
む
。《
こ
れ
ま

た
一
途
な
り
。
月
氏
国
の
戒
日
大
王
は
聖
人
な
り
、
そ
の
上
首
を
罰
し
て
五
天
の
余
党
を
誡
む
。
尸
那
国
の
宣
宗
皇
帝
は
賢
王
な
り
。

道
士
一
十
二
人
を
誅
し
て
九
州
の
仏
敵
を
止
む
。
彼
は
外
道
な
り
、
道
士
な
り
、
そ
の
罪
こ
れ
軽
し
。
こ
れ
は
内
道
な
り
、
仏
弟
子
な

り
、
そ
の
罪
最
も
重
し
。
速
か
に
重
科
に
行
え
。》

　

文
応
本
で
は
大
乗
仏
典
を
誹
謗
し
た
こ
と
を
問
題
に
し
た
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
が
、
広
本
は
法
華
経
誹
謗
を
問
題
に
し
て
お
り
、

諸
宗
批
判
の
要
素
も
増
加
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
布
施
を
止
め
る
こ
と
は
、
一
つ
の
方
法
と
す
る
の
み
で
、
罪
科
を
加
え
る
こ
と
を
主
張

し
て
お
り
、
自
身
の
立
場
を
よ
り
明
確
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
章
の
最
後
に
「
な
ぜ
日
蓮
聖
人
は
「
立
正
安
国
論
」
に
加
筆
を
加
え
る
形
を
取
っ
た
の
か
？
抜
本
的
書
き
換
え
を
行
わ
な
か

っ
た
理
由
は
何
な
の
か
？
」
の
質
問
に
対
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

先
に
も
示
し
た
よ
う
に
『
安
国
論
』
の
上
呈
は
、
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
の
慈
悲
行
・
利
他
行
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し

か
し
結
果
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
日
蓮
聖
人
は
『
安
国
論
』
の
提
出
に
よ
り
幕
府
か
ら
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
皮
肉
で
は
あ
る

が
社
会
的
存
在
と
し
て
公
に
認
識
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
日
蓮
聖
人
自
身
の
内
的
構
造
で
あ
る
法
華
経
の
色
読
も
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
、『
安
国
論
』
が
な
け
れ
ば
、『
開
目
抄
』
も
『
観
心
本
尊
抄
』
も
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
が
『
安
国
論
』
に
書
き
加
え
、
訂
正
を
行
っ
た
の
も
理
解
で
き
よ
う
。
法
然
浄
土
教
批
判
と
い
う
教
学
的
面
で

は
『
守
護
国
家
論
』
に
劣
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
身
を
社
会
的
存
在
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
『
安
国
論
』
に

外
な
ら
な
い
。
当
初
は
、
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
目
的
に
対
す
る
手
段
で
あ
っ
た
『
安
国
論
』
が
、「『
安
国
論
』
な
く
し
て
日
蓮
な
し
、
日

蓮
な
く
し
て
『
安
国
論
』
な
し
」
と
い
う
存
在
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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三
、『
立
正
安
国
論
』
の
現
代
的
意
義

　
「『
安
国
論
』
な
く
し
て
日
蓮
な
し
、
日
蓮
な
く
し
て
『
安
国
論
』
な
し
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
安
国
論
』
の
現
代
的
意
義
を

考
え
る
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
な
問
題
と
な
る
。

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
『
安
国
論
』
は
為
政
者
が
正
法
帰
依
す
る
必
要
を
説
く
。
し
か
し
十
三
世
紀
で
は
な
く
、
二
十
一
世
紀
の
日
本
に

生
き
る
我
々
に
と
っ
て
経
文
に
符
合
し
な
い
、
謗
法
で
あ
る
こ
と
が
本
当
に
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
己
の
正
当
性
を
都
合
の
よ
い
経

文
を
集
め
る
こ
と
で
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
意
見
は
か
み
合
わ
な
い
。
ま
た
経
文
と
い
え

ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
り
解
釈
が
異
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
近
年
の
日
本
国
憲
法
の
九
条
解
釈
の
幅
を
み
れ
ば
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

 

東
京
外
国
語
大
学
教
授
の
町
田
宗
鳳
博
士
は
著
書
『
な
ぜ
宗
教
は
平
和
を
妨
げ
る
の
か
』（
講
談
社
＋
α
新
書
）
で

　

 　

一
方
か
ら
見
れ
ば
、
相
手
陣
営
は
邪
悪
で
独
善
的
な
狂
信
集
団
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
も
し
邪
悪
で
独
善
的
な
陣
営

の
中
に
身
を
移
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
こ
に
も
否
定
し
が
た
い
「
正
義
」
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。「
正
義
」
と

い
う
の
は
、
つ
ね
に
身
内
の
理
屈
な
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
が
考
え
る
ほ
ど
に
は
普
遍
性
が
な
い
も
の
と
言
え
る
。

　

右
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
時
、『
安
国
論
』
の
論
理
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
現
代
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
一
方
で
『
安
国
論
』
の
視
点
は
先
に
も
指
摘
し
た
「
現
世
が
当
に
地
獄
の
様
相
で
あ
る
こ
と
」（
危
機
）
に
対
す
る
克
服
法

の
提
示
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
現
代
に
も
通
じ
る
視
点
や
普
遍
性
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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政
治
と
宗
教
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
人
間
社
会
の
重
要
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
千
年
昔
の
古
代
ロ
ー
マ
で
も
、
一
千

五
百
年
昔
の
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
で
も
、
二
十
一
世
紀
の
現
在
で
も
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
政
治
は
社
会
生
活
を

担
当
し
、
宗
教
は
精
神
を
担
当
す
る
の
だ
か
ら
、
精
神
を
担
当
す
る
別
の
こ
と
、
例
え
ば
哲
学
に
興
味
の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
人

間
と
し
て
生
き
る
う
え
で
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。（
中
略
）
つ
ま
り
政
教
分
離
す
る
こ
と
で
、
古
代
ロ
ー
マ
も
ル
ネ

サ
ン
ス
も
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
も
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
ょ
う
と
努
め
、
ま
た
相
当
な
程
度
に
は
成
功
し
て
き
た
の
で
す
。

　
　

 　

し
か
し
こ
れ
以
外
の
時
代
は
、
宗
教
が
政
治
の
分
野
を
侵
し
て
く
る
ん
で
す
ね
。（
中
略
）

　
　

 　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
る
の
か
考
え
て
み
た
の
で
す
が
、
私
ご
と
き
に
解
答
が
得
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
の
は
当
た
り
前
だ

け
ど
、
い
つ
、
何
が
原
因
で
宗
教
の
反
撃
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
の
種
の
現
象
が
起
こ
る
の
か
は
わ
か
る
。
宗
教
の
反
撃
期
に
共
通
し

て
い
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
政
治
が
機
能
し
な
く
な
る
こ
と
。
皇
帝
の
も
の
は
皇
帝
に
、
の
は
ず
な
の
に
、
皇
帝
が
統
治
能
力
を
失

っ
た
の
が
第
一
の
原
因
で
す
。
政
治
が
機
能
し
な
く
な
る
こ
と
、
そ
れ
は
経
済
に
は
ね
返
っ
て
く
る
か
ら
、
生
産
性
は
落
ち
、
イ
ン

フ
レ
は
庶
民
の
生
活
を
直
撃
し
、
経
済
力
の
衰
退
は
安
全
保
障
へ
の
出
費
の
削
減
に
つ
な
が
る
の
で
、
安
全
と
食
の
保
証
と
い
う
人

間
の
二
大
基
本
要
求
を
満
た
せ
な
く
な
る
。
現
実
が
こ
の
惨
状
で
は
、
人
々
は
来
世
に
望
み
を
託
さ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
日
々
の
生

活
で
も
、
強
力
な
何
か
に
す
い
が
り
で
も
し
な
い
と
生
き
て
い
く
力
さ
へ
も
失
っ
て
し
ま
う
。
宗
教
が
猛
威
を
振
る
う
の
は
、
地
獄

は
死
後
の
こ
と
で
は
な
く
、
現
世
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
な
の
で
す
よ
。

　
　
（
中
略
）
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
の
言
葉
で
す
が

　

 　
「
天
国
へ
行
く
最
も
有
効
な
方
法
は
、
地
獄
へ
行
く
道
を
熟
知
す
る
こ
と
で
あ
る
」

　
　

 　

と
知
り
、
そ
の
線
で
生
き
て
い
け
る
人
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
不
安
と
絶
望
の
時
代
で
は
、
地
獄
に
行
く
道
と
は
何
か
を
知

ろ
う
と
も
努
め
ず
、
た
だ
た
だ
天
国
に
行
こ
う
と
願
っ
た
あ
げ
く
が
地
獄
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。（
塩
野
七
生

『
神
の
代
理
人
』
新
潮
社　

四
〇
八
・
四
〇
九
頁
）
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右
は
塩
野
七
生
『
神
の
代
理
人
』
の
メ
イ
キ
ン
グ
で
の
べ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。『
神
の
代
理
人
』
メ
イ
キ
ン
グ
で
は
「
政
治
が
機
能

し
な
く
な
る
」
こ
と
に
よ
り
「
安
全
と
食
の
保
証
と
い
う
人
間
の
二
大
要
求
を
満
た
せ
な
く
な
る
」
結
果
と
し
て
人
々
は
「
強
力
な
何
か

に
す
が
り
」
つ
く
と
の
べ
て
い
る
。

　
『
安
国
論
』
は
、
安
全
と
食
の
保
証
と
い
う
人
間
の
二
大
要
求
を
満
た
せ
な
く
な
っ
た
現
状
を
憂
い
、
そ
の
原
因
を
強
力
な
何
か
に
す

が
ろ
う
と
す
る
精
神
で
あ
る
と
し
、
為
政
者
の
精
神
を
正
す
こ
と
で
政
治
を
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
不
安
と
絶
望
の
時
代
で
は
、
地
獄
に
行
く
道
と
は
何
か
知
ろ
う
と
努
め
ず
、
た
だ
た
だ
天
国
へ
行
こ
う
と
願
っ
た
あ
げ
く
地
獄
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
指
摘
は
、
現
実
を
直
視
し
せ
ず
、
弥
陀
に
す
が
る
浄
土
教
の
イ
メ
ー
ジ
（『
安
国
論
』

「
今
世
に
は
性
心
を
労
し
、
来
生
に
は
阿
鼻
に
堕
せ
ん
」）
と
も
符
号
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
現
代
に
生
き
る
我
々
が
『
安
国
論
』
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
、
た
と
え
現
実
が
ど
ん
な
に
苦
し
く
と
も
「
あ

き
ら
め
な
い
」、
原
因
を
探
り
出
し
、
改
革
を
断
行
す
る
姿
勢
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

鎌
倉
時
代
、
日
蓮
聖
人
は
世
の
乱
れ
（
現
実
・
危
機
）
を
直
視
し
、
為
政
者
（
北
条
時
頼
）
に
宗
教
政
策
の
見
直
し
を
訴
え
る
（
方

法
）
こ
と
で
、
国
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
（
理
想
・
克
服
）
と
考
え
る
な
ら
ば
、
二
十
一
世
紀
の
日
本
に
生
き
る
我
々
は
、
誰
に
何
を

訴
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

現
代
日
本
は
言
う
ま
で
も
な
く
民
主
主
義
国
家
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
為
政
者
は
我
々
民
衆
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
蓮
宗
の
「
立
正

安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
で
は
「
い
の
ち
に
合
掌
」
と
訴
え
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
「
環
境
・
平
和
・
い
の
ち
」
が
守
ら
れ
る
世
界

を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
「
環
境
・
平
和
・
い
の
ち
」
が
守
ら
れ
る
世
界
（
目
的
）
の
獲
得
は
ど
の
よ
う
な
方
法
（
手

段
）
で
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

現
代
社
会
と
宗
教
と
の
関
連
を
考
え
る
場
合
、
注
目
す
べ
き
は
、、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
法
王
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
国
王
で
あ
る
。
自
身
は
対
外
に
避
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
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チ
ベ
ッ
ト
は
民
族
浄
化
や
宗
教
弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
、
実
質
的
に
は
亡
国
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
危
機
に
対
し

て
、
ラ
マ
は
非
暴
力
を
貫
き
、「
愛
と
思
い
や
り
」
を
訴
え
る
こ
と
で
、
宗
教
の
壁
を
越
え
世
界
の
世
論
を
味
方
に
付
け
る
と
い
う
手
段

で
、
自
身
の
帰
国
、
チ
ベ
ッ
ト
の
高
度
な
自
治
権
の
獲
得
と
い
う
目
的
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

ラ
マ
は
「
他
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
々
を
仏
教
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
に
興
味
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
の

壁
を
越
え
世
界
の
世
論
を
味
方
に
付
け
る
た
め
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
結
果
と
し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
フ
ァ
ン
に
な
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の

支
援
者
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
多
い
。

　

宗
教
性
は
あ
る
が
、
積
極
的
布
教
は
行
っ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
者
は
増
え
、
テ
ロ
を
行
う
よ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
帰
国
の
可
能

性
も
高
ま
り
、
ダ
ラ
ム
サ
ラ
は
一
大
観
光
地
と
な
り
、
結
果
と
し
て
亡
命
政
府
な
ら
び
に
民
衆
へ
の
支
援
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
点
を
考
え
た
時
、
我
々
日
蓮
宗
の
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
か
。
昨
年
の
正
法
の
お
盆
号

で
拙
者
自
身
は
、『
安
国
論
』
の
現
代
的
意
義
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
考
え
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。

　
　

 　
『
立
正
安
国
論
』
は
冒
頭
で
、
地
震
・
飢
饉
・
疫
病
な
ど
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
い
の
ち
が
全
う
で
き
な
い
、
納
得
い
か
な
い
死

が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
民
衆
の
苦
し
み
、
悲
し
み
を
理
解
し
、
事
態
を
救
っ
て
い
く
よ
う
な
手
が
打
た
れ
な
い
こ
と
に

怒
り
を
感
じ
た
の
で
す
。（
中
略
）

　
　

 　

上
田
紀
行
『
目
覚
め
よ
仏
教
！
』
の
中
で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
は
上
田
氏
の
「
社
会
的
不
正
に
対
し
て
仏
教
者
は
怒
っ
て
良

い
も
の
な
の
か
。」　

と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
慈
悲
を
も
っ
て
怒
れ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
そ
れ
に
先
だ
つ
こ
と

七
百
五
十
年
前
に
『
立
正
安
国
論
』
を
も
っ
て
幕
府
に
意
見
を
言
い
、
他
者
を
救
わ
ん
と
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
慈
悲
を
以
て
怒
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　

 　

私
た
ち
が
日
蓮
聖
人
の
よ
う
に
生
き
る
と
い
う
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
我
々
一
人
一
人
が
、
自
分
だ
け
で
な
く
相
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手
を
思
い
や
る
。
周
囲
の
人
々
の
苦
し
み
を
想
像
し
、
共
感
す
る
。
そ
の
こ
と
で
、
生
き
や
す
い
社
会
に
な
り
、
結
果
と
し
て
「
い

の
ち
」
を
全
う
し
、
納
得
し
た
死
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
実
現
可
能
で
す
し
、
目
指
す
べ
き
世
界
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

右
の
表
現
は
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
と
題
す
る
も
の
と
し
て
は
、
宗
教
性
が
弱
く
、
積
極
的
布
教
と
は
言
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
分
普
遍
性
が
あ
る
。
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
宗
門
運
動
を
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
構
築
し
つ

つ
自
己
な
ら
び
に
他
者
の
変
革
を
求
め
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
一
教
師
一
社
会
事
業
の
推
進
と
い
っ
て
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。

　

私
自
身
の
体
験
か
ら
言
え
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
人
々
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
や
経
験
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

と
と
も
に
、
精
神
的
な
こ
と
や
宗
教
的
な
こ
と
へ
の
ニ
ー
ズ
に
対
す
る
返
答
を
通
し
て
、
他
者
の
人
生
に
貢
献
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

経
験
そ
の
も
の
が
十
分
に
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
副
次
的
効
果
と
し
て
布
教
と
ま
で
行
か
な
く
て
も
、
宗
教
と
宗
教
者
へ
の
尊
敬
を

獲
得
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

末
木
文
美
士
『
仏
典
を
よ
む　

死
か
ら
は
じ
ま
る
仏
教
史
』
新
潮
社　

二
〇
〇
九　

二
七
六
頁

２　

佐
々
木
馨
『
執
権
時
頼
と
廻
国
伝
説
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
七　

六
六
〜
九
三
頁

３　

佐
々
木
前
掲
書　

一
二
九
頁
に
「
日
蓮
に
と
っ
て
は
、
平
行
線
ど
こ
ろ
か
、
天
台
宗
の
復
興
、
延
暦
寺
の
再
興
を
期
す
「
法
華
経
の
行
者
」
で

あ
る
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
予
想
だ
に
し
な
い
弾
圧
を
加
え
ら
れ
た
。」
と
あ
る
。

４　

佐
々
木
前
掲
書　

一
二
三
〜
一
三
〇
頁

５　

末
木
文
美
士
『
仏
典
を
よ
む　

死
か
ら
は
じ
ま
る
仏
教
史
』
新
潮
社　

二
〇
〇
九　

二
七
六
頁

07　岩田.indd   15307　岩田.indd   153 11.7.4   9:43:48 AM11.7.4   9:43:48 AM




