
日
蓮

聖

人

に

お

け

る
謗

法

観

―
―
道
元
禅
師
と
の
比
較
に
お
い
て
―
―

日
蓮
聖
人

に
お
い
て
、　
謗
法
は

妙
法
五
字
の
人
格
性

・
歴
史

性
Ｄ
に
背
く
と
い
う
こ
と
が
そ
の
大
前
提
に
な
る
。
そ
の
前
提
よ

り
聖
人
の
謗
法
概
念
を
四
つ
に
分
類
し
、
そ
の
中
の

「信
の
姿
に

お
け
る
不
信

（謗
法
Ｙ
＝
法
華
経
を
知
り
信
じ
な
が
ら
も
弘
法
し

な
い
も
の
、
謗
法
者
を
せ
め
な
い
も
の
」
の
追
求
が
、

「受
持
の

究
極
的
帰
結
と
し
て
の
色
読
」
に
つ
な
が
る
重
要
な
意
義
を
有
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
拙
稿

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
謗
法
観
の

一

考
察
」
②
に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
そ
う

い
っ
た
聖
人
に
お
け
る
謗
法
観
の
特
殊
性
を
、
他
の
祖
師
に
お
け

る

「
謗
法
」
あ
る
い
は

「
罪
」
と
い
う
も
の
と
の
比
較
に
お
い
て

一
層
浮
き
彫
り
に
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
道
元
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
道
元
が
あ
の
鎌
倉
の
波
瀾

に
み
ち
た
武
家
社
会
等
の
闘
争
あ
る
い
は
災
害
と
い
う
歴
史
的
時

有

友

代
背
景
に
お
い
て
、
聖
人
と
並
び
存
し
た
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た

『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て

『法
華
経
』
が
約
七
十
箇
所
も
引

用
さ
れ
③
、

『
法
華
経
』
を
最
高
の
経
典
と
し
て
評
価
し
て
い
る

と
い
う
、
こ
の
主
な
二
点
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
奇
し
く
も
、
道

元
示
寂
の
年

（建
長
五
＝

一
二
五
三
年
）
は
、
日
蓮
聖
人
が
清
澄

寺
持
仏
堂
の
南
面
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
自
己
の
所
信
を
表
明
さ

れ
た
年
で
あ

っ
た
０
。
斯
く
な
る
道
元
と
聖
人
と
の
比
較
に
よ

っ

て

「
聖
人
に
お
け
る
謗
法
観
」
の

一
層
の
理
解
を
求
む
る
べ
く
以

下
論
を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

一

ま
ず
最
初
に
、
道
元
の
教
義
の
特
徴
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
て

み
よ
う
。
道
元
の
そ
れ
は
坐
禅
を
彼
の
生
命
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ

本寸

伸
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る
。

『
弁
道
話
』
の
冒
頭
に
は
、

諸
仏
如
来
、
と
も
に
妙
法
を
単
伝
し
て
、
阿
褥
菩
提
を
証
す

る
に
、
最
上
無
為
の
妙
術
あ
り
。
こ
れ
た
だ
、
ほ
と
け
仏
に

さ
づ
け
て
よ
こ
し
ま
な
る
こ
と
な
き
は
、
す
な
は
ち
自
受
用

三
昧
、
そ
の
標
準
な
り
。
こ
の
三
味
に
遊
化
す
る
に
、
端
坐

参
禅
を
正
門
と
せ
り
０
。

と
述
べ
、
坐
禅
は
諸
仏
の
境
地
た
る
自
受
用
三
昧
の
顕
証
を
意
味

す
る
と
し
、
只
管
打
坐
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
只
管

打
坐
を
勧
め
る
の
は
、
そ
れ
が
諸
仏
の
道
を
行
ず
る
行
仏
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
そ
の
坐
禅
は
そ
の
ま
ま
仏
の
境
地
を

修
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
修
と
い
っ
て
も
証
と
異
な
ら
ず
、
修
と

証
と
は
因
果
の
関
係
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
修
証
は
同
時
の
事

件
を
仮
り
に
因
果
に
配
し
て
呼
ん
だ
だ
け
で
、
対
立
を
止
揚
し
て

い
る
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
を

『
弁
道
話
』
で
は

「
修
証
こ
れ

一
等
」
と
述
べ
、
修
を
証
上
の
修
と
い
い
、
悟

っ
て
い
る
ま
ま
に

打
坐
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
初
心
の
坐
禅
で
も
本
証
の
全
体

が
顕
わ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
⑥
。

こ
の
よ
う
に
道
元
は
只
管
打
坐
、
修
証

一
如
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
道
元
が
ど
の
よ
う
な
謗
法

（罪
悪
）
観
を
も

っ
て

い
る
の
か
、
そ
の
叙
述
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
道
元
は

『
伝
衣
』
の
巻
で

仏
言

「
殺
父
殺
母
は
懺
悔
し
つ
べ
し
、
謗
法
は
懺
悔
す
べ
か

ら
ず
」
⑦

と
述
べ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
謗
法
が
重
科
で
あ
る
と
認
め
て
い
る

こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、

「謗
法
」
の
語
句
の
用
例
は
、

日
蓮
聖
人
の
御
遺
文

（真
蹟
存
在
）
中
に
お
い
て
四
十
有
余
編
、

二
百
有
余
箇
所
に
及
ぶ
こ
と
と
比
較
し
た
場
合
に
は
、
道
元
に
お

け
る
そ
れ
は

『
正
法
眼
蔵
』
を
披
閲
す
る
限
り
に
お
い
て
は
少
な

い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
旦
つ
ま
た
、
そ
の
中
で
も
、
ど
う
い

っ
た
行
為
を
謗
法

・
堕
獄
あ
る
い
は
罪
等
と
見
倣
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
の
叙
述
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
と
に

つ
い
て

『
正
法
眼
蔵
』
よ
り
抽
出
し
、
分
類
し
な
が
ら
、
そ
の
特

徴
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
謗
法

・
謗
仏
の
二
種
を
あ
げ
る
と
、
謗
法
に
つ
い
て
は
、

Ａ
、
因
果
を
撥
無
す
る
こ
と

（
『
三
時
業
』
③
）

Ｂ
、
仏
法
を
孔
老
外
道
の
教
と
同

一
視
す
る
こ
と
（
『
仏
教
』
⑨

『
四
禅
比
丘
』
⑩
）

Ｃ
、
自
己
の
無
上
菩
提
を

う
や
ま
わ
な
い
こ
と

（
『
礼
拝
得

髄
』
①
）

Ｄ
、
諸
仏
の
三
昧
、
無
上
の
大
法
を
む
な
し
く
坐
し
て
な
す
と

こ
ろ
な
し
と
思
う
こ
と

（
『
弁
道
話
』
⑫
）

謗
仏
に
つ
い
て
は
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Ｅ
、
無
聞
の
と
が

（
『
四
禅
比
丘
』
⑬
）

が
あ
げ
ら
れ
る
。
次
に
地
獄
あ
る
い
は
悪
道
、
悪
趣
に
堕
す
と
こ

ろ
の
業
因
に
つ
い
て
は

Ｆ
、
因
果
を
撥
無
す
る
こ
と

（
『深
心
因
果
』
⑭
）

抄
』
の第

六
焦
熱
地
獄
者
、
大
叫
喚
地
獄
の
下
に
あ
り
。
…
…
業
因

を
云
者
、
殺
生

・
楡
盗

・
邪
媛

・
飲
酒

・
妄
語
の
上
、
邪
見

と
て
因
果
な
し
と
い
う
者
此
中
に
堕
べ
し
。
…
…
総
じ
て
因

果
を
し
ら
ぬ
者
を
邪
見
と
申
。
　
公
一五

こ

と
い
う
文
で
あ
る
。
即
ち
、
撥
無
因
果
を
邪
見
と
見
倣
す
と
こ
ろ

が
そ
の
類
似
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
因
果
、
三
時
の
業

報
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｂ
の

「
仏
法
を
孔
老
外
道
の
教
と

同

一
視
す
る
こ
と
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
即
ち

『
仏
教
』
の
巻
に

孔
老
の
教
は
、
わ
づ
か
に
聖
人
の
視
聴
を
大
地
乾
坤
の
大
象

に
わ
き
ま
ふ
と
も
、
大
聖
の
因
果
を

一
生
多
生
に
あ
き
ら
め

が
た
し
。
…
…
お
ほ
よ
そ
孔
老
の
教
の
仏
教
よ
り
も
劣
な
る

こ
と
、
天
地
懸
隔
の
論
に
お
よ
ば
ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
み
だ

り
に

一
揆
に
論
ず
る
は
、
謗
仏
法
な
り
、
謗
孔
老
な
り
。

と
説
き
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
三
時
に
わ
た
る
因
果
の
法
を
わ
き
ま

え
て
い
な
い
孔
老
の
教
と
仏
教
と
を
同

一
視
す
る
こ
と
を
謗
法
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
聖
人
が

『
開
目
抄
』
に
、

此
等
の
賢
聖
の
人
々
は
聖
人
な
り
と
い
え
ど
も
、
過
去
を
し

ら
ざ
る
こ
と
凡
夫
の
背
を
み
ず
、
未
来
を
か
が
教
ざ
る
こ
と

盲
人
の
前
を
み
ざ
る
が
ご
と
し
。

（五
三
ユＣ

ｅ…
‥
外
典
外

道
の
四
聖
三
仙
、
其
名
は
聖
な
り
と
い
え
ど
も
実
に
は
三
惑

三
時
の
業
報
の
理
を
な
ら
い
あ
き
ら
め
な
い
こ

と

（
『
三
時
業
』
⑮
）

善
悪
を
撥
無
す
る
こ
と

（
『
三
時
業
』
⑬
）

一一―
―
の
邪
見

Ｇ
、
破
戒

（
『
袈
裟
功
徳
』
⑫
）

等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た

Ｈ
、
お
そ
れ
、
愛
欲
心
を
悪
と
し

（
『
四
禅
比
丘
』
⑬
）

Ｉ
、
つ
め
を
な
が
く
す
る
こ
と

（
『
洗
浄
』
⑩
）
、
お
も
て
を

あ
ら
わ
な
い
こ
と

（
『
洗
面
』
⑩
）
を
罪
と
し
て
い
る
。

以
下
、
右
に
掲
げ
た
各
項
に
お
い
て
聖
人
と
比
較
し
、
そ
の
類

似
点
、
相
違
点
を
明
確
に
し
て
い
こ
う
。

二

先
ず
、
Ａ

ｏ
Ｆ
に
お
け
る

「撥
無
因
果
の
謗
法

・
邪
見
」
、
コ

一

時
の
業
報
を
な
ら
い
あ
き
ら
め
な
い
こ
と
の
邪
見
」
、

「善
悪
を

撥
無
す
る
こ
と
の
邪
見
」
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
聖
人
に
も
類

似
し
た
文
章
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

『
顕
謗
法

|
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未
断
の
凡
夫
、
其
の
名
は
賢
な
り
と
い
え
ど
も
実
に
因
果
を

弁
ざ
る
事
嬰
兄
の
ご
と
し
。

（五
三
八
）

と
述
べ
ら
れ
、
孔
老
等
の
外
道
が
因
果
を
弁
え
て
い
な
い
と
説
か

れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
類
似
し
て
い
る
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
道
元
の

「
邪
見
を
謗
法
と
見
倣
す
論
理
」

（Ａ
と
Ｆ
と
の
照
合
に
よ

っ
て

明
ら
か
）
と
聖
人
の
い
わ
れ
る

「謗
法
」
が
同
義
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は

『
顕
謗
法
抄
』
の
第

一
の

八
大
地
獄
の
因
果
を
明
か
す
段
、
そ
し
て
次
の
無
間
地
獄
の
因
果

の
軽
重
を
明
か
す
段
の
文

（
二
四
七
～
二
五
六
）
に
お
い
て
地
獄

と
い
う
も
の
を
尺
度
と
し
て
比
較
し
て
み
る
と
明
確
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
即
ち
、
聖
人
が
謗
法
を
無
間
地
獄

へ
堕
す
と
こ
ろ
の
極
重

罪
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
道
元
が
謗
法
堕
獄
の
業
因
の

一
つ
と

し
て
あ
げ
た

「
撥
無
因
果
の
邪
見
」
等
は
聖
人
に
お
い
て
は
、
第

六
の
焦
熱
地
獄

へ
の
堕
獄
の
業
因
に
と
ど
ま
る
も
の
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て

『
四
禅
比
丘
』
の
巻
に
優
婆
毬
多

の
弟
子
の

一
比
丘
の
例
を
あ
げ
、
四
禅
を
四
果
と
思
う
こ
と
の
邪

見
を
謗
仏
謗
法
と
し
て
い
る
④
こ
と
も
、
聖
人
に
お
け
る
謗
法
観

か
ら
す
れ
ば

次
元
の
か
な
り

異

っ
た

も
の
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。次

に
Ｃ
に
つ
い
て
、

『
礼
拝
得
髄
』
の
巻
に

如
来

ノ
正
法
ヲ
伝
来

シ
、
菩
薩
ノ
大
心
フ
オ
コ
サ
ン
、
タ
ン

ノ
ウ
ヤ
マ
ハ
ザ
ル
カ
ア
ラ
ン
。
コ
レ
ヲ
ウ
ヤ
マ
ハ
ザ
ラ
ン
ハ
、

オ
ノ
ン
ガ
オ
カ
シ
ナ
リ
。
オ
ノ
レ
ガ
無
上
菩
提
ヲ
ウ
ヤ
マ
ハ

ザ
レ
バ
、
謗
法
ノ
愚
痴
ナ
リ
。

と
あ
る
の
は

『弁
道
話
』
に

「
わ
れ
ら
も
と
よ
り
無
上
菩
提
か
け

た
る
に
あ
ら
ず
」
②
と
説
き
、
あ
る
い
は

「
人
み
な
般
若
の
正
種

ゆ
た
か
な
り
、
た
だ
承
当
す
る
こ
と
ま
れ
に
、
受
用
す
る
こ
と
い

ま
だ
し
き
な
ら
し
」
④
と
し
、
人
間
の
本
質
が
仏
性
そ
の
も
の
で

あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
聖
人
が

末
法
の
衆
生
を
本
未
有
善
た
る
逆
謗
の
機
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人

間
観
と
大
い
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
Ｅ
の
謗
仏
と
し
て
の

「無
間
の
と
が
」
に
つ
い
て
は
、

『
四
禅
比
丘
』
の
巻
に

こ
れ
無
聞
の
と
が
に
よ
れ
り
。
師
に
つ
か
え
ず
、
く
ら
き
に

よ
れ
る
と
が
な
り
②
。

『発
菩
提
心
』
の
巻
に

正
師
に
あ
は
ざ
れ
ば
正
法
を
き
か
ず
、
正
法
を
き
か
ざ
れ
ば

お
そ
ら
く
は
因
果
を
撥
無
し
、
解
脱
を
撥
無
し
、
三
宝
を
撥

無
し
、
三
世
等
の
諸
法
を
撥
無
す
④
。

と
あ
り
、
正
師
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
か
ら
、
正
師
の
教
え
を
聞

く
こ
と
が
聞
法
の
前
提
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
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こ
れ
は
聖
人
が

『
報
恩
抄
』
で
、

天
台
大
師
の
専
ら
経
文
を
師
と
し
て

一
代
の
勝
劣
を
か
ん
が

へ
し
が
ご
と
く
、　
一
切
経
を
開
き
み
る
に
、
涅
槃
経
と
申
経

に
云
、
依
レ
法
不
レ
依
レ
人
等
云
云
。
　
２

一
九
四
）

と
述
べ
ら
れ
、
経
文
を
師
と
し
、
仏
を
除
い
た
普
賢

・
文
殊
師
利

菩
薩
乃
至
諸
の
人

師
等
を

不
依
人
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る

こ
と

と
、
全
く
相
反
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
Ｇ
の

「
破
戒
」
は
堕
獄
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、

『
受
戒
』
の
巻
に

西
天
東
地
、
仏
祖
相
伝
し
き
た
れ
る
処
、
か
な
ら
ず
入
法
の

最
初
に
受
戒
あ
り
。
戒
を
う
け
ざ
れ
ば
い
ま
だ
諸
仏
の
弟
子

に
あ
ら
ず
、
祖
師
の
児
孫
に
あ
ら
ざ
る
な
り
④
。

此
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
う
け
ざ
る
祖
師
、
い
ま
だ
あ
ら
ず
ｏ
必

ず
受
持
す
る
な
り
④
。

『
出
家
』
の
巻
に

お
ほ
よ
そ

無
上
菩
提
は
、　
出
家
受
戒
の
と
き
満
足

す
る
な

り
④
。

と
し
、
戒
を
仏
道
の
根
本
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
聖
人
に
お
い
て
は

『
祈
蒔
抄
』
に

「
戒
徳
は
備

へ
ず

と
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
さ
ば
必
守
護
し
給
べ
し
。
…
…
正
像

既
に
過
ぬ
れ
ば
持
戒
は
市
の
中
の
虎
の
如
し
」
（
六
七
九
）
、
『
富

木
入
道
殿
御
返
事
』
に

「
伝
教
大
師
の
市
の
虎
事
思
合
す
べ
し
」

（
一
五
九

一
）
と
あ
る
よ
う
に
末
法
無
戒
で
あ
り
、

『
本
尊
抄
』

に

末
法
が

謗
趾
ξ
申

悪
機
ナ虻
〓ル
之
フ

免

一
地
涌
舌
各
天
菩
薩
フ・

寿
且里
口巾席

じ
ィ

が

法
蓮
藩
シ

ユ
字
フ一令
メゆ
マ夢

尊
ぽ
」

末
生
．・

也
。

（
七

一
六
）

と
示
さ
れ
る
が
如
く
、
末
法
な
る
が
故
に
、
妙
法
五
字
の
受
持
を

強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
背
く
も
の
を
謗
法
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
道
元
が
受
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
戒
は
三
衆
浄

戒

・
十
重
禁
戒
で
あ
る
が
、
そ
の
十
重
禁
戒
の
第
十
の

「
不
謗
三

宝
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
謗
法
は
不
謗
三
宝
戒
の
破
戒
行
為

と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
道
元
が
こ
の
破
戒
に
つ
い
て

『
袈
裟
功

徳
』

『
出
家
功
徳
』
の
巻
で

『
大
智
度
論
』
を
引
用
し
、

戒
の
因
縁
あ
る
と
き
は
、
禁
戒
を
破
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り

と
い
へ
ど
も
、

つ
ゐ
に
得
道
の
因
縁
な
り
④
。

と
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
謗
法
も
十
重
禁
戒
の
第
十
の
不
謗
三
宝

の
戒
の
因
縁
に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戒
の
因
縁
に
よ
っ
て
破
戒
も
得
道
の
因
と
す
る
道

元
に
対
し
て
、
妙
法
五
字
の
受
持
を
主
張
さ
れ
る
聖
人
は

『教
機

時
国
抄
』
に
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向
二謗
法
者
■

向
可
レ
説
二
法
華
経
一。
為
レ
成
二
毒
鼓
縁
一也
。

例
如
一一不
軽
菩
薩
一。
　
公
一四
二
）

と
述
べ
ら
れ
、
謗
法
の
者
で
あ

っ
て
も
妙
法
五
字
を
謗
ず
る
毒
鼓

の
縁
を
成
ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
成
仏
に
遅
速
の
相
異
は
あ
る
が

救
わ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
堕
獄

・
成
仏
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
両
師
の
間
に
、
戒
の
受
持

・
妙
法
五
字
の
受
持
と
い
う

大
き
な
相
違
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｉ
の

「
爪
を
の
ば
す
こ
と
」
や

「顔
を
あ
ら
わ
ぬ
こ
と

」
を
罪
と
す
る
に
至

っ
て
は
聖
人
と
の
間
に
相
当
の
次
元
の
相
違

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

三

道
元
も

『
帰
依
仏
法
僧
宝
』
の
巻
に
お
い
て

法
華
経
は
、
諸
仏
如
来

一
大
事
の
因
縁
な
り
。
大
師
釈
尊
所

説
の
諸
経
の
な
か
に
は
、
法
華
経
こ
れ
大
王
な
り
、
大
師
な

り
⑩
。

と
述
べ
、
聖
人
と
同
じ
く
法
華
経
を
諸
経
の
王
、
釈
尊
の
本
意
と

し
、
余
経
を
法
華
経
の
春
属
と
し
て
い
る
。
な
の
に
、
何
故
に
こ

の
よ
う
な
謗
法
観

・
罪
悪
観
の
相
違
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

そ
れ
は
道
元
が
如
浄
の
禅
思
想
を
継
承
し
、
前
述
の
如
き
修
証

一
如
の
坐
禅
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
立
場
を
と

っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
斯
の
如
き
立
場
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か

ら
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

道
元
は

『
弁
道
話
』
に
お
い
て

「
我
国
に
伝
わ
る
天
台

。
華
厳

。
真
言
等
の
諸
宗
は
仏
法
の
極
妙
と
も
い
う
べ
き
教
を
も

っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
の
に
、
諸
宗
を
排
斥
し
て
禅
を
勧
め
る
の
は
、
禅

に
如
何
な
る
勝
れ
た
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
の
こ
と
か
」
と
い
う
間

い
に
対
し
て
、

し
め
し
て
い
は
く
、
し
る
べ
し
、
仏
家
に
は
、
教
の
殊
劣
お

対
論
す
る
こ
と
な
く
、
法
の
浅
深
を
え
ら
ば
ず
、
た
だ
し
修

行
の
真
偽
を
し
る
べ
し
〇
。

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
い
か
に
功
妙
な
理
論
も

「
水
中
の
月
」
、

「
か
が
み
の
う
ち
の
か
げ
」
と
し
、
証
を
得
る
必
然
性
を
も

っ
た

「
直
証
菩
提
の
修
行
」
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
の

勝
劣
を
論
ず
る
こ
と
、
法
の
浅
深
を
え
ら
ぶ
こ
と
を
否
定
し
、
修

行
の
立
場
に
立

っ
て
仏
法
の
真
偽
を
決
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張

す
る
と
き
、
そ
の
ま
ま
仏
の
境
地
を
修
す
る
と
す
る
と
こ
ろ
の
修

証

一
如
の
坐
禅
本
位
の
行
の
立
場
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
Ｄ
の

「
諸
仏
の
三
昧
、
無
上
の
大
法
を
、
む

な
し
く
坐
し
て
な
す
と
こ
ろ
な
し
と
お
も
は
む
」
者
を

「
大
乗
を

謗
ず
る
人
」
と
し
た
こ
と
の
理
由
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
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吾
我
名
利

へ
の
執
着
を
捨
て
、
所
期

・
所
求

・
所
得
な
く
、
利
を

離
れ
て

一
生
涯
、
修
行
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑫
と
す
る
道

元
の
場
合
に
お
い
て
は
、
Ｈ
の

「
お
そ
れ
≒
、

「
愛
欲
心
」
等
を

悪
と
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

一
切

の
行
を
坐
禅
の
当
体
と
す
る
が
故
に
、

『
陀
羅
尼
』
の
巻
に
は

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
肇
茶
来
、
点
茶
来
、
心
要
現
成
せ

り
、
神
通
現
成
せ
り
①
。

と
説
き
、
洗
面
水
を
さ
さ
げ
来
た
り
、
茶
を
点
ず
る
等
の
日
常
茶

飯
事
に
久
遠
本
仏
の
本
行
が
余
す
所
な
く
現
成
す
る
と
い
う
の
で

あ
る
⑭
。
こ
れ
は

『
洗
浄
』

『
洗
面
』
の
巻
の
基
礎
理
論
と
少
し

も
異
な
ら
ず
、
Ｉ
の

「
爪
を
の
ば
す
こ
と
」

「
面
を
あ
ら
わ
な
い

こ
と
」
等
を
罪
と
す
る
理
由
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
道
元
が
教
の
勝
劣
、
法
の
浅
深
を
否
定
す
る
の
に

対
し
て
、
聖
人
が

『
開
目
抄
』
で

「教
の
浅
深
を
し
ら
ざ
れ
ば
理

の
浅
深
弁
も
の
な
し
」

（
五
八
八
）
と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
仏

教
受
容
の
態
度
の
相
違
が
、
両
師
の
謗
法
観
の
相
違
の
決
定
的
根

拠
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
両
師
の
謗
法
観
の
相
違
と
そ
の
根
拠
を
み
て
き
た
が
、

道
元
に
お
い
て
は
根
本
に
坐
禅
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
正
義

に
背
く
も
の
を
謗
法
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
涅
槃
経
の

「
依
法
不
依
人
」

「
依
了
義
経
不
依
不
了
義
経
」
の

文
と
の
遊
遁
に
よ

っ
て
見
い
出
さ
れ
た
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法

た
る

一
念
三
千
の
仏
種
を
具
象
化
し
た
妙
法
五
字
の
も
つ

「教
」

と
し
て
の
人
格
性

・
歴
史
性
、
即
ち
釈
尊
の
願
に
背
く
も
の
を
謗

法

・
大
悪
と
さ
れ
る
聖
人
の
謗
法
観
と
い
っ
た
も
の
か
ら
み
る
と

そ
の
教
義
の
立
脚
点
の
相
違
は
あ
る
と
し
て
も
、
聖
人
の
い
わ
れ

る
小
罪
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
ま
た
そ
の
教
義
の
立
脚
点
の
相
違
そ
の
も
の
が
、
聖
人
か
ら

す
れ
ば

「
謗
法
」
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

註①
茂
田
井
教
亨
著

『観
心
本
尊
抄
研
究
序
説
』
参
照

②

『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
号

③
田
村
芳
朗
著

『鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
』
五
六
九
―
五
七
一
頁
参
照

④
高
木
豊
著

『
日
蓮
―
―
そ
の
行
動
と
思
想
―
―
』
四
七
―
八
頁
参
照

⑤

『
道
元
』
上
巻
∧
日
本
思
想
大
系
∨

一
一
頁
。

（以
下
∧
日
本
思
想
大

系
∨
を
略
す
）

⑥
大
野
達
之
助
著

『
新
稿
日
本
仏
教
思
想
史
』
三
四
九
と
二
五
一
頁

⑦

『
道
元
』
上
巻
　
一二
七
八
頁

③
右
同
　
下
巻
　
四
四
九
頁

⑨
右
同
　
下
巻
　
七
九
頁

⑩
右
同
　
下
巻
　
四
六
六
―
七
、
四
七
二
、
四
七
七
頁
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①
右
同
　
上
巻
　
一壬
一四
頁

⑫
右
同
　
上
巻
　
一
六
頁

⑬
右
同
　
下
巻
　
四
六
五
頁

⑭
右
同
　
下
巻
　
四
三
二
頁

⑮
右
同
　
下
巻
　
四
四
〇
頁

⑬
右
同
　
下
巻
　
四
四
九
―
四
五
〇
頁

⑭
右
同
　
下
巻
　
一一一五
四
、
五
頁

⑬
右
同
　
下
巻
　
四
六
三
頁

⑩
右
同
　
下
巻
　
一
〓
≡
一頁

②
右
同
　
下
巻
　
九
六
頁

②
右
同
　
下
巻
　
四
六
一
―
四
頁

②
右
同
　
上
巻
　
一
八
頁

④
右
同
　
上
巻
　
一二
〇
頁

②
右
同
　
下
巻
　
四
六
一
頁

④
右
同
　
下
巻
　
一二
七
八
頁
。
他
に
も
正
師
の
必
要
性
を
説
く
箇
所
と
し

て
、

『
即
心
是
仏
』
上
巻
八

一
頁
、

『
心
不
可
得
』
上
巻

一
〇
九
頁
、

『
密
語
』
下
巻
五
六
頁
、

『
無
情
説
法
』
下
巻
六
七
―
八
頁
等
が
あ
げ

ら
れ
る
。

④
右
同
　
下
巻
　
一壬
二
五
頁

②
右
同
　
下
巻
　
一三
二
九
頁

④
右
同
　
下
巻
　
一二
〇
〇
頁

④
右
同
　
下
巻
　
一一一五
六
頁

⑩
右
同
　
下
巻
　
四

一
七
頁

①
右
同
　
上
巻
　
一
七
―
八
頁

⑫
笠
井
貞

「
道
元
に
お
け
る
悪
の
問
題
」

（
『
宗
教
研
究
』
三
七
―

一
七

七
）
参
照

①

『
道
元
』
下
巻
　
八
七
頁
⑩

⑭
博
林
皓
堂

「
道
元
禅
に
お
け
る
行
に
つ
い
て
」

（
『
仏
教
に
お
け
る
行

の
問
題
』
日
本
仏
教
学
会
編
）

※
尚
本
文
中
、

（　
）
内
の
数
字
は
、

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
の

頁
数
を
示
す
。
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