
日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題

原

定

立

正

大

学

一

は

じ

め

に

日
蓮
に
対
す
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
他
宗
を
批
判
し
た
攻
撃
的
な
僧
侶
、
排
他
的
・
独
善
主
義
的
な
人
物
と
い
う
マ
イ
ナ
ス

の
評
価
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
信
念
を
貫
き
通
す
意
志
の
強
さ
、
正
義
の
た
め
に
は
自
己
の
身
命
を
捧
げ
る
こ
と
を
も
厭
わ
な
い
果
敢
な

態
度
は
、
プ
ラ
ス
の
評
価
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
蓮
の
言
動
の
中
に
は
、
自
己
の
信
ず
る

正
義

善
な
る
も
の

を
後
ろ
盾
に
し
て
、
他
宗
の
教
義
や
そ
の
担
い
手
を

邪
悪
な

も
の

と
し
て
排
除
す
る
よ
う
な
面
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
他
宗
の
祖
師
お
よ
び
人
師
が
陥
っ
て
い
る
過
ち
を

質
す
場
合
の
一
局
面
で
あ
り
、
短
絡
的
に
自
己
を
正
当
化
し
た
り
絶
対
化
し
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
日
蓮
は
、
自
己

の
生
き
る
根
本
の
拠
り
ど
こ
ろ
を

仏
法

に
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
仏
法
の
真
実
を
求
め
、
そ
れ
を
体
得
し
て
社
会
に
伝
え
る

こ
と
に
身
命
を
捧
げ
、
教
主
釈
尊
の
真
実
の
教
え
の
中
に
主
体
的
に
生
き
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
日
蓮
は
自
己
の
身
命
を
賭
し
て
ま
で
他
宗
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
法
に
生
き
る
拠
り
ど

こ
ろ
を
求
め
る
な
ら
ば
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
て
仏
法
を
受
け
と
め
、
実
践
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
も
予

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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想
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
仏
法
で
あ
れ
ば
何
ら
か
の
意
味
で
す
べ
て

善

で
あ
る
と
す
る
一
般
的
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
日
蓮
の
態
度

は
き
わ
め
て
偏
狭
で
独
善
的
な
も
の
と
評
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
は
た
し
て
日
蓮
の
捉
え
た

善

と
は
何
か
、
そ
し
て
徹
底
し
て
批

判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

悪

と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
が
こ
こ
に
提
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
日
蓮
の
他
宗
批
判
は
、
対
外
的
に
は
北
条
幕
府
に
上
奏
し
た

立
正
安
国
論

に
端
を
発
す
る
。
周
知
の
よ
う
に

立
正
安

国
論

は
、
当
時
の
社
会
が
直
面
し
て
い
た
災
難
の
原
因
を
追
求
し
、
法
然
浄
土
教
が
教
主
釈
尊
の
真
意
に
背
く

謗
法

の
罪
に
陥
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
禁
断
を
迫
っ
た
諫
言
の
書
で
あ
る
。
そ
の
災
難
対
治
の
方
策
を
決
し
た
結
論
部
分
に
、

汝
早
改

信
仰

之
寸
心

速
帰

実
乗
之
一
善

１
と
い
う
有
名
な
一
節
が
み
ら
れ
る
。
は
た
し
て
こ
の

実
乗
之
一
善

と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

一
善

と
は
法
華
経
を
指
す
と
い
う
の
が
通
常
の
解
釈
で
あ

２
る
が
、
あ
え
て

一
善

と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
蓮
は

何
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
等
閑
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
単
に
法
華
経
に
帰
依
せ
よ
と
い
っ
た
の
で
は
、

日
蓮
の
独
善
的
な
自
己
主
張
と
も
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
。
日
蓮
の
生
涯
に
視
点
を
お
く
と
き
、
日
蓮
は
自
己
を
含
む
す
べ
て
の
人
間
が
帰

依
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
的
に

善

な
る
も
の
を
志
向
し
、
自
己
の
全
存
在
を
賭
け
て
そ
の

一
善

を
具
現
化
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
視
座
か
ら
改
め
て

一
善

と
い
う
用
語
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。そ

こ
で
小
論
で
は
、
ま
ず

立
正
安
国
論

に
み
ら
れ
る

一
善

の
意
味
を
探
り
、
つ
い
で
遺
文
中
に
論
じ
ら
れ
る

小
善

と

大
善

と
の
対
比
、
お
よ
び

開
目
抄

に
示
さ
れ
る

正
善

と
い
う
語
に
着
目
し
、
さ
ら
に
そ
の
対
極
に
位
置
す
る

悪

の
問

題
と
合
わ
せ
て

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
蓮
教
学
に
お
け
る

善

の
概
念
を
明
確
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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二

立
正
安
国
論

に
お
け
る

一
善

に
つ
い
て

日
蓮
の
遺
文
に
は

善

と
い
う
用
語
が
随
所
に
み
え
る
が
、
世
俗
倫
理
的
な
規
範
に
も
と
づ
く
善
と
、
出
世
間
的
な
規
範
に
も
と
づ

く
善
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
日
蓮
は

守
護
国
家
論

の
冒
頭
部
分
に
、

世
間
善
悪
在

眼
前

愚
人
可

弁

之

於

仏
法
邪
正
・
師
善
悪

者
、
証
果
聖
人

尚
不

知

之

況
於

末
代
凡
夫

３
乎
。

と
論
じ
て
、
世
俗
の
価
値
観
に
よ
る
善
悪
は
誰
に
で
も
判
断
で
き
る
が
、
仏
法
に
お
け
る
善
悪
を
見
き
わ
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ

こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

守
護
国
家
論

の
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
仏
教
に
お
け
る

善
知
識

と

悪
知
識

の

問
題
で
あ
り
、
特
に
末
法
の
時
代
に
お
い
て
は
、
仏
法
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に

悪
知
識

に
惑
わ
さ
れ
、

か
え
っ
て
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
法
然
浄
土
教
が
釈
尊
の
真
意
に
背
い
た

謗
法

に

陥
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
罪
を
顕
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
仏
法
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
上
で
真
の

善

知
識

は
何
か
と
い
う
設
問
に
対
し
て
は
、

在
世
滅
後
一
切
衆
生
誠
善
知
識
法
華
経

４
是
也

と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た

守
護
国
家
論

の
論
点
を
裏
付
け
と
し
な
が
ら
、
日
蓮
は

立
正
安
国
論

を
著
し
て
幕
府
に
上
奏
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
結
論
部
分
に
、

汝
早
改

信
仰
之
寸
心

速
帰

実
乗
之
一
善

然

則
三
界
皆
仏
国
也
。
仏
国
其
衰
哉
。
十
方
悉
宝
土
也
。
宝
土
何
壊

哉
。
国
無

衰

微

土
無

破
壊

身
是
安
全

心
是
禅
定

此
詞
此
言
可

信
可

崇

５。

と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も

立
正
安
国
論

は
全
十
段
の
問
答
形
式
か
ら
成
り
、
当
時
の
社
会
が
直
面
し
て
い
た
災
難
興
起
の
原
因
は
、
法
然
浄
土
教

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）

四
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の

謗
法

に
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
禁
断
を
迫
っ
た
諫
言
の
書
で
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
法
然
浄
土
教
の

破
邪

に
費
や
さ
れ
て

お
り
、
標
題
の

立
正

の
部
分
は
わ
ず
か
に
右
の
第
九
問
答
末
尾
の
数
行
の
文
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
日
蓮
が
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
掲

げ
た
の
は

実
乗
之
一
善

と
い
う
抽
象
的
な
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

一
善

と
は
、
日
蓮
の
主
旨
か
ら
い
え
ば
法

華
経
を
さ
す
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
日
蓮
は
そ
の
内
容
を
明
示
し
な
か
っ
た
の
か
。
鈴
木
一
成
氏
に
よ
れ
ば
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
。
第
一
に
、

立
正

安
国
論

は
幕
府
へ
の
勘
文
で
あ
っ
て
、
ま
ず
邪
を
破
し
て
執
権
等
を
驚
ろ
か
せ
、
次
に
召
喚
さ
れ
た
場
合
に
正
法
を
奏
上
す
る
意
図
が

あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、

立
正
安
国
論

は
佐
渡
流
罪
以
前
の
述
作
で
あ
り
、
未
だ
法
華
経
の
行
者
、
本
化
上
行
菩
薩
と
し
て
の
資
格

が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
同
氏
は
、

本
論
は
聖
人
の
理
想
た
る
立
正
安
国
の
旗
標
を
先
づ
打
建

て
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
想
の
内
容
は
一
生
を
費
し
て
説
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
本
論
の
元
意
が
他
の
一
切
の
御
書
を
待
つ
て
明

か
に
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
他
の
一
切
の
御
書
は
本
論
に
示
さ
れ
た
る
立
正
安
国
の
旗
標
に
統
率
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
て
い
ゝ

の
で

６
あ
る

と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
鈴
木
氏
の
所
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
日
蓮
が
理
想
と
し
た

立
正

な
い
し

一
善

の
内
容
は
、
日
蓮
が
一
生
を
費
や
し
て
求
め

た
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
と

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば

一
善

と
は
、
単
な
る
日
蓮
の
独
善
的
な
主
張
で
は
な
く
、
自
己

の
身
命
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
開
顕
し
得
な
い
意
味
内
容
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

小
善

と

大
善

に
つ
い
て

日
蓮
の
遺
文
に
お
い
て
、
仏
法
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
し
ば
し
ば

小
善

に
対
す
る

大
善

と
い
う
用
語

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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が
み
ら
れ
る
。
そ
の
概
念
に
つ
い
て

南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書

に
は
、

末
法
に
な
り
候
へ
ば
五
濁
さ
か
り
に
す
ぎ
て
、（
中
略
）
わ
ず
か
の
邪
法
の
一
を
つ
た
へ
て
無
量
の
正
法
を
や
ぶ
り
、
世
間
の
罪
に

て
悪
道
に
お
つ
る
も
の
よ
り
も
、
仏
法
を
以
て
悪
道
に
堕
も
の
多
と
み
へ
は
ん
べ
り
。
し
か
る
に
当
世
は
正
像
二
千
年
す
ぎ
て
末
法

に
入
て
二
百
余
年
、
見
濁
さ
か
り
に
し
て
、
悪
よ
り
も
善
根
に
て
多
悪
道
に
堕
べ
き
時
刻
也
。
悪
は
愚
痴
の
人
も
悪
と
し
れ
ば
し
た

が
わ
ぬ
へ
ん
も
あ
り
。
火
を
水
を
用
て
け
す
が
ご
と
し
。
善
は
但
善
と
思
ほ
ど
に
、
小
善
に
付
て
大
悪
の
を
こ
る
事
を
し
ら
ず
。

（
中
略
）
善
な
れ
ど
も
大
善
を
や
ぶ
る
小
善
は
悪
道
に
堕
な
る

７
べ
し
。

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

世
間
の
罪

と
は
次
元
を
異
に
し
た
仏
法
に
お
け
る
罪
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
た
し
か
に
仏
法
で

あ
れ
ば
何
ら
か
の
意
味
で
す
べ
て

善

で
は
あ
る
が
、
日
蓮
は
そ
の
中
に

小
善

と

大
善

が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
場
合
の

小
善

と
は
、
自
己
を
判
断
の
規
準
に
お
い
て
釈
尊
の
教
え
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
り
、

大
善

と
は
釈
尊
の
本
意
に
随
順
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
己
の
判
断
で
は

但
だ
善
と
思

っ
て
い
て
も
、
教
主
釈
尊
の
本
意
を
無
視
し
た
恣
意
的
な
仏
教
受
容
で

は

大
善
を
や
ぶ
る

こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
大
悪
に
陥
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

同
様
の
説
示
は

下
山
御
消
息

に
も
み
ら
れ
、

世
間
に
智
者
と
仰
る
る
人
々
、
我
も

時
機
を
知
れ
り

と
存
ぜ
ら
れ
げ
に
候
へ
ど
も
、
小
善
を
持
て
大
善
を
打
奉
り
、
権
経

を
以
て
実
経
を
失
ふ
と
が
は
、
小
善
還
て
大
悪
と
な
る
、
薬
変
て
毒
と
な
る
、
親
族
還
て
怨
敵
と
成
が

８
如
し
。

と
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た

千
日
尼
御
前
御
返
事

に
は
、

今
日
本
国
の
女
人
は
必
ず
法
華
経
に
て
仏
に
な
る
べ
き
を
、
た
ぼ
ら
か
し
て
一
向
に
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
し
ぬ
。
悪
な
ら
ざ
れ
ば
す

か
さ
れ
ぬ
。
仏
に
な
る
種
な
ら
ざ
れ
ば
仏
に
は
な
ら
ず
。
弥
陀
念
仏
の
小
善
を
も
つ
て
法
華
経
の
大
善
を
失

小
善
の
念
仏
は
大
悪

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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の
五
逆
罪
に
す
ぎ

９
た
り
。

と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
浄
土
教
批
判
の
文
面
に
み
ら
れ
る
説
示
で
あ
り
、
日
蓮
は
人
間
の

機

を
中
心
と
し
た
仏
教
受
容
に
立
つ
浄
土

教
に
対
し
て
、
人
間
の
側
の
価
値
判
断
で
釈
尊
の

教

を
選
ぶ
こ
と
は
、

小
善

を
も
っ
て

大
善

を
破
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ

は
教
主
釈
尊
の
本
意
に
背
い
た

大
悪

に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。
仏
法
に
お
け
る
価
値
判
断
の
規
準
は
、
人
間
の
側
で
は
な
く
教
主
釈

尊
の
側
に
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
釈
尊
の
本
意
が
示
さ
れ
た

教

に
随
順
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
日
蓮
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
。

四

開
目
抄

に
み
る

正
善

に
つ
い
て

日
蓮
は
二
度
目
の
流
罪
地
で
あ
る
佐
渡
に
お
い
て

開
目
抄

を
著
し
、
真
の

法
華
経
の
行
者

と
し
て
の
自
己
の
資
格
確
認
を
お

こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
仏
法
に
お
け
る
究
極
的
な

善

の
問
題
に
つ
い
て
、

但
法
華
の
み
正
善
也

と
論
及
し
て
い
る
。
そ

れ
は
次
の
文
脈
の
中
で
説
か
れ
る
。

第
二
の
悪
世
中
比
丘
と
指
る
ゝ
は
法
然
等
の
無
戒
邪
見
の
者
な
り
。
涅
槃
経
云
我
等
悉
名

邪
見
之
人

等
云
云
。
妙
楽
云
自
指

三

教

皆
名

邪
見

等
云
云
。
止
観
云
大
経
云
自

此
之
前
我
等
皆
名

邪
見
之
人

也
。
邪
豈
非

悪
等
云
云
。
弘
決
云
邪
即
是
悪

是
故

当

知

唯
円
為

善

復
有

二
意

一
者
以

順
為

善
以

背
為

悪
。
相
待
意
也
。
以

著
為

悪
以

達
為

善

相
待
絶
待
倶
須

離

悪

円
著

尚
悪

況
復
余

耶
等
云
云
。
外
道
の
善
悪
は
小
乗
経
に
対
す
れ
ば
皆
悪
道
。
小
乗
の
善
道
乃
至
四
味
三
教
は
法
華

経
に
対
す
れ
ば
皆
邪
悪
。
但
法
華
の
み
正
善
也
。
爾
前
の
円
は
、
相
待
妙
・
絶
待
妙
に
対
す
れ
ば
猶

10
悪
也
。

こ
れ
は
法
華
経
勧
持
品
の

三
類
の
強
敵

の
第
二

道
門
増
上
慢

が
陥
っ
て
い
る

邪
見

の
問
題
を
追
究
す
る
中
で
、

涅
槃

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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四



経

法
華
玄
義
釈
籤

摩

止
観

止
観
輔
行
伝
弘
決

が
引
用
さ
れ
、
仏
法
に
お
け
る
究
極
的
な
善
と
悪
の
問
題
を
論
じ
る
文
面

で
あ
る
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、

止
観
弘
決

の
引
用
文
の
う
ち
、

唯
円
を
善
と
為
す
。
復
た
二
意
有
り
。
一
に
は
順
を

以
て
善
と
為
し
、
背
を
以
て
悪
と
為
す
。
相
待
の
意
也
。
著
を
以
て
悪
と
為
し
、
達
を
以
て
善
と
為
す
。
相
待
絶
待
倶
に
悪
を
離
る
べ
し
。

円
に
著
す
る
尚
悪
な
り
。
況
や
復
余
を
や

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
試
訳
す
れ
ば
、
純
粋
の
法
華
の
円
を
善
と
す
る
。
そ
れ

に
は
相
待
と
絶
待
の
二
意
が
あ
っ
て
、
実
相
に
順
ず
る
こ
と
を

善

と
す
る
の
に
対
し
て
実
相
に
背
く
こ
と
を

悪

と
す
る
の
が
相

待
の
世
界
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う

著

す
る
こ
と
を
悪
と
し
、

達

す
る
こ
と
を
善
と
す
る
の
が
絶
待
の
世
界
で
あ
る
。
相
待
で
も
絶

待
で
も
、
と
も
に
悪
を
離
れ
さ
せ
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
り
、
円
教
に
執
著
す
る
こ
と
で
さ
え
悪
で
あ
る
。
ま
し
て
蔵
・
通
・
別
の
三
教
に

執
著
す
る
こ
と
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。

そ
し
て
引
用
文
の
次
下
に
は
日
蓮
の
解
釈
が
付
加
さ
れ
、
外
道
で
善
悪
と
い
っ
て
も
小
乗
経
か
ら
見
れ
ば
み
な
悪
道
で
あ
り
、
小
乗
で

い
う
と
こ
ろ
の
善
道
は
大
乗
か
ら
見
れ
ば
悪
道
と
な
り
、
釈
尊
一
代
の
経
教
の
う
ち

四
味
三
教

は
法
華
経
に
相
対
す
れ
ば
み
な
邪
悪

と
な
る
。
純
粋
な
る
法
華
の
み
が

正
善

で
あ
っ
て
、
円
教
の
な
か
で
も
法
華
以
前
の
円
教
は
、
法
華
経
の
相
待
妙
・
絶
待
妙
と
比
較

す
れ
ば
な
お
悪
で
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は

止
観
弘
決

の

唯
円
を
善
と
為
す

と
い
う
表
現
を
、
日
蓮
は

但
法
華
の
み
正
善
也

と
言
い
換
え
た
も
の
と

え

ら
れ
る
。
そ
し
て
日
蓮
は
、
純
粋
な
法
華
の
円
教
が

善

と
な
る
こ
と
の
意
味
を
、
相
待
妙
と
絶
待
妙
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
捉
え

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
相
待
妙
は
、
随
順
の

順

を
善
と
し
、
違
背
の

背

を
悪
と
み
な
し
て
、
善
と
悪
と
の
相
対
関
係

に
お
い
て

善

を
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
絶
待
妙
は
、
相
対
的
な
善
悪
を
超
越
し
て

唯
円

に

達

す
る
こ

と
を
も
っ
て
絶
対
的
な

善

と
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
円
教
に
対
す
る
執
著
を
も
離
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
前
項
で
一
瞥
し
た

小
善

と

大
善

の
対
比
論
は
、
こ
こ
で
い
う
相
待
妙
の
立
場
で
あ
り
、
日
蓮

が
自
己
の
身
命
を
賭
し
て
追
究
し
た
と

え
ら
れ
る

実
乗
の
一
善

は
、
絶
待
妙
の
立
場
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
仮
定
さ
れ

る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
蓮
は
相
対
的
な
善
悪
を
超
越
し
て

唯
円

に

達

す
る
こ
と
を
究
極
的
な

善

と
み
な
し
、
そ
れ
を

一
善

な
い
し

正
善

と
表
現
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

天
台
の
善
悪
相
資
説
と
日
蓮
の
実
践
倫
理

と
こ
ろ
で
仏
教
に
お
け
る
善
と
悪
の
関
係
論
は
、
田
村
芳
朗
氏
に
よ
れ
ば
、
善
悪
二
元
論
と
善
悪
一
元
論
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
、

空
観
に
よ
る
善
悪
相
互
関
係
論
な
い
し
善
悪
不
二
論
が
主
張
さ
れ
た
と

11
い
う
。
特
に
天
台
教
学
で
は

善
と
悪
と
が
敵
対
し
つ
つ
、
統
一

さ
れ
て
い
る

と
い
う
論
理
が
明
確
化
さ
れ
、

善
悪
相
資
説

と
し
て
提
唱
さ
れ
る
。
そ
れ
は

法
華
玄
義

巻
五
に
、

祇
悪
性
相
即
善
性
相

由

悪
有

善
離

悪
無

善
。
翻

於
諸
悪

即
善
資
成

12

と
端
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
善
と
悪
と
は
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
善
に
即
し
て
悪
が
あ
り
、
悪
が
な

け
れ
ば
善
も
ま
た
な
い
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
善
悪
相
資
説
は

相
対
種

と
も
称
さ
れ
、
安
藤
俊
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
相
対

種
は
天
台
智

の
実
相
論
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
特
色
で
、
円
融
論
理
の
最
高
極
処
で
あ
り
、

敵
対
的
相
即
の
弁
証
法

と
し
て
高
く

評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

13
あ
る
。

日
蓮
も

始
聞
仏
乗
義

の
中
で
、
法
華
経
の
教
理
的
特
質
が
こ
の

相
対
種

の
開
会
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
末
代
に
お
け

る
法
華
経
の
実
践
修
行
は
、
こ
の
教
理
に
も
と
づ
く
こ
と
を
弁
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て

14
い
る
。

日
蓮
の

法
華
経
の
行
者

と
し
て
の
実
践
は
、
他
宗
の
教
義
的
な
過
ち
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
そ
れ
に
伴
う
法
難
・
迫
害
を
忍
受
す

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）

四
六



る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。
そ
の
と
き
日
蓮
は
、
法
華
経
を
絶
対
的
な
規
範
と
し
な
が
ら
、
法
華
経
の

善

と
対
立
す
る

悪

と
を
同
時
的
な
関
係
で
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

智
慧
亡
国
御
書

に
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。

今
末
代
悪
世
に
世
間
の
悪
よ
り
出
世
の
法
門
に
つ
き
て
大
悪
出
生
せ
り
。
こ
れ
を
ば
し
ら
ず
し
て
、
今
の
人
々
善
根
を
す
（
修
）ゝ

れ
ば
、
い
よ

代
の
ほ
ろ
ぶ
る
事
出
来
せ
り
。
今
の
代
の
天
台
真
言
等
の
諸
宗
の
僧
等
を
や
し
な
う
は
、
外
は
善
根
と
こ
そ
見
ゆ

れ
ど
も
、
内
は
十
悪
五
逆
に
も
す
ぎ
た
る
大
悪
な
り
。
し
か
れ
ば
代
の
を
さ
ま
ら
ん
事
は
、
大
覚
世
尊
の
智
慧
ご
と
く
な
る
智
人
世

に
有
て
、
仙
予
国
王
の
ご
と
く
な
る
賢
王
と
よ
り
あ
ひ
て
、
一
向
に
善
根
を
と
ど
め
、
大
悪
を
も
て
八
宗
の
智
人
と
を
も
う
も
の
を
、

或
は
せ
め
、
或
は
な
が
し
、
或
は
せ
（
施
）
を
と
ど
め
、
或
は
頭
を
は
ね
て
こ
そ
、
代
は
す
こ
し
を
さ
ま
る
べ
き
に
て
候
へ
。
法
華

経
の
第
一
の
巻
の
諸
法
実
相
乃
至
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
と
と
か
れ
て
候
は
こ
れ
な
り
。
本
末
究
竟
と
申
は
、
本
者
悪
の
ね
（
根
）
善

の
根
、
末
と
申
は
悪
の
を
わ
り
善
の
終
ぞ
か
し
。
善
悪
の
根
本
枝
葉
を
さ
と
り
極
め
た
る
を
仏
と
は
申

15
な
り
。

こ
こ
で
は
要
す
る
に
、
当
時
の
諸
宗
の
僧
侶
が
自
己
の
判
断
に
よ
っ
て
修
す
る

善
根

が
、
実
は

大
悪

に
陥
っ
て
い
る
と
指
摘

し
、
そ
の

大
悪

に
対
す
る
批
判
を
徹
底
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
法
華
経
の
諸
法
実
相
の
教
理
は

善

と

悪

と
を
究
極
的
に
一
つ
の
対
立
概
念
で
捉
え
る
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
り
、
そ
れ
を
さ
と
り
極
め
る
の
が
仏
の
境
界
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る
。

こ
れ
と
同
様
の
論
点
は
、
次
の

富
木
入
道
殿
御
返
事

に
も
み
ら
れ
る
。

善
と
悪
と
は
無
始
よ
り
の
左
右
の
法
也
。
権
教
並
諸
宗
の
心
は
善
悪
は
等
覚
に
限
る
。
若
爾
者
等
覚
ま
で
は
互
に
失
有
べ
し
。
法
華

宗
の
心
は
一
念
三
千
、
性
悪
性
善
妙
覚
の
位
に
猶
備
れ
り
。
元
品
法
性
は
梵
天
・
帝
釈
等
と
顕
れ
、
元
品
の
無
明
は
第
六
天
の
魔
王

と
顕

16
た
り
。

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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す
な
わ
ち

善

と

悪

と
は
、

無
始

と
い
う
永
遠
性
を
も
つ
対
立
概
念
で
あ
り
、
両
者
は
根
本
的
な
相
互
関
係
を
も
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
法
華
経
の

一
念
三
千

の
教
理
の
中
に
円
融
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
日
蓮
の
実
践
課
題
は
、
法
華
経
を

17
明
鏡

と
し
て
現
実
社
会
を
照
射
し
、
そ
の
教
え
に
背
く

謗

法

の
罪
を
顕
在

18
化
し
、
法
華
経
の

善

と
謗
法
の

悪

と
を
同
時
的
な
相
互
関
係
で
捉
え
な
が
ら
、
し
か
も
善
悪
の
対
立
を
乗
り

越
え
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
本
質
的
な
意
義
が
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は

種
種
御
振
舞
御
書

の
中
で
次
の
よ
う
に
明
解
に

説
か
れ
て
い
る
。

相
模
守
殿
こ
そ
善
知
識
よ
。
平
左
衛
門
こ
そ
提
婆
達
多
よ
。
念
仏
者
は
瞿
伽
利
尊
者
、
持
斎
等
は
善
星
比
丘
。
在
世
は
今
に
あ
り
、

今
は
在
世
な
り
。
法
華
経
の
肝
心
は
諸
法
実
相
と
と
か
れ
て
本
末
究
竟
等
と
の
べ
ら
れ
て
候
は

19
是
也
。

釈
迦
如
来
の
御
た
め
に
は
提
婆
達
多
こ
そ
第
一
の
善
知
識
な
れ
。
今
の
世
間
を
見
る
に
、
人
を
よ
く
な
す
（
成
）
も
の
は
か
た
う
ど

（
方
人
）
よ
り
も
強
敵
が
人
を
ば
よ
く
な
し
け
る

20
な
り
。

日
蓮
が
仏
に
な
ら
ん
第
一
の
か
た
う
ど
は
景
信
、
法
師
に
は
良
観
・
道
隆
・
道
阿
弥
陀
仏
、
平
左
衛
門
尉
・
守
殿
ま
し
ま
さ
ず
ん
ば
、

争
か
法
華
経
の
行
者
と
は
な
る
べ
き
と
悦
21。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
日
蓮
に
敵
対
し
た
人
物
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
釈
尊
に
敵
対
し
た
存
在
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
華
経
弘
通
に
伴
う
法
難
は
釈
尊
と
の
同
時
性
に
も
と
づ
く
宗
教
体
験
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
釈
尊
に
お
い
て
も
、

ま
た
日
蓮
に
お
い
て
も
、
法
難
の
加
害
者
の
存
在
が

法
華
経
の
行
者

と
し
て
の
実
践
課
題
を
全
う
す
る
上
で
不
可
欠
の
資
助
で
あ
っ

た
と
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）
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六

む
す
び
に
か
え
て

以
上
の

察
に
よ
り
、

立
正
安
国
論

に
提
起
さ
れ
た

一
善

と
、

開
目
抄

で
論
及
さ
れ
た

正
善

と
は
、
い
ず
れ
も
日
蓮

が
目
指
し
た
究
極
的
な

善

の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は

法
華
経
の
行
者

と
し
て
の
実
践
活
動
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
し
、
実

証
し
得
た
世
界
で
あ
っ
た
と

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
蓮
の
教
学
に
お
け
る
善
と
悪
の
問
題
を
再
説
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
は
ま
ず
、
法
華
経
の
相
待
妙
と
し
て
の
対
比
論
に
お
い
て
、
末
法

の
社
会
に
お
け
る

悪

の
存
在
を

謗
法

の
罪
と
い
う
形
で
指
摘
し
、
善
と
悪
の
対
立
の
図
式
を
描
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
潜
在
的

な

悪

を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

善

の
発
揚
を
は
か
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
逆
説
的
な
発
想
に
立
っ
て
い
た
も
の
と

え

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
天
台
教
学
の

善
悪
相
資
説

お
よ
び

一
念
三
千

の
円
融
論
理
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、

日
蓮
は
そ
う
し
た
論
理
を
机
上
の
観
念
論
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
実
践
倫
理
と
し
て
社
会
に
具
現
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
日
蓮
は
、

法
華
経
の
行
者

と
し
て
法
難
・
迫
害
を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
忍
受
す
る
こ
と
に
身
命
を
捧
げ
、
実
践

倫
理
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
悪
の
対
立
を
乗
り
越
え
た
究
極
的
な

善

（
絶
待
妙
）
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
今
回
の

察
の
延
長
線
上
に
は
、
日
蓮
に
お
け
る

善

の
概
念
が
、
さ
ら
に

仏
種

の
問
題
へ
と
つ
な
が
る
論
理
が
あ

22
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

注１

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

（
改
訂
増
補
版
、
一
九
八
八
年
、
身
延
山
久
遠
寺
発
行
、
以
下

定
本
遺

文

と
略
称
）
二
二
六
頁
。

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）

四
九



２

小
松
邦
彰
著

日
蓮
聖
人
全
集

第
一
巻
、
宗
義
１
（
一
九
九
二
年
、
春
秋
社
）
の

実
乗
の
一
善

の
語
註
に
は
、

法
華
経
の
こ
と
。

実
乗
と
は
権
乗
（
仮
り
の
教
え
）
に
対
す
る
語
で
、
真
実
の
仏
意
を
説
い
た
教
え
の
こ
と
。
一
切
衆
生
の
成
仏
を
実
現
す
る
唯
一
の
善
教
で

あ
る
か
ら
、
法
華
経
を
実
乗
の
一
善
と
い
う

（
四
三
八
頁
）
と
の
解
説
が
み
え
る
。

３

定
本
遺
文

八
九
頁
。

４

定
本
遺
文

一
二
五
頁
。

５

定
本
遺
文

二
二
六
頁
。

６

鈴
木
一
成
著

日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義

第
一
巻
（
一
九
三
二
年
、
龍
吟
社
、
再
刊
一
九
五
七
年
、
日
蓮
聖
人
遺
文
研
究
会
）
二
一
頁
。

７

定
本
遺
文

三
二
二
〜
三
頁
。

８

定
本
遺
文

一
三
一
三
頁
。

９

定
本
遺
文

一
五
四
三
頁
。

10

定
本
遺
文

五
九
五
頁
。

11

田
村
芳
朗
稿

善
悪
一
如

（
仏
教
思
想
研
究
会
編

仏
教
思
想
２

悪

第
四
章
所
収
、
一
九
七
六
年
、
平
楽
寺
書
店
）
一
六
四
〜
九
頁
。

12

大
正
新
脩
大
蔵
経

第
三
三
巻
七
四
三
頁
ｃ
。

13

安
藤
俊
雄
著

天
台
性
具
思
想
論

（
一
九
七
三
年
、
法
蔵
館
）
四
五
〜
五
四
頁
。

14

日
蓮
の

始
聞
仏
乗
義

に
は
、

夫
末
代
凡
夫
修

行

法
華
経

意
有

二
。
一

就
類
種
開
会
、
二

相
対
種
開
会
也

（

定
本
遺
文

一
四
五
二
頁
）
と
提
起
し
、
な
か
で
も

相
対
種
の
開
会

と
は

煩
悩
・
業
・
苦

の

三
道

を

法
身
・
般
若
・
解
脱

の

三

徳

に
転
ず
る
教
理
で
あ
る
と
し
て
、

我
等
衆
生
自

無
始
曠
劫

已
来
具

足
此
三
道

今
値

法
華
経

三
道
即
三
徳

也

（

定
本
遺
文

一
四
五
三
頁
）
と
論
じ
ら
れ
る
。

15

定
本
遺
文

一
一
二
九
〜
三
〇
頁
。

16

定
本
遺
文

一
五
二
〇
頁
。

17

日
蓮
は
法
華
経
を

明
鏡

と
し
て
受
け
と
め
、
常
に
自
己
お
よ
び
現
実
社
会
の
あ
り
方
を
照
射
す
る
絶
対
的
な
規
範
と
し
て
い
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
北
川
前
肇
著

日
蓮
教
学
研
究

（
一
九
八
七
年
、
平
楽
寺
書
店
）
八
七
〜
八
頁
等
参
照
。

18

日
蓮
が
問
題
提
起
し
た

謗
法

と
い
う
罪
の
特
色
、
お
よ
び
罪
の
顕
在
化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著

日
蓮
教
学
に
お
け
る
罪

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）

五
〇



の
研
究

（
一
九
九
九
年
、
平
楽
寺
書
店
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

19

定
本
遺
文

九
七
一
頁
。

20

定
本
遺
文

九
七
二
頁
。

21

定
本
遺
文

九
七
三
頁
。

22

日
蓮
に
お
け
る

善

と

仏
種

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
茂
田
井
教
亨
著

観
心
本
尊
抄
研
究
序
説

（
一
九
六
四
年
、
山
喜
房
佛
書

林
）
二
五
九
〜
二
六
七
頁
等
参
照
。

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
の
問
題
（
原

定
）

五
一
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