
日
蓮
教
学

に
お
け
る

「
罪
」

の
構
造

を
め
ぐ

っ
て

(
原
)

日
蓮
教
学

に
お
け
る

「罪
」

の
構
造

を

め
ぐ

っ
て

原

慎

定

一 

問
題

の
所
在

わ
れ
わ
れ
人
間
が
宗
教
的
に
自
己
の
存
在
を
確
認
し
、
宗
教
的
救
い

の
世
界
を
主
体
的
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
必
然
的
に

「罪
」

と
い
う
問
題

に
直
面
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
的
場
面
に
お
い
て

「自

己
と
は
何
か
」
「人
間
存
在
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
的
課
題

を
究
明

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
自
己
を
越
え
た
永
遠
な
る
も
の
、
絶
対
な
る

も
の
を
想
定
し
、
そ
れ
を
鏡
と
し
て
自
己
を
照
射
し
、
人
間
社
会
の
実

相
を
見
き
わ
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
の
と
き
人
間
存
在

の
有
限
性

も
し
く
は
卑
小
さ
の
自
己
認
識
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
そ
う
し
た
人
間
存
在

の
現
実
を
宗
教
的

「罪
」
の
状
態
と
し
て

捉
え
、
そ
こ
を
原
点
と
し
て
永
遠

・
絶
対
な
る
も
の
と
の
合

一
化
を
め

ざ
す
こ
と
が
、
宗
教
的
課
題

の
基
本
構
造
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
的

「罪
」
の
捉
え
方
に
は
、
当
然
、
各
宗
教
間
で

隔
差
が
見
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
違
い
目
に
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

教

の
も

つ
人
間
認
識
と
救
済
方
法
論

の
特
質
が
内

包
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
罪
」
の
捉
え
方

の
特
殊
性
が

直
ち
に
各

々
の
宗
教
構
造
に
か
か
わ

っ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
鎌
倉
新
仏
教

の
代
表
的
祖
師

で
あ
る
親
鶯
と
道

元
の
場
合
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
特
異
な
形
で
人
間
存
在
の
様
態
を
認

識
し
、
し
か
も
有
限
な
る
人
間

の
、
永
遠

・
絶
対
な
る
も
の
と
の
合

一

化
を
宗
教
的
課
題
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
特
質
を
端
的
に

述

べ
る
な
ら
ば
、
親
驚
は
人
間
を
煩
悩
具
縛
の
凡
夫
、

一
文
不
知
の
凡

夫
と
し
て
捉
え
、
道
元
は
人
間
を
無
常

の
存
在
と
規
定
す
る
。
そ
の
認

識
を
踏
ま
え
て
、
親
鶯
は
阿
弥
陀
仏

へ
の
絶
対
帰
依
1

「信
」
を
力

説
し
、
道
元
は
只
管
打
坐
に
よ
る

「永
遠

の
今
」

の
体
現
を
強
調
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間
を
卑
小
な
存
在
も

し
く
は
有
限
な
る
存
在
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
宗
教
的
救

い
の
方
策

を
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
法
華
経
至
上
主
義
に
立
脚

し
、
「妙
法
五
字
」
に
よ
る
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一
切
衆
生

の
救
済
を
主
張
し
た
日
蓮
は
、
人
間
存
在
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
、
法
華
経

・
釈
尊

の
明
鏡
を
も

っ
て
映
し
出
す
と
き
、
い
か
な
る
宗

教
的

「罪
」
を
う
ち
だ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
提
示
さ
れ
て

く
る
。

と
こ
ろ

で
、
か
つ
て
家
永
三
郎
博
士
は
、
日
蓮

の
罪
認
識
を
評
し
て

(1
)

「机
上
論
的
」
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
日
蓮
の
折
伏
活
動
に
伴
う
排
他
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
法
然
や
親

驚
に
比
べ
て
日
蓮

の
罪
意
識
は
、
単
純
に
経
文
の
文
字
面
だ
け
を
判
断

の
根
拠
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
現
実
に
即
し
た
宗
教
的
体
験
内
容
を

伴

っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
深
刻
味
を
欠
き
、
机
上
論
的
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
批
評
で
あ
る
。

 

そ
こ
で
、
こ
の
家
永
博
士
の

「机
上
論
的
」
と
い
う
批
評
が
は
た
し

て
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
含
め
て
、
い
ま
改
め
て
日
蓮

の

罪
認
識

の
特
殊
性
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
 

宗
教
的
同
時
性

と

「
罪

」

の
様

相

日
蓮
が
宗
教
的

・
根
本
的

「罪
」
と
し
て
提
示
し
た
の
は

「諺
法
」

で
あ
る
が
、
そ
の
特
質
を
考
え
て
い
く
上

で
、
次

の
点
に
着
目

し
た

い
。
す
な
わ
ち
日
蓮

の
遺
文
中
、
「
誇
法
」
と
い
う
罪

は
、
末

法

の
歴

史
的
場
面

に
お
い
て
、
き
わ
め
て
具
体
性
を
も
つ
問
題
と
し
て
扱
わ
れ

て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
歴
史
上
の
釈
尊

へ
の
反
逆
行
為
を
意
味
す
る

「逆
罪
」
と
い
う
用
語
、
及
び
そ
の
具
体
的
人
物
で
あ
る
提
婆
達
多

・

阿
闇
世
王
等

の
存
在
と
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「逆
罪
」
と
い
う
用
語
、
及
び
提
婆
達
多

・
阿

闊
世
に
つ
い
て
は
、
す

(2
)

で
に
若
干

の
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
こ
で
今

回
は
、
そ
れ
ら
の
諸
問

題
を
包
括
的
に
扱

っ
て
い
く
場
合
の
研
究
視
座

と
し
て
、
日
蓮
が

「釈

尊
在
世
」
と

「末
法
の
今
」
と
を
対
比
的
に
受

け
と
め
よ
う
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る

「宗
教
的
同
時
性
」
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
認
識
に

立
脚
し
て
い
た
こ
と
に
、
着
眼
点
を
お
き
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
に
お
け
る
宗
教
的
同
時
性
と
は
、
「釈
尊

在
世
」
と

「末
法

の

今
」
と
の
時
間
的
隔
差
を
、
法
華
経
を
絶
対
的

な
媒
介
と
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
埋
め
、
両
者
を
同

一
視
し
よ
う
と
す
る
、

き
わ
め
て
主
体
的
な

認
識
方
法
で
あ
る
。
日
蓮
遺
文
を
ひ
も
と
く
と
き
、
日
蓮
は
末
法

の
日

本
国
の
歴
史
的
場
面
に
お
い
て
明
確
に
自

己
規

定

し
な
が
ら
、
時
間

的

・
空
間
的
に

へ
だ
た
り
の
あ
る
歴
史
上

の
釈
尊

を
常
に
渇
仰
し
、
ひ

い
て
は
釈
尊
と
の
合

一
化
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
の
よ
う
な

「同
時
性
」
の
認
識
は
、
日
蓮

の
比
較
的
初
期

の
遺
文

ス
ル

ヲ

ノ

ニ
ハ

モ

リ
ト

に

も

見

ら

れ
、

『
守

護

国

家

論

』

に

は
、

「
信

二
此
経

}者

前

難

レ
為

二
滅

ノ

後

一仏
在
世
也
」
(昭
和
定
本
一
二
一二
頁
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

法
華
経
の
教
え
を
絶
対
的
な
媒
介
と
す
れ
ば
、
釈
尊
在
世
と
滅
後
と
は

同
時
現
在
と
な
り
う
る
こ
と
を
理
念
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
日
蓮
は
、

こ
の

「同
時
性
」
の
理
念

を
、
み
ず
か
ら

「法
華

経

の
行
者
」
と
し
て
の
受
難
色
読
の
体
験
を
通

し
て
、
よ
り
主
体
的
に

認
識
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
法
師
品
の

「而
此
経

日
蓮
教
学

に
お
け
る

「
罪
」

の
構
造
を

め
ぐ

っ
て

(
原
)
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日
蓮
教
学
に
お
け
る

「罪
」
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て

(原
)

者
、
如
来
現
在
猶
多
怨
嫉
、
況
滅
度
後
」
と
い
う
経
文
、
及
び
勧
持
品

に
提
示
さ
れ
る

「
三
類
の
怨
敵
」
の
問
題
、
あ

る
い
は
安
楽
行
品

の

「
一
切
世
間
多
怨
難
信
」
の
文
を
、
日
蓮
は
い
ず
れ
も
末
法

の
歴
史
社

会
を
予
言
し
た
教
主
釈
尊
の

「未
来
記
」
と
し
て
受
け
と
め
る
。
加
え

て
日
蓮
は
、
歴
史
上
の
釈
尊
が
提
婆
達
多

・
阿
閣
世
等
か
ら
蒙

っ
た
と

さ
れ
る

「
九
横
の
大
難
」
と
、
末
法
に
お
け
る
自
己
の
受
難
体
験
と
を

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
釈
尊
と
の

「同
時
性
」

の
体
現
を
志
向

し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
点

は
、
『
開
目

抄
』
(
五
六
四
.
五
九
八
ー
九
頁
)、
『法
華
行
者
値
難
事
』
(
七
九
六
-
七

頁
)、
『種
種
御
振
舞
御
書
』
、
『
聖
人
御
難
事
』
(
一
六
七
ニ
-
三
頁
)
な

ど
に
具
体
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
日
蓮
が
、
自
己
の

「法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
実
践
を

ノ

追
体
験
的

に
回
想
し
た

『
種
種
御
振
舞
御
書
』
に
は
、
「相
模
守

殿

こ

ノ

そ
善
知
識

よ
。
平
左
衛
門

こ
そ
提
婆
達
多

よ
。
念
仏
者

は
濯
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
」

(九
七
一
頁
)
と
い
う

一
節
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

こ
こ
で
は
、
教

主
釈
尊
と
日
蓮
と
の
迫
害
受
難

の
歴
史
性
を
具
体
的
な
対
応
関
係
に
お

く
こ
と
に
よ
り
、
「釈
尊
在
世
」
と

「日
蓮

の
今
」
と
が
同
時

で
あ
る

こ
と
を
き
わ
め
て
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、

こ
の
よ
う
に

「法
華
経
の
行
者
」
に
対
し
て
必
然
的
に

迫
害
者
が
興
起
す
る
と
い
う
問
題
は
、
日
蓮
に
と

っ
て

一
種
の
公
式
の

よ
う
に
捉

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の

「法
華
経
の
行
者
11

受
難
の
必
然
」
と
い
う
公
式
が
成
立
す
る
根
拠

に
は
、
法
華
経
が
釈
尊

の
絶
対
精
神
を
内
包
し
て
い
る
と
の
認
識
が
存
在
す
る
。

つ
ま
り
法
華

経
が
釈
尊
の
真
実
教
で
あ
る
限
り
、
必
ず
そ
れ
に
敵
対
し
、
違
背
す
る

諺
法
行
為
、
す
な
わ
ち

「罪
」

と
い
う
問
題
が
惹
起
さ
れ
て
く
る
こ
と

を
日
蓮
は
確
信
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
が
こ
の
よ
う
な

「罪
」
の
捉
え
方
を
提
示
し
た
背
景
に
は
、
釈

尊
在
世
の
歴
史
的
場
面
に
お
い
て
提
婆
達
多

・
阿
閨
世
等
が
釈
尊
違
背

の

「逆
罪
」
を
犯
し
た
と
い
う
問
題
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
有
す

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
提
婆
達
多
は
、
い
わ
ゆ
る

「
五
逆

罪
」
の
う
ち

「殺
阿
羅
漢
、
出
仏
身
血
、
破
和
合
僧
」
を
犯
し
、
ま
た

阿
闇
世
は
こ
の
提
婆
達
多
の
教
唆
に
よ

っ
て

「
殺
父
」
「殺
母

(未
遂
)」

を
犯
し
、
さ
ら
に
釈
尊

に
敵
対
し
た
。

こ
れ
ら
の
逆
罪
者
は
無
間
地
獄

に
堕
ち
る
業
因
を
作

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

究
極
的
に
は
教
主
釈
尊

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
、
法
華
経

に
明
示

さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
は
こ
の
法
華
経
の
も
つ

「
罪
と
救
い
」

の
宗
教
的

事
・実
に
着
目
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
日
蓮
は
、
折
伏
受
難
に
よ
る
強
烈
な
法

華
経
弘
通
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
諺
法
」
と
い
う
宗
教
的

罪
の
問
題
を
、
あ
え
て
末
法
の
時
代

・
社
会
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
問

題
と
し
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
日
蓮

は
、
末
法
の

一
切
衆
生

と
教
主
釈
尊
と
の

「同
時
性
」
の
場
面
を
、
き
わ
め
て
逆
説
的
に
設
定
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す
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
日

蓮
は

「諺
法
」
と
い
う
宗
教
的
罪
を
、
個

々
人
の
内
面
的
な
問
題
と
し

て
抽
象
化
す
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も

「末
法
」
の
同
時
代
に
存
在

す
る

一
切
衆
生
の
受
く
る
べ
き
同

一
の

「罪
」
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ

り
、
こ
の
点
に
日
蓮

の
罪
認
識
の
特
殊
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
 
法
華
経

の
も

つ

「
救

い
」

の
構
造
性

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に

「罪
」
を
認
識
す
る
日
蓮
に
と

っ
て
、
そ

の
対
極
に
位
置
す
る

「救
い
」
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
思
索
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
稿
を
改
め
て
具
体
的
に
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
要
す
る
に
日
蓮
は
、
法
華
経
と
い
う
経
典
が
、
教

主
釈
尊
と
娑
婆
世
界
の

一
切
衆
生
と
の
根
源
的

つ
な
が
り
を

「
父
子
」

の
関
係
を
も

っ
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
末
法

の

一
切
衆
生
は
こ
の
本
来
的
関
係
を
忘
失
し
た

「罪
」

の
状
態
に
あ
り
、

末
法

の
歴
史
的
場
面
に
お
い
て
こ
の

「
父
子
」

の
関
係
を
回
復
す
る
こ

と
が
釈
尊

に
よ
る

「救
い
」
の
具
現
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
日
蓮
は
考

え
る
。

つ
ま
り
、
「罪
」
を
強
調
す
る
こ
と
た

よ

っ
て
そ
の

「救
い
」

が
明
ら
か

に
な
る
と
い
う
、

一
種
の
矛
盾
的

・
逆
説
的
な
構
造
を
法
華

経
そ
れ
自
体
が
有
し
て
い
る
こ
と
に
日
蓮
は
着
目
す
る
の
で
あ
る
。

四
 

む
す

び

以
上
考
察

し
た
よ
う
に
、
日
蓮
は

「罪
」

の
問
題
を

「釈
尊
在
世
」

と

「末
法
の
今
」

と
い
う
同
時
性
の
場
面
で
捉

え
た
の
で
あ
り
、

こ
の

こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
釈
尊
に
よ
る

「救

い
」
を
末
法
に
具
現
化

す
る
た
め
で
あ

っ
た
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
日
蓮
が
末
法
の

一
切

衆
生

の

「諺
法
罪
」
を
盛
ん
に
指
摘
し
た
の
は
、
法
華
経

の
も

つ

「救

い
」

の
世
界
を
末
法

の
歴
史
的
場
面
に
具
現
化

し
、
同

一
の
浄
土
を
顕

現
し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
課
題
に
立
脚
す
る
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
に
は
歴
史
上
の
釈
尊
に
対
す
る

「逆
罪
者
」

で
あ
る
提
婆

達
多

・
阿
闇
世
等
が
法
華
経
に
よ

っ
て
救
わ
れ
て

い
く
論

理

(敵
対
種

開
会
の
論
理
)
が
介
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

日
蓮

は
、
同
時
性

の

認
識
に
立

っ
て
、
ど
う
し
て
も

「諺
法
罪
」

の
存
在
を
主
張
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮

の

「罪
」

の
捉
え
方

は
、

「同
時
性
」
と

い
う
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
仏
教
経
典
受
容
の
問
題
と
深
く

か
か
わ

っ
て
い
た
の
で

あ
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
家
永
博
士
の

「机
上
論
的
」
と
い
う
批
評
は

必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

1
 
家
永
三
郎
著

『中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
九
九
-
一
〇
三
頁
。

2
 
拙
稿

「日
蓮
聖
人
の

『逆
罪
』
解
釈
を
め
ぐ
る
一
試
論
」
(『
日
蓮
教
学

研
究
所
紀
要
』
二
二
号
)、
「
日
蓮
聖
人
の
『
提
婆
達
多
』
解
釈
に
つ
い
て

-
提

婆
達
多
救
済
の
論
理
性
1

」
(立
正
大
学
大
学
院

『仏
教
学
論

集
』

一
八
号
)
、
「
日
蓮
聖
人

の

『
阿
闇
世
』
解
釈

に
つ
い
て
」
(
『
宗
教
研

究
』
一
一六
七
号
)
。

(
立
正
大
学
大
学
院
)

日
蓮
教
学

に

お
け

る

「
罪
」

の
構
造
を

め
ぐ

っ
て

(
原
)
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