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二
四
二

日
蓮
教
学

に
お
け
る
逆
罪
者

の

一
考
察

―

善
星
比
丘
に
つ
い
て
―

原

愼

定

一

は
じ

め

に

日
蓮
は
、
末
法
に
生
き
る
我
等
衆
生
の
宗
教
的
罪
の
問
題
と
し
て
、

「諺
法
罪
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。
日
蓮
に
と

っ
て

「
諺
法
罪
」

と
は
、
久
遠
の
釈
尊
の
本
意
が
示
さ
れ
た
法
華
経
に
背
く
罪
で
あ
る
。

日
蓮
は
末
法
の
日
本
国
と
い
う
歴
史
社
会
に
お
い
て
、
法
華
経
に
よ
る

救
い
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
あ
え
て
こ
の
罪
を
顕
現

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と

い
う
認
識
に
立

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
日
蓮
が

「法
華
経

の
行
者
」
と
し
て
迫
害
受
難
の
生
涯
を
貫
い
た

の
は
、
こ
の

「諺
法
罪
」
を
末
法
の

一
切
衆
生
の
共
通

の
業
と
し
て
課
題
化
す

る

た

め
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
日
蓮
が
何
故
あ
れ
ほ
ど

「
誇
法
罪
」
を
問
題
視

し
た
の
か
、
そ

こ
に
如
何
な
る
宗
教
的
課
題
が
横
た
わ

っ
て
い
る
の
か

を
解
明
す
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
、
遺
文
に
み
ら
れ
る

「逆
罪
」
と

い
う
用
語
、
お
よ
び
釈
尊
在
世
中
に

「
逆
罪
」
を
犯
し
た
人
物
に
視
点

を
置
い
て
具
体
的
に
考
察
を
進
め
て
き
た
。

逆
罪
を
犯
し
た
典
型
的
な
人
物
と

し
て
は
、
「
提
婆
達
多
」
と

「
阿

闍
世
」
と
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
具
体
像
を
概
観
す
る
と
、
次
の
通
り
で

あ
る
。

「提
婆
達
多
」
に
つ
い
て
は
、
三
逆
罪
を
犯

し
て
釈
尊
に
敵
対
し
た

「逆
罪
者
」、
邪
悪
な
教
え
を
説
い
て
人
を
邪
見
に
陥
れ
た

「悪
知
識
」、

生
身
の
ま
ま
無
間
地
獄
へ
堕
ち
た

「
堕
獄
者
」
と
し
て
の
面
を
そ
れ
ぞ

れ
強
調
し
た
上
で
、
法
華
経
に
お
け
る
授
記

の
問
題
を
重
要
視
し
て
い

る
。
そ
し
て
日
蓮
は
、
提
婆
達
多

の
救

い
の

根
拠
、を
、
天
台
教
学
の

「相
対
種
開
会
」
の
論
理
に
求
め
、
こ
の
教
理
論

の
実
践

を

「
法
華
経

の
行
者
」
の
宗
教
的
課
題
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

(
1
)

あ
る
。

「阿
闍
世
」
に
つ
い
て
は
、
父
親
殺

し
と

釈
尊
違
背
の

「
逆
罪
者
」

と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
は
悪
知
識
た
る

「
提

婆
達
多
」
の
教
唆
が
あ

っ
た
こ
と
を

重
視

し
、
『
浬
藥
経
』
梵
行
品
に
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日
蓮
教
学

に
お
け

る
逆
罪

者
の

一
考
察

(
原

)

二
四
三

お
け
る
餓
悔

・
帰
仏
と
い
う
テ
ー
マ
に
着
目
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
日

蓮
は
、

阿
闍
世
の
救
い
の
本
質
的
根
拠
は
、
あ
く
ま
で
も
法
華
経
に
あ

(
2
)

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
提
婆
達
多
と
阿
闍
世
と
は
、
釈
尊
在
世
に
お
け
る
典
型

的
な
逆
罪
者
で
あ
り
、
日
蓮
は
そ

の
事
跡
を
具
体
的
に
描
き
な
が
ら
、

末
法
の
歴
史
社
会
に
お
け
る

「罪
と
救
い
」
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
法

華
経
に
立
脚
し
た
特
徴
的
な
教
理
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
や
は
り
釈

尊
に
対
す
る
反
逆
行
為
を
犯
し
た
と
さ
れ
る

「善
星
比
丘
」
と
い
う
人

物
に
つ
い
て
日
蓮

の
認
識
の
特
色
を
少
し
く
検
討
し
た
い
。

二

日
蓮
遺

文

に
み

る

「
善

星

比
丘
」

像

「善
星
比
丘
」
と
は
、
釈
尊
の
子
供
の

一
人
で
あ

っ
た
が
、
出
家

の

後
、
十
二
部
経
を
暗
諦
し
て
欲
界
の
煩
悩
を
断
じ
、
四
禅
定
を
得
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
知
識
に
近
づ

い
た
た
め
に
邪
心
を
起
こ
し
、
生
き

な
が
ら
無

間
地
獄
に
堕
ち
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
日
蓮

の
遺
文

に
は
そ
の

名
が
各
所

に
散
見
さ
れ
、
真
蹟
現
存
な
ら
び
に
曽
存

の
遺
文

に
限
定
し

て
も
、
十

五
箇
所
を
数
え
る
。
そ
こ
で
今
、
試

み
に
遺
文
中
の

「善
星

比
丘
」
に
関
す
る
説
示
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
①
釈
尊
の
子
、
②
逆
罪
者
、
③
悪
知
識
、
④
堕
獄
者
、
そ

し
て
⑤
宗
教
的
救
い
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
①

の

「釈
尊

の
子
」
と
し
て
の

一
面
に
つ
い
て
、
日
蓮
は
浬
藥

経
の
教
説
に
も
と
つ
い
て
、
善
星
比
丘
が
釈
尊
の
出
家
以
前
の
子
供
の

一
人
で
あ

っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
善
星
は
釈
尊
に
師
事
し

て
出
家
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
知
識
の
影
響
に
よ

っ
て
慢
心
を
起

こ
し
、
釈
尊
に
反
逆
し
て
地
獄
に
堕
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
た
と
え
世
俗
的
に
は
親
子
の
関
係
で
あ

っ
て
も
、
釈
尊

の
教

え
を
信
受
す
る
心
が
な
け
れ
ば
宗
教
的
に
救
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
日

蓮
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
②
の

「逆
罪
者
」
と
し
て
の
側
面
に

つ
い
て
は
、
『法
華
題
目

紗
』
に

「
五
天
竺
十
六
の
大
国

・
五
百
の
中
国
等
の

一
逆
二
逆
三
逆
等

を
つ
く
れ
る
者
は
、
皆
提
婆
が

一
類
に
あ
ら
ざ
る
事
こ
れ

な

し
」
(三

九
九
頁
)
と
述
べ
ら
れ
、
善
星
比
丘
も
そ
の
う

ち
の

一
人
に
列
挙

さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
提
婆
達
多
」
が
逆
罪
者
の
代
表
格
と
み
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た

『浄
蓮
房
御
書
』
で
は
、
浬
藥
経

の
恒
河
七
種
衆
生
の
第

二
と
し
て
、

第
二
は
又
常
没
。
其
の
第
二
の
人
を
出
さ
ば
提
婆
達
多
・
盟
伽
梨

・
善
星
等

也
。
此
は
誹
諦
五
逆
の
人
々
な
り
。
(
一
〇
七
五
頁
)

と
列
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と

は
、
『
注
法
華

経
』
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
文
が
源
信

の

『
一
乗
要
決
』
か
ら
の

引
用
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
山
中
喜
八
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

(3
)

る
。つ

い
で
、
③
の

「
悪
知
識
」
に
つ
い
て
、

日
蓮
は
こ
の
問
題
を
二
つ

の
側
面
か
ら
認
識
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
悪
知
識
と
は
、
邪
悪
な
教
え
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日
蓮
教
学

に
お
け

る
逆
罪
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一
考
察

(
原

)

二
四
四

を
説
い
て
人
を
邪
見
に
陥
れ
る
悪
徳
の
智
者
を
指
す
が
、
日
蓮
は
、
善

星
比
丘
が
悪
知
識
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
う
面
と
、
善
星
比
丘
自
身

が
悪
知
識
に
な

っ
た
と
い
う
面
と
の
二
面
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

第

一
の
面
に
つ
い
て
は
、
『守
護
国
家
論
』
(
一
二

一
～
二
頁
)
の
中
で

(
4
)

『
浬
藥
経
』
迦
葉
菩
薩
品
の
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
善
星
比
丘

に
と

っ

て
の
悪
知
識
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
善
星
は
、

当
初
は
釈
尊
に
随

っ
て
出
家
し
、
十
二
部
経
を
暗
諦
す
る
ほ
ど
の
智
者

で
あ

っ
て
、
欲
界

の
煩
悩
を
断
じ
て
四
禅
定
を
得
た

に
も

か
か
わ
ら

ず
、
苦
得
外
道
と
い
う
悪
知
識
に
値

っ
た
た
め
に
邪
心
を
起
こ
し
て
仏

法
の
正
義
を
信
ぜ
ず
、
地
獄
に
堕
ち
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
引
か
れ
る

『浬
藥
経
』
の
文
意
は
、
ま
ず
善
星
比
丘
が
、
因

果
否
定
説
を
説
く

「
苦
得
外
道
」
の
こ
と
を
真
の
阿
羅
漢
だ
と
主
張
し

て
い
る
の
に
対
し
、
釈
尊
は
そ
の
非
を
糺
す
た
め
に
、
苦
得
は
七
日
の

う
ち
に
腹
痛
を
起
こ
し
て
死
に
、
食
吐
餓
鬼
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
言

す
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
善
星
は
、
苦
得
と
計

っ
て
釈
尊

の
予
言
を
妄
語

に
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
苦
得
は
六
日
間
絶
食
し
た
が
、
七
日
目

に
黒
蜜
―を
食
し
、
冷
水
を
飲
ん
で
腹
痛
を
起
こ
し
て
死
に
、
食
吐
餓
鬼

と
な

っ
て
善
星
と
対
面
す
る
。
苦
得
は
自
ら
の
過
ち
を
悔

い
て
釈
尊
が

実
語
の
人

で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
善
星
は
な

お
も

釈
尊

に
反
発

し
、
苦
得

は
三
十
三
天
に
生
じ
た
と
主
張
し
て
、

一
向
に
釈
尊
の
所
説

を
信
受
し
よ
う
と
せ
ず
、
さ
ら
に
邪
心
を
生
じ
た
た
め
に
生
身
の
ま
ま

阿
鼻
地
獄

に
堕
ち
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の

『
浬
藥
経
』
の
文
を
受
け
て
日
蓮
は
、

ハ

ノ

タ

リ

シ

ノ

ナ

リ

リ

ヒ

ニ

シ

テ

ケ

ヲ

リ

テ

ノ

善
星
比

丘
仏
菩
薩

時
子
。
奉

レ
随
レ
仏
出
家

受
二
十

二
部
経
ハ
壊
二
欲

界

煩

ヲ

セ

リ

ヲ

モ

ト

タ

ル

ヒ

ニ

テ

ル

ニ

セ

ノ

悩

一獲
二
得

四
禅
定
相
錐
レ
然
悪
知
識

値
二
苦
得
外
道
↓
依

レ
不
レ信

二
仏

法

正

ヲ

ヒ

ノ

ノ

ヲ

ニ

ス

ニ

義
↓
失
二
出
家
受
戒
十
二
部
経
功
徳
↓
生
身
堕
二
阿
鼻
地
獄
殉
(
一
二
二
頁
)

と
、
「
苦
得
外
道
」
が
善
星
比
丘
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
悪
知
識

と

し
て

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

と
同
様

の
記

述

は
、
『
顕
諺
法
紗
』

(二
六
二
～
三
頁
)
に
も
見
ら
れ
る
。

い

っ
ぽ
う
、
善
星
比
丘
自
身
が
悪
知
識
に
な
っ
た
と
い
う
第
二
の
面

に
つ
い
て
は
、
や
は
り

『
守
護
国
家
論
』
の
中
で

『
浬
藥
経
』
を
引
用

し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

ノ

ニ

ク

サ

ク

ニ

カ

ソ

ス

ル
ヤ

ニ

ス

ニ

浬
藥
経

文
云
、
迦
葉
菩
薩
言
二
世
尊

↓
如
来
何
故
記
二
彼
当
フ
堕
二
阿
鼻
地
獄

殉

シ

ト

バ

ク

リ

ヘ

リ

ハ

ナ

リ

シ
ト

ヲ

善
男
子
善
星
比
丘
多
有
二春
属
殉

皆
謂
下善
星
是
阿
羅
漢

是
得
中道
果
加

我

飢
….臨
⊃後
悪
鴉
砺
一故
、

記
下
彼
善
監
燐
コ放
泓
一臨
堕
―,於
地
批
上
記
。

二

一
八
～
九
頁
)

す
な
わ
ち
、
善
星
比
丘
に
は
多
く
の
春
属
が
あ
り
、
み
な
善
星
は
阿
羅

漢
果
を
得
た
と
思

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実

は
そ
う
で
な
い
。
そ
の
こ

と
を
明
ら
か

に
す

る

た

め

に
、
釈
尊
は
善

星
の

「悪
邪
心
」
と

「
放

逸
」
を
指
摘
さ
れ
、
善
星
が
地
獄
に
堕
ち
た
と
説
か
れ
た
と
い
う

の
で

あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て

『
大
智
度
論
』
に
は
、
あ
る
比
丘
は
色
界
の
四
禅

を
得
た
の
み
で
あ
る
の
に
、
増
上
慢
を
起
こ
し
て

「
四
果
」
す
な
わ
ち

(
5
)

阿
羅
漢
果
を
得
た
と
自
認
し
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
比
丘
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二
四
五

と
は
、

ま
さ
し
く
善
星
を
指
し
、
こ
の

こ
と

か
ら
善
星
は

「
四
禅
比

丘
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
は

『
法
華
題
目
紗
』
の
中
で
、
こ
れ

ら
の
問
題
を
集
約
す
る
形
で
、
「善
星
比
丘
は
二
百
五
十
戒

を
持

て
四

禅
定
を
得
、
十
二
部
経
を
諸
に
せ
し
者
也
。
提
婆
達
多
は
六
万
八
万
の

宝
蔵
を
を
ぼ

へ
十
八
変
を
現

ぜ

し
か
ど

も
、
此
等
は
有
解
無
信
の
者

也
。
今

に
阿
鼻
大
城
に
あ
り
と
聞
く
」
(三
九
二
頁
)
と
述
べ
、
善
星
比

丘
を
提
婆
達
多
と
並
び
称
さ
れ
る
悪
知
識
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

悪
知
識

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
二
面

性
が

指
摘

さ

れ
、
日
蓮

は

「悪
知
識
」
と
い
う
存

在

が
連
鎖

的
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
、
仏
法

の
正
義
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
を
重
大
な
問
題
と
し
て
提
起
し

て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
④
の

「堕
獄
者
」
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
見

て
き
た

よ
う
に
、
釈
尊
の
子
供
と
い
え
ど
も
、
そ
の
教
え
を
信
受
し
な

か

っ
た
た

め
に
、
生
身
の
ま
ま
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
と

い
う

こ
と
が

『浬
藥
経
』

に
説
か
れ
て
お
り
、
日
蓮
は
こ
の
こ
と
を
宗
教
的
事
実
と

し
て
捉
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後

に
、
⑤
の
宗
教
的
救
い
に
関
す
る
日
蓮

の
認
識
を
考
え
て
み
た

(
6
)

い
。
『浬

藥
経
』
迦
葉
菩
薩
品
で
は
、
善
星
比
丘

は

「
断
善
根
」
の
者

と
し
て
例
示
さ
れ
る
が
、
釈
尊
は
善
星
比
丘
が
善
根
を
断
ず
る
こ
と
を

予
見
さ
れ
な
が
ら
、
な
ぜ
出
家
を
許
さ
れ
た
の
か
と
迦
葉
菩
薩
が
尋
ね

る
。
こ
れ

に
答
え
て
釈
尊
は
、
も
し
善
星
の
出
家
を
許
さ
な
け
れ
ば
、

王
位
を
継

承
し
て
そ
の
権
力
に
よ

っ
て
仏
法
を
破
壊
し
た
で
あ
ろ
う
。

出
家
せ
ず
し
て
善
根
を
断
じ
た
の
で
は
永
遠

に
救
わ
れ
な
い
。
今
出
家

し
て
、
善
根
を
断
じ
た
と
い
え
ど
も
、

持
戒

と

四
禅

の
功
徳
が

「善

因
」
と
な
り
、
や
が
て
は
そ
れ
が

「
善
法
」

を
生
じ
、
菩
提
の
道

へ
と

つ
な
が
る
の
で
あ

っ
て
、
釈
尊
は
そ
こ
ま
で
見
通
し
た
上
で
善
星
の
出

家
を
許
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の

『
浬
藥
経
』

の
文
は
、
関
戸
堯
海
氏

に
よ
れ
ば
、
道
元
と
親
鸞

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
引
用
さ
れ
る
が
、
肩
蓮
に
お
い
て

は
直
接
的
な
引
用
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
日
蓮
が
善

星
の
救
い
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と

尋
ね

る
な
ら

ば
、
そ
れ
は

『
開
目
抄
』
に
見
ら
れ
る
、

提
婆
達
多
は
一
閾
提
な
り
、
天
王
如
来
と
記
せ
ら
る
。
浬
藥
経
四
十
巻
の
現

証
は
此
の
品
に
あ
り
。
善
星

・
阿
闍
世
等
の
無
量
の
五
逆
諺
法
の
者
、

一
を

あ
げ
頭
を
あ
げ
、
万
を
を
さ
め
枝
を
し
た
が
ふ
。

一
切
の
五
逆

・
七
逆

・
誘

法

・
閲
提
、
天
王
如
来
に
あ
ら
は
れ
了
ん
ぬ
。
(五
八
九
頁
)

と
い
う
記
述
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
蓮
は
、
善
星
と
阿
闍
世
に

つ
い
て
は
、
浬
藥
経
の
中
で
救
い
の

一
端
が
示
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
救
い
の
本
質
的
根
拠
は
あ
く
ま
で
も
法
華
経
に
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。

つ
ま
り
過
去

・
現
在

・
未
来
の
三
世
を

一
貫
し
た
救
済
論
を
も
つ

法
華
経
を
離
れ
て
は
真
の
救
い
は
あ
り
え
な

い
と
す
る
立
場
に
立
つ
日

蓮
は
、
歴
史
的
現
実
の
場
面
に
お
い
て
宗
教
的
救
い
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
必
ず
法
華
経
の
教
理
論
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
日
蓮
の
救
済
論
の
特
質
が
存
す
る
の
で
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日
蓮

教
学

に
お
け

る
逆
罪
者

の

一
考
察

(
原

)

二
四
六

あ
る
。

日
蓮

の

「法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
実
践
活
動
は
、
こ
の
よ
う
な

釈
尊
在
世

に
お
け
る
提
婆
達
多

・
阿
闇
世

・
善
星
等
の
逆
罪
老
を
救
済

す
る
教
理
論
を
、
末
法
の
日
本
国
と
い
う
歴
史
社
会
に
お
い
て
、
ま
さ

し
く
再
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

『
種
種
御
振
舞
御
書
』
に
は
、

平
左
衛
門
こ
そ
提
婆
達
多
よ
。
念
仏
者
は
盟
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
き
わ
め
て
特
徴
的
な
同
時
性
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
要
す

る
に
日
蓮
は
、
自
己
に
敵
対
し
た
人
物
を
逐

一
釈
尊
.在
世
の
逆
罪
者
に

な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
「法
華
経
の
行
者
」
に
対
す
る
敵
対
者

の
存
在

を

具
体
的

に
検
証
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
末
法
の
日
本

国
の

一
切
衆
生
を
諺
法
者
と
規
定
し
、
そ
の
上
で
法
華
経
の
教
理
論
に

立
脚
し
た
宗
教
的
救
い
の
世
界
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

小
結

以
上
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
く
る
と
き
、
日
蓮
は
、
釈
尊
在
世
の

逆
罪
者
と
末
法
の
諺
法
者
と
の
対
比
的
構
図
を
設
定
し
、
提
婆
達
多
を

逆
罪
者
の
代
表
格
と
み
な
し
な
が
ら
、
善
星
比
丘
に
つ
い
て
も
こ
の
構

図
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。

日
蓮
は
提
婆
達
多
救
済
の
教
理
論
を
法
華
経
に
見
出
し
な
が
ら
、
さ

ら
に

「
釈
尊
在
世
」
と

「末
法
の
今
」
ど
の
宗
教
的
同
時
の
場
面
を
設

(
8
)

定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
同
時
性
の
認
識
を
媒
介
と

し
て
、
末
法
の
日
本
国
に
お
け
る
諺
法
者
を
逐

一
検
証
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
諺
法
者
の
存
在
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
、
き
わ
め

て
逆
説
的
な
方
法
を
も

っ
て
、
末
法
の
歴
史
社
会
の
包
括
的
な
救
い
を

具
現
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

文

中
引

用
の
日
蓮
遺
文

は
、
す

べ
て
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編

『
昭

和

定
本
日
蓮
聖

人
遺
文
』

に
拠
り
、
(

)
内

に
そ
の
頁
数

を
示
し

た
。

1

拙
稿

「
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
―
」
(
立
正
大

学
大

学
院

『
仏
教
学
論
集
』
第

一
八
号
)

2

拙
稿

「
日
蓮

の

『
阿
闍

世
』
解

釈

に
つ
い
て
」

(『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀

要

』
第
二
〇
号
)

3

山
中
喜

八
編
著

『
定
本
注

法
華
経
』
巻
末
索
引
二

八
頁

4

『
大
正
蔵
経
』

一
二
巻
五
六

一
頁

5

『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻

一
八
九
頁

6

『
大
正
蔵
経
』

一
二
巻
五
六
二
～
三
頁

7

関
戸
堯
海

著

『
日
蓮
聖

人
教
学

の
基
礎
的
研
究
』
九
七
頁

8

拙
稿

「
日
蓮

の
宗
教

に
お
け
る

『
同
時
性
』
と

『
罪
』

の
問
題
」

(「
宗

教

研
究
』
第
六
六
巻
四
輯

)

〈
キ

ー

ワ

ー
ド

〉

日

蓮

、

善

星

比

丘

、

逆

罪

(立
正
大
学
助
手
)

792


