
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第

一
号

平
成
十

三
年
十
二
月

日
蓮
教
学
に
お
け
る
善
と
悪

原

愼

定

一

は
じ

め
に

「仏
教
と
倫
理
」
と
い
う
テ
ー

マ
か
ら
日
蓮
の
教
学

に
ア
プ

ロ
ー
チ

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日

蓮
は
善
悪

・
正
邪
の
判
断

の
規
準
を
法
華
経

の
教
え
そ
の
も
の
に
求
め

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
蓮
は
法
華
経
を

「明
鏡
」
と
称
し
、
人
間
の

あ
ら
ゆ
る
行
為
な
ら
び
に
人
間
存
在
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
社
会
国
土

の
あ
り
方

に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
を
こ
の
明
鏡
に
よ
つ
て
照
射
し
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
は
、
明
鏡
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
三
世
を
貫
く
永
遠
の
い
の
ち
の
中

で
本
来

の
姿
を
取
り
戻
し
、
あ

る
べ
き
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
意
味

で
日
蓮
は
、
法

華
経
を
絶
対
的
な
規
範
と
し
て
位
置
づ
け
、
人
類
が
生
き
る
上
で
の
根

本
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
提
唱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
つ
て
、
法
華
経
が
普
遍
的
な
倫
理
規
範

と
な
る
こ
と
を
実
証
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
身
命
を
法
華
経

に
捧
げ
る

こ
と
を
決
意

し
た
。

「法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
日
蓮

の
弘
経
活
動

は
、
他
宗
の
教
義
に
対
す
る
批
判
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
法
華
経
に

ぽ
、
釈
尊
滅
後

の
弘
通
者
は
必
ず
法
難

・
迫
害

に
直
面
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
仏

の
未
来
記
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
日
蓮
は
こ
の
未

あ

来
記
を
末
法

の
社
会
で
検
証
す
る
た
め
に
、
み
え

て
法
難
に
値
う
こ
と

を
自
己
の
使
命
と
し
、
法
難

の
起

こ
る
現
実
社
会

こ
そ
が
、
法
華
経
の

教
え
が
活
現
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
受

け
と
め
方
を
し
て
い
る
。

し
た
が
つ
て
日
蓮

の
他
宗
批
判
は
、
け
つ
し
て
単
な
る
自
己
主
張
や

排
他
主
義
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
規
範
と
し
て
の
法
華
経
に
対
す
る

絶
対
随
順
の

「信
」
、
す
な
わ
ち
徹
底
し
た
自
己
否
定
に
も
と
つ
く
宗

教
実
践
で
あ

つ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
末
法
と
い
う
時
代
に

は
、
正
し
い
倫
理
規
範
が
見
失
わ
れ
、
自
己
中
心
的
で
邪
悪
な
考
え
が

は
び
こ
り
、悪
知
識

の
教
え
に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
う
人
々
が
増
大
す
る
。

そ
の
中

で
日
蓮
は
、
他
宗
批
判
と
い
う
形
6
邪
悪
な
教
え
と
対
峙
し
、

普
遍
的
な
倫
理
規
範
を
立
て
る
こ
と
を
自
己
の
宗
教
的
使
命
と
し
た
わ

け
で
あ
る
。
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日
蓮
教
学

に
お
け
る
善
と
悪

(原
)

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
は
法
華
経
を

「善
」
な
る
規
範
と
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
対
立
す
る

「悪
」
な
る
存
在
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
見
解
に
立

つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「善
」
と

「悪
」
の

対
立
は
人
間
社
会
に
お
い
て
普
遍
的
な
図
式
で
あ
り
、
両
者

の
相
互
関

係
を
追
究

す
る
こ
と
は
、
宗
教

の
根
本
課
題
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ

の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立

っ
て
、
あ
ら
た
め
て
日
蓮
の
教
学
に
お
け
る

「善
悪
」
の
関
係
論
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

善
悪
の
関
係
論

対
立
概
念
と
善
悪
相
資
説
1

　
ユ
　

山
本
七
平
氏

の
所
論
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は

「善
悪
」
を

三

つ
の
対
立
概
念
で
捉
え
る
の
に
対
し
、
日
本
人
は
善
玉
と
悪
玉
に
二
分

し
て
し
ま
う
二
元
論
で
あ
る
と
い
う
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
神
学
に
お
い
て

は
、
神

の
存
在
も
善
悪
と

い
う

三
つ
の
対
立
概
念

で
捉
え
な
け
れ
ば

「生
け
る
神
」
と
し
て
把
握
で
き
な
い
が
、
日
本
人
の
善
悪

の
判
断
基

準
は
、
自
然
法
を
第

三
の
前
提
と
す
る
伝
統
が
あ
り
、
自
然
法
に
従

つ

て
い
る
限
り
は
善

で
あ

つ
て
、
「は
か
ら

い
」
や
欲
が
あ
る
と
自
然
法

か
ら
外
れ
る
の
で
悪
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
。

日
蓮
は

「法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
実
践
に
よ
つ
て
、
自
己
に
敵

対
し
て
く

る
存
在
を

「謗
法
」
と
規
定
し
て
批
判
を
加
え
た
た
め
、
そ

の
主
張
の
あ
り
方
は
、
人
間
を
善
玉
と
悪
玉
に
峻
別
し
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
蓮
の
場
合
は
、
あ
く
ま

で
も
法
華
経
を
絶
対
的
な
規
範
と
す
る
点
に
お
い
て
、
山
本
氏
の
い
う

日
本
人
的
な
善
悪
の
判
断
基
準
と
は
次
元
を
異

に
し
て
い
る
。
む
し
ろ

日
蓮
は

「善
悪
」
を

三
つ
の
対
立
概
念

で
捉
え

て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
仏
教
に
お
け
る
善
と
悪

の
関
係
論
を
み
る
と
、
田
村
芳

　　
　

朗
氏
に
よ
れ
ば
、
善
悪

二
元
論
に
対
し
て
善
悪

一
元
論
が
提
起
さ
れ
、

そ
の
両
者
を
止
揚
す
る
も

の
と
し
て
善
悪
不

二
論
が
主
張
さ
れ
る
に

至
っ
た
と
い
う
。
善
悪
不
二
論
と
は
、
善
と
悪
と
が
敵
対
し

つ
つ
、
統

三
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
特
徴
的
な
所
論
が
天
台
智
顎
に

よ
る
善
悪
相
資
説

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

天
台
の
善
悪
相
資
説
と
は
、
『法
華
玄
義
』
巻
五
に

「た
だ
悪

の
性

相
は
即
ち
善

の
性
相
な
り
、
悪
に
よ
つ
て
善
あ
り
、
悪
を
離
れ
て
善
な

　あ

し
、
諸
悪
を
翻
ず
れ
ば
即
ち
善
の
資
成
な
り
」
と
説
か
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
あ
り
、
悪
な
け
れ
ば
善
も
ま
た
な

い
こ
と
を
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。
か
か
る
善
悪
相
資
説
は

「相
対
種
」
と
呼
ば
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
、
「敵
対
的
相
即
の
弁
証
法
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
敵
対
的
相
即
の
思
想
は
円
融
論
理
の
最
高
極
処
で
あ
り
、
天
台

智
〓

が
法
華
経

の
中
か
ら
こ
れ
を
読
み
取
っ
た

こ
と
は
特
筆
大
書
す
べ

き
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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日
蓮
教
学

に
お
け
る
善

と
悪

(原
)

三

日

蓮

遺

文

に

み

る

善

と

悪

前

項

で

三
瞥

し

た

よ
う

に
、

「善

悪

」

の
関

係

論

と

し

て

は
、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ

の
神

学

で

は
対

立
概

念

と

い
う

捉

え
方

が

あ

り

、
仏
教

に

お

い

て
も
善

悪

不

二
論

、
善

悪

相

資

説

な

ど

が

あ

る
。

こ
う

し
た
論

理

を

手

が

か

り

と

し

て
、
日

蓮

遺

文

に

み
ら

れ

る
善

悪

の
関

係

を

論
理

化

し

て

い
き

た

い
。

ま
ず

日
蓮

の

い
う

「善

」

と

「悪

」

に

は
、

世
俗

的

立

場

の
善

悪

と

宗

教

的

立

場

の
善

悪

と

が
あ

る

が
、

世
間
,
善
悪

ハ
在
⊃
ハ眼
前

略愚
人
モ
可

け弁

"
之
ヲ
。
於

顎
仏
法
.
邪
正

・
師
.
善
悪

畔

者
、
証

果
.
聖
人
.
一.尚
不

レ知

一之

ヲ
。
況
ヤ
於

コ
ヤ末

代
.
凡
夫

弓乎
。

(『
守
護
国
家
論
』
定
遺
八
九
頁
)

と
説

か

れ

る

よ
う

に
、
世

俗

の
価

値
観

に
よ

る
善

悪

は
誰

に

で
も

判

断

が

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

日

蓮

は
指

摘

す

る

。

こ

の

こ
と

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

ル
も

の
多

シ
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
ク
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

タ善
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
ルな
る
べ
し
。

(定
遺
三
二
二
～
三
頁
)

と
論
じ
ら
れ
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
い
う
。
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
分
で
は

「但
だ
善
と
思
」
つ
て
い
て
も
、
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
と
な
り
、
か

え
っ
て

「大
悪
」
に
陥
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
説
示
は
他

の
遺
文
に
も
み
ら

れ
、
『下
山
御
消
息
』
に

は
、世

間

に
智

者
と
仰
。
る
る
人

々
、
我
も

く

時
機

を
知

れ
り

く

と
存
ぜ

ら
れ

げ

に
候

へ
ど
も
、
小
善

を
持

て
大
善
を
打
チ
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

ル
が
如
し
。

(定
遺

=
三二

三
頁
)

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
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日
蓮

教
学

に
お

け
る
善

と
悪

(原
)

大
善
を
失
.。
小
善
の
念
仏
は
大
悪
の
五
逆
罪
に
す
ぎ
た
り
。

(定
遺

一
五
四
三
頁
)

と
述

べ
ら
れ
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
宗

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

つ
て

「大
善
」
を
破
る
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
は
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
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
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮

の
い
う

「大
悪
」
と
は
、
釈
尊
の
本
意
に
背
く
と

い
う
宗
教
的
次
元

の
罪
を
意
味
し
て
お
り
、
「大
悪
」
は
そ
の
ま
ま
で

は
け
っ
し
て
悪
と
し
て
自
覚
化
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
自
己

の
犯
し
た

「大
悪
」
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
釈

尊

の
本
意

で
あ
る

「大
善
」
に
触
れ
た
時
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

日
蓮
自
身
も

「大
善
」
と
し
て
の
法
華
経
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

自
己

の
暖
劫

の
過
去
か
ら
の

「謗
法
」
の
罪
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と

　ら
　

語

っ
て
お
り
、
日
蓮

に
お
い
て
他
者

の

「大
悪
」
を
責
め
る
こ
と
と
、

自
己

の
根
底

に
潜
む

「大
悪
」
を
自
覚
す
る
こ
と
と
は
不
断
の
相
互
関

係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り

「大
善
」
と

「大
悪
」
は
常

に
同
時

的
な
関
係

に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
両
者
は

一
つ
の
対
立
概
念
と
み
な
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
論
点
を
集
約
す
る
叙
述
が
次

の

『智
慧
亡
国
御
書
』
に
み

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
)

㌧
れ
ば
、

い
よ

く

代

の
ほ
ろ
ぶ

る
事
出
来

せ
り
。
今

の
代

の
天
台
真
言
宗

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
リ
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
寛
と

申
.
は
、
本
ト
ハ者
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

.
な
り
。

(定
遺

一
一
二
九
～
三
〇
頁
)

こ

こ

で

は

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

つ

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

る

。

つ

い
で
法

華

経

の

諸

法

実

相

の
教

理

は

「善

」

と

「悪

」

を

究

極

的

に

三
つ

の
対

立

概

念

で
捉

え

る

と

こ

ろ

に
特

質

が
あ

り

、

そ

れ

を

さ

と

る

の

が
仏

の
境

界

で

あ

る

と

説

か

れ

て

い

る
。

つ
ま

り

日
蓮

は
、

法

華

経

を
絶

対

的

な
規

範

と

す

る

と

き

、

潜

在

的

な

「悪

」

を

顕

在

化

さ

せ

る

こ
と

が

「善

」

の

発

場

に

な

る
と

い
う

、

き

わ

め

て
逆

説

的

な
論

理

に

も

と

つ

い

て

「大

77



日
蓮
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悪
」
を
責

め
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

法
華
経

に
お
け
る
善
悪

の
対
立
概
念
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

『富
木

入
道
殿
御
返
事
』

の
説
示
が
注
目
さ
れ
る
。

善
と
悪
と
は
無
始
よ
り
の
左
右
の
法
也
。
権
教
並
二諸
宗
の
心
は
善
悪
は
等
覚

し
か
ら
ば

と
が

に
限
る
。
若
.爾
者
等
覚
ま
で
は
互
に
失
有
ルベ
し
。
法
華
宗
の
心
は
一
念
三

千
、
性
悪
性
善
ハ妙
覚
の
位
に
猶
備
ハれ
り
。
元
品
ノ法
性
は
梵
天
・帝
釈
等
と

顕
れ
、
元
品
の
無
明
は
第
六
天
の
魔
王
と
顕
.た
り
。

(定
遺

一
五
二
〇
頁
)

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

コ

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
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
蓮
は
絶
対
規
範
と
し
て
の
法
華
経

の

「大
善
」

と
、
そ
れ
に
背
く

「大
悪
」
と
を
永
遠

の
対
立
概
念
と
し
て
捉
え
、
両

者
を
統

一
す
る
と
こ
ろ
に
法
華
経
の
特
質
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

「法
華
経

の
行
者
」
と
し
て
の
日
蓮

の
宗
教
実
践
は
、
法
華
経
を
絶

対
規
範

(明
鏡
)
と
し
て
現
実
社
会
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会

の
実
態
を
あ
え
て

「大
悪
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
極

の

「大
善
」
を
顕
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「大
悪
を
こ
れ
ば
大
善
き
た
る
」

(『大
善
大
悪
御
書
』
定

遺
八
七
七
頁
)、
「大
悪
は
大
善

の
来
る
べ
き
端
相
な
り
」

(『智
慧
亡
国
御

書
』
定
遺

二

三
一
頁
)
と

い
う
端
的
な
表
現
を
も
つ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
日
蓮

は
、
「大
悪
」
を
顕
わ
す
こ
と
に
よ
つ
て
対
極

の

「大
善
」

を
も
た
ら
す
と

い
う
、
き
わ
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
発
想
に
立

っ
て
い

た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

む
す
び

に
か
え

て

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
日
蓮

は
法
華
経
を
絶
対
的
な
規
範
と
し
て

立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
末
法

の
社
会

に
潜
在
す
る

「悪
」
を
顕
在
化

し
、
そ
れ
と
同
時
に

「善
」
を
引
き
起

こ
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
、
「善
悪
の
対
立
概
念
」
あ

る
い
は

「善
悪
相
資
説
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
日
蓮
自
身
も

触
れ
て
い
る
よ
う
に
天
台

の

=

念
三
千
」
の
円
融
論
理
に
立
脚
す
る

も
の
で
あ
つ
た
。
日
蓮
は
こ
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
求
め

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

「法
華
経

の
行
者
」
の
行
動
規
範
と
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
蓮

の

「法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
行
動

は
、
他
宗
の
教
義

の
誤

り
を

「大
悪
」
と
批
判
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
難
を
受
け
る
こ
と
が

必
然
的
課
題

で
あ
っ
た
。
そ
の
法
難
は
、
法
華
・経
で
は
釈
尊

の
未
来
記

と
し
て
予
言
的
に
説
か
れ
て
お
り
、
日
蓮
が

「大
悪
」
と
対
峙
す
る
こ

と
は
、
釈
尊
の
未
来
記
を
末
法

の
社
会
に
お

い
て
検
証
す
る
こ
と
で

あ
つ
た
と
い
え
る
。
『種
種
御
振
舞
御
書
』
に

は
日
蓮
自
身
の
受
難
体

験
を
回
顧
し
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
釈
尊
と
の
宗
教
的
同
時
性
の
体
験
で

あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
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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
雀

ぎ

や

り

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
寛
等
と
の
べ
ら
れ
て
候
は
是

也
。

(定
遺
九
七

一
頁
)

釈
迦
如
来
の
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
な
り
。

(定
遺
九
七
二
頁
)

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
フ。

(定
遺
九
七
三
頁
)

す
な
わ
ち
日
蓮
に
敵
対
し
た
人
物
を
具
体
的
に
挙
げ
、
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
つ
く
宗
教
体
験
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
は
、

釈
尊
に
と

っ
て
も
、
ま
た
日
蓮

に
と
っ
て
も
、
法
難
の
加
害
者
の
存
在

が
不
可
欠

の
資
助
で
あ
つ
た
と
表
明
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
的
現
実
の
場
面
に
お
い
て
法
華
経
に
背
く

「大
悪
」

は
、
宗
教

的
規
範
と
し
て
の
法
華
経
の

「大
善
」
を
引
き
出
す
上
で
不

可
欠

の
資

助
と
な
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
法
華
経
は

「悪
」
を

「善
」

に
転
化
す

る
論
理
を
も
ち
、
日
蓮
は
そ
こ
に
法
華
経

の
救
済
性
を
見
出

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1

山
本
七
平
著

『比
較
文
化
論
の
試
み
』
(講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
七
六

年
)
八
七
～
九

二
頁

2

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
、
平
楽
寺

書
店
、

一
九
七
六
年
)

一
六
五
～
九
頁

3

『大
正
蔵
経

』
三
三
巻
七
四
三
頁

c

(原
漢
文

)

4

安
藤
俊
雄
著

『天
台
性

具
思

想
論
』

(法
蔵
館

、

一
九
七

三
年

)
四
五
～

五

四
頁

5

『開

目
抄

』
定
遺
六
〇

二
～
三
頁
。
日
蓮

の
罪
業

意
識

に

つ
い
て
は
、
拙

著

『
日
蓮
教
学

に
お
け
る
罪

の
研
究
』

(平
楽
寺
書
店
、

一
九
九

九
年
)
を

参
照

さ
れ
た

い
。

6

悪

の
顕
在
化

が
善

の
発
場

に
な
る
と

い
う
逆
説
的

な
論

理
に

つ
い
て
は
、

拙
稿

「日
蓮
教
学

に
お
け
る
逆
説

の
論
理
」

(
『印
度
学
仏

教
学
研
究

』

四

六
巻

一
号

)

で
論

じ
た

こ
と

が
あ
る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

倫

理
規
範
、
対
立
概
念

、
善
悪
相
資

、
日
蓮

の
実

践
倫
理

(立
正
大
学
専
任
講
師
)
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