
  

任
用
試
験
発
心
教
材 

問
題
編 

     

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



【【【

任任任

用用用

試試試

験験験

発発発

心心心

教教教

材材材

ののの

使使使

用用用

方方方

法法法

】】】   

   

ポ
イ
ン
ト
① 

 

こ
の
教
材
は
、
任
用
試
験
受
験
者
が
試
験
本
番
さ
な
が
ら
の
気
持
ち
で
勉
強
で
き
る
よ
う
に
、
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
仏
法
用
語
（
教
学
入
門
）
を
体
系
的
に
、
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
構
成
し
て
あ
り
ま
す
。 

ル
ビ
の
な
い
漢
字
に
ル
ビ
を
書
き
入
れ
る
の
も
勉
強
で
す
。 

 

ポ
イ
ン
ト
② 

 

最
初
の
勉
強
は
、
「
大
白
蓮
華
」
を
手
元
に
置
き
、
正
確
に
解
答
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
不
明
な
点
は
担
当

講
師
に
指
導
を
受
け
て
、
正
確
に
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

ポ
イ
ン
ト
③ 

 

○×

問
題
は
、
○
・×

を
つ
け
る
理
由
を
し
っ
か
り
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

ポ
イ
ン
ト
④ 

 

こ
の
教
材
は
、
任
用
試
験
範
囲
外
の
仏
法
用
語
も
使
用
し
ま
す
。 

特
に
、
混
同
し
や
す
い
仏
法
用
語
の
意
味
を
明
確
に
勉
強
し
ま
し
ょ
う
。 

 

ポ
イ
ン
ト
⑤ 

 
 

こ
の
教
材
に
使
用
し
た
用
語
の
意
味
・
説
明
等
は
、
「
仏
教
哲
学
大
辞
典
」
（
創
価
学
会
版
）
を
参
照
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
各
問
題
は
、
任
用
試
験
過
去
問
を
参
考
に
作
成
し
て
い
ま
す
。 

 

戸
田
城
聖
先
生
い
わ
く
、
『
「
御
書
」
は
武
士
に
と
っ
て
の
刀
と
同
様
で
あ
る
』
と
、 

 

こ
の
教
材
が
、
あ
な
た
の
血
肉
と
な
ら
ん
こ
と
を
祈
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【【【

作作作

成成成

・・・

編編編

集集集

   

ウウウ

ィィィ

ンンン

ベベベ

ルルル

教教教

育育育

研研研

究究究

所所所

   

池池池

田田田

弥弥弥

三三三

郎郎郎

】】】
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□
□
教
学
入
門
を
制
覇
す
る
問
題 

／ 

問
題
編
□
□ 

 

問
一 

次
の 

『日
蓮
大
聖
人
の
御
生
涯

ご
し
ょ
う
が
い

』
の
説
明
文
の
（  

 

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
文
章
を
完
成
し
な
さ
い
。 

 

大
聖
人
は
、
鎌
倉
・
京
都
・
奈
良
等
の
諸
大
寺

し
ょ
だ

い
じ

を
巡め

ぐ

る
遊
学

ゆ
う
が
く

を
さ
れ
各
宗
派
の
教
義

き
ょ
う
ぎ

の
本
質
を
検
証

け
ん
し
ょ
う

さ
れ
ま
し 

た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
至い

た

っ
た
と
拝
察

は
い
さ
つ

で
き
ま
す
。 

 

①
（  

法
華
経 

 
 

）
こ
そ
が
釈
尊

し
ゃ
く
そ
ん

の
説
い
た
一
切
経

い
っ
さ
い
き
ょ
う

の
な
か
で
最
も
勝す

ぐ

れ
た
経
典
で
あ
る
。 

 

②
自
身
が
悟
っ
た
妙
法

み
ょ
う
ほ
う

は
、
法
華
経
の
肝
要

か
ん
よ
う

の
法
で
あ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
釈
尊
の
滅
後

め

つ
ご

に
お
い
て 

は
、
（  

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 
 

）
を
人
々
を
救
う
法
と
し
て
弘ひ

ろ

め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

③
肝
要

か
ん
よ
う

の
妙
法
を
悟
っ
た
自
身
は
、
法
華
経
に
お
い
て
末
法

ま
つ
ぽ
う

の
人
々
を
救
う
使
命

し

め

い

を
仏
か
ら
託た

く

さ
れ
た 

（  

地
涌 

 
 

）
の
菩
薩

ぼ

さ

つ

に
当あ

た
る
。
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
上
首

じ
ょ
う
し
ゅ

・
（ 

上 

行 
 

）
菩
薩
の
再
誕

さ
い
た
ん

と
し
て
末
法
救 

済
に
先
駆

せ

ん

く

し
て
戦
い
、
凡
夫
成
仏
の
妙
法
を
末
法
流
通

る

つ
う

の
法
と
し
て
顕

あ
ら
わ

し
て
い
く
使
命
が
あ
る
。 

 

④
今
の
日
本
に
弘
め
ら
れ
て
い
る
諸
宗

し
ょ
し
ゅ
う

の
教
義
に
は
、
正
法
で
あ
る
法
華
経
に
背
く
“
（ 

謗 

法 
 

 

）
”
の
要
素 

が
あ
る
。
こ
の
諸
宗
の
（ 

謗 

法 
 

 

）
を
責せ

め
れ
ば
、
大
難

だ
い
な
ん

が
押
し
寄
せ
て
く
る
の
は
必
然

ひ
つ
ぜ
ん

で
あ
る
。 

 

問
二 

『日
蓮
大
聖
人
の
御
事
蹟

ご

じ

せ

き

』
に
関
し
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

一
、
次
に
あ
げ
た
二
つ
の
年
月
日
に
相
当

そ
う
と
う

す
る
大
聖
人
の
御
事
蹟

ご

じ

せ

き

を
【  

 
 

】
に
書
き
な
さ
い
。 

  
 

 

建
長

け
ん
ち
ょ
う

五
年
（
一
二
五
三
年
）
四
月
二
十
八
日 

↓ 

 
 

 
 

 
 

【  
 

立
宗
宣
言 

 
 

 
 

 
 

 
 

】 

  
 

 

弘
安

こ
う
あ
ん

二
年
（
一
二
七
九
年
）
十
月
十
二
日 

↓ 

 
 

 
 

 
 

【  
 

大
御
本
尊
御
建
立 

 
 

 
 

】 
 

※
参
考
→
「出
世

し
ゅ
っ
せ

の
本
懐

ほ
ん
か
い

」
を
学
習
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

二
、 

次
の
文
の
（ 

① 

）
か
ら
（ 

③ 

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

立
正
安
国
論
は
文
応
元
年
七
月
十
六
日
、
（  

① 
 

）
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
御
書
で
、
念
仏

ね
ん
ぶ
つ

の
邪
義
を
破
折 

さ
れ
る
と
と
も
に
、
（  

② 
 

）
と
（  

③ 
 

）
の
二
難
が
予
言
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 



 

 

ヒ
ン
ト 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

↓ 
①
の
答
え 

 

（  

北
条
時
頼 

 
 

 
 
 

）←
時
の
権
力
者 

 

②
の
答
え 

 

（  

自
界
叛
逆
難 

 
 

 

）←
内 

乱 
 

③
の
答
え 

 
（  
他
国
侵
逼
難 

 
 

 

）←
侵 

略 

 

三
、
竜た

つ

の
口く

ち

の
法
難

ほ
う
な
ん

・
佐
渡
流
罪

さ

ど

る

ざ

い

に
関
連
し
て
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

 

イ
、
竜た

つ

の
口く

ち

の
法
難

ほ
う
な
ん

の
月
日
を
書
き
な
さ
い
。 

  
 

 
 

 

〔
文
永
八
年 

 

九 
 

 
 

 

月 
 

十 
二 

 
 

 

日
〕 

 

※
参
考
→
「
発
迹
顕
本

は
つ
し
ゃ
く
け
ん
ぽ
ん

」
を
学
習
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

  
 

 

ロ
、
佐
渡
流
罪
中
に
大
聖
人
が
著
さ
れ
た
次
の
二
編
の
御
書
を
何
の
書
と
呼
び
ま
す
か
。 

  
 

 
 

開
目
抄

か
い
も
く
し
ょ
う 

 
 

 

（  

人
本
尊 

 
 

 
 

 

）
開
顕

か
い
け
ん

の
書し

ょ 

  
 

 
 

観
心
本
尊
抄

か
ん
じ
ん
の
ほ
ん
ぞ
ん
し
ょ
う 

（  

法
本
尊 

 
 

 
 

 

）
開
顕

か
い
け
ん

の
書し

ょ 

 
 

 

四
、
竜
の
口
の
法
難
・佐
渡
流
罪
以
外
に
大
聖
人
が
受
け
ら
れ
た
大だ

い

難な
ん

の
名
を
三
つ
（
い
ず
れ
も
地
名
が
つ
い
て
い
ま
す
。
）
あ

げ
な
さ
い
。 

  
 

 

（ 

松
葉
ヶ
谷
の
法
難 

 
 

 
 

） 

（ 

伊
豆
流
罪 

 
 

 
 

 

） 

（ 

小
松
原
の
法
難 

 
 

 
 

 
） 

  

問
三 

次
の
文
は
『十
界

じ
っ
か
い

』
の
ど
の
界
を
説
明
し
た
も
の
で
す
か
。
（  

 

）
の
中
に
十
界
の
名
称
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

イ
、
苦
し
み
に
縛し

ば

ら
れ
、
や
り
場
の
な
い
恨う

ら

み
の
心
を
も
つ
、
不
自
由
で
最
低
の
境
涯
。 

  
 

 

ロ
、
目
先
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
、
も
の
ご
と
の
道
理
に
暗
い
、
愚お

ろ

か
な
境
涯
。 

 

ハ
、
「
法
の
た
め
」
「
人
の
た
め
」
と
い
う
使
命
感
を
持
ち
、
「
慈
悲
」
を
現
し
、
そ
の
慈
悲
を
生
き
方
の
根
本
に
す
え
る

境
涯
。 

 

ニ
、
自
分
が
優す

ぐ

れ
他
人
が
劣お

と

っ
て
い
る
と
思
い
こ
み
、
「
勝
他

し
ょ
う
た

の
念ね

ん

」
を
も
つ
境
涯

き
ょ
う
が
い

。 

 

《
答
え
》 

 

イ
、
（  

地 
 

獄 
 

 

）
界 

 

ロ
、
（  

畜 
 

生 
 

 

）
界 

 

ハ
、 

（  

菩 
 

薩 
 

 

）
界 

 

ニ
、
（  

修 
 

羅 
 

 

）
界 



 

 

 
問
四 
次
の
文
の
（  

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

十
界
互
具
と
は
、
（  

十
界 

）
の
各
界
が
互
い
に
（  

十
界 

）
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。 

 

十
界
互
具
の
法
理
は
、
（  

九
界 

）
の
い
か
な
る
衆
生
の
生
命
に
も
（ 

仏
界 

）
が
具
わ
る
こ
と
を
明
か
し
た
も
の
で 

す
。 

 

十
界
互
具
と
は
、
万
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
命
の
基
調
を
（ 

仏
界 

）
の
方
向
へ
転
換
し
て
い
け
る
こ
と
を
示
す

「
（  

境
涯
革
命 

 

）
」
の
法
理
な
の
で
す
。 

 

問
五 

次
の
文
の
（  

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

新
池
御
書

に

い
け

ご

し

ょ

で
は
、 

「
（ 

地 

獄 
 

）
お
そ
る
べ
し
炎
を
以
て
家
と
す
、
（  

餓 

鬼 
 

）
悲
む
べ
し
飢
渇

け

か

ち

に
う
へ
て
子 

 

を
食
ふ
、
修
羅
は
闘
諍
な
り
・
畜
生
は
残
害
と
て
互
に
殺
し
あ
ふ
」
と
、
境
涯
に
つ
い
て
ご
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
御
書
一
四
三
九
㌻
） 

  

問
六 

『
信
行
学

し
ん
ぎ
ょ
う
が
く

』
の
重
要
性
を
述
べ
ら
れ
た
諸
法
実
相
抄

し
ょ
ほ
う
じ
っ
し
ょ
う
し
ょ
う

の
御
文
の
う
ち
、
そ
の
一
節
を
書
き
な
さ
い
。 

  
 

 

行
学
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
、
行
学
た
え
な
ば
仏
法
は
あ
る 

 
 

 

べ
か
ら
ず
、
我
も
い
た
し
人
を
も
教
化
候
へ
、
行
学
は
信
心
よ
り 

 
 

 

を
こ
る
べ
く
候
、
力
あ
ら
ば
一
文
一
句
な
り
と
も
か
た
ら
せ
給 

 
 

 

う
べ
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
御
書
一
三
六
一
㌻
） 

  

問
七 

次
の
文
の
（  

 

）
に
は
二
つ
の
言
葉
が
入
っ
て
い
ま
す
。
正
し
い
ほ
う
の
番
号
を
○
で
囲
み
な
さ
い
。 

 

（ 

１
、
自
行 

 

２
、
化
他 

 

）
は
自
分
が
法
の
功
徳

く

ど

く

を
得
る
た
め
に
修
行
す
る
こ
と
で
、
（  

１
、
自
行 
２
、
化 

 

他 
 

）
と
は
他
人
に
功
徳
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
仏
法
を
教
え
る
実
践
を
い
い
ま
す
。 

 

具
体
的
に
は
、
勤
行

ご
ん
ぎ
ょ
う

は
（ 

１
、
自
行 

 

２
、
化
他 

 

）
に
あ
た
り
、
弘
教
は
（ 

１
、
自
行 

２
、
化
他 

 

）
に
あ 

 

た
り
ま
す
。 

 

問
八 

次
の
『
立
正
安
国

り
っ
し
ょ
う
あ
ん
こ
く

』
に
つ
い
て
、
（  

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

（  

立 

正 
 

）
と
は
、
正
法
を
人
々
の
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
、
（  

安 

国 
 

）
と
は
社
会 

 

の
平
和
・
繁
栄
と
人
々
の
生
活
の
安
穏
を
実
現
す
る
こ
と
で
す
。 

 

問
九 

『
三
障
四
魔

さ
ん
し
ょ
う
し
ま

』
に
つ
い
て
、
次
の
ア
～
キ
の
文
章
に
あ
て
は
ま
る
適
切
な
も
の
を
下
段
の
①
か
ら
⑦
の
用
語
か
ら
選
び
、
ア

～
キ
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 



 

 

ア
、
修
行
者
の
生
命
を
断た

つ
こ
と
に
よ
っ
て
修
行
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
魔
の
こ
と
で
す
。 

 
イ
、
貪

む
さ
ぼ

り
、
瞋い

か

り
、
癡

お
ろ
か

な
ど
の
自
身
の
煩
悩

ぼ
ん
の
う

が
信
心
修
行
の
妨

さ
ま
た

げ
と
な
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

 

ウ
、
自
分
の
生
命
に
刻
ま
れ
た
悪
業

あ
く
ご
う

が
信
仰
を
妨
げ
る
も
の
で
す
。 

 

エ
、
貪

む
さ
ぼ

り
、
瞋い

か

り
、
癡

お
ろ
か

（貪と
ん

・
瞋じ

ん

・
癡ち

）
な
ど
の
煩
悩

ぼ
ん
の
う

が
起
こ
っ
て
信
心
を
破
壊
す
る
こ
と
。 

オ
、
信
心
修
行
者
の
五
陰お

ん

（
肉
体
や
心
の
働
き
）の
活
動
の
不
調
和
が
信
心
修
行
の
妨

さ
ま
た

げ
と
な
る
こ
と
。 

 

カ
、
他
化
自
在
天
王

た

け

じ

ざ

い
て

ん

の
う

（
第
六
天
の
魔
王

ま

お

う

）
に
よ
る
働
き
で
、
生
命
の
根
本
的
な
迷
い
か
ら
起
こ
る
も
の
で
す
。 

 

キ
、
三
悪
道

さ
ん
あ
く
ど
う

（
地
獄
・餓
鬼
・
畜
生
）
や
誹
謗
正
法

ひ
ぼ
う
し
ょ
う
ほ
う

等
の
悪
の
報
い
と
し
て
起
こ
っ
て
く
る
障さ

わ

り
を
い
い
ま
す
。 

 

① 

煩
悩

ぼ
ん
の
う

障 

（ 

イ 
 

 

）  
 

② 

業ご
う 

障 

（ 
ウ 

 
 

）  
 

③ 

報ほ
う 

障 
 

（ 

キ 
 

 

） 

 

④ 

陰お
ん 

魔 

（ 

オ 
 

 

）  
 

 

⑤ 

煩
悩

ぼ
ん
の
う

魔 

（ 

エ  
 

 
）  

 

⑥ 

死し 

魔 

（ 

ア 
 

 

） 

 

⑦ 

天
子

て
ん
じ

魔 

（ 

カ 
 

 

）  
 

問
十 

『
三
類

さ
ん
る
い

の
強
敵

ご
う
て
き

』
に
つ
い
て
、
次
の
①
～
③
の
用
語
は
後
ろ
の
ど
の
説
明
文
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
か
。
ア
か
ら
ウ
の
説
明
文

の
（  

 

）
に
①
～
③
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  

①
僭
聖
増
上
慢

せ
ん
し
ょ
う
ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん 

②
道
門
増
上
慢

ど
う
も
ん
ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん 

③
俗
衆
増
上
慢

ぞ
く
し
ゅ
う
ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん 

  

ア
、
法
華
経
の
行
者
を
迫
害
す
る
、
仏
法
に
無
智

む

ち

な
衆
生
を
い
い
ま
す
。 

 

（  
 

③ 
 

 
 

 
 

） 

 

イ
、
法
華
経
の
行
者
を
迫
害
す
る
、
比
丘

び

く

（僧
侶

そ
う
り
ょ

）
を
指
し
ま
す
。 

 

（  
 

② 
 

 
 

 
 

） 
 

ウ
、
人
々
か
ら
仰
が
れ
て
い
る
高
僧
で
、
ふ
だ
ん
は
世
間
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
み
、
自
分
の
利
益
の
み
を
貪
り
、
悪
心
を
抱

い
て
、
法
華
経
の
行
者
を

陥
お
と
し
い

れ
よ
う
と
し
ま
す
。 

（  
 

① 
 

 
 

 
 

） 

 

問
十
一 

前
問
の
『三
類
の
強
敵
』
の
手
口

て
ぐ

ち

を
後
ろ
の
文
章
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
ウ
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

① 

俗
衆
増
上
慢

ぞ
く
し
ゅ
う
ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん 

 
 

 

（  
 

ウ 
 

 
 

） 
 



 

 

② 

道
門
増
上
慢

ど
う
も
ん
ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん 

 
 

  

（  
 

イ 
 

 
 

） 
 

③ 
僭
聖
増
上
慢

せ
ん
し
ょ
う
ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん 

 
 

 

（  
 

 

ア 
 
 

 

） 
 

ア
、
国
王
や
大
臣
等
に
向
か
っ
て
、
法
華
経
の
行
者
を
邪
見

じ
ゃ
け
ん

の
者
で
あ
る
な
ど
と
讒
言

ざ
ん
げ
ん

し
、
権
力
者
を
動
か
し
て
弾
圧
を
加
え

さ
せ
る
よ
う
に
仕
向

し

む

け
る
。 

 

イ
、
真
実
の
仏
法
を
究き

わ

め
て
い
な
い
の
に
、
自
分
の
考
え
に
執
着
し
、
自
身
が
偉
い
と
思
い
、
正
法
を
持
っ
た
人
を
迫
害
し
て
く

る
。 

 

ウ
、
法
華
経
の
行
者
に
対
し
て
、
悪
口

あ

っ
く

罵
詈

め

り

等
を
し
、
刀
杖

と
う
じ
ょ
う

で
危
害
を
加
え
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

問
十
二 

次
の
説
明
文
の
う
ち
、
正
し
い
も
の
に
は
○
、
誤
っ
て
い
る
も
の
に
は×

を
（  

 

）
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

イ
、
（ 

○ 
 

） 

釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
智
慧
第
一
と
い
わ
れ
た
舎
利
弗
も
、
た
だ
信
受
す
る
こ
と
で
法
華
経

の
法
理
を
体
得
で
き
た
。 

 

ロ
、
（ ×

 
 

） 

自
身
の
外
の
条
件
に
左
右
さ
れ
る
六
道
の
境
涯
は
、
本
当
に
自
由
で
主
体
的
な
境
涯
と
は
い
え
ず
、

仏
道
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
境
涯
が
、
二
乗
の
境
涯
で
あ
る
。 

 

ハ
、
（ 

○ 
 

） 

成
仏
と
は
ゴ
ー
ル
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
妙
法
を
受
持
し
て
悪
を
滅
し
善
を
生
ず
る

戦
い
を
続
け
る
境
涯
で
あ
る
。 

 

ニ
、
（ 

○ 
 

） 

法
華
経
以
外
の
経
典
で
は
、
十
界
は
全
く
別
々
に
存
在
す
る
世
界
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

ホ
、
（ ×

 
 

） 

絶
対
的
幸
福
と
は
、
物
質
的
に
充
足
し
た
り
、
欲
望
が
満
ち
た
り
た
状
態
を
い
い
ま
す
。 

 

 

問
十
三 

次
の
説
明
文
の
う
ち
、
正
し
い
も
の
に
は
○
、
誤
っ
て
い
る
も
の
に
は×

を
（  

 

）
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

  

イ
、
（ 

○ 
 

） 

釈
尊
の
久
遠
か
ら
の
弟
子
で
、
大
地
の
底
か
ら
涌
現
し
て
き
た
と
説
か
れ
る
無
数
の
大
菩
薩
は
、

地
涌
の
菩
薩
で
あ
る
。 

 

ロ
、
（ ×

 
 

） 

「
立
正
安
国
」
と
は
、
ま
ず
国
を
安
ん
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
に
正
法
を
立
て
る
こ
と
を
い
う
。 

 

ハ
、
（ ×

 
 

） 

法
難
と
は
、
正
法
を
誹
謗
す
る
こ
と
を
さ
し
、
ま
た
正
法
を
行
ず
る
人
を
憎
ん
で
誹
謗
す
る
こ
と

も
含
ま
れ
る
。 

 

ニ
、
（ 

○ 
 

） 

自
行
と
は
勤
行
（
読
経
・
唱
題
）
で
あ
り
、
化
他
と
は
弘
教
で
あ
る
。 

 

ホ
、
（ 

○ 
 

） 

過
去
か
ら
積
み
重
ね
て
き
た
宿
業
を
今
世
に
軽
く
受
け
て
滅
す
る
こ
と
を
転
重
軽
受
と
い
い
ま

す
。 

 

へ
、
（ ×

 
 

） 

僧
侶
に
よ
る
葬
儀
、
法
要
、
戒
名
な
ど
の
化
儀
は
、
大
聖
人
が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 



 

 

『
数
』
に
こ
だ
わ
る
練
習   

次
の
「数
」
に
関
す
る
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
「
数
」に
こ
だ
わ
る
問
題
で
す
。 

 

問
一 

準
備
体
操
で
す
。 ｢ 

十じ
っ 

界か
い 

｣ 

を
書
い
て
み
よ
う
。 

 

①
（  

地 

獄 
 

界 
） 

②
（  

餓 

鬼 
 

界 

） 

③
（  

畜 

生 
 

界 

） 

④
（  

修 

羅 
 

界 

）  

 

⑤
（  

人 
 
 

 
 

界 

） 
⑥
（  

天 
 

 
 

界 

） 

⑦
（  

声 

聞 
 

界 

） 

⑧
（  

縁 

覚 
 

界 

）  

 

⑨
（  

菩 

薩 
 

界 

） 

⑩
（  
仏 

 
 

 
 

界 

） 

 

問
二 

｢ 

二
乗

に
じ
ょ
う 

｣

と
は
、 ｢ 

十じ
っ 

界か
い 

｣

の
何
を
さ
し
て
い
ま
す
か
。 

 

①
（  

声 

聞 
 

 

界 

） 

②
（  

縁 

覚 
 

界 
） 

 

問
三 

｢ 

三
悪
道

さ
ん
あ
く
ど
う 

｣

と
は
、
何
を
さ
し
て
い
ま
す
か
。 

 

①
（  

地 

獄 
 

界 

） 

②
（  

餓 

鬼 
 

 

界 

） 

③
（  
畜 
生 

 

界 

） 

 

問
四 

｢ 

四
悪
趣

し
あ

く
し
ゅ 

｣

の
四
つ
を
答
え
な
さ
い
。 

 

①
（  

地 

獄 
 

界 

） 

②
（  

餓 

鬼 
 

界 

） 

③
（  

畜 

生 
 

界 

） 
④
（  

修 

羅 
 

界 

） 

 

問
四 

｢ 

四
聖

し
し
ょ
う 

｣

の
四
つ
を
答
え
な
さ
い
。 

 

①
（  

声 

聞 
 

界 

） 

②
（  

縁 

覚 
 

界 

） 

③
（  

菩 

薩 
 

界 

） 

④
（  

仏 
 

 
 
 

界 

） 

 

問
五 

地
涌
の
菩
薩
の
導
師
（衆
生
を
導
く
師
）で
あ
る
「 

四し

菩
薩

ぼ

さ

つ 

」
の
名
を
書
い
て
み
よ
う
。 

 

①
（ 

上 

行 
 

）
菩
薩 

 

②
（ 

無
辺
行 

 

）
菩
薩 

③
（ 

浄 

行 
 

）
菩
薩 

 

④
（ 

安
立
行 

 

）
菩
薩 

 

問
六 

｢ 

六
道

ろ
く
ど
う

の
凡
夫

ぼ

ん

ぷ 
｣

の
「 

六
道

ろ
く
ど
う 

」
を
答
え
な
さ
い
。 

 

①
（  

地 

獄 
 

界 

） 

②
（  

餓 

鬼 
 

界 

） 

③
（  

畜 

生 
 

界 

） 

④
（  

修 

羅 
 

界 

）  

 

⑤
（  

人 
 

 
 

界 

） 

⑥
（  

天 
 

 
 

界 

） 

 

問
七 

｢ 

十
じ
ゅ
う

如
是

に

ょ
ぜ 

｣

を
答
え
な
さ
い
。 

 

如
是
（  

 

相 
 

 
 

） 

如
是
（  

 

性 
 

 
 

） 

如
是
（  

 

体 
 

 
 

） 

如
是
（  

 

力 
 

 
 

） 
  

 
 

如
是
（  

 

作 
 

 
 

） 

如
是
（  

 

因 
 

 
 

） 

如
是
（  

 

縁 
 

 
 

） 

如
是
（  

 

果 
 

 
 

） 
 

如
是
（  

 

報 
 

 
 

） 

如
是
（  

 

本
末
究
竟
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 



 

 

 
問
八 

｢ 

十じ
っ 

界か
い 

｣ 

を
「三
悪
道

さ
ん
あ
く
ど
う

」
と
「六
道

ろ
く
ど
う

」
と
「
二
乗

に
じ
ょ
う

」
と
「四
聖

し

せ

い

」
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。 

 

「三
悪
道
」 

 

①
（  

地 
獄 

 
 

 

）  

②
（  

餓 

鬼 
 

 
 

）  

③
（  

畜 

生 
 

 
 

） 

  

「六 

道
」 

 

①
（ 

地 

獄 
 

 

） 

②
（ 

餓 
鬼 

 
 

） 

③
（ 

畜 

生 
 

 

） 

④
（ 

修 

羅 
 

 

） 

⑤
（ 

人 
 

 
 

 

）  
 

⑥
（ 

天 
 

 
 

 

） 

 

「二 

乗
」 

 

①
（  

声 

聞 
 

 
 

） 

②
（  

縁 

覚 
 

 
 

） 

 

「四 

聖
」 

 

①
（  

声 

聞 
 

 
 

） 

②
（  

縁 

覚 
 

 
 

） 

③
（  

菩 

薩 
 

 
 

） 

④
（  

仏 
 

 
 

 
 

 

） 

 

問
九 

「 

一
念

い
ち
ね
ん

三
千

さ
ん
ぜ
ん 

」
の
法
門
は
、
三
つ
の
法
理
が
総
合
し
て
成
立
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
法
理
を
答
え
な
さ
い
。 

 

①
（  

十
界
互
具 

 
 
 

 
 

 
 

 

） 

②
（  

十
如
是 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

③
（  

三
世
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

 

                        



 

 

『
仏
法
用
語
』
を
ひ
も
と
く
練
習   

問
一 

次
の
①
か
ら
⑥
の
用
語
に
つ
い
て
、
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
文
章
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
カ
の
記
号
で
答

え
な
さ
い
。 

 

①
三
障
四
魔

さ
ん
し
ょ
う
し
ま

（  
ウ 

 
 

） 

②
転
重
軽
受

て
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う
じ
ゅ

（  

カ 
 

 

）③
三
類

さ
ん
る
い

の
強
敵

ご
う
て
き

（  

エ  
 

）  
 

 

④
自
行
化
他

じ

ぎ

ょ
う

け

た

（  

イ 
 

 
） 

⑤
宿
命

し
ゅ
く
め
い

転
換

て
ん
か
ん

（  

オ 
 

 

） 

⑥
以
信
得
入

い
し
ん
と
く
に
ゅ
う

（  

ア 
 

 

） 
 

※
次
の
文
章
を
し
っ
か
り
読
む
こ
と
が
、
勉
強
で
す
。 

 

ア
、
智
慧
第
一
の
舎
利
弗

し
ゃ
り

ほ
つ

も
、
信
を
も
っ
て
初
め
て
法
華
経
の
法
理

ほ
う

り

を
会
得
で
き
た
。
一
切
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

は
こ
と
ご
と
く
信
を
も
っ
て

成
仏

じ
ょ
う
ぶ
つ

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。 

 

イ
、
自
分
が
法
の
功
徳

く

ど

く

を
得
る
た
め
に
修
行
し
、
そ
し
て
、
他
人
に
功
徳
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
仏
法
を
教
え
る
実
践
を
す
る

こ
と
。 

 

ウ 

、
正
法

し
ょ
う
ほ
う

を
信
じ
行
ず
る
と
き
に
、
こ
れ
を
阻は

ば

も
う
と
し
て
起
こ
る
働
き
。 

 

エ
、
末
法
に
法
華
経
を
弘
通

ぐ

つ
う

す
る
者
に
三
種
類
の
強
い
迫
害
者
が
出
現
す
る
。
と
、
法
華
経
勧
持
品

か
ん
じ
ぼ
ん

第
十
三
の
な
か
で
説
か
れ

て
い
る
。 

 

オ
、
仏
法
で
は
、
過
去
の
宿
業

し
ゅ
く
ご
う

は
現
世
の
苦
悩
と
し
て
現
れ
ま
す
が
、
現
世
に
妙
法
を
行
じ
て
各
自
の
生
命
に
仏
界
の
境
涯
を

顕
あ
ら
わ

す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
宿
業
の
報む

く

い
も
現
世
で
罪
業

ざ
い
ご
う

を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
き
ま
す
。 

 

カ
、
仏
法
で
は
、
過
去
か
ら
積
み
重
ね
て
き
た
宿
業
を
、
今
世
に
軽
く
受
け
て
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
き
ま
す
。 

 

問
二 

次
の
①
か
ら
⑥
の
用
語
に
つ
い
て
、
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
あ
と
の
文
章
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ

い
。 

 ①
広
宣
流
布

こ

う

せ

ん

る

ふ

（  

エ  
 

） 

②
一
念
三
千

い
ち
ね
ん
さ
ん
ぜ
ん

（  

ア 
 

 

） 

③
諸
法
実
相

し
ょ
ほ
う
じ
っ
そ
う

（  

カ 
 

 

）  

 

④
無
作
三
身

む

さ

さ

ん

じ

ん

（  

イ 
 

 

） 

⑤
十
界
互
具

じ

っ
か

い
ご

ぐ

（  

ウ 
 

 

） 

⑥
久
遠
実
成

く
お
ん
じ
つ
じ
ょ
う

（  

オ 
 

 

） 

 
 

 
 

 
 

 

※
次
の
文
章
を
し
っ
か
り
読
む
こ
と
が
、
勉
強
で
す
。 

  

ア
、
こ
の
現
実
世
界
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「す
べ
て
の
現
象
」
と
「
究
極
の
真
理
」
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
具
体
的
な
現
象
か
ら
離
れ
な
い
。 

 

イ
、 

本
来
の
ま
ま
、
あ
り
の
ま
ま
の
仏
。
久
遠
元
初
自
受
用
身
と
同
義
。 

 



 

 

 

ウ
、
十
界
の
お
の
お
の
の
生
命
に
十
界
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
。 

 
エ 

、
仏
法
を
広
く
世
界
に
弘
め
伝
え
る
こ
と
。 

 

オ
、
実
は
久
遠

く

お

ん

の
昔
に
成
仏
し
た
と
い
う
真
実
の
姿
で
あ
る
「本
仏

ほ
ん
ぶ
つ

」
の
立
場
の
こ
と
。 

 

カ
、
私
た
ち
の
瞬
間
瞬
間
の
生
命
に
、
す
べ
て
の
現
象
、
働
き
を
意
味
す
る
諸
法
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
。 

  

お
ま
け
・
・
・即
身
成
仏

そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

と
同
義
（
同
じ
意
味
）
の
四
字
用
語
は
？
（  

 
 

 

一
生
成
仏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

問
三 

次
の
①
か
ら
⑥
の
用
語
に
つ
い
て
、
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
あ
と
の
文
章
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ

い
。 

 ①
立
正
安
国

り
っ
し
ょ
う
あ
ん
こ
く

（  

エ  
 

） 

②
誹
謗
正
法

ひ
ぼ
う
し
ょ
う
ほ
う

（  
イ 

 
 

） 

③
一
生
成
仏

い
っ
し
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ

（  

オ 
 

 

）  

 

④
久
遠
元
初

く
お
ん
が
ん
じ
ょ

（  

ウ 
 

 

） 

⑤
摩
訶
止
観

ま

か

し

か

ん

（  

ア 
 

 
） 
⑥
三
大
秘
法

さ
ん
だ
い
ひ
ほ
う

（  

カ 
 

 

） 

 

※
次
の
文
章
を
し
っ
か
り
読
む
こ
と
が
、
勉
強
で
す
。 

 
 

 
 

 
  

ア
、
中
国
・
隋
の
時
代
の
天
台
大
師
（
智
顗
）
の
説
で
、
法
華
経
の
法
門
で
あ
る
一
念
三
千
を
示
し
て
、
こ
れ
を
己
心
に
証
得
す
る

修
行
の
方
法
を
示
し
た
書
。 

 

イ
、
正
法
（
釈
尊
の
一
切
経
、
末
法
に
お
い
て
は
三
大
秘
法
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
）
を
信
じ
な
い
で
そ
し
り
、
悪
口
を
い
う
こ
と
。 

 

ウ
、
久
遠
実
成
の
当
初

そ
の
か
み

（
以
前
）
の
こ
と
。
衆
生
の
生
命
は
本
来
清
浄
の
本
体
で
あ
り
、
こ
の
本
来
の
生
命
の
姿
を
、
南
無
妙
法

蓮
華
経
と
い
う
。 

 

エ
、
正
法
を
人
々
の
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
確
立
し
、
社
会
の
平
和
・繁
栄
と
人
々
の
生
活
の
安
穏
を
実
現
す
る
こ
と
。 

 

オ
、
衆
生
が
九
界
の
凡
夫
の
身
を
改
め
る
こ
と
な
く
、
御
本
尊
を
信
受
し
て
、
自
行
化
他
の
実
践
に
励
み
、
仏
の
境
涯
を
得
る
こ

と
。 

 

カ
、
本
門
の
本
尊
、
本
門
の
題
目
、
本
門
の
戒
壇
の
こ
と
。 

 



□
□
世
界
広
布
と
創
価
学
会 

／ 

問
題
編
□
□ 

『
創
価
学
会
の
歴
史
』
に
学
ぶ 

 

問
一 

次
の
①
か
ら
④
に
あ
げ
た
日
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。
後
の
語
群
か
ら
選
び
、
答
え
な
さ
い
。 

  
 

 

①
昭
和
年
五
年
十
一
月
十
八
日
・
・
・
・
・
（  

ホ 
 

 
 

） 

  
 

 

②
昭
和
十
九
年
十
一
月
十
八
日
・
・
・
・
・
（  

イ 
 

 
 

） 

  
 

 

③
昭
和
二
十
年 

七
月
三
日 

 

・
・
・
・
・
（  

ニ  
 

 

） 

  
 

 

④
昭
和
三
十
五
年
五
月
三
日
・
・
・
・
・
（  

ロ  
 

 

） 

 

《
語
群
》 

  
 

 
 

 

イ
、
牧
口
初
代
会
長
逝
去

せ
い
き
ょ 

  
 

 
 

 

ロ
、
池
田
第
三
代
会
長
就
任

し
ゅ
う
に
ん 

  
 

 
 

 

ハ
、
戸
田
第
二
代
会
長
就
任

し
ゅ
う
に
ん 

  
 

 
 

 

ニ
、
戸
田
第
二
代
会
長
出
獄

し
ゅ
つ
ご
く 

  
 

 
 

 

ホ
、
創
価
教
育
学
会
創
立

そ
う
り
つ

（
創
価
学
会
の
創
立
記
念
日
） 

 

問
二 

昭
和
十
八
年
、
牧
口
初
代
会
長
は
日
蓮
正
宗

に
ち
れ
ん
し
ょ
う
し
ゅ
う

宗
門

し
ゅ
う
も
ん

か
ら
ど
の
よ
う
な
申
し
渡
し
を
さ
れ
ま
し
た
か
。
ま
た
、
初
代
会

長
は
そ
の
申
し
渡
し
を
拒
否
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
理
由
を
簡
潔

か
ん
け
つ

に
述
べ
な
さ
い
。 

 

《
申
し
渡
し
の
内
容
》 

  
 

 

「 

神
札
を
受
け
る
よ
う
に 

」
と
の
申
し
渡
し 

  

《
拒
否
し
た
理
由
》 

  
 

 

創
価
学
会
は
日
蓮
大
聖
人
が
示
さ
れ
た
謗
法
厳
誡

ほ
う
ぼ
う
げ
ん
か
い

の
教
え
を
貫
き
通
す
た
め
。 

 

問
三 

次
の
（  
 

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

①
（  

広
宣
流
布 

 
 

 
 

 

）
こ
そ
日
蓮
大
聖
人
の
大
願
で
あ
り
、
根
本
精
神
で
あ
る
。
大
聖
人
の
御
精
神
を
継
承 

 

し
て
、
こ
の
使
命
を
担
っ
て
出
現
し
た
教
団
が
（  

創
価
学
会 

 
 

 

）
で
あ
る
。 



 

②
戸
田
城
聖
第
二
代
会
長
は
、
幸
福
に
は
（ 

相
対
的 

 
 

）
幸
福
と
（ 

絶
対
的 

 
 

）
幸
福
の
二
つ
が
あ
る
と
示 

 
さ
れ
ま
し
た
。  

 

※
（  

）
は
順
不
同
で
よ
い
。 

 

③
軍
国
主
義
に
傾
斜
し
戦
争
へ
の
道
を
ひ
た
走
る
政
府
は
、
国
内
の
思
想
統
制
を
強
化
し
、
牧
口
先
生
と
戸
田
先 

 

生
は
不
敬
罪
と
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
昭
和
二
十
年
（  

七 
 

 
 

）
月
（  

三 
 

 

）
日
、
戸
田
先
生
は
出
獄
さ
れ
て
学
会
の
再
建
に
着
手 

 

さ
れ
ま
し
た
。 

 

問
四 

現
在
、
創
価
学
会
が
授
与

じ
ゅ
よ

し
て
い
る
御
本
尊
は
、
だ
れ
が
書
写

し
ょ
し
ゃ

さ
れ
た
も
の
で
す
か
。 

  
 

日
寛
上
人 

  

問
五 

池
田
大
作
第
三
代
会
長
（
現
名
誉
会
長
）の
ご
事
跡
の
う
ち
、
感
銘
を
う
け
た
事
柄
を
２
つ
書
い
て
み
よ
う
。 

 

（  
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

  

（  
 

 
 

 
 

 
 

 

） 
 

※ 

大
白
蓮
華
の
「三
代
の
会
長
」の
項
目
を
年
代
順
に
整
理
し
て
み
よ
う
。 

                



『
日
顕
宗
を
破
す
』   

 

問
一 
次
の
御
文
は
御
書
の
一
節
で
す
。
そ
の
御
書
の
名
を
答
え
な
さ
い
。 

  

「
如し

か
ず
彼か

の
万
祈

ば
ん
き

を

修
し
ゅ
う

せ
ん
よ
り
は
此こ

の
一
凶

い
っ
き
ょ
う

を
禁き

ん

ぜ
ん
に
は
」 

 

「
須

す
べ
か
ら

く
凶

き
ょ
う

を
捨す

て
て
善ぜ

ん

に
帰き

し

源
み
な
も
と

を
塞ふ

さ

ぎ
根ね

を
截た

つ

べ
し
」 

  

御
書
名
（  

立
正
安
国
論 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 
  

問
二 

仏
法
上
の
大
罪

た
い
ざ
い

に
「 

五
逆
罪

ご
ぎ
ゃ
く
ざ
い 

」
が
あ
り
ま
す
。
「
五
逆
」
の
五
つ
を
答
え
な
さ
い
。 

 

（  

父
を
殺
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

 

（  

母
を
殺
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

 

（  

阿
羅
漢
を
殺
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

 

（  

仏
身
よ
り
血
を
出
す 

 
 

 
 

 
 

 

） 

 

（  

和
合
僧
を
破
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

  

問
三 

宗
門
が
戦
前
・戦
時
中
を
通
し
て
犯
し
た
謗
法
行
為
を
二
つ
挙
げ
な
さ
い
。 

 

（  

御
書
の
刊
行
を
禁
止
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

 

（  

御
文
を
削
除
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

 

 

問
四 

次
の
御
文
の
（  

）
の
中
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

  

大
聖
人
は
法
華
経
の
敵
を
責
め
て
こ
そ
成
仏
で
き
る
と
、
「
（  

信
心 

 

）
ふ
か
き
も
の
も
（ 

法
華
経 

）
の
か
た 

 

き
を
ば
せ
め
ず
、
い
か
な
る
大
善
を
つ
く
り
法
華
経
を
千
万
部
読
み
書
写
し
（ 

一
念
三
千 

 
 

 

）
の
観
道

か
ん
ど
う

を
得 

 

た
る
人
な
り
と
も
（ 

法
華
経 

）
の
敵
を
だ
に
も
・
せ
め
ざ
れ
ば
得
道

と
く
ど
う

あ
り
が
た
し
」
と
ご
指
南
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 ※ 

一
歩
進
ん
だ
問
題
で
す
。
担
当
者
に
指
導
を
受
け
て
頑
張
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

  



 
問
五 
次
の
文
章
の
（  

）
の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
て
文
章
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 

日
顕
宗
で
は
、
「
法
主
は
大
御
本
尊
と
不
二
の
尊
体

そ
ん
た
い

で
あ
る
」
な
ど
と
、
「
法
主
絶
対
論
（ 

法
信
仰
）
」
を
立
て
て
い 

 

ま
す
。 

 

し
か
し
、
日
興

に
っ
こ
う

上

人

し
ょ
う
に
ん

は
法
主
も
誤
り
を
犯お

か

す
こ
と
を
予
見

よ
け
ん

さ
れ
、
（
「 

日
興
遺
誡
置
文 

 
 

」
）
の
中
で
「
時と

き

の 
 

貫
首

か
ん
ず

為た

り
と
雖

い
え
ど

も
（  

仏
法 

 
 

 

）
に
相
違

そ
う

い

し
て
（  

己
義 

 
 

）
を
構か

ま

え
ば
之こ

れ

を
用も

ち

う
可べ

か
ら
ざ
る
事こ

と

」
と 

 

戒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

問
六 

日
顕
宗
で
は
、
法
主
が
絶
対
で
あ
る
と
考
え
、
神
秘
的
な
血
脈
の
嘘
を
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
邪じ

ゃ

義ぎ

を
破
折

は
し
ゃ
く

し
な
さ
い
。 

  
 

 

生
死
一
大
事
血
脈
抄
に
、
「
日
本
国
の
一
切
の
衆
生
に
法
華
経 

 

信
ぜ
し
め
て
仏
に
成
る
血
脈
を
継
が
し
め
ん
」
（
御
書
一
三
三
七 

 

㌻
）
と
仰
せ
の
よ
う
に
、
本
来
、
血
脈
と
は
万
人
に
開
か
れ
た
も 

 

の
で
あ
る
。 

 

《 

メ 

モ 

》 

              



□
□
実
践
問
題
に
慣
れ
る
練
習 

／ 

問
題
編
□
□ 

問
一 

『
教
学
入
門
』の
「
日
蓮
大
聖
人
の
御
生
涯
」
に
関
し
て
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

一
、
文
応
元
年
（
１
２
６
０
年
）７
月
１
６
日
に
提
出
さ
れ
た
立
正
安
国
論
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

イ
．
立
正
安
国
論
を
受
け
取
っ
た
人
を
次
の
（  

 
 

）
か
ら
一
人
選
び
、
○
で
囲
み
な
さ
い
。 

 

（  

平
左
衛
門
尉 

 
北
条
時
頼 

 
 

東
条
景
信 

 
 

） 

ロ
．
立
正
安
国
論
で
予
言
さ
れ
た
二
つ
の
災
難
は
何
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
二
つ
を
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
み
な

さ
い
。 

１
、
人
衆
疾
疫
難

に
っ
し
ゅ
う
し
つ
え
き
な
ん 

 
 

２
、
他
国
侵
逼
難

た
こ
く
し
ん
ぴ
つ
な
ん 

 
 

 

３
、
自
界
叛
逆
難

じ
か
い
ほ
ん
ぎ
ゃ
く
な
ん 

 
 

４
、
日
月
薄
蝕
難

に
ち
が
つ
は
く
し
ょ
く
な
ん 

二
、
竜
の
口
の
法
難
と
佐
渡
流
罪
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

イ
．
竜
の
口
の
法
難
の
年
月
日
を
次
の
（  

 
 

）
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

（ 

文
永 

八 
 

 

年 

九 
 

月 

十
二 

 

日 

） 
 

 

ロ
．
竜
の
口
の
法
難
と
佐
渡
流
罪
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
１
～
３
の
文
の
う
ち
、
正
し
い
も
の
に
は
○
を
、
誤
っ
て
い

る
も
の
に
は×

を
（  

 
 

）
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

１
、
（ ×

 
 

）
大
聖
人
は
こ
の
法
難
の
時
、
捕
ら
え
に
き
た 

極
楽
寺
良
観
を
諌
め
た
。 

 

２
、
（ 

○ 
 

）
大
聖
人
は
こ
の
法
難
の
時
、
久
遠
元
初
自
受
用
報
身
如
来
と
い
う
本
地
を
顕
し
た
。 

 

３
、
（ ×

 
 

）
大
聖
人
は
こ
の
法
難
の
時
、
額
に
傷
を
負
い
、
左
手
を
折
ら
れ
た
。 

ハ
、
佐
渡
に
お
い
て
大
聖
人
が
著
さ
れ
た
「
人
本
尊
開
顕
の
書
」
の
名
を
、
次
の
（  

 

）
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

 

（  

開 

目 

抄 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

） 

三
、
次
の
文
章
の
（  

 
 

 
 

）
に
入
る
適
切
な
言
葉
を
、
後
ろ
の
《
語
群
》
か
ら
選
ん
で
、
記
号
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

大
聖
人
は
弘
安
２
年
（
１
２
７
９
年
）
の
（  

ロ  

）
の
法
難
に
お
い
て
農
民
信
徒
が
不
惜
身
命
の
信
心
を
示
し
た 

こ
と
に
応
じ
て
、
（  

ハ  

）
総
与
の
大
御
本
尊
を
顕
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
弘
安
５
年
（
１
２
８
２
年
）
に
、
（  

ヘ  

）
上
人
に
法
を
付
嘱
し
、
御
入
滅
さ
れ
ま
し
た
。 

《
語
群
》 

イ
、
小
松
原 

 

ロ
、
熱
原 

 

ハ
、
一
閻
浮
提 

 
 

ニ
、
日
本
国 

ホ
、
日
目 

 

ヘ
、
日
興 



 
問
二 
『
教
学
入
門
』か
ら
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

一
、
次
の
イ
～
ホ
は
「十
界
」の
各
界
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
す
。
あ
て
は
ま
る
界
の
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
（  

 
 

）
に
書
き

入
れ
な
さ
い
。 

イ
、
苦
し
み
に
縛
ら
れ
た
最
低
の
境
涯
で
あ
り
、
自
身
を
と
り
ま
く
世
界
全
体
を
苦
し
み
と
感
じ
る 

・
・
・
・
・
・
・
・
（  

地 
獄 

 
 

 

）
界 

ロ
、
仏
の
悟
り
を
得
よ
う
と
し
て
不
断
の
努
力
を
す
る
と
と
も
に
、
仏
の
教
え
を
伝
え
弘
め
て
人
々
を
救
済
し
よ

う
と
す
る
境
涯
・
・
・
・
・
・
・
・
（  
菩 

薩 
 

 
 

）
界 

ハ
、
自
分
と
他
者
を
比
較
し
、
常
に
他
者
に
勝
ろ
う
と
す
る
「
勝
他
の
念
」
を
強
く
持
っ
て
い
る
境
涯 

・
・
・
・
・
・
・
・
（  

修 

羅 
 

 
 

）
界 

ニ
、
穏
や
か
で
平
静
な
生
命
状
態
に
あ
り
、
「
平
ら
か
」
と
さ
れ
て
い
る
境
涯
・
・
・
・
・・
・
・
（  

 
 

人 
 

 
 

）
界 

ホ
、
生
命
の
真
実
を
悟
っ
た
尊
極
の
境
涯
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（  

仏 
 

 
 

 

）
界 

二
、
次
の
イ
～
ハ
は
「
三
証
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
。
あ
て
は
ま
る
三
証
の
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
（  

 
 

）内
に
書
き
入
れ
な

さ
い
。 

イ
、
教
え
を
実
践
し
た
結
果
が
生
活
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
・
・
・
・
・
・
・
・
（  

現 
 
）
証 

ロ
、
教
え
が
仏
典
の
裏
づ
け
を
も
っ
て
い
る
こ
と
・
・
・
・
・
・・
・
（  

文 
 

）
証 

ハ
、
教
え
が
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（  

理 
 

）
証 

三
、
「
信
・
行
・
学
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
諸
法
実
相
抄
の
次
の
御
文
の
（  

 
 

）
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

「
あ
ひ
か
ま
え
て
・
あ
ひ
か
ま
え
て
・
（  

信 

心 
 

 

）
つ
よ
く
候
て
三
仏
の
守
護
を
か
う
む
ら
せ
給
う
べ
し
、 

（  

行 

学 
 

 

）
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
、
（  

行 

学 
 

 

）
た
え
な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」 

四
、
「
広
宣
流
布
」
に
関
す
る
次
の
御
文
の
（  

）
に
入
る
言
葉
を
、
後
ろ
の
《語
群
》か
ら
選
ん
で
、
記
号
を
書
き
入
れ
な
さ

い
。 

 
 
 

「
日
蓮
が
（  

ハ  

）
広
大
な
ら
ば
（  

イ 
 

）
は
万
年
の
外
・
（  

ニ  

）
ま
で
も
な
が
る
べ
し
、
日
本
国
の
一 

切
衆
生
の
盲
目
を
ひ
ら
け
る
功
徳
あ
り
、
（  

ヘ  

）
の
道
を
ふ
さ
ぎ
ぬ
」 

《
語
群
》  

イ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

ロ
、
利
益 

 

ハ
、
慈
悲 

 

ニ
、
未
来 

 

ホ
、
浄
土 

 

ヘ
、
無
間
地
獄 

五
、
「
難
を
乗
り
越
え
る
信
心
」
に
関
し
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

イ
、
三
障
四
魔
の
「
三
障
」
の
名
を
書
き
な
さ
い
。
（
順
不
同
） 



（  

煩
悩 

 
 

 
 

）
障 

（  

業 
 

 
 

 
 

）
障 

（  

報 
 

 
 

 
 

）
障 

ロ
、
三
類
の
強
敵
の
う
ち
、
人
々
か
ら
仰
が
れ
て
い
る
高
僧
が
権
力
者
を
動
か
し
て
弾
圧
す
る
の
は
何
に
当
た
り
ま

す
か
。 

（  
僣 
聖 

 
 

 
 

 

）
増
上
慢 

ハ
、
「
宿
命
転
換
」
に
関
す
る
１
～
３
の
問
い
の
答
え
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
（  

 
 

）
か
ら
一

つ
ず
つ
選
び
、
記
号
を
○
で
囲
み
な
さ
い
。 

ａ
、
仏
法
で
は
宿
命
は
何
を
原
因
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
説
き
ま
す
か
。 

（ 

１
、
生
ま
れ
つ
い
た
環
境 

 
２
、
過
去
世
の
自
身
の
行
為 

 

３
、
神
仏
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
役
割 

） 

ｂ
、
何
に
よ
っ
て
宿
命
を
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
大
聖
人
は
仰
せ
で
す
か
。 

（ 

１
、
諸
天
善
神
の
計
ら
い 

 

２
、
妙
法
の
受
持
と
実
践 

 

３
、
慈
善
事
業
な
ど
社
会
へ
の
貢
献 

） 

ｃ
、
過
去
か
ら
積
み
重
ね
て
き
た
宿
業
を
今
世
に
軽
く
受
け
て
滅
す
る
こ
と
を
何
い
い
ま
す
か
。 

（ 

１
、
転
重
軽
受 

 

２
、
灰
身
滅
智 

 

３
、
因
果
応
報 

） 

六
、
「
信
心
と
生
活
」の
項
か
ら
挙
げ
た
次
の
イ
～
ホ
の
御
文
の
（  

 
 

）
に
入
る
言
葉
を
、
後
ろ
の
《
語
群
》か
ら
選
ん
で
、

番
号
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

イ
、
「
月
月
・
日
日
に
つ
よ
り
給
え
・
す
こ
し
も
た
ゆ
む
心
あ
ら
ば
（ 

３ 

）
た
よ
り
を
う
べ
し
」 

ロ
、
「
今
日
蓮
等
の
類
の
修
行
は
妙
法
蓮
華
経
を
修
行
す
る
に
難
来
る
を
以
て
（ 

５ 

）
と
意
得
可
き
な
り
」 

ハ
、
「
御
み
や
づ
か
い
を
（ 

８ 

）
と
を
ぼ
し
め
せ
」 

ニ
、
「
仏
法
と
申
す
は
（ 

６ 

）
を
さ
き
と
し
、
王
法
と
申
す
は
賞
罰
を
本
と
せ
り
」 

ホ
、
「
教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
（ 

１ 

）
の
振
舞
い
に
て
候
け
る
ぞ
」 

《
語
群
》  

１
、
人 

 

２
、
仏 

 

３
、
魔 
 

４
、
祈
り 

 

５
、
安
楽 

 

６
、
勝
負 

 

７
、
謗
法 

 

８
、
法
華
経 

問
三 

「
日
蓮
大
聖
人
の
御
生
涯
」
「
創
価
学
会
の
歴
史
と
実
践
」
か
ら
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

一
、
次
の
文
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
あ
わ
れ
た
法
難
に
関
す
る
も
の
で
す
。
下
の
（  

 
 

）の
中
に
法
難
の
名
を
書
き
入
れ
な

さ
い
。 

イ
、
地
頭
・
東
条
景
信
の
軍
勢
の
襲
撃
を
受
け
、
額
に
傷
を
負
わ
れ
た
。  

 
 

 
 

 

（  
 

小
松 

 
 

）
の
法
難 

ロ
、
平
左
衛
門
尉
に
よ
っ
て
頚
の
座
に
す
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
発
迹
顕
本
さ
れ
た
。 

（  

竜
の
口 

 
 

）
の
法
難 

ハ
、
立
正
安
国
論
を
提
出
さ
れ
た
後
、
念
仏
者
た
ち
に
よ
っ
て
草
庵
を
襲
わ
れ
た
。  

（ 

松
葉
ケ
谷 

 

）
の
法
難 



二
、
次
の
日
蓮
大
聖
人
の
御
事
跡
の
月
日
を
〔  

 
 

 

〕
の
中
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

イ
、
立
宗
宣
言 

 
 

 

〔 

建
長
五
年 

四 
 

月
十
八 

 

日 

〕 
ロ
、
立
正
安
国
論 

 
 

〔 

文
応
元
年 

七 
 

月
六 

 
 

 

日 

〕 

ハ
、
大
御
本
尊
建
立 

 

〔 

弘
安
二
年 

十 
 

月
十
二 

 

日 

〕 

三
、
次
の
イ
か
ら
ハ
に
あ
げ
た
日
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。
あ
と
の
《語
群
》
の
中
か
ら
正
し
い
も
の
を
一
つ

ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
（  

 
 

 

）
の
中
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

イ
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
七
月
三
日
…
…
…
（  

 

４ 
 

 
 

） 

ロ
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
年
）
五
月
三
日
…
…
・
（  

 

２ 
 

 
 

） 

ハ
、
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
年
）
一
月
二
十
六
日
…
・
（  

 

５ 
 

 
 

） 

《
語
群
》 

１
、
牧
口
初
代
会
長
逝
去 

 

２
、
池
田
第
三
代
会
長
就
任 

 

３
、
戸
田
第
二
代
会
長
就
任 

４
、
戸
田
第
二
代
会
長
出
獄 

 

５
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
結
成 

 

６
、
第
一
回
海
外
指
導 

四
、
戸
田
第
二
代
会
長
は
逝
去
の
前
年
、
創
価
学
会
の
平
和
運
動
の
原
点
と
な
っ
た
宣
言
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
宣
言
を
何

と
い
い
ま
す
か
。 

（  
 

原
水
爆
禁
止 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
宣
言 

五
、
現
在
、
創
価
学
会
が
授
与
し
て
い
る
御
本
尊
は
、
だ
れ
が
書
写
さ
れ
た
も
の
で
す
か
。 

（  
 

日
寛
上
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

 

問
四 

「
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
の
実
践
」か
ら
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

一
、
信
行
学
の
重
要
性
を
述
べ
ら
れ
た
諸
法
実
相
抄
の
御
文
の
う
ち
、
そ
の
一
節
を
書
き
な
さ
い
。 

（  

大
白
蓮
華 

十
月
号 

九
〇
㌻
参
照 

 

） 

二
、
次
の
文
の
（  

 

）
に
は
二
つ
の
言
葉
が
入
っ
て
い
ま
す
。
正
し
い
ほ
う
の
番
号
を
○
で
囲
み
な
さ
い
。 

イ
、
勤
行
は
（
１
、
自
行 

２
、
化
他
）
に
あ
た
り
、
弘
教
は
（
１
、
自
行 

２
、
化
他
）
に
あ
た
る
。 

ロ
、
方
便
品
・
寿
量
品
の
読
誦
は
（
１
、
正
行 

２
、
助
行
）
に
あ
た
り
、
唱
題
行
は
（
１
、
正
行 

２
、
助
行
）
に
あ
た

る
。 

三
、
次
の
文
の
（  

 
 

）に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。
（
順
不
同
で
よ
い
。
） 

イ
、
戸
田
第
二
代
会
長
は
、
幸
福
に
は
（ 

相 

対 
 

 

）
的
幸
福
と
（ 

絶 

対 
 

）
的
幸
福
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。 



ロ
、
三
障
と
は
、
（  

煩
悩 

 
 

）
障
、
（  

業 
 

 
 

）
障
、
（  

報 
 

 
 

）
障
で
す
。
ま
た
、
四
魔
の
う
ち
、
貪

り
、
瞋
り
、
癡
な
ど
の
心
が
信
心
を
破
壊
す
る
の
を
（  

煩
悩 

 
 

）
魔
と
い
い
、
第
六
天
の
魔
王
の
働
き
が
信

心
を
破
壊
す
る
の
を
（  

天
子 

 
 

）
魔
と
い
い
ま
す
。 

ハ
、
三
類
の
強
敵
と
は
（ 

俗 

衆 
 

）
増
上
慢
、
（ 

道 

門 
 

）
増
上
慢
、
（ 

僣 

聖 
 

）
増
上
慢
の
三
つ
で
す
。 

問
五 

「
日
顕
宗
を
破
す
」か
ら
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

一
、
宗
門
が
戦
時
中
、
日
蓮
大
聖
人
の
ご
精
神
に
背
い
て
行
っ
た
行
為
を
一
つ
あ
げ
な
さ
い
。 

（ 

大
白
蓮
華 

十
月
号 
一
一
四
㌻
～
一
一
八
㌻
参
照 

） 

二
、
日
顕
宗
が
創
価
学
会
を
破
門
し
た
こ
と
は
、
仏
法
上
ど
の
よ
う
な
罪
に
あ
た
る
か
を
書
き
な
い
。 

（  

破
和
合
僧 

ま
た
は 

広
宣
流
布
の
破
壊 

な
ど 

 

） 

三
、
次
の
文
章
の
（  

 
 

 

）に
入
る
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

日
蓮
大
聖
人
の
民
衆
救
済
の
御
精
神
を
受
け
継
い
だ
日
興
上
人
は
「
未
だ
（ 

広
宣
流
布 

 

）
せ
ざ
る
間
は
身
命 

を
捨
て
随
力
弘
通
を
致
す
可
き
事
」
と
遺
誡
さ
れ
ま
し
た
。
日
顕
宗
は
学
会
を
破
門
し
て
こ
の
誡
め
を
破
り
ま
し 

た
。 

ま
た
、
日
顕
宗
が
唱
え
る
法
主
絶
対
論
も
、
日
興
上
人
の
「
時
の
貫
主
為
り
と
雖
も
（  

仏 

法 
 

 
 

）
に
相 

違
し
て
己
義
を
構
え
ば
之
を
用
う
可
か
ら
ざ
る
事
」
と
遺
誡
さ
れ
て
い
ま
す
。 

以 

上 
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法法法

華華華

経経経
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ロロロ

マママ
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ををを

味味味

わわわ

ううう   
問
一 
法
華
経
で
は
、
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
い
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
の
①
～
⑤
の
内
容
は
、

法
華
経
二
十
八
品
の
ど
の
品
で
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
（
答
え
は
漢
字
で
記
入
） 

 

①
一
切
の
人
々
が
未
来
に
間
違
い
な
く
、
成
仏
で
き
る
こ
と
を
釈
尊
が
説
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⇒ 
（  

 
方
便 

 
 

 
 

 
 

）
品 

第
（  

二 
 

 
 

 
 

）  

 

②
七
宝
で
飾
ら
れ
た
巨
大
な
宝
塔
が
大
地
か
ら
湧
現
し
空
中
に
浮
か
び
ま
す
。
そ
の
宝 

塔
の
中
に
多
宝
如
来
が
い
ま
す
。
続
い
て
、
全
宇
宙
か
ら
一
切
の
仏
や
菩
薩
が
来
集 

し
ま
す
。
霊
鷲
山
に
い
た
大
衆
も
虚
空
に
浮
か
び
説
法
が
始
ま
り
ま
す
。
（
虚
空
会
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⇒ 

（  
 

見
宝
塔 

 
 

 
 

）
品 

第
（  

十
一 

 
 

 
 

）  
 

 
 

 

③
大
地
の
下
方
か
ら
「 

地
涌
の
菩
薩 

」
が
召
し
出
さ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⇒ 

（  
 

従
地
涌
出 

 
 

 

）
品 

第
（  
十
五 

 
 

 

） 

 

④
永
遠
の
如
来
が
自
身
の
本
来
の
境
地
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⇒ 

（  
 

如
来
寿
量 

 
 

 

）
品 

第
（  

十
六 

 
 

 
）  

 
 

 
 

 

⑤
地
涌
の
菩
薩
に
仏
法
の
一
切
を
付
嘱
し
ま
す
。
（
別
付
嘱
と
も
結
要
付
嘱
と
も
い
う
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⇒ 

（  
 

如
来
神
力 

 
 

 

）
品 

第
（  

二
十
一 

 

） 

 

⑥
す
べ
て
の
菩
薩
・
諸
天
に
仏
法
を
託
す
。
（
総
付
嘱
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⇒ 

（  
 

嘱
累 
 

 
 

 
 

 

）
品 

第
（  

二
十
二 

 

） 
 

問
二 

法
華
経
と
爾
前
経
と
の
ち
が
い
を
述
べ
た
次
の
文
章
の
（  

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な

さ
い
。
（  

）
の
中
に
は
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
二
字
が
入
り
ま
す
。 

 

爾
前
経
で
は
、
何
度
も
生
死
を
繰
り
返
し
て
凡
夫
（
九
界
）
の
境
涯
を
脱
し
て
成 

仏
す
る
修
行
の
あ
り
方
が
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
を
（  

歴 

劫 
 

）
修
行
と
い
い 

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
法
華
経
で
は
、
凡
夫
が
現
世
に
そ
の
ま
ま
の
姿
で
成
仏
で 

き
る
と
説
き
ま
す
。
こ
れ
を
（  

即 

身 
 

）
成
仏
と
い
い
ま
す
。 

こ
の
法
華
経
の
成
仏
の
法
理
を
別
の
角
度
か
ら
表
現
し
て
（  

煩 

悩 
 

）
即 

菩
提
、
（  

生 

死 
 

）
即
涅
槃
と
も
い
い
ま
す
。 
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問
三 

法
華
経
迹
門
の
中
心
的
法
理
を
述
べ
た
次
の
文
と
御
文
の
（  

）
の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き

入
れ
て
文
章
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 
諸
法
実
相
の
「
諸
法
」
と
は
、
こ
の
（  

現
実
世
界 

 

）
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿 

を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
す
べ
て
の
（  

現
象 

 

）
」
で
す
。 

「
実
相
」
と
は
、
「
究
極
の
（  

真
理 

 

）
」
で
す
。 

 

「
諸
法
実
相
抄
」
で
「
下
（  

地
獄 

 

）
よ
り
上
（  

仏
界 

 

）
ま
で
の
十
界
の
依 

正
の
（  

当
体 

 
）
・
悉
く
（  

一
法 

 

）
も
の
こ
さ
ず
（  

妙
法
蓮
華
経 

 

） 

の
す
が
た
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

問
四 

法
華
経
本
門
の
中
心
的
法
理
を
述
べ
た
次
の
文
の
（  

）
の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
て

文
章
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 

法
華
経
の
（  

寿
量 

 

）
品
第
十
六
で
釈
尊
が
今
世
で
は
じ
め
て
（  

成
仏 

 

） 

し
た
「
（  

始
成
正
覚 

 

）
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
を
打
ち
破
り
、
釈
尊
は 

実
は
「
（  

五
百
塵
点
劫 

 

）
」
と
い
う
は
る
か
（  

久
遠 

 

）
の
昔
に
成
仏
し
て 

以
来
、
こ
の
（  

娑
婆
世
界 

 

）
に
常
住
し
て
き
た
仏
で
あ
る
と
明
か
し
ま
す
。 

 
 

問
五 

次
の
文
の
（  

）
の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
て
文
章
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 

た
だ
し
、
言
葉
は
（ 

事 

）
（ 

理 

）
の
ど
ち
ら
か
で
す
。 

  

 
 

 
 

 

法
華
経
の
迹
門
で
は
（  

理 
 

 

）
の
一
念
三
千
、
本
門
で
は
（  

事 
 

 

）
の
一 

念
三
千
が
そ
れ
ぞ
れ
明
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
底
独
一
本
門
の
（  

事 
 

 
）
の
一

念
三
千
に
対
し
た
時
は
、
本
門
・
迹
門
の
一
念
三
千
は
と
も
に
（  

理 
 

 
）
の
一

念
三
千
と
な
り
ま
す
。 

 
 

問
六 

次
の
文
の
（  

）
に
適
切
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

  
 

 
 

 

見
宝
塔
品
か
ら
嘱
累
品
ま
で
の
会
座
を
（  

虚 

空 
 

）
会
と
い
う
。
そ
こ
で
は

釈
尊
と
（  

多 

宝 
 

）
如
来
の
二
仏
が
並
坐
し
て
い
る
。 

 
  

※
「
法
華
経
」
の
全
体
展
望
が
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
教
材
の
最
後
に
、
「
法
華
経
概
略

図
」
を
添
付
し
て
あ
り
ま
す
。 

  



roman-3 

 
問
七 

「
地
涌
の
菩
薩
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
文
の
（  

）
の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
て
文
章
を

完
成
さ
せ
、
そ
の
四
人
の
導
師
を
答
え
な
さ
い
。 

 
地
涌
の
菩
薩
と
は
、
法
華
経
の
（  

涌
出 

 

）
品
第
十
五
で
、
釈
尊
が
滅
後
弘
通 

の
た
め
に
大
地
か
ら
呼
び
出
し
た
無
数
の
（  

菩
薩 

 

）
を
い
い
ま
す
。 

こ
の
地
涌
の
菩
薩
は
、
（ 

久
遠
実
成 

 

）
の
釈
尊
に
教
化
さ
れ
「
成
仏
の
た
め
の 

根
源
の
法
」
を
す
で
に
所
持
し
て
お
り
、
（  

釈
尊 

 

）
と
同
じ
仏
と
し
て
の
生
命 

境
涯
を
持
ち
な
が
ら
、
菩
薩
の
姿
で
悪
世
（  

末
法 

 

）
に
（  

妙
法 

 

）
を 

（ 

広
宣
流
布 

 
）
し
て
い
く
使
命
を
帯
び
て
い
る
の
で
す
。 

 

地
涌
の
菩
薩
の
四
人
の
導
師 

→
（ 

上
行
菩
薩 

）
（ 

無
辺
行
菩
薩 

）
（ 

浄
行
菩
薩 

）
（ 

安
立
行
菩
薩 

） 

 
 

問
八 

「
不
軽
菩
薩
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
文
の
（  
）
の
中
に
正
し
い
言
葉
を
書
き
入
れ
て
文
章
を
完

成
さ
せ
な
さ
い
。 

 

法
華
経
の
（  

不
軽 

 

）
品
第
二
十
で
説
か
れ
る
不
軽
菩
薩
は
、 

「
我
れ
は
深
く
汝
等
を
（  

敬
い 

 

）
、
敢
て
（  
軽
慢 

 

）
せ
ず
。
所
以
は
何 

ん
、
汝
等
は
皆
な
（  

菩
薩 

 

）
の
道
を
行
じ
て
、
当
に
（  

作
仏 

 

）
す
る
こ 

と
を
得
べ
し
」
と
「
（  

二
十
四
文
字 

 

）
の
法
華
経
」
を
説
い
て
、
一
切
衆
生
を 

礼
拝
し
続
け
ま
し
た
。 

 
 

問
九 

「
人
の
振
る
舞
い
」
に
つ
い
て
大
聖
人
が
述
べ
ら
れ
た
次
の
御
文
の
（  

）
の
中
に
正
し
い
言
葉
を

書
き
入
れ
て
文
章
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

  
 

 
 

 

「
一
代
の
肝
心
は
（  

法
華
経 

 

）
・
法
華
経
の
修
行
の
肝
心
は
（  

不
軽
品 
） 

に
て
候
な
り
、
（  

不
軽
菩
薩 
 

）
の
人
を
敬
い
し
は
・
い
か
な
る
事
ぞ
教
主
釈
尊

の
（  

出
世
の
本
懐 

 

）
は
人
の
振
舞
に
て
候
け
る
ぞ
、
穴
賢
・
穴
賢
、
賢
を
人
と

云
い
は
か
な
き
を
（  

畜 
 

）
と
い
ふ
」 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



本　門 － 『 久 遠 実 成 』を明かす 迹　門 － 『 始 成 正 覚 』をあらわす

普ふ

賢げ
ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

勧か
ん

発ぱ
つ

品ほ
ん

第
二
十
八

妙み
ょ
う 

荘
厳
王
本
事
品

し

ょ
う
ご
ん
の
う
ほ
ん
じ
ほ

ん

第
二
十
七

陀だ

羅ら

尼に

品ほ
ん

第
二
十
六

観
世
音

か

ん

ぜ

お

ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

普ふ

門も
ん

品ぼ
ん

第
二
十
五

妙
音

み

ょ
う
お

菩
薩

ん
ぼ
さ
つ

品ほ
ん

第
二
十
四

薬や
く

王お
う

菩
薩

ぼ

さ

つ

本ほ
ん

事じ

品ほ
ん

第
二
十
三

嘱ぞ
く

累る
い

品ほ
ん

第
二
十
二

如
来

に

ょ
ら
い

神じ
ん

力り
き

品ほ
ん

第
二
十
一

常じ

ょ

不う
ふ

軽き

ょ

菩う
ぼ

薩さ
つ

品ほ
ん

第
二
十

法ほ

っ

師し

功く

徳ど
く

品ほ
ん

第
十
九

随ず
い

喜き

功く

徳ど
く

品ほ
ん

第
十
八

分ふ
ん

別べ
つ

功く

徳ど
く

品ほ
ん

第
十
七

如に

ょ

来ら
い

寿じ
ゅ

量り

ょ

品う
ほ
ん

第
十
六

従じ
ゅ
う

地　
じ

涌
出

ゆ
　
じ
ゅ
っ

品ぽ
ん

第
十
五

安
楽

あ
ん
ら
く
ぎ

行ょ
う

品ほ
ん

第
十
四

勧か
ん

持じ

品ほ
ん

第
十
三

提だ
い

婆ば

達だ

っ

多た

品ほ
ん

第
十
二

見け
ん

宝ほ
う

塔と
う

品ほ
ん

第
十
一

法ほ

っ

師し

品ほ
ん

第
十

授じ
ゅ

学が
く

無む

学が
く

人に
ん

記き

品ほ
ん

第
九

五
百

ご
ひ
ゃ
く

弟
子

で

し

受じ
ゅ

記き

品ほ
ん

第
八

化け
じ

城ょ
う

喩ゆ

品ほ
ん

第
七

授じ
ゅ

記き

品ほ
ん

第
六

薬
草

や
く
そ
う

喩ゆ

品ほ
ん

第
五

信し
ん

解げ

品ほ
ん

第
四

譬ひ

喩ゆ

品ほ
ん

第
三

方
便

ほ
う
べ
ん

品ぽ
ん

第
二

序じ

ょ

品ほ
ん

第
一

二巻 一巻

三巻

六巻 五巻 四巻

七巻

八巻

(後) 霊 鷲 山 会 虚　空　会 (前)　霊　鷲　山　会

『
虚
空
会

』
で
の
説
法
の
あ
ら
す
じ

宝塔品… 『 』巨大な塔〔宝塔〕が出現し，仏の滅後の弘教の難 虚空会の儀式 ⇒ 仏の滅後において，「弘教を“だれ”に託すか」ということを

しさを説き，菩薩たちへ弘教の決意を促(うなが)す。 明らかにする付嘱の儀式なのである。

提婆達多品…「悪人成仏」・「女人成仏」を説く。 実は，宝塔品の中程から嘱累品の終わりまでに説かれて

勧持品…菩薩たちが迫害を恐れずに弘教することを誓う。 いるこの『虚空会の儀式』は，“おとぎ話”なんかないので

安楽行品…法華経を弘(ひろ)める方法を説く。 す。私たちが御本尊の前に端座し，勤行・唱題する姿こ

涌出品…無数の地涌の菩薩が大地を割って踊り出てくる。 そ『虚空会の儀式』なのです。そして，この時御本尊に広

寿量品…釈尊が「永遠の仏」を説く。 宣流布の誓いを立てることこそが「付嘱の儀式」なのです。

分別功徳品～法師功徳品…弘教による功徳を説く。 『法華経の智慧／第５巻』で池田先生は，―付嘱の儀式

不軽品…「法華経を弘める人」の福徳と，その「弘教者」を毀 を通して，末法に，この御本尊を所持している｢人」を指し

(そし)る人の罪を説く。 示し，最大に称賛したのです。（中略）「二処三会」には，

神力品…地涌の菩薩に仏の滅後の弘教を託(たく)す 深い意義があった。それは法華経全体の構成によって，

⇒別付嘱(べつふぞく)〔結要（けっちょう）付嘱ともいう〕 ｢現実の世界から『永遠の生命の世界』へ｣(霊鷲山から虚

嘱累品…すべての菩薩･諸天に託す⇒総付嘱(そうふぞく) 空会へ)，そしてまた｢現実の世界へ｣(虚空会から霊鷲山へ)

という“人間革命のリズム”を示している。(p.322～325)




