
抄
』
に
も
『
守
護
国
家
論
』
と
同
様
な
表
現
が
あ
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
特
に
『
報
恩
抄
』
に
は
、
執
筆
時
に
日
蓮
聖
人
の
座
右

に
『
守
護
国
家
論
』
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ
う
な

近
似
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

叙
上
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
、
『
守
護
国
家
論
』
を
執
筆
し

た
正
元
元
年
の
時
点
で
す
で
に
日
巡
聖
人
の
基
本
的
な
仏
教
理
解

が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
再
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
理

念
が
『
顕
誘
法
紗
』
『
開
目
抄
』
『
報
恩
抄
』
な
ど
の
佐
前
・
佐

後
の
遺
文
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
と
考
え

る
。
日
蓮
聖
人
の
宗
教
は
文
永
八
年
の
法
難
を
契
機
と
し
て
大
き

な
深
ま
り
を
み
せ
る
こ
と
と
な
る
が
、
仏
教
体
系
に
つ
い
て
の
基

本
的
な
理
念
に
つ
い
て
は
佐
前
か
ら
佐
後
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
日
蓮
聖
人
の
生
涯
を
一
貫
す
る
仏
教
観
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
た
め
改
め
て
日
巡
聖
人
初
期

教
学
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

法
華
経

i
こ
の
不
思
議
な
経
典
｜

芹

沢

哉

寛

決
し
て
大
部
と
は
云
え
な
い
経
典
で
あ
る
が
法
華
経
ほ
ど
読
む

人
の
心
と
態
度
に
よ
っ
て
異
っ
て
評
価
さ
れ
る
経
典
は
あ
る
ま

い
。
富
永
仲
基
等
の
実
証
的
合
理
主
義
た
ち
は
、
内
容
の
な
い
讃

辞
の
み
と
評
し
、
天
台
は
全
経
典
の
中
最
勝
な
り
と
論
究
し
て
居

り
、
そ
の
中
聞
に
は
多
く
の
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
日
蓮
聖
人
の

如
く
、
身
心
を
法
華
経
の
故
に
捨
て
る
は
無
上
の
喜
び
で
あ
る
と

ま
で
、
身
読
さ
れ
た
経
典
は
、
他
に
見
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
日

蓮
聖
人
に
は
遥
か
に
及
ば
な
い
の
は
当
然
と
し
て
も
以
下
私
の
思

索
体
験
か
ら
読
ん
で
得
た
法
華
経
観
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
余
り

に
多
く
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
感
じ
、
こ
の
一
部
の
経
典

に
対
し
、
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
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一
、
法
華
経
の
宗
教

法
華
経
は
宗
教
経
典
で
あ
る
が
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
日
蓮
聖
人
の
観
心
本
尊
抄
の
、
法
華
を
識
る
者
は
世
法
を

得
べ
き
か
、
の
意
に
沿
っ
て
法
華
経
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
法



華
経
宗
教
は
い
か
な
る
宗
教
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
出

発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
法
華
経
の
宗
教
の
特
色
を
如
来
神

力
品
の
四
句
要
法
を
手
が
か
り
と
し
て
要
約
す
れ
ば
左
の
如
く
な

ろ
う
。一

、
統
一
性

法
の
統
一
。
諸
経
典
毎
に
多
様
に
説
か
れ
て
い
る
法
を
諸
乗
一

仏
乗
と
し
て
統
一
を
図
っ
て
い
る
こ
と
。

仏
の
統
一
。
三
世
十
方
無
数
の
仏
を
久
遠
本
仏
の
分
身
と
し
て

統
一
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
。

人
間
の
統
一
。
二
乗
作
仏
、
龍
女
成
仏
等
に
見
る
男
女
、
階
級

等
の
差
別
を
超
え
す
べ
て
に
記
別
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
の

統
一
を
図
る
こ
と
。

場
所
の
統
一
。
神
力
品
。
通
一
仏
土
に
見
る
国
土
地
区
等
の
区

別
を
超
え
た
本
国
土
の
出
現
。

二
、
真
理
性
。

時
間
的
空
間
的
能
力
的
無
限
の
絶
対
的
対
象
と
主
観
的
真
知
の

一
致
を
明
す
倍
解
と
そ
れ
を
論
理
化
す
る
無
（
否
定
〉
の
活
用
。

超
越
的
絶
対
へ
の
道
と
絶
対
者
よ
り
相
対
的
現
実
へ
降
下
す
る

道
の
双
方
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
。

三
、
救
済
性

三
界
火
宅
か
ら
唯
我
一
人
能
為
救
護
の
文
に
よ
り
明
白
だ
が
、

救
済
は
単
に
他
力
に
非
ず
自
力
に
偏
せ
ず
、
両
者
の
綜
合
と
し
て

受
持
信
行
の
方
法
に
特
色
が
あ
る
。

四
、
神
秘
予
言
性

回
避
聖
人
が
法
華
経
を
末
法
の
明
鏡
と
し
て
体
認
し
、
立
正
安

国
論
を
著
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
予
言
性
を
窺
う
こ
と
が
出

来
よ
う
。

五
、
絶
対
性
転
換
性

無
限
普
遍
の
世
界
は
己
心
に
収
ま
り
己
心
即
三
千
に
遍
満
す
る

宗
教
の
極
致
を
説
く
と
共
に
、
絶
対
界
は
相
対
現
実
の
特
種
世
界

へ
実
現
す
る
、
法
華
を
識
る
者
は
世
法
を
得
べ
き
か
は
こ
の
事
を

示
し
て
い
る
。

( 175) 

二
、
世
法

法
華
の
理
法
は
社
会
的
存
在
と
し
て
の
理
法
た
る
倫
理
道
徳
、

ま
た
巧
説
諸
法
、
常
説
法
教
化
の
実
践
は
教
育
の
精
神
原
理
、
そ

し
て
方
法
と
し
て
展
開
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て

を
含
む
広
大
深
遠
た
る
法
華
経
は
驚
異
不
思
議
と
云
う
外
は
な


