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で
、

こ

れ
ら

も

経
文
と

密
接
に

関
連
し
て

い

る

こ

と
が

わ
か

る
。

　

日
蓮
が

寿
量

品
に

つ

い

て

考
え
る

と

き
『

法
華
文
句
』

の

智
顕
の

見
解

を
お

お

い

に

参
考
と

し
て

い

た

こ

と

が

再
確
認
で

き
た
。

日
蓮
が
仏
教
研

鑽
の

成
果
と

し
て

の

要
文
集
を
整
理
し
て

『

法
華
経
』

の

余
白
に

書
き
入

れ
た
と

考
え
ら
れ
る

が
（

浅
井

圓
道
『

上

古
日

本
天
台
本

門
思
想
史
』

、

北
川
前

肇
「

日
蓮
教

学
研
究
』

）

、

書
き
込
み
の

目
的
を
知
る

こ

と

は

容
易

で

は

な

い
。

注
記
の

要
文
そ
れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

詳

細
に

検
討
し、

『

法
華

経
』

の

経

文
の

内

容
と
比

較
す
る

こ

と
が

必

要
で

あ
る

。

近

年、

『

注
法

華

経
』

に

東

密
・

台

密
関

係
の

典

籍
の

名
が

多
く
み

え
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

日

蓮
の

教

義
の

根
底
に

密

教
思
想
が

存
在
し
て

い

る

と
指

摘
す
る

意

見
が

あ
る

。

し

か

し
、

空

海
の

著
作
の

例
に

み

ら
れ

る

よ

う
に、

日

蓮
は

反

論
す
る

た

め

の

準
備
と

し
て

注
記
す
る

場
合
も

多
い
。

こ

の

こ

と
に

充

分
留
意
す
る

必

要
が

あ
る

だ

ろ

う
。

山
川
智
応

の

浄
土

教
批
判

前

　
川

　
健

　
一

　
近
代
に

お
い

て

田

中
智

学
を
中
心
と

す
る

国
柱
会
の

日

蓮
主

義
は
、

単

に

囗

蓮

解
釈
や

日

蓮

系
宗

教
の

み
で

な

く
、

社
会
全
体
に

大
き
な

影
響
を

与
え
た

。

研
究
史

的
に

も

着
実
な
蓄

積
が
な
さ
れ
て

き
て

は

い

る
が、

そ

れ
ら
は

お

お

む
ね

社
会
思

想
史

的
な

関
心
に

偏
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ

る
。

田

中
智
学
の

そ
も
そ

も
の

出
発
点
が
、

当
時
の

日

蓮
宗
で

重

視
さ
れ

て

い

た

優
陀
那
日

輝
の

教

学
へ

の

反
発
で

あ
り

、

国
柱

会
の

活
動
の

基
本

が

日
蓮

教
学
の

棚
新
と
そ

の

伝
道
に

あ
っ

た

こ

と
を

考
え
る

と
、

田
中
な

い

し

国
柱
会
の

ト
ー

タ

ル

な

理
解
の

た

め

に

は
、

彼
等
の

教
学
的
達
成
そ

れ
自
体
を

検
討
す
る

必

要
が

あ
る

と

思
わ

れ
る

。

　
田
中
は
、

大
正

時
代
以
後
は

国
体
思
想
に

主
軸
を
移
し
た
と
一

般
に．
言

わ
れ
る

が
、

こ

の

時
期
以
後、

日
蓮
教
学
の

面
を
主
と
し
て

担

う
の

が
、

山
川
智
応
を
は

じ

め

と

す
る

田
中
の

直

弟
子
た
ち
で

あ
り、

さ
ら
に

は

田

中
の

実
子
で

あ
る

里
見
岸
雄
ら
で

あ
る
と

言
え
る

。

田

中
は

『

本
化
妙
宗

式
目』

及
び、

そ
の

講
義
と

い

う
形
で

、

独

自
の

日

蓮

教
学
の

編
成
を

行

っ

た
が

、

田

中
の

場
合、

用
語
の

面
で

も

発
想
の

面
で

も
、

近

世
的
な
日

蓮
教

学
の

枠
組
み

に

強
く
規
制
さ
れ

て

い

る
。

そ

れ

に

対
し

て
、

少
な
く

と
も

本
人
の

意

図
と

し
て

は、

よ

り
開
か
れ

た

形
で

日

蓮
を

語
ろ

う
と

し

た
の

が
、

山
川
で

あ
り、

日
蓮
教

学
の

近
代
化
と
い

う
点
で

も

重
要
な
位

置
に

立
っ

て

い

る

と
思
わ
れ
る

。

　
山
川

智
応
（
一

八

七
九
−
一

九
五

六
）

は
、

大
正
五

年
（

一

九
一

六）
、

『

日

蓮
聖
人
と

親
鸞
」

（

新
潮
社
）

を
、

大
正
冖

二

年
（

一

九
二

三
）

、

『
日

蓮
聖
人
と

法
然
』

（
天
業
民

報
社
）

を
出

版
し
た

。

山

川
の

諸

著
の

特
徴

は
、

日
蓮
の

浄
土
教
批
判
自
体
を

発
展
さ
せ

る
と

い

う
よ

り
も、

日
蓮
の

生

涯
・

教
義

体
系
な
ど

と
、

親

鸞
・

法
然
の

そ
れ
と

を
比

較

す
る

こ

と

で
、

日

蓮
を

高
く

評
価
す
る

と
い

う
方
法
を

採

用
し
て

い

る

こ

と
で

あ

る
。

山
川
は

事
蹟
・

人
格
・

教
義
と

い

う
三

項
目
を
立

て

て

比

較
を
し
て

い

る

が、

こ

こ

で

重
要
な

の

は
、

事
蹟
・

人

格
の

比
較
に

大
き
な
ウ
ェ

イ

ト
が
置
か
れ
て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

各
宗
の

価
値
を
開

祖
の

人

格
に

集
約

し
、

比
較
を
行
う
と

い

う
方
法
は
、

結
果
と

し
て

、

大

乗
非
仏

説
論
を
め

ぐ
る

問
題
を
回
避
す
る

こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

山
川
自

身
は

明

言
し

て

い

な
い

が
、

日

蓮
白
身
か
ら
始
ま

り、

近
世
に

い

た
る

ま
で

の
、

日
蓮

宗
と

浄
土

宗
諸

派
と
の

間
の

大
き
な

争
点
が、

浄
土
三

部
経
と

『

法
華
経
」

と
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の

優
劣、

特
に

天
台
学
の

五

時

教
判
を

前
提
と
す
る
両
者
の

前
後

関
係
を

め

ぐ
る

も
の

で

あ
っ

た

こ

と
を

考
え
る

と
、

こ

う
し
た

点
に

触
れ
る

こ

と

な
く
浄
土
教
批
判
を

構
成
し
た
の

は、

意
識
的
な
方
向
転
換
で

あ
っ

た
と

見
る
こ

と

が
出
来
る

。

も
っ

と

も、
「

人

格
」

を
焦
点
と

し
た
た
め

に、

山

川
自
身
の

企

図
す
る

と
こ

ろ

と
は

異
な
り、

親
鸞
・

法
然
・

日
蓮
の

い

つ

れ
を

選
ぶ

か
は

主

観
的
な

好
み

の

問
題
と

化
し
て

い

る

よ

う
に

見
え

る
。

　

教

義
的
な

面
で

山

川

が

強
調

す
る

の

は
、

親
鸞
・

法
然
に

は

現

実
社

会、

特
に

国
家
へ

の

関
わ

り
が

無
く、

日
蓮
の

み

が

現

実
社
会
に

働
き
か

け
る

こ

と
が

で

き
る

と
い

う
点
で

あ
る

。

　

山
川
は、

浄
土

教
を
「

厭
世
教
」

・
「

単
心
霊
」

・

消
極
的

、

日
蓮
の

仏

教
を

「

革
世
教
」

・
「

心
霊

現
実
」

・

積
極
的
と
い

っ

た

性
格
づ

け
を
し
て

い

る
。

こ

う
し
た
二

分
法
は

、

現
在
で

も
日

蓮
信
奉
者
の

問
に

根
強

く
残

っ

て

い

る

と
思
わ
れ
る
が

、

歴

史
的
に

見
た

場
合、

こ

の

よ

う
な
性

格
付

け
は

近

代
特
有
の

も
の

と

言
う
べ

き
で

あ
る

。

特
に

問
題
に

な
る

の

は
、

日
蓮
を
「

革
世
教
」

す
な
わ
ち

社
会
関

与
的
・

現
実
変
革
的
と

見
な

す
こ

と

で

あ
る

。

国
柱
会
そ
の

も
の

は
一

種
の

「

革
世
教
」

で

あ
っ

た
わ

け
だ

が、

自
ら
の

立

場
を

日
蓮
そ
の

人
に

遡
ら
せ

て
い

る

面
が

あ
る

。

凵
蓮
が

「

革
世
教
」

で

あ
る

と

い

う
性
格
付

け
そ
の

も
の

が、

国
柱
会
な
い

し
旧

中
・

山
川
ら

の

思
想
の

総
体
的
な
検
討
を
も
と

に

再
検
討
さ

れ

る

必
要．
が

あ
る

の

で

は

な
い

か
。

山
川
の

個
々

の

論
点
は

と

も
か

く
と
し

て
、

そ
う

し

た
近

代
的
な

日
蓮

像
の

枠
組
み
そ
の

も
の

を
再
検
討
す
る

こ

と
が
、

近

代
日

蓮
主

義
を

含
む

日
蓮
系
思
想
の

研
究
を

深
化
す
る

上
で

重

要
で

あ
ろ

う
と

考
え
る

。

近
代
仏
教
と

須
弥
山
儀

　

　
　

近

代
的
自
然

観
と

仏
教

1
岡

　
田

　
正

　
彦

　

梵
暦
運

動
は
、

江
戸
時
代
の

仏
教
僧
・

普
門
円
通

2
七

五

四
−
一

八

三

四
）

を

開
祖
と

す
る

仏
教
系
の

思
想
運
動
で

あ
る
。

幕
末
か

ら
明
治
初

期
に

か

け
て

、

円
通
の

体
系
化
し

た

「

梵
暦
」

と

呼
ば
れ
る

「

仏
教
天
文

学
」

の

理

論
を

も
と
に
、

多
く
の

門
弟
た

ち
が

各
地
で

活
発
な

活
動
を
展

開
し
た

。

そ

の

運
動
の

規
模
は

、

同
時
期
の

仏
教
系
の

思

想
運

動
で

は

特

筆
す
べ

き
も
の

で

あ
る

。

　

円
通
の

門

弟
は

、

生
前
に

千
人
を
超
え
て

い

た
と
言
わ
れ

て

い

る

が
、

明

治
期
以

後
は

急
速
に

衰
え

た
運

動
の

実
態
を

把
握

す
る

研
究
は

少
な

い
。

本
発

表
は、

こ

う
し
た

梵
暦

研
究
の

実
態

調
査
の
一

助
と
し

て
、

各

地
に
現
存
す
る

須
弥
山
儀
（
類
）

を
調
査
し
た

結
果
の

報
告
で

あ
る

。

　
「

須
弥
山

儀
」

は、

地

球
説
と

地

動
説
を

前

提
と

す
る、

西

洋
近

代
科

学
の

自
然
観
を

論
駁
す
る
た
め
に

製
作
さ
れ
た
、

須
弥
山
説
に
も
と
つ

く

円
盤
状
の

世
界
像
を
モ

デ
ル

化
し
た
宇

宙
儀
で

あ
る

。

円
通
を
は
じ
め
、

梵
暦
社
中
の

人
々

が
製
作
に
関
わ
っ

た

須
弥
山
儀
は
、

今
も
各
地
に

現
存

し
て

い

る
。

し

か

し、

従
来
の

須
弥
山
儀
の

研
究
は
、

和
時
計
関
係

者
に

よ

る

機
械

部
分
の

調
査

が
主
で

あ
り、

梵
暦
運
動
と
の

関
係
を
踏
ま
え
た

様
式
研
究
は

あ
ま

り
な

さ
れ

て

い

な
い

。

　

円
通
没

後
に

、

梵
暦
運
動
は

科
学
と
し

て

の

理
論
の

整
合
性
を

重
視
す

る

同
四

時

派
と

、

よ

り
宗
教
的
結
社
の

色
彩
が

強
い

異
四

時
派
に

二

分
化

さ

れ

る

こ

と

に

な
る

。

全
国
各
地
に

現
存
す
る

須
弥
山
儀
の

様
式
の

多
様

性
は

、

こ

う
し
た

梵
暦
運
動
の

歴
史
的
展
開
と

深
い

関
わ

り
が

あ
る

。
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