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蓮
教
學
上
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義
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地
位

執

行

海

秀

一

御
義

口
傳
は
就
註

法
華
輕
御
義

口
傳

の
略
構

で
あ

つ
て
、

ま
た
日
興
記

と
も

稔
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

本
書
は
日
蓮
聖
人
が
直
弟

の
六
老
僧

の
た

め

建

治

年

中

(
-
N
7
5
11
2
77
)
、
身
延
山
(に
於
て
三
部
十
雀

の
註
法
華
経

の
要
文

に
就

て
講
述

せ
ら
れ
た
も

の
で
、
六
老

の

一
人
で
あ

つ
た
日
興
が
そ

の
講
述
を
筆
鐵
し
、

弘

安
元
年

一
月
元

旦
、
聖
人

の
検
閲

印
可
を
得

た
も

の
と
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

も
し
果
し
て
さ
う

で
あ
る
と
す
、れ
ば
、

本
書
は
た
と
ひ
日
興

の
執
筆

に
係
る

も

の
で
あ
る
と
し
て
も
、

聖
人

の
直

読
と
し
て
日
蓮
教
學
上
に
於

て
は
他

の
述

作
類
と
何
等
異
な
る
と

こ
ろ
な
く
、

同
等

の
地
位
に
置
か
る
べ
き

で
あ
ら
う
。

も

つ
と
も
弟
子

の
筆
受
類

と

い
ふ
こ
と
に
な

る
と
、
同
聴
異
聞

と
か
、
ま

た
執

筆
者
自
身

の
圭
翻
に
依
る
曲
解
、

ま
た
は
そ
れ
自
身

の
思
想
的
反
映
等

の
恐

れ

が
な

い
で
は
な

い
。
然
し
本
書

は
そ
れ
ら

の
批
難
を
避

け
る
た
め
、
聖
人

の
検

閲

印
可
と
、

六
老
僧

の
蓮

到
が
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る

の
で
、

こ
の
貼
問
題

と
な
ら

な

い
、
然
も
本
書

の
繋
告

及
び
講
述

年
代

よ
り
見
れ
ば
、

六
上
足
を
野
告

と
す

る

の
で
あ

つ
て
、

一
機

一
縁

の
た
め
の

一
般

の
清
息
類

と
趣
き
を
異

に
し
、

聖

入

の
圓
熟
し
た
る
晩
年
の
法
華
輕
翻

を
直

ち
に
口
授

せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

故

に
こ
の
や
う
な
観
黙

か
ら
す

れ
ば
、

本
書

は
日
蓮
教
學

上
根
本
聖
典

と
さ
れ

て
ゐ
る
開
目

・
本
奪
爾
鉛

よ
り
も
、

寧

ろ
上
位
に
置
く

べ
き

で
あ
ら
う

と
思
は

れ
る
。

こ
こ
に
於

て
か
、
清
水
梁
山
氏

の
如
き
は
本
書

を
以
て

「
宛
も
繹
愈

の
神
力

品
と
同

く
、

一
字

一
辮
も
皆
本
佛
結
要

の
妙
句
な
ら
ざ

る
は
な
き
な
り
」

と
い

ひ
、
ま

た
田
中
智
學
氏
庵

「
御
義

口
傳

の
講
談

は
六
上
足
の
爲

に
特
に
本
化
直

授

の
秘
奥

を
開

示
し
、

六
師
に
因
せ
て
末
法

の

一
切
衆

生
に
宣
読

し
給

ふ
と
こ

ろ
、
猫
本
佛

の
六
萬
渣
沙
に
因
り
て
此

の
直

法
を
末
法
に
逡
留

し
給

ひ
し
に
符

合
す
、

さ

れ
ば
此

の
聖
訣

の
妙
到

こ
そ
眞

の
本
化

の
面
目
に
し
て
、
他

の
本
尊

鋤
。

開

目
紗

・
安
國
論
等

の
要
典
に
於
け
唯

る

一
の
解
繹
指
南

な

り
。
」
と

論

じ

て
ゐ
る
。

か
く
し
て
本
書

の
地
位
は
高
度
に
評
便
さ
れ
、
御
義

口
傳
中
心

の
教
學

の
高

揚
せ
ら
れ
來

つ
た
が
、

か

ゝ
る
潮
流

に
封
し
て
、

本
書
を
第

二
次
的
に
、

ま
た

は
補
助
的

に
取
扱
は
ん
と
す
る
潮
流
が
あ
る
。
帥

ち
永
昌

日
鑑
は
本
書
を
評
し

で

「
取
捨
情

に
よ
る

べ
し
…
…
蓋
し
用
ひ
て
録

内

の
御
義
を
助
顯
せ

ん
は
可
な

り
。
」

と

い
ひ
、
溝
水
龍
山
氏
は

「
宗
義
を
學

ぶ
須

く
五
大
章
疏
を
規

準

と

す

べ
し
、
御
義

口
傳

の
如
き
先
哲
倫
藪
く
講
ぜ
ず
、

況
や
初

心
を

や
。
」

と

論

じ

て
ゐ
る
。

か
や
う

に
本
書

の
地
位
に

つ
い
て
は
爾
様

の
見
解
が
勢
立
し

て
ゐ
る

の
で
あ
る

が
、

こ

ゝ
に
問
題
と
な
る

の
は
、

本
書
は
果
し
て
從
來

の
所
傳

の
如

く

一
字

一
句
悉
く

目
蓮
聖
人

の
妙
句
で
あ
り
、

口
傳

で
あ

る
か
否
か

と
い
ふ
黙

に
存
す
る

の
で
あ
る
。

二

本
書

の
組
織

は

一
に
首
題
に
就

て
の
口
傳
、

二
に
法
華
経

二
十

八
品
並
に
開

結

二
経
合

し
て
二
百

三
十

一
箇

の
大
事

の
口
傳
、

三
に
品

々
別
傳
、

四
に

二
十

八
品
悉
く
首
題

の
事
、

の
四
部
よ
り
成
り
、

法
華
経
を
廣
略
要

の
三
段

の
形

式

で
口
傳
し

て
ゐ
る
。

思

ふ
に
聖
人
が
門
弟
諸
子

の
た
め
折

に
鯛
れ
て
法
華
経
を

講
述
せ
ら

れ
た

こ
と
も
幾
度
か
あ

つ
た
こ
と
で
あ

ら
う
。

そ
し

て
そ

の
講
述

は
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そ
の
都
度
、

門
弟
諸
氏

に
よ

つ
て
私
的
に
備
忘
録
と
し
て
筆
鐵

さ
れ
、
或
は
正

式
に
筆
受

せ
ら

れ
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
推
定
に
難
く
な

い
。

合
、日
、
聖
入

の
法
華
経
講
述
を
筆
録

し
た
も

の
と
傳

へ
ら
れ
る
も

の
に
、
本

書

の
外
、

更

に
日
向

の
記
と
し
て
御
講
聞
書
が
現
存

し
て
ゐ
る
。
講
述
年
代
は

共

に
身
延
時
代

で
あ
る
が
、

御
義

口
傳

が
建
治
年
中
な
る
に
封
し
て
、
御
講
聞

書

は
御
義

口
傳
講
述

の
終
了
直
後

の
弘
安
元
年
三
月
よ
り
同

三
年
九
月
に
亙

る

講

述
の
筆
録

と
な

つ
て
ゐ
る
。

從

つ
て
爾
者
は

い
は

ゞ
姉
妹
關

係
に
あ
る
が
、

思
想
的
内
容

の
面
か
ら
見
れ
ば
、

後
期

の
御
講
聞
書

の
方
が
寧
ろ
素

朴
的
で
あ

る
。
ま

た
形
式
的

に
は
御
義

口
傳

が
專

ら
口
傳
的
な
る
に
樹
し
て
、

御
講
聞
書

は
要
文
解
繹

に
と

ゞ
ま

つ
て
ゐ
る
。
前
者
が
富
士

日
興

の
記
な
る
に
繋
し
、
後

者

は
身
延

日
向

の
記

で
あ
る
。

か
や
う

に
爾
書
は
樹
瞭
的
關

係
を
な
し
て
ゐ
る

が
、
御
義

ロ
傳

の
思
想
に
は
、

後
世
展

開
し
た
る
興
門
教
學

の
思
想
的
萌

芽
が

見

ら
れ
る

の
で
あ

つ
て
、

こ
の
こ
と
は
本
書
が
興
門
教
學

の
派
租
と
仰
が
れ
る

日
興
の
記

之
傳

へ
ら

れ
る
黙
と
關
蓮
し
て
、
問
題
が
有
す
る

の
で
は
な

か
ら
う

か
と
思
は
れ
る
。

そ
も

そ
も
本
書

は
、
観
心
圭
義

の
思
想
を
基
調

と
す
る

の
で
、

五
百
塵
瀦
を

事

顯
本

と
し
、

こ
の
事
顯
本

に
樹
し
て
無
作
三
身

の
理
顯
本
を
如
來
紳
通
之
力

の
文
に
依

て
張
調

し
て
ゐ
る
。

無
作
三
身

の
寳
號
を
南
無
妙
法
蓮
華
経

と
い
ふ

も
、

そ

れ
は
凡
夫

の
當
膿
本
有

の
儘
を
指
し
た
も

の
で
あ
り
、

ま
た
三
千

の
諸

法
に
名
づ
け
た
も

の
に
他
な
ら
な

い
。
故
に

ユ
萬
法
を
無
作

三
身

と
見

る
を
如

實
知
見

と
い
ふ
」

と
い
ふ
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
十
界
諸
法

の
理
顯

本
を
以

て

壽

量
品

の
極
意
と

し
、
森
綜
萬
家
を
自
受
用
身
の
自
膿
顯
照

と
談
ず

る
が
本
門

の
事
圓

で
あ
る

と
い
ひ
、
久
遠

と
は

い
う
は
ず

っ
く
ろ
は
ざ

る
有

の
儘

の
姿

で

あ

る
と
繹
し

て
ゐ
る
。

ま
た
題
目
に

つ
い
て
妙
法
蓮
華
経
は

「
三
種

法
華
未

分
」

で
あ
る
と

い
ひ
、

壽
量
品
と
錐
も
在
世
腕
盆
な
る
が
故
に
末
法
の
要
法
に
非
ず
、
題
目
ば
か
り
下

種
で
あ
る
と
到
じ
て
あ
る
。
こ
れ
は
種
腕
釧
を
言
明
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
根
底
に
種
腕
釧
の
思
想
が
流
れ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
ゝ
に

於
て
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
は
、
既
に
上
行
菩
薩
に
付
囑
さ
れ
終
ろ
た
が
故
に
繹

尊
の
妙
法
に
非
ず
と
い
ひ
、
ま
た
開
佛
知
見
の
文
は
日
蓮
出
世
の
本
懐
で
あ
る

と
し
、
更
に
日
蓮
に
依
て
得
脱
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
考
察
し
來

れ
ば
、
本
書
の
思
想
は
興
門
教
學
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

三

と
こ
ろ
で
本
書
は
古
來
よ
り
眞
偏
の
論
が
あ
る
。
聖
人
門
下
初
期
の
古
記
鐵

を
初
め
と
し
て
、
聖
人
滅
後
百
二
・
三
十
年
の
頃
編
輯
さ
れ
た
録
内
遺
文
に
も

漏
れ
て
居
り
、
ま
た
聖
人
滅
後
百
八
十
年
の
頃
に
出
來
た
八
品
目
隆
の
本
門
弘

経
抄
に
も
周
知
せ
ら
れ
て
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
や
.ゝ
降
つ
て
聖
人
滅

後
二
首
十
年
頃
完
成
さ
れ
た
圓
明
日
澄
の
法
華
啓
蓮
鋤
に
至
つ
て
初
め
て
引
用

せ
ら
れ
て
ゐ
る
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
古
爲
本
に
は
聖
入
滅
後
百
五
十
七
年
の
天
文

入
年
(
一
五
ミ
九
年
)
の
奥
書
を
有
す
る
隆
門
の
日
経
本
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

か
や
う
に
本
書
の
傳
承
に
つ
い
て
は
根
擦
が
明
瞭
で
な
い
憾
み
が
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
本
書
に
は
、
日
蓮
聖
人
滅
後
十
三
年
、
元
の
元
貞
元
年
に
成
立

し
た
徐
氏
の
科
註
が
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
が
如
き
、
ま
た
本
書
の
口
傳
形
態
や
文

盛
が
、
南
北
朝
の
頃
出
來
た
等
海
口
傳
等
に
類
似
す
る
勲
か
ら
見
て
本
書
の
成

立
は
聖
入
滅
後
の
も
の
と
思
は
れ
る
。
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
、
本
書
は
思
想
的

に
も
文
献
的
に
も
、
日
蓮
教
學
上
に
於
け
る
第
一
資
料
と
す
る
こ
と
に
は
躊
躇

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

旧
蓮

教
學

上

に
於
嫁
る
御
義

口
傳

の
地
位
 
(
執

行
)
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