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近

世

日
蓮
教
学

に
お
け
る

一
念
三
千

と
妙
法
五
字

に

つ
い
て

(三
)本

田

榮

秀

今
回
は

「妙
法
五
字
の
受
持
」
と
い
う
、
や
や
抽
象
的
表
現
か
ら

一

歩
を
進
め
、
法
華
礼
調
法
要
式
も
し
く
は
日
蓮
自
身
が
遺
文
に
示
し
た

題
目
修
行
の
遍
数
す
な
わ
ち
、

一
座
の
法
会
で
何
回
の
題
目
を
唱
え
る

な
か
に
焦
点
を
当
て
、
宗
祖
遺
文
並
び
に
近
世
諸
家
の
著
書
の
う
ち
か

ら
代
表
的
な
も
の
を
選
び
、
具
体
的
な
数
値
を
拾

っ
て
題
目
遍
数
に
表

わ
し
て
み
た
。

ま
ず
妙
法
五
字

(
s
a
d
d
h
h
a
r
m
a
 
P
u
n
d
a
a
r
i
k
a
 
S
u
t
r
a
)

が
日
蓮
遺
文
の
上

に
持

つ
意
義
を
分
類
し
、
紹
介
す
れ
ば
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

(一
) 

一
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
妙
法
五
字
の
内
に
こ
の
珠
を
包

み
末
代
幼
稚
の
頸
に
か
け
さ
し
め
た
も
う
と
い
う

『本
尊
抄
』
に
い
う

妙
法
五
字
即

一
念
三
千
と
し
て

(二
) 

一
部
八
巻
二
十
八
品
六
万
九
千
三
百
八
十
四
の
文
字
、

一
字
も

も
れ
ず
、
か
け
ず
お
さ
め
て
候
と
い
う

『妙
法
尼
御
返
事
』
に
い
う
妙

法
五
字
即
法
華

一
部
肝
要
と
し
て

(三
) 
法
華
経

の
題
目
を
本
尊
と
す
べ
し
と
い
う

『本
尊
問
答
抄
』
に

い
う
妙
法
五
字
即
本
尊
と
し
て

(四
)
妙
法
蓮
華
経
の
法
体
は
即
ち
十
界
依
正

の
当
体

な
り
と
す

る

『
当
体
義
抄
』
に
い
う
妙
法
五
字
即
十
界
依
正
当
体
と
し
て

(五
) 
上
行
菩
薩
に
譲
り
給
い
し
題
目
の
五
字
を
日
蓮
が
弘
め
る
と
す

る

『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
に
い
う
妙
法
五
字
即
上
行
所
伝
、
神
力
別

付

の
要
法
と
し
て

宗
祖
日
蓮
に
と
っ
て
妙
法
五
字
は
釈
尊

の
因
行
果
徳
、

一
念
三
千
の

功
徳
で
あ
り
、
寿
量
所
顕
の
良
薬
、
如
意
宝
珠
、 
一
切
経

の
惣
要

『十

界
依
正
の
当
体
、
更
に
は
日
蓮
自
身
本
化
上
行
菩
薩

の
応
生
と
し
て
、

如
来
使

と
し
て
末
法
の
衆
生
の
心
田
に
植
え

つ
け
る
下
種

の
要
法
と
し

て
付
託
さ
れ
た
妙
法
五
字
七
字
で
あ
り
、
本
仏
釈
尊

の
実
体
そ
の
も
の

で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
近
世
教
学
を
代
表
す
る
優
陀
那
日
輝

の
場
合
も
、
勿

論
日
遺
文
を
基
と
し
て
彼
の
教
学
が
成
立
し
て
い
る
以
上
、
妙
法
五
牢

七
字
の
解
釈
も
表
現
の
差
は
あ
れ
日
蓮
の
意
を
踏
え
た
も
の
で
あ
る
こ
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と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
時
と
人
を
異
に
す
る
点
で
根
本
的
な
相
違

が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
は
天
台
智
顕
と
同
じ
く

一
切
経
中
、
妙
法
華

経
を
依
経

と
し
如
来
出
世
の
本
懐
と
し
な
が
ら
、
日
蓮
が
遂
に
は
天
台

流

の
観
念
観
法
を
去

っ
て
妙
法
五
字
七
字
の
弘
通
に
生
涯
を
賭
け
る
と

い
う
、
い
わ
ば
天
台
止
観
を
核
と
す
る
遠
心
的
な
態
度
を
採
る
の
に
対

し
、
日
輝

の
そ
れ
は
日
蓮
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
妙
法
五
字
七
字
を
手
掛

か
り
と
し
な
が
ら
も
天
台
止
観
の
核
に
還
ら
ん
と
す
る
求
心
的
態
度
と

も
と
れ
る
。

当
時
台
学
心
酔
の
、
い
わ
ゆ
る
檀
林
教
学
の
弊
風
に
対
し
て
祖
書
を

中
心
に
宗
祖
日
蓮
の
真
精
神
に
還
ろ
う
と
す
る
努
力
が
日
導
の

『
祖
書

綱
要
』
二
十
三
巻
に
結
実
さ
れ
た
事
実
は
教
学
史
上
明
白
で
あ
る
が
、

こ
の
日
導
を
起
点
に
本
妙
日
臨
を
伝
承
の
師
と
す
る
日
輝
が
教
団
の
質

的
向
上
を
目
指
し
て
教
学
の
集
大
成
を
図
り
、
学
問
を
最
重
視
し
た

こ

と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
注
目
す
べ
き
は
こ
の
学
問
組
織
化
の

最
高
唯

一
の
基
準
が
天
台
教
学
で
あ

っ
た
と
い
う
皮
肉

な
事

実

で
あ

る
。例

え
ば
彼

の

『
四
教
儀
決
疑
』
『
玄
籔
微
録
』
『文
句
記
微
録
』
は
勿

論
、
彼

の
学
室

「充
沿
園
」
の
法
要
式

『法
華
観
心
讃
行
儀
』
は
師
た

る
日
臨
の

『妙
経
観
心
略
解
讃
』
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
華
経

二
十
八
品
各
章
を
す
べ
て
観
心
的
立
場
で
解
説
し
法
要
式
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

ま
た

『
唱
題
運
想
儀
』
に
は

「
ひ
と
た
び
も
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
唱
え
奉
れ
ば
則
ち
事

の

一
念
三
千
正
観
成
就

し
常
寂

光
土
現
前

し
、
無
作
三
身
の
覚
体
顕
れ
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
観
念
観
法
の
手
掛

か
り
と
し
て
の
唱
題
を
強
調
す
る
。
法
華
信
仰
の
あ
り
方
で
、
こ
の
よ

う
に
上
根
下
機
を
峻
別
し
、
上
根
に
は
観
念
、
下
機
は
ひ
た
す
ら
信
心

唱
題
を
奨

め
よ
う
と
す
る
態
度
は
い
わ
ゆ
る
観
心
宗
学
を
形
成
す
る
近

世
諸
家
に
共
通
の
傾
向
で
日
臨
の

『
略
解
讃
』
の
冒
頭
に
も

「所
縁
を

き
や
く
ほ
つ

一
境
に
繋
け
て
観
恵
を
撃
発
し
、
所
唱
の
玄
題
を
し
て
在
縁
分
明
深
く

妙
法
の
境
界
に
入
ら
し
め
ん
」
と
あ
り
、
天
台
の

『
円
頓
章
』
を
原
典

と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

い

っ
ぽ
う
日
蓮
遺
文

『
如
説
修
行
砂
』
や

『報

恩
抄
』
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
有
智
無
智
を
き
ら
わ
ず
、
日
本
国
の

一
切
衆
生
に
等
し
く
題
目

修
行
を
奨
め
、
自
ら
も
唱
え
る
日
蓮
の
在
り
方
は
近
世
諸
家
と
比
較
し

時
代
と
人

の
距
り
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
相
違
は
む
し
ろ
対
照
的
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
『如
説
修
行
砂
』
に
い
う
よ
う
に
、

い
か
な
る
苦

難
に
遭
う
と
も

「命
の
か
よ
は
ん
ほ
ど
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱

て
、

ニ

ヌ

唱

へ
死
に
死
る
」
な
ら
ば
成
仏
疑
い
な
い
こ
と

を
門
下

に
示

し

て
い

る
。日

蓮
の
唱
え
た
題
目
遍
数
を
受
け
て
近
世
諸
家

が
ど
の
よ
う
に
唱
題

修
行
を
実
践
し
た
か
を
文
献
で
確
認
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
図
表
と
な

る
。こ

れ
を
要
す
る
に
、
ま
ず
題
目
遍
数
に
お
い
て
、
図
表
に
示
す
と
お

り
宗
祖
日
蓮
が

一
遍
乃
至
千
万
遍
で
あ
る
の
に
対

し
近
世
諸
家
の
場
合

は

一
遍
乃
至
数
万
遍
で
あ
る
。
た
だ
日
蓮
の
立
場
は
そ
れ
ま
で
の
称
名

近
世
日
蓮
教
学

に
お
け
る

一
念
三
千

と
妙
法

五
字

に

つ
い
て

(
三
)

(
本
 

田
)
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近
世
日
蓮
教
学

に
お
け
る

一
念

三
千

と
妙
法

五
字

に

つ
い
て

(
三
)

(
本

 
田
)

念
仏
を
改
め
、
法
華
経
の
題
目
信
仰
を
新
た
に
樹
立
し
た
と
こ
ろ
に
存

在
の
意
義
が
あ
り
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
と
南
無
を
冠
し
た
七
字
を
同

義
と
見
倣
し
五
字
七
字
と
呼
ん
で
区
別
し
な
い
よ
う
に
、
遍
数
に
よ
る

厳
密
な
意
義
の
相
違
を
彼
に
期
待
す
る
の
は
当

を
得

な
い
と
思

わ
れ

る
。し

か
し
な
が
ら
近
世
諸
家
こ
と
に
優
陀
那
日
輝

の
学
室

「充
治
園
」

で
の
宗
祖
日
蓮
第
五
百
五
十
遠
忌
の
法
要
で
唱
え
ら
れ
た
題
目
遍
数
三

百
遍
、
同
じ
く
法
華
観
心
讃

の
法
会
で
、
初
会
に
は
じ
ま
り
、
妙
法
蓮

華
経

一
の
巻
か
ら
八
の
巻
、
仏
説
観
普
賢
菩
薩

行
法
経
の
結
経
に
至
る

そ
れ
ぞ
れ
唱
題
五
十
遍
十
座
合
計
五
百
遍
の
題

目
を
修
行
す
る
詳
細
な

記
録
は
蓋
し
法
華
礼
諦
法
要
式

の
圧
巻
で
あ
り
、
施
餓
鬼
法
要
式
な
ど

と
と
も
に
今
日
宗
定
法
要
式

の
基
本
を
な
す
も

の
で
、
正
確
な
題
目
遍

数
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

結
局
近
世
諸
家
が
宗
祖
日
蓮

の
遺
文
に
従
が
い
、
そ
の
教
義
を
忠
実

に
伝
え
ん
こ
と
を
志
し
な
が
ら
、

い
わ
ゆ
る
観

心
宗
学

の
名
で
呼
ば
れ

る
原
因
と
し
て
は
、
日
蓮
に
あ

っ
て
は
、
日
本
国
の

一
切
衆
生
を
有
智

無
智
を
嫌
わ
ず
、
等
し
く
末
法
弘
通

の
対
告
衆

と
し
た
の
に
対
し
、
彼

等

は
布
教
の
相
手
を
上
機
下
根
に
分
け
、
無
解

の
信
心
よ
り
は
有
解

の

観
心
を
尊
重
し
た

こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
各

方
面
で
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
運
興
隆
の
時
代
に
あ

っ
て
、
有
識
の

善
男
善
女
を
相
手
と
し
て
、
仏
教
そ
の
も
の
の
質
的
向
上
と
学
問
的
組

識
化
を
迫
ら
れ
た
時
代
背
景
と
も
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と

は
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

題 目 遍 数 表

(中
村
学
園
女
子
高
等
学
校
教
諭
)
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