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成
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月

二
五
二

日
蓮

の
五
義
判
に
関
す
る

一
考
察

―

師
自
覚
と
の
連
関
を
通
じ
て
―

渡

辺

彰

良

は

じ
め
に

日
蓮
が
開
説
し
た
五
義
は
、
客
観
性
が
要
求
さ
れ
る
教
判
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
「師
」

の
主
体
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
と
い

う
特
異
性

が
あ
る
。

一
方
、
日
蓮

は
自
ら
を

「法
華
経

の
行
者
」

「遣

使
還
告
」
と
し
て
仏
教
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
師

の
自
覚
を
持
つ
て
宗

教
活
動
を
行
っ
た
。
五
義
が
師
自
覚
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も

つ
の
か
、

そ
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

一
、
五
義

の
定
義

　ユ
　

五
義
と
は
、

「教
」
「…機
」
「時
」

「国
」

「序
」
(
「師
」
)
の
五
項
目
を

い
う
。
こ
の
五
項
目
か
ら
釈
迦

一
代
の
教
え
を
比
較
し
、
最
も
優
れ
た

教
典
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
教
判
が
五
義
判
で
あ
る
。

五
義
が
初
め
て
発
表
さ
れ
た
の
は
、
『教
機
時
国
紗
』
で
、
そ
の
後

『顕
諺
法
紗

』
『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
な
ど
で
再
説
さ
れ
、
『観
心

本
尊
抄
』
を
経

て
、
『會
谷
入
道
殿
許
御
書
』

に
お
い
て
完
成
さ
れ
た

形

で
広
説
さ
れ
た
。

　　
　

古
来
、
日
蓮
教
団
で
は
五
綱
と
三
秘
が
中
心
を
な
す
教
義
と
宗
旨
と

し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
日
蓮

の
宗
教
の
中
心
と
さ
れ
る
三
大
秘
法
を

導
き
出
す
教
義
と
し
て
五
綱
が
述

べ
ら
れ
た
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
義
に
関
し
、
先
学

の
見
解
を
い
く

つ
か
見
た
い
。
田
中
智
学
氏
は
、

建
宗

の
理
由
と
も
言
う
べ
き
教
義
の
論
究
と
し

て
判
が
必
要

で
あ
り
、

　ヨ
　

本
宗

の
判
、
す
な
わ
ち
教
義
は

「五
綱
」
で
あ

る
、
と
述
べ
て
い
る
。

望
月
歓
厚
氏
は
、
五
綱
判
を
本
宗
教
相
判
釈

と
定
め
て
差
支
え
な
い

と
信
ず
る
、
と
述
べ
る

一
方
、
五
義
に
関
す
る
遺
文
叙
述
が
教
相
と
し

て
は
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、

「遺
文
に
拠
っ
た
だ
け
で

は
十
分
そ
れ

(日
蓮
宗
の
教
相
で
あ
る
こ
と
)
を
確
保
す
る
こ
と
は
出
来

　　
　

な
い
と
思
う
」
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

茂
田
井
教
亨
氏
は
、
五
義
は
そ
の
扱

い
方
や
発
表

の
度
合
が
年
次
を

経
る
に
つ
れ

て
変
化
を
示
し
て
い
る
の
で
、
五
義
を
純
粋
な
教
相
と
す

る
に
は
弾
力
性
が
強
す
ぎ
る
、
と
し
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
知
教
者

・

　ら
　

弘
経
者
と
し
て
の
自
覚
的
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
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日
蓮

の
五
義
判

に
関
す
る

一
考
察

(渡

辺
)

二
五
三

こ
れ
ら

の
研
究
を
踏
ま
え
て
遺
文
を
見
る
と
、
諸
経
を
比
較
し
て
教

典
を
選
択

す
る
点
か
ら
は
狭
義

の
教
判
と
言
え
る
。
し
か
し
、
宗
旨
を

立
て
る
根
本
教
義
と
し
て
考
え
た
と
き
、
遺
文
の
五
義
に
関
す
る
直
接

的
記
述
が
不
十
分
で
あ
る
感
は
否
め
な
い
。
宗
旨
を
導
く
教
義
と
し
て

五
義
を
位
置
づ
け
る
に
は
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

こ
う
考
え
る
と
き
、
茂
田
井
氏
の
、
自
覚
的
立
場
を
示
す
も

の
で
あ

る
、
と
の
主
張
は
新
た
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
五
義
は
、
日
蓮

の
師
自
覚
と
連
関
し
て
こ
そ
、究
明
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
五
義

判
に
関

す

る
遺
文
記
述

前
述
の
よ
う
に
、
日
蓮
遺
文
に
お
け
る
五
義
記
述
に
は
年
次
に
よ
つ

　　
　

て
差
異
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
初
出
は

『教
機
時
国
紗
』
で
、
弘
長
二
年
、

配
流

の
地
伊
豆
伊
東
に
お
い
て
述
作
さ
れ
た
。

一
連
の
迫
害
の
結
末
と

し
て
流
罪

せ
ら
れ
た
日
蓮
は
、
こ
れ
を
法
華
経
弘
経
者
が
受
け
る
必
然

の
苦
難
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
迫
害
を
契
機
と
し
て
五
義
を

発
表
し
た

の
で
あ
る
。
本
紗
で
は

「序
」
の
み
で

「師
」
は
な

い
が
、

述
作
の
動
機
か
ら
も

「師
」
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

本
紗
で
は

「教
」
「機
」
「時
」

「国
」
「序
」
の
各
項
に
渡

っ
て
、
弘

め
る
仏
教
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
末
法
の
日

本
で
は

一
向
法
華
経
を
弘
め
る
べ
き
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
が
、

法
華
経
が
選
択
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
明
確
に
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
次

の
段
に
お
い
て
、

「知
教
」
「知
機
」

「知
時
」

「知
国
」

「知
序
」
が
述
べ
ら
れ
る
。
「法
華
経
は

一
切
経

の
中
の
第

一
の
経
王
な

り
と
知
る
は
、
是
教
を
知
る
者
也
。」
(二
四
三
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
知

教
者

の
主
体
性
の
上
に
、
法
華
経
こ
そ
が
弘
め
る
べ
き
教
え
で
あ
る
、

と
の
結
論
に
到
達
す
る
。

逆
に
言
え
ば
、
知
教
者

の
存
在
無
し
に
は
法
華
経
弘
経
は
実
現
し
得

な
い
。
教
判
と
し
て
考
え
た
と
き
、
「教
」
「機
」
「時
」
「国
」
「序
」
の

各
項
は
客
観
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
判
定
基
準
が
知
教
者
に
あ
る

以
上
、
そ
の
結
論
は
知
教
者
の
主
体
性
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
紗
で
は
、
日
蓮
が
法
華
経

の
行
者
で
あ
る
と
の
自
覚
が
暗
示
さ
れ

て
お
り
、
日
蓮
が
知
教
者
の
役
割
を
担
う
と
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。

日
蓮
が
知
教
者
の
役
割
を
担
う
以
上
、
そ
の
主
張
す
る
五
義
と

い
う
教

判
は
客
観
性
が
揺
る
が
ざ
る
を
得
な
い
。

『顕
諦
法
紗
』
で
は
弘
経
者

の
用
心
と
い
う
形
で
五
義
が
再
説
さ
れ

る
。

「教
を
し
れ
る
者
」

(二
七
二
頁
)
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
も

『教
機

時
国
紗
』
と
同
様
で
あ
る
。

『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』

で
は
、
法
華
経

へ
の
入
信
を
勧

め
る
形

で
五
義
が
叙
述
さ
れ
る
。
本
書
で
日
蓮
は

「日
本
第

一
の
法
華
経
行
者

也
」
(三
二
七
頁
)
と
宣
言
し
て
い
る
。
五
義
を
規
定
す
る
知
教
者
に
は

触
れ
ら
れ
て
い
心
い
が
、
こ
の
宣
言
は
知
教
者
と
し
て
自
己
を
位
置
づ

け
る
も
の
と
い
え
る
。

五
義
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は

『観
心
本
尊
抄
』
で
あ
る
。
本
抄
で

は
、
い
わ
ゆ
る
三
大
秘
法
を
開
示
す
る
中
で
、
五
義
各
項
に
つ
い
て
問
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日
蓮

の
五
義
判

に
関
す

る

一
考
察

(渡

辺
)

二
五
四

答
を
繰
り
返
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
特
に

「教
」
に

つ
い
て
は
、
五

重
三
段
を
説
い
て

一
代
仏
教
を
重
々
に
分
別
し
、
寿
量
文
底

・
神
力
別

　　
　

付
の
要
法
、
題
目
の
五
字
を
選
択
し
て
い
る
。
「機
」
は
、

「時
」
と
と

も
に
、
末
代
凡
夫
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
、・
「師
」

で
あ
る
地
涌
の

菩
薩
に
よ

つ
て
、
妙
法
五
字
を
譲
与
ざ
れ
る
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
本
抄

で
は
五
義
と
い
う
教
判
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、

「此
時

(時
)

地
涌
菩
薩

(師
)
始
め
て
世

(国
)
に
出
現
し
、
但
妙
法
蓮
華
経
の
五

字

(教
)

を
以
て
幼
稚

(機
)
に
服
せ
し
む
」
(七

一
九
頁
。
(

〉
は
筆

者
)
の
文

を
見
る
と
、
こ
こ
に
五
義
が
完
成
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

『観
心
本
尊
抄
』
で
完
成
し
た
五
義
を
整
理
し
た
形

で
述
べ
て
い
る

の
が

『
曾
谷
入
道
殿
許
御
書
』
で

あ
る
。
本
書
に
お
い
て

「序
」
が

「師
」

へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
蓮
が
佐
渡
流
罪
を
通
じ

て
師
自
覚
を
確
実
な
も
の
と
し
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
文
永

一
一
年
の

蒙
古
襲
来
を
受
け
て
師
的
自
覚
を
再
確
認
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
ど
思

わ
れ
る
。
五
義
各
項
に
つ
い
て
概
説
す
る
と
、

「時
」
は
末
法
、

「機
」
は
仏
種
な
き
諦
法
の
機
、
「国
」
は
辺
国

・
白
法
隠
没

の
国
と
述

べ
、
法

華
経
を
弘
通
す
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、

「教
」
は
妙

法
蓮
華
経

の
五
字

・名
体
宗
用
教
の
五
重
玄
と
し
、
布
教
す
べ
き

「師
」

と
し
て
、
地
涌
菩
薩
、
中
で
も
上
行
等
の
四
大
菩
薩
を
あ
げ
る
。
本
書

　　
　

は
五
義

の
集
大
成
と
い
え
る
。

以
上
見

て
き
た
よ
う
に
、
日
蓮
の
五
義
叙
述
は
そ
の
宗
教
活
動
を
通

じ
て
変
化

し
て
い
る
。
特
に

「機
」
は
、
諦
法
を
強
調
す
る
点
が
目
立

つ
。

ま
た

、

「
教

」

は
、

単

に
法

華

経

か

ら

、

妙

法

五

字

へ
と

大

き

く

変

化

し

て

い
る
。

そ

し

て
、

そ

の
教

え

を
担

う

「師

」

と

し

て

地

涌

菩

　　
　

薩
が
規
定
さ
れ
る
に
至

つ
て
い
る
。

三
、
日
蓮

の
師
自
覚

に

つ
い
て

で
は
、・
、日
蓮
の
師
自
覚
は
ど
の
よ
う
に
深
化

し
て
い
っ
た
の
か
。
略

述
し
た
い
。

自
覚
と
い
う
も
の
は
何
の
根
拠
も
な
し
に
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

日
蓮
に
お
い
て
は
、
布
教
に
伴
う
様

々
な
迫
害

や

『立
正
安
国
論
』
に

　
む

お
け
る
他
国
侵
逼
難

の
予
言
適
中
が
宗
教
的
自
負
と
な
り
、
自
覚
を
深

め
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
単
に
経
験
が
自
己
を
鍛
え
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
日
蓮
は
法
華
経
を
末
法
に
向
け
て
説

か
れ
た
未
来
記
と
捉
え

て
お
り
、
こ
の
未
来
記
を
身
を
持

っ
て
読
む
こ
と
で
法
華
経

の
真
実
性

を
証
明
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
ま
た
、
自
身
を
法
華
経
に
乗
せ
ら
れ
た

も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え

て
い
る
。

つ
ま
り
、
法

華
経

を
色
読
す
る
こ
と
が
、
法
華
経
に
予
言
さ
れ
た
如
来
使
で
あ
る
こ

と
の
証
明
と
な
り
、
自
覚
を
深
め
る
の
で
あ
る
。

初
め
て
師
自
覚
が
明
確
に
示
さ
れ
る
の
は
伊
豆
流
罪
後
で
あ
る
。
『
四

恩
紗
』
に
お
い
て
は

「法
華
経

の
持
経
者
」
、
『教
機
時
国
紗
』
に
お
い

て
は

「知
教
者

・
法
華
経

の
行
者
」
と
し
て
、
自
己
を
規
定
す
る
文
言

が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
小
松
原
法
難
後

の

『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
に

「日
蓮
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日
蓮

の
五
義
判

に
関
す

る

一
考
察

(渡

辺
)

二
五
五

は
日
本
第

一
の
法
華
経
の
行
者
」
(三
二
七
頁
)
と
の
宣
言
が
な
さ
れ
る
。

龍

口
法
難
・佐
渡
流
罪
は
日
蓮
の
自
覚
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

佐
渡
に
お
い
て

『開
目
抄
』
『観
心
本
尊
抄
』
が
述
作
さ
れ
る
が
、
両

抄
は
そ
れ
ぞ
れ
人
開
顕
・法
開
顕
と
も
称
さ
れ
、
法
華
経

の
行
者
自
覚
・

本
化
の
菩
薩
の
自
覚
が
示
さ
れ
る
。

　　
　

蒙
古

の
国
書
到
来

・
蒙
古
襲
来
は

『立
正
安
国
論
』

の
予
言
を
現
実

の
も
の
と
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
日
蓮
の
師
自
覚
も
深
ま

っ
た
こ
と
が
、

『撰
時
抄
』
『顕
仏
未
来
記
』
な
ど
の
著
述
か
ら
読
み
と
れ
る
。

四
、
師
自
覚

の
表
出

と
五
義

の
変
化

五
義

と
師
自
覚
が
密
接
な
関
係
を
持

つ
こ
と
は
、
五
義
が
知
教
者
と

い
う
師
的
存
在
に
よ
つ
て
始
め
て
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。

五
義
が
初
め
て
発
表
さ
れ
た

『教
…機
時
国
紗
』
に
お
い
て
法
華
経
の
行

者
自
覚
が
暗
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
知
教
者

の
役
割
を
担
う
者
は
法

華
経
の
行
者
日
蓮
で
あ
る
、
と
の
自
覚
が
伺
え
る
。

日
蓮

の
師
自
覚
が
深
化
す
る
に
連
れ
て
五
義
叙
述
が
変
化
す
る
こ
と

は
、
知
教
者

の
役
割
を
考
え
れ
ぼ
当
然
と
い
え
る
。
日
蓮
は
佐
渡
流
罪

を
契
機

に
本
化
の
自
覚
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
が
、
そ
の
自
覚
を
示

す

『観
心
本
尊
抄
』
に
お
い
て
五
義
が
完
成
し
た
こ
と
も
、

こ
れ
を
裏

付
け
る
も
の
で
あ
る
。
『曾
谷
入
道
殿
許
御
書
』
に
お
い
て
、
初
め
て

「師
」
を

明
示
し
た
の
も
、
蒙
古
襲
来
の
予
言
適
中
に
伴
う
師
的
意
識

の
意
揚

が
理
由

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
師
自
覚
に
伴

つ
て
五
義
叙
述
が
変
化
し
て
い
る
が
、

「時
」
「機
」
「国
」
に
お
い
て
は
本
質
的
な
変
化
が
見
ら
れ
な

い
。
「教
」

の
変
化
も
、
「五
重
相
対
」
「五
重
三
段
」
な
ど

の
教
判
を
依
用
し
な
け

れ
ば
、
客
観
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

つ
ま
り
、
五
義
の
判
釈
の
基
準
が

「師
」
の
主
体
性
に
委
ね
ら
れ
て

し
ま
い
外
在
し
な
い
と
い
う
点

で
は
、
『教
機
時
国
紗
』
に
お

い
て
も

『曾
谷
入
道
殿
許
御
書
』
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

五
、
客
観
的
教
判
と
主
体
的
自
覚

の
結
合

日
蓮
は
、
五
義
を
指
し
て

「弘
経
者
の
用
心
」
と
す

る
場
合
が
あ
る
。

法
華
経

の
行
者
が
布
教
す
る
に
あ
た
つ
て
の
心
得
、
を
意
味
す
る
。

つ

ま
り
、
遺
文
に
お
け
る
五
義
叙
述
は
必
ず
し
も
教
判
と
し
て
の
体
を
作

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

日
蓮
が
述

べ
る
法
華
経
の
行
者
は
実
は
知
教
者
で
も
あ
る
か
ら
、
「弘

経
者
の
用
心
」
と
し
て
の
五
義
は
、
教
判
と
し
て
の
五
義
と
矛
盾
し
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

一
般
的
な
教
義
と
す
る
こ
と
は
出
来

な

い
。

「師
」

の
主
体
性
に
依
存
す
る
五
義
は
、
客
観
的
教
義
と
は
成
り
得

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
「師
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

「師
」
と
は
知
教
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
法
華
経

の
行
者
と
し
て
の

日
蓮
で
あ
る
こ
と
は
既
忙
述

べ
た
。

日
蓮

の
自
覚
は
単
に
宗
教
者
個
人
と
し
て
の
自
負
で
は
な
い
。
む
し
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日
蓮

の
五
義
判

に
関
す
る

一
考
察

(渡

辺
)

二
五
六

ろ
、
自
己
を
滅
し
、
仏
の
教
え
の
中
に
自
己
を
投
入
す
る
こ
と
で
得
ら

れ
た
境
地
で
あ
る
。
「法
華
経
に
の
せ
た
れ
た
る
者
」
と
の
表
白
や
、
自

己
を

「遣
使
還
告
」
と
す
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
法
華
経
を
通

し
て
初

め
て
師
の
自
覚
が
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
蓮
の
師

自
覚
は
経
典
を
離
れ
て
は
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
師
自
覚
は
法

華
経
に
よ
つ
て
客
観
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
義

の
客
観
性
を
維
持
す
る
に
は
、
知
教
者
を
客
観
的
存
在

へ
と
昇

華
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
日
蓮
の
宗
教

の
特
質
は
、
実
は
こ
の
点

に
あ
る
。
自
身
を

一
介
の
僧
侶
か
ら
、
法
華
経

に
予
言
さ
れ
た
者

へ
と

昇
華
す

る
こ
と
で
、
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
知
教
者
と
い
う
、
客
観

的
存
在

へ
と
昇
華
す
る
の
で
あ
る
。

お

わ
り
に

五
義

は
日
蓮

の
師
自
覚

の
上
に
初
め
て
成
立
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
師
自
覚

は
経
典

(法
華
経
)
を
通
じ
て
客
観
性
を
要
求
さ
れ
る
こ

と
が
考
察

で
き
た
。
し
か
し
、
遺
文
を
さ
ら
に
精
密
に
調
査
し
、
五
義

と
師
自
覚

の
関
係
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
今

後
の
課
題

と
し
た
い
。

1

な
お
、
日
蓮
は

「序
」
と
は
述
べ
ず
、
「教
法
流
布
の
前
後

(先
後
)」
と

い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
先
学
の
例
に
従
い
、
こ
れ
を

「序
」
と
呼
ぶ
。

2

五
綱
は
五
義
の
異
称

3

『
日
蓮

聖
人

の
教
義
』

4

『
日
蓮
教
学

の
研
究
』

5

「日
蓮

の
五
義

に
於

け
る
二

・
三

の
問
題

」
『
印
度
学

仏
教

学
研
究
』
五

巻

一
号
所
収

6

本
書

の
真
蹟
は
伝

わ

っ
て

い
な

い
。
し
か
し
、
『
日
祐

目
録
』
に
も
記
載

さ
れ

て
お
り
、
真
偽

は
問
題

な

い
と
さ
れ

て
い
る
。
録

内
御
書

二
六
巻
に

も
収
録
さ
れ
、
古
写
本
と
し
て
は
行
学
院

日
朝

の
も

の
が
あ
る
。

7

な

お
、
『
開
目
抄
』

で
は
五
重
相
対
を
も

っ
て

「教
」
を
論

じ

て
い
る
。

8

こ
の
ほ
か
、
五
義
各
項
に

つ
い
て
述

べ
る
遺
文
と

し
て

『顕
仏
未
来
記
』

『
法
華
行
者
値
難
事
』
『
法
華

取
要
抄

』
『
撰
時
抄
』
な

ど
が
あ

る
。

9

な

お
、
『
教
機
国
時
抄
』
発
表
以
前

の

「五
義
」
記
述

に
関
し

て
、
浅
井

円
道
氏

の
綿
密
な
研
究
が
あ

る
。
(
「五
義
判

の
形
成
過

程

の
考
察
」
『大
崎

学
報
』

一
一
八
号
)

10

日
蓮

は
蒙
古
襲
来
を
他
国
侵
逼
難

の
予
言
適
中

と
主
張

し
て

い
る
。

※
文
中

に
示
し
た
日
蓮
遺
文

は
す

べ
て
立
正
大

学
日
蓮
教
学
研
究

所
編

『昭

和
定
本

日
蓮
聖
人
遺
文
』

に
拠
り
、

(

)
内

に
そ
の
ペ
ー
ジ
を
記

し
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

日
蓮
、
法
華
経

の
行
者
、
五
義
、
自
覚

(立
正
大
学
非
常
勤
講
師
)
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