
日
蓮
正
宗
に
お
け
る

引
導
文
と
は
何
な
の
か

廣

田

頼

道

引
導
文
と
は
、
「広
辞
苑
」
に
よ
れ
ば
、

〔仏
〕
迷
っ
て
い
る
衆
生
を
導
い
て
仏
道
に
入
ら
せ
る
こ
と
。

ま
た
、
死
者
を
済
度
す
る
た
め
、
葬
儀
の
と
き
導
師
が
棺

前
に
立
ち
転
迷
開
悟
の
法
語
を
説
く
こ
と
。

と
、
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
故
人
の
葬
儀
に
際
し
て
、
霊
山

浄
土
へ
引
き
導
く
為
に
読
み
上
げ
る
文
章
の
事
を
言
い
ま
す
。

こ
の
事
は
宗
教
全
般
に
共
通
し
た
、
半
ば
常
識
、
通
り
相
場

と
言
え
る
よ
う
な
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。
ド
ラ
マ
の
台
詞
な
ど
に
も

「引
導
を
渡
し
て
や
れ
」

等
と
、
最
後
の
決
意
を
宣
告
し
て
あ
き
ら
め
さ
せ
る
。
誤
解

し
た
表
現
に
ま
で
使
わ
れ
て
い
る
始
末
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
引
導
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
よ
っ
て
、
成
仏

の
境
涯
、
神
仏
の
救
い
が
何
か
が
違
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
内
容
、
表
現
は
、
全
て
違
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
章

が
そ
の
宗
教
の
宗
旨
と
す
る
内
容
を
凝
縮
し
た
も
の
と
な
る

の
は
、
必
然
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
宗
派
の
引
導
文

は
そ
の
宗
派
の
教
義
を
要
約
し
、
信
仰
の
価
値
観
、
目
的
観

を
、
文
章
の
長
さ
、
時
間
の
制
約
が
あ
り
、
全
て
と
言
え
な

い
も
の
の
、
要
点
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
も
の
な
の
で

あ
り
ま
す
。
引
導
文
を
見
れ
ば
そ
の
宗
教
が
分
か
る
、
そ
れ

が
引
導
文
と
い
う
存
在
な
の
で
あ
り
ま
す
。

引
導
文
の
始
ま
り
は
、
「織
田
仏
教
大
辞
典
」
に
よ
れ
ば
、

禅
宗
の
唐
の
洪
州
黄
栄
山
の
希
運
禅
師
が
母
の
溺
死
し
た
る

に
際
し
て
下
矩

（禅
宗
の
葬
儀
の
際
、
導
師
が
遺
骸
に
点
火

す
る
事
、
あ
こ
と
読
む
）
の
時
、
法
語
を
言
う
。
死
後
引
導

の
始
め
と
す
る
。
禅
宗
の
引
導
を
見
て
他
宗
も
他
宗
の
意
を

以
て
引
導
す
る
と
見
え
た
り
。

と
、
あ

っ
て
、　
一
般
的
に
は
禅
宗
が
引
導
文
を
発
明
し
て
始

め
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

法
華
経
の
、

方
便
品
第
二

（開
結
・５４

ｐ
）
昼
小数
方
便
　
引
導
衆
生
」
盆
ヽ

数
の
方
便
を
も
っ
て
衆
生
を
引
導
し
て
）

法
師
品
第
十

（開
結

３９７

ｐ
）
「引
導
諸
衆
生
　
集
之
令
聴
法
」

（諸
々
の
衆
生
を
引
導
し
て
之
を
集
め
て
法
を
聴
か
し
め
）

と
、
あ
り
ま
す
。
調
べ
れ
ば
、
法
華
経
以
外
の
経
文
に
も
引

導
の
語
句
を
見
出
す
事
が
出
来
る
事
と
思
い
ま
す
。
法
華
経

の
経
文
に
引
導
の
語
句
が
有
る
と
い
う
事
は
、
特
段
、
希
運

Ｏ
υ

ワ
‘



を
事
の
始
ま
り
と
す
る
必
要
は
無
く
、　
一
切
の
経
典
全
て
が

死
者
に
限
定
し
た
も
の
で
な
く
、
生
死
を
超
え
た
成
仏

へ
の

引
導
な
の
で
あ
り
ま
す
。

福
沢
諭
吉
が

【演
説
】
と
の
表
現
を
し
た
初
め
て
の
人
と

の
通
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
間
違

っ
て
世
の
中
に
定
着
し
た

常
識
で
あ
り
ま
す
。
経
典
に

【演
説
】
な
る
言
葉
は
無
数
に

散
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
間
違

っ
た
こ

と
が
常
識
と
な
り
、　
一
人
歩
き
し
だ
す
と
、
ア
メ
リ
カ
大
陸

に
原
住
民
が
住
ん
で
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の

ア
メ
リ
カ
大
陸
発
見
と
言
っ
た
陳
腐
な
説
が
出
来
上
が
っ
て

し
ま
う
の
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
日
蓮
正
宗
の
引
導
文
と
は
、
ど
う
な

っ
て
い

る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

「日
蓮
正
宗
教
師
必
携
」
に
掲
載
さ
れ
る
引
導
文
は
以
下

の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

引
導
文

「南
無
十
界
本
有
常
住
未
来
永
劫
即
身
成
仏
の
大
曼
荼

羅
、
末
法
有
縁
の
大
導
師
南
無
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
、
南

無
二
祖
日
興
上
人
、
日
目
上
人
己
来
御
歴
代
正
師
等
大

慈
大
悲
の
御
利
益
を
以
て
新
寂
○
○
○
○
信
士

（女
）

を
し
て
即
身
成
仏
の
本
懐
を
成
就
せ
し
め
給

へ
。

此
の
曼
荼
羅
は
文
字
は
五
字
七
字
に
て
候

へ
ど
も
三
世

諸
仏
の
御
師

一
切
女
人
の
成
仏
の
印
文
な
り
、
冥
途
に

て
は
と
も
し
び
と
な
り
死
出
の
山
に
て
は
良
馬
と
な
り
、

天
に
は
日
月
の
如
し
地
に
は
須
爾
山
の
如
し
、
生
死
海

の
船
な
り
、
成
仏
得
道
の
導
師
な
り
。

（妙
法
曼
荼
羅

供
養
事

‐３０５

ｐ
）
此
の
妙
法
の
曼
荼
羅
を
持
ち
奉
れ
ば
因

身
の
肉
団
に
果
満
の
仏
眼
を
備

へ
有
為
の
凡
膚
に
無
為

の
聖
衣
を
著
ぬ
れ
ば
三
途
に
恐
れ
な
く
八
難
に
憚
り
な

し
七
方
便
の
山
の
頂
に
登
り
て
九
法
界
の
雲
を
払
ひ
無

垢
地
の
園
に
花
開
け
法
性
の
空
に
月
朗
か
な
ら
ん
。

（持
妙
法
華
問
答
抄

４６５

ｐ
）
是
人
於
仏
道
決
定
無
有
疑

（神
力
品
）
の
文
憑
あ
り
、
唯
我

一
人
能
為
救
護

（警

喩
品
）
の
説
疑
ひ
な
し
、
精
霊
相
構

へ
、
決
定
書
提
の

信
心
に
住
し
即
身
成
仏
の
本
懐
を
得
給
う
べ
し
」

こ
の
引
導
文
は

方
便
品
壽
量
品
自
我
掲
各

一
巻
読
誦
の
後
題
日
、
観
念
を

行
う
。
観
念
は
下
種
三
宝
の
御
報
恩
終
り
、
次
い
で
引
導
、

回
向

（各
三
唱
）
次
に

「乃
至
法
界
平
等
利
益
…
…
」
三
ツ

鈴
題
目
三
唱
を
以
て
終
わ
る
。
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○
引
導
は
声
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
が
微
声
で
唱
え
て
も
よ

い
。
そ
の
根
本
精
神
は
、
大
御
本
尊
に
対
し
奉
り

一
心
に

死
者
の
誘
引
化
導
を
願
い
、
以
て
即
身
成
仏
を
祈
念
す
る

処
に
あ
る
。

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
引
導
文
は
観
念
文
で
あ
る
。
声
に

出
さ
な
い
こ
と
が
本
来
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
事
実
で
、
僧
侶
の
葬
儀
に
は
引
導
文
を
音
読
す
る
こ
と

は
全
く
さ
れ
な
い
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
は

ど
う
か
と
い
え
ば
、　
一
般
他
宗
の
葬
儀
告
別
式
の
形
態
に
同

調
し
、
引
導
文
を
朗
々
と
読
み
上
げ
て
い
ま
す
。
本
音
と
建

て
前
の
使
い
分
け
の
上
に
存
在
し
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
り

ま
す
。

自
分
の
体
験
を
例
に
引
き
ま
す
が
、
私
が
初
め
て
末
寺
に

在
勤
し
た
の
は
当
時
、
阿
部
信
雄
師
が
住
職
を
し
て
い
た
、

京
都
市
右
京
区
梅
津
の
平
安
寺
で
し
た
。
何
も
出
来
な
い
、

分
か
ら
な
い
自
分
に
、
手
取
り
足
取
り
、
住
職
、
妙
修
さ
ん
、

先
輩
の
方
々
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
法
務
の
指
導
の
中

で
、
引
導
文
を
声
に
出
さ
ず
、
観
念
し
な
さ
い
等
と
教
え
ら

れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
引
導
文
を
最
後
に
読
む

の
で
な
く
、
自
我
偶
の
前
の

「爾
説
掲
言
」
で
切
っ
て
、
重
々

し
く
大
き
い
声
で
読
む
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
。
教
え
ら
れ
た

よ
う
に
実
行
し
な
が
ら
も
、
教
師
必
携
に
書
い
て
あ
る
こ
と

と
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ
る
と
感
じ
、　
一
回
だ
け
、
教
師
必

携
通
り
に
や
っ
て
、
最
後
の
御
題
目
三
唱
の
後
、

「出
棺
の

用
意
に
移

っ
て
下
さ
い
。
」
と
言
う
と
、
慌
て
て
葬
儀
屋
さ

ん
が
走

っ
て
来
て
、
「引
導
文
が
ま
だ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
」

と
小
さ
い
声
な
が
ら
ド
ス
の
き
い
た
声
で
叱
責
さ
れ
た
。
こ

れ
で
は
駄
目
な
ん
だ
、
世
間

一
般
に
通
じ
な
い
ん
だ
と
自
覚

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

又
、
大
学
時
代
に
法
道
院

へ
在
勤
し
た
折
り
に
、
あ
る
都

内
の
寺
院
所
属
の
信
徒
が
過
去
に
法
道
院
に
も
所
属
し
て
い

た
い
き
さ
つ
が
あ
り
、
そ
の
葬
儀
に
参
列
さ
せ
て
頂
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
御
寺
の
住
職
は
宗
門
の
要
職
に
あ
る

方
で
あ
っ
た
為
、
ど
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
さ
れ
る
の
か
な

あ
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
や
は
り

「爾
説
掲
言
」
で
切
っ

て
、
や
お
ら
巻
物
に
し
た
た
め
た
引
導
文
を
開
い
て
、
香
炉

か
ら
た
な
び
く
煙
の
上
に
か
ざ
し
て
、
お
も
む
ろ
に
三
、
四

回
廻
し
て
か
ら
、
か
ざ
し
て
引
導
文
を
読
み
始
め
た
の
で
あ

り
ま
す
。
法
門
上
何
の
意
味
も
な
い
し
ぐ
さ
で
、
さ
も
重
々

た
ま

げ

し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
演
技
と
演
出
に
は
魂
消
て
し
ま
い
ま

し
た
。
私
は
、
重
ね
重
ね
、
こ
り
ゃ
あ
観
念
じ
ゃ
あ
無
い
と
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確
信
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
ん
な
事
は
笑

っ
て
し
ま
う
よ
う
な
小
さ
な
事

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
私
は
日
蓮
正
宗
が
何
十
年
に
も

わ
た
っ
て
用
い
て
き
た
引
導
文
の
内
容
に
疑
間
を
持
つ
の
で

あ
り
ま
す
。
先
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
引
導
文
は
日
蓮
正

宗
の
成
仏
観
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
引
導
文
を
見
聞
す

れ
ば
、
日
蓮
正
宗
の
教
え
が
概
略
ど
う
い
う
も
の
か
が
分
か

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
観
念
で
あ

ろ
う
が
音
読
で
あ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
内
容
が
左
右
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
教
師
必
携
に
示
さ

れ
て
い
る
引
導
文
を
熟
読
し
て
み
て
、
本
当
に
こ
れ
が
、
久

遠
元
初
本
因
妙
の
日
蓮
大
聖
人
の
法
を
示
し
て
い
る
内
容
と

言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
引
導
文
を
他
宗
と
同
じ
よ
う
に
葬
儀
の
中
で
観
念

で
な
く
読
み
上
げ
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

亡
く
な
っ
た
方
に
も
遺
さ
れ
た
親
族
の
方
々
に
も
信
仰
の
根

幹
を
改
め
て
言
い
聞
か
せ
る
。
そ
し
て
列
席
の
有
縁
無
縁
の

方
々
に
も
故
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
貫
い
た
日
蓮
大
聖
人
の

教
え
が
ど
う
い
う
内
容
な
の
か
を
示
し
、
同
時
に
下
種
結
縁

す
る
意
味
で
も
、
重
要
な
折
伏
の
為
の
ミ
ニ
説
法
と
い
う
べ

き
場
面
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

大
半
の
会
葬
者
が
日
蓮
正
宗
が
何
か
も
知
ら
な
い
、
信
仰
を

し
て
い
な
い
人
々
で
あ
り
、
そ
の
中
で
の
葬
儀
告
別
式
で
あ

る
。
こ
の
時
に
、
妙
法
の
縁
に
触
れ
て
貰
い
た
い
と
考
え
る

な
ら
ば
、
漢
文
体
の
す
ご
い
事
を
言

っ
て
い
る
よ
う
だ
が
何

を
言

っ
て
い
る
の
か
意
味
不
明
と
い
う
文
章
で
な
く
、
中
学

生
位
の
知
識
と
文
章
力
が
有
れ
ば
、
概
略
理
解
出
来
る
話
し

言
葉
で
全
体
を
表
現
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
必
要
が
あ
り
ま

す
。何

故
現
在
ま
で
の
日
蓮
正
宗
教
師
必
携
の
引
導
文
は
、
久

遠
元
初
本
因
妙
の
日
蓮
大
聖
人
の
法
を
示
し
て
い
な
い
と
言

え
る
の
か
を
列
挙
し
ま
す
。

①
ま
っ
た
く
釈
尊
並
び
に
他
宗
信
仰
と
の
立
て
分
け
が
示
さ

れ
て
い
な
い
。

②
日
蓮
大
聖
人
の
説
か
れ
る
法
で
な
け
れ
ば
末
法

一
切
衆
生

は
成
仏
出
来
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
。

③
引
用
さ
れ
て
い
る

「妙
法
曼
荼
羅
供
養
事

‐３０５

ｐ
」

「持
妙

法
華
間
答
抄

４６５
ｐ
」
の
御
書
は
的
確
に
日
蓮
大
聖
人
の
十

界
互
具

一
念
三
千

。
本
有
不
改
の
成
仏
観
を
示
し
た
も
の

で
な
く
、
生
死
の
際
に
世
間

一
般
や
他
宗
に
歩
調
を
合
わ

せ
た
誘
引
の
内
容
で
引
導
と
言
え
な
い
。

④
本
来
は
観
念
と
言
い
な
が
ら
御
書
の
御
文
を
入
れ
、
明
ら



か
に
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。

⑤
本
仏
日
蓮
大
聖
人
を
表
明
し
て
い
な
い
。

⑥
教
師
必
携
に
は

「根
本
精
神
は
、
大
御
本
尊
に
対
し
奉
り

一
心
に
死
者
の
誘
引
化
導
を
願
い
、
以
て
即
身
成
仏
を
祈

念
す
る
処
に
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
成
仏

観
が
示
さ
れ
て
い
な
い
為
、
下
種
に
も
な
ら
な
い
。

⑦
故
人
が
日
蓮
大
聖
人
の
法
を
生
涯
貫
い
た
こ
と
の
意
義
。

遺
族
が
、
こ
の
信
仰
を
貫
い
て
行
く
事
の
大
切
さ
を
伝
え

て
い
な
い
。

旧
来
の
引
導
文
に
は
、
こ
れ
だ
け
の
日
蓮
大
聖
人
の
法
を

表
現
す
る
気
の
な
い
欠
落
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

黙
読
の
観
念
に
し
て
も
、
音
読
に
し
て
も
、
そ
れ
は
二
の

次
三
の
次
の
事
で
あ
り
ま
す
。

以
下
に
挙
げ
る
引
導
文
は
、
私
の
試
案
で
あ
り
ま
す
。

引
導
文

南
無
本
地
難
思
境
智
冥
合
、
事
の

一
念
三
千
、
人
法

一

箇
、
独

一
本
門
の
大
御
本
尊
、
南
無
本
因
妙
の
教
主
、

主
師
親
三
徳
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
、
南
無
法
水
潟
瓶
、

本
門
弘
通
の
大
導
師
、
第
二
祖
日
興
上
人
、
南
無

一
閻

浮
提
の
御
座
主
、
第
二
祖
日
目
上
人
等
、
日
道
、
日
行
、

歴
代
の
御
正
師
、
大
慈
大
悲
の
御
利
益
を
垂
れ
給
い
て
、

今
、
こ
の
御
宝
前
に
於
い
て
、
日
蓮

。
日
興
の
弟
子
の

名
と
し
て
俗
名
○
○
○
○
改
め
○
○
○
○
の
戒
名
を
当

て
給
い
て
、
三
世
十
方
の
全
て
の
仏
が
集
い
し
霊
山

ヘ

引
導
を
請
い
奉
る
。

お
よ
そ
釈
尊
十
九
歳
に
て
出
家
せ
し
理
由
は
、
人
と

し
て
此
の
世
に
生
ま
れ
、
逃
れ
る
事
の
出
来
ぬ
、
生
き

る
苦
し
み
、
老
い
る
苦
し
み
、
病
と
な
る
苦
し
み
、
そ

し
て
必
ず
死
を
迎
え
る
苦
し
み
に
対
す
る
悩
み
な
り
。

修
行
の
末
、
い
か
な
る
権
力
、
財
力
を
誇
る
者
も
、
こ

の
生
老
病
死
よ
り
逃
れ
る
者
は
無
く
、
人
生
は
、
生
老

病
死
と
悟
り
。
苦
し
み
悲
し
み
に
迷
う
事
無
く
、　
一
切

法
華
経
に
其
の
身
を
任
せ
、
あ
る
が
ま
ま
、
仏
と
同
じ

様
に
、
試
練
、
修
行
と
受
け
止
め
。
永
遠
常
住
の
生
命

の
成
仏
の
法
を
得
る
事
が
此
の
世
に
産
ま
れ
て
き
た

一

番
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
法
こ
そ
南
無
妙
法
蓮
華
経
の

法
な
り
と
悟
り
、
衆
生
に
説
き
給
う
也
。

釈
尊
八
十
年
の
生
涯
に
五
十
年
間
、
八
萬
四
千
の
法

を
説
く
。
低
い
法
か
ら
順
々
に
高
い
法

へ
と
移
り
四
十

余
年
の
後
、
法
華
経
に
至
り
、
釈
尊
自
身
の
出
世
の
理

由
を

「
一
大
事
因
縁
」
と
し
て
、
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華

ワ
‘

ワ
‘



経
の
法
華
経
を
説
き
、

「開
示
悟
入
」
と
し
て
、　
一
切

衆
生
に
仏
と
同
じ
仏
性
が
具
わ
る
事
を
伝
え
る
責
任
と

使
命
を
、
何
に
も
先
ん
じ
て
果
た
す
為
に
、
我
、
此
の

世
に
産
ま
れ
来
た
る
と
示
す
。
故
に
、

今
迄
、
四
十
余
年
説
き
し
、
我
が
説
法
に
は
未
だ
、

ま
こ
と
の
成
仏
の
法
を
示
さ
ず
と
断
言
し
、
こ
の
南
無

妙
法
蓮
華
経
こ
そ
が

一
切
衆
生
成
仏
、
過
去
、
現
在
、

未
来
に
渡
り
、
最
高
唯

一
の
教
え
で
あ
る
。
法
華
経
以

外
の
教
え
を
捨
て
よ
と
示
し
給
う
。

釈
尊
、
自
ら
、
私
が
亡
く
な
り
し
後
二
千
年
が
過
ぎ
、

末
法
と
い
う
時
代
を
迎
え
た
な
ら
ば
、
私
の
説
き
し
経

文
の
文
字
は
御
経
と
し
て
残
り
て
も
、
修
行
と
そ
の
功

徳
に
は
ま
っ
た
く
成
仏
す
る
力
無
し
と
示
す
。

日
蓮
、
そ
の
末
法
の
始
め
、
鎌
倉
時
代
に
生
ま
れ
、

釈
尊
の

一
切
の
経
文
を
学
び
、
法
華
経
こ
そ
最
高
唯

一
、

一
切
衆
生
成
仏
の
法
な
る
こ
と
を
、
法
華
経
に
説
か
れ

し
予
言
の
通
り
に
悟
り
、
法
華
経
の
教
え
を
身
を
持

っ

て
読
み
、
天
下
に

「立
正
安
国
論
」
を
示
し
、
大
難
四

ヶ
度
小
難
数
知
れ
ず
。
釈
尊
の
経
文
に
添
い
奉
り
、
念

仏
無
間
、
禅
天
魔
、
真
言
亡
国
、
律
国
賊
と
、
法
華
経

以
外
の
成
仏
出
来
ぬ
教
え
を
破
折
し
、
上
行
菩
薩
の
再

誕
日
蓮
と
示
し
、
自
ら
が
、
末
法
に
廣
宣
流
布
す
べ
き

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
結
要
付
属
を
受
け
た
事
を
宣
言
す
。

法
華
経
の
文
底
、
本
因
妙
の
法
、
南
無
妙
法
蓮
華
経

と
人
法

一
箇
せ
し
自
ら
を
合
わ
せ
て
、
日
蓮
が
魂
を
墨

に
染
め
流
し
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
日
蓮
在
御
判
と
末
法

の
御
本
仏
と
し
て
、
釈
迦
在
世
よ
り
末
法
に
至
ま
で
、

未
曾
有
の
大
曼
荼
羅
本
尊
を
建
立
し
給
う
。
又
、
常
不

軽
菩
薩
の
跡
を
継
ぐ
者
、
法
華
経
の
行
者
の
生
き
方
を

示
す
。
過
去
、
現
在
、
未
来
の

一
切
の
仏
は
こ
の
南
無

妙
法
蓮
華
経
に
縁
し
、
信
じ
、
修
行
し
、
悟
り
、
仏
に

成
り
給
う
故
に
、
こ
の
御
本
尊
は

一
切
衆
生
成
仏
の
し

る
し
也
。

今
○
○
○
○
は
※
深
き
縁
あ

っ
て
、
こ
の
法
華
経
を

信
じ
、
こ
の
御
本
尊
を
拝
し
、
こ
の
信
仰
を
貫
き
生
涯

を
送
る
。

（※
子
供

。
未
入
信
者
の
場
合
は
ふ
さ
わ
し

く
な
い
の
で
、

「南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
に
縁
し
た

り
。
」
と
す
る
）
仏
は
人
と
生
ま
れ
し
事
は

一
切
の
仏

と
同
様
に
、
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
縁
し
、
信
じ
、

修
行
し
、
仏
と
同
じ
仏
性
を
自
覚
し
、
森
羅
万
象
、
全

て
の
生
命
が
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
仏
と
な
る
為
に
此

の
世
に
産
ま
れ
た
り
と
示
す
。
人
生
の
目
的
、
信
仰
は
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決
し
て
己
の
希
望
や
欲
望
を
叶
え
る
為
や
名
聞
名
利
、

現
世
利
益
で
は
な
い
と
示
し
給
う
。

法
華
経

「神
力
品
第
二
十

一
」
に
曰
く

仏
の
亡
く
な
っ
た
後
、
法
華
経
を
信
じ
、
心
に
持
つ

べ
し
、
こ
の
事
を
守
れ
る
者
は
必
ず
仏
と
な
る
、
こ
の

事
に
疑
い
を
持

っ
て
は
な
ら
ぬ
。

と
、
釈
尊
や
阿
弥
陀
如
来
、
大
日
如
来
、
観
音
、
地

蔵
を
本
尊
と
し
て
拝
む
の
で
は
な
く
、
釈
尊
は
じ
め
、

全
て
の
仏
が
悟
り
、
得
た
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
を
衆

生
も
持
て
と
釈
尊
自
ら
示
し
給
う
。

正
直
に
方
便
を
捨
て
て
但
法
華
経
を
信
じ
南
無
妙
法

蓮
華
経
と
唱
え
奉
る
人
は
煩
悩
業
苦
の
三
道
を
法
身
般

若
解
脱
の
三
徳
と
転
じ
三
観
三
諦
即

一
心
に
顕
れ
其
の

人
所
住
の
処
は
常
寂
光
土
也
、
釈
迦
多
宝
十
方
の
諸
佛

も
霊
山
会
上
の
御
契
約
な
れ
ば
遺
さ
れ
た
る
者
、
共
々

に
日
蓮
房
日
蓮
房
と

一
心
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目

を
叫
け
ば
ば
、
日
蓮
す
ぐ
に
飛
び
来
た
り
て
手
を
取
り

肩
に
掛
け
て
性
か
に
寂
光
の
宝
刹

へ
送
り
玉
う
也
。

「師
弟
共
に
霊
山
浄
土
に
詣
り
、
過
去

。
現
在

・
未
来

の

一
切
の
仏
と
ま
み
え
ん
」

「同
じ
妙
法
蓮
華
経
の
種
を
心
に
み
ま
せ
給
い
な
ば
、

同
じ
妙
法
蓮
華
経
の
国

へ
生
ま
れ
さ
せ
給
う
べ
し
」

世
間
の
宗
教
が
説
く
。
迷
い
や
、
邪
悪
な
心
を
、
退

治
し
、
我
慢
し
て
、
仏
に
な
る
の
で
は
な
く
、
消
す
事

の
出
来
な
い
。
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

。
修
羅
の
迷
い
の

生
命
を
抱
え
た
ま
ま
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
を
信

じ
、
唱
え
、
成
仏
す
る
法
こ
そ
が
、
真
実
、　
一
切
衆
生

成
仏
の
法
也
。
故
に
、

妙
法
経
力
即
身
成
仏
。

凡
夫
改
め
ず
し
て
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
な
り
。

願
く
ば
眼
前
の
精
霊
○
○
○
○
南
無
妙
法
蓮
華
経
の

功
徳
に
縁
し
速
や
か
に
日
蓮
日
興
の
弟
子
と
な
り
必
ず

仏
身
の
本
懐
を
遂
げ
給
う
可
し
。

「毎
に
自
ら
是
の
念
を
作
く
何
を
以
て
か
衆
生
を
し
て

無
常
道
に
入
り
速
や
か
に
仏
身
を
成
就
す
る
事
を
得
せ

令
め
ん
と
」

南
無
妙
法
蓮
華
経

南
無
妙
法
蓮
華
経

南
無
妙
法
蓮
華
経

ゆ
っ
く
り
読
ん
で
十
分
程
で
す
が
、

日
蓮
大
聖
人
の
法
の
概
略
を
な
ぞ
り
、

時
間
の
制
約
の
中
で
、

文
語
体
を
出
来
る
だ



け
廃
し
て
、
日
語
体
を
用
い
、
日
蓮
大
聖
人
の
法
と
は
ど
う

い
う
内
容
な
の
か
が
伝
わ
る
よ
う
に
、
こ
の
点
は
盛
り
込
ま

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
も
の
を
入
れ
、
推

敲
し
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
完
璧
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
議
論
の
ひ
な
形
に
用
い
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ

り
ま
す
。

引
導
文
が
葬
儀
の
中
で
、
た
だ
の
舞
台
演
出
と
し
て
、
何

を
言

っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
け
ど
浪
花
節
み
た
い
で
良

い
声
だ

っ
た
ね
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
今
の
坊
さ

ん
は
こ
う
い
う
事
を
言

っ
て
た
ね
、
今
迄
考
え
て
い
た
仏
教

の
考
え
方
と
は
違
う
ん
だ
ね
。
と
い
う
こ
と
が
、
仏
縁
と
し

て
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
、
引
導
文
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
無
論
、
引
導
文
が
有
ろ
う
が
無
か
ろ

う
が
、
久
遠
元
初
本
因
妙
の
題
目
の
も
と
に
故
人
の
即
身
成

仏
、
参
列
者

へ
の
仏
縁
に
は
何
の
遜
色
が
あ
ろ
う
は
ず
が
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
引
導
文
が
あ
り
、
読
む
以
上
は
、
活

か
し
き
っ
て
、
も
う

一
歩
深
く
、
広
く
、
分
か
り
易
く
、
伝

え
る
努
力
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

僧
俗
共
に
、
深
く

一
考
と
議
論
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。


