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真
偽
未
決
御
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て（

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

松

森

孝

雄

序

筆
者
は
、
日
蓮
教
学
を
専
門
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
宗
研
主
催
の
中
央
教
化
研
究
会
議
に
お
い
て
、
所
属
す
る
「
現
代
と

教
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
部
会
で
「
真
偽
未
決
御
書
を
布
教
教
化
の
上
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
」
と
い
う
問
題
提
起
の
大
役
を
仰
せ

つ
か
り
、
手
探
り
な
が
ら
現
況
の
問
題
点
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
の
提
起
し
た
問
題
点
と
中
央
教
研
で
頂
戴
し
た
意
見

を
ま
と
め
る
と
い
う
形
で
論
考
を
進
め
た
い
。

勿
論
、
こ
の
「
真
偽
未
決
御
書
の
取
り
扱
い
」
と
い
う
問
題
は
、
教
学
上
は
も
と
よ
り
全
教
師
個
々
の
信
仰
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

り
、
先
の
中
央
教
研
で
も
参
加
者
に
よ
っ
て
「
偽
書
は
排
除
す
る
べ
き
」「
偽
書
も
長
年
拝
読
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
取

捨
選
択
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
等
の
意
見
の
対
立
が
生
じ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
よ
う
な
専
門
外
の
者
が
即
刻
解
決
で
き
る
と
い
う
も
の
で

は
な
く
、
現
行
宗
門
で
教
師
個
々
人
が
問
題
意
識
を
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

一

ま
ず
「
真
偽
未
決
御
書
」
と
言
っ
た
場
合
の
「
真
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
真
跡
」
で
あ
り
、「
日
蓮
聖
人
直
筆
の
御
遺
文

が
現
存
し
て
い
る
も
の
」
と
い
う
認
識
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
真
」
は
「
真
作
」
と
い
う
定
義
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
真
作
」
と
い
う
の
は
、
真
跡
遺
文
が
現
存
し
て
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い
な
く
て
も
、
間
違
い
な
く
宗
祖
が
書
か
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
真
跡
遺
文
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
偽
書
と
い
う
短

絡
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、『
御
祈
祷
経
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
跡
遺
文
が
現
存
し
な
い
。
本
経
は
送
り
状
に
よ
っ
て
最
蓮
房
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
蓮
房
が
実
在
し
た
人
物
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
論
議
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、「
最
蓮
房
宛
の
御
書
は
偽
書
」

と
い
う
定
義
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
御
祈
祷
経
』
が
偽
書
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
は
筆
者
の

知
る
限
り
に
お
い
て
は
、
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
跡
が
遺
っ
て
い
な
い
が
像
師
の
写
本
が
現
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
像
師
が
宗
祖
の
名
を

語
っ
て
偽
作
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
真
跡
遺
文
が
現
存
し
な
く
て
も
「
真
作
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
蓮
聖
人
の
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
真
跡
」
と
「
真
作
」
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

二

『
現
宗
研
所
報
』
三
十
二
号
（
平
成
十
年
三
月
）
に
勝
呂
信
静
博
士
が
、「
御
遺
文
の
真
偽
問
題

そ
の
問
題
点
へ
の
私
見
」
と
題
し

て
寄
稿
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
節
第
三
項
に
、
先
年
米
田
淳
雄
師
に
よ
り
発
刊
さ
れ
た
『
平
成
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
集
』
と
今
日
の
日

蓮
教
学
（
日
蓮
宗
学
）
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
『
宗
義
大
綱
読
本
』
と
の
関
連
に
お
い
て
、
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
少
し
長
く
な
る
が
、
重
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
引
用
す
る
。

巻
末
の
「
刊
行
の
辞
」
を
拝
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
編
纂
の
方
針
・
意
図
が
明
示
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ま
次
に
そ
の
最
初
の
部
分

だ
け
を
引
用
さ
せ
て
頂
く
。
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日
蓮
聖
人
の
信
心
と
教
え
を
正
し
く
理
解
し
把
握
す
る
た
め
に
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
数
多
く
の
御
遺
文
の
中
か
ら
真
蹟
お
よ

び
そ
れ
に
準
ず
る
御
遺
文
を
選
び
出
し
、
そ
れ
ら
御
遺
文
を
基
本
に
し
て
、
現
代
に
読
み
な
お
さ
れ
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る

と
、
私
は
固
く
信
解
し
て
参
り
ま
し
た
。「
真
蹟
遺
文
に
よ
る
教
学
の
研
鑽
と
布
教
伝
道
」
は
私
の
悲
願
で
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
こ
に
幸
に
も
五
十
年
の
宿
願
漸
く
叶
い
、『
平
成
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
集
』
を
刊
行
す
る
は
こ
び
と
な
り
ま
し
た
。（
以
下

略
）

右
の
よ
う
に
米
田
師
は
真
蹟
の
存
在
が
確
実
視
さ
れ
る
御
書
だ
け
を
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
最
新
の
日
蓮
聖
人
研
究
の
方
法
を
徹
底
化
し
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
「
刊
行
の
辞
」
に

よ
れ
ば
米
田
師
は
日
蓮
教
学
研
究
所
（
立
正
大
学
宗
学
科
）
の
諸
先
生
と
密
接
に
連
絡
し
、
そ
の
指
向
を
仰
ぎ
協
力
を
得
た
も
の
と
し

て
、
こ
れ
ら
諸
先
生
の
お
名
前
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
に
お
け
る
学
問
傾
向
の
最
高
の
水
準
を
あ
ら
わ
す
成
果
で
あ
る
と

評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
『
平
成
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
集
』
に
は
わ
れ
わ
れ
が
し
ば
し
ば
用
い
る
御
書
、
た
と
え
ば
『
教
機
時
国
鈔
』
な
ど
が
収
録
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
正
直
に
言
っ
て
戸
惑
い
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
し
て
、
日
蓮
教
学
の
最
高
権
威
の
指
南
書
で
あ
る
『
宗
義
大
綱
読
本
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
御
書
の
中
で
、『
平
成
新
修
日
蓮
聖
人
遺

文
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
三
十
五
篇
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
両
書
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
に
対

し
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
り
、
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
提
起
を
受
け
て
今
一
度
精
査
し
た
と
こ
ろ
、『
宗
義
大
綱
』
に
引
用
さ
れ
て
い
て
『
平
成
新
修
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
御
書
は

四
十
四
篇
あ
っ
た
。
勝
呂
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
真
蹟
遺
文
に
よ
る
教
学
の
研
鑽
と
布
教
伝
道
」
を
長
年
の
悲
願
と
し
て
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『
平
成
新
修
』
が
上
梓
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
「
偽
書
（
疑
書
）」
と
さ
れ
な
が
ら
『
宗
義
大
綱
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
御
書
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。
米
田
師
は
「
教
学
と
布
教
伝
道
」
の
直
結
を
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
『
宗
義
大
綱
』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
偽
書
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
新
し
い
流
れ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
後
将
来
的
に
『
諸
法
実
相
抄
』

『
如
説
修
行
抄
』
な
ど
が
拝
読
さ
れ
な
く
な
る
可
能
性
も
否
め
な
い
。
こ
こ
に
一
つ
の
、
伝
道
現
場
と
教
学
の
か
け
離
れ
が
生
じ
て
く
る

よ
う
な
懸
念
が
あ
る
。

た
だ
、『
宗
義
大
綱
読
本
』
刊
行
に
あ
た
り
、
そ
の
収
録
内
容
は
、
遡
っ
て
上
座
部
仏
教
か
ら
大
衆
部
が
生
じ
た
よ
う
な
、
宗
祖
滅
後

七
百
年
間
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
教
学
か
ら
反
旗
を
翻
し
た
突
拍
子
も
な
い
教
学
（
宗
学
）
で
は
な
く
、
布
教
伝
道
の
中
に
生
か
さ
れ
て
き

た
、
或
い
は
現
場
で
そ
の
必
要
性
が
あ
っ
て
生
じ
て
き
た
伝
統
的
な
宗
学
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
佛
種
・
佛
性
の
問
題
が
あ

り
、
下
種
の
重
要
性
の
中
に
あ
っ
て
も
佛
性
論
を
現
場
に
持
っ
て
き
た
方
が
（
布
教
伝
道
に
お
け
る
）
利
便
性
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。（
こ
こ
で
は
例
と
し
て
佛
種
・
佛
性
を
挙
げ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
正
邪
を
論
ず
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
付
記
す
る
）

ま
た
、
宗
祖
が
立
教
開
宗
か
ら
入
滅
に
至
る
ま
で
、
絶
え
ず
思
想
的
に
変
化
・
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
は
異
論
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
入
滅
後
も
宗
祖
の
意
志
を
受
け
継
い
だ
弟
子
等
に
よ
っ
て
思
想
的
な
変
化
・
発
展
も
頗
る
自
然
な
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を

宗
祖
の
意
に
反
す
る
と
い
う
単
純
な
取
捨
選
択
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
こ
そ
宗
祖
の
意
に
反
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

兜
木
博
士
が
『
日
蓮
文
集
』
解
説
の
中
で
『
昭
和
定
本
』
の
正
篇
の
中
に
も
真
偽
の
課
題
を
残
す
書
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
偽
書
と
す

る
に
は
宗
義
上
・
信
仰
上
の
問
題
が
あ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
正
篇
に
置
か
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
寺
院
運
営
は
教
学
が
な
く
て
も
成
立
し
て
い
る
現
実
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、「
未
信
徒
教
化
」
と
い
う
の
は

最
重
要
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
教
学
な
き
未
信
徒
教
化
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
、
相
手
の
求
め
て
い
る
も
の
（
こ
と
）
に
対
し
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て
答
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。（
一
方
的
布
教
活
動
で
は
な
く
「
対
話
」
が
必
要
）

そ
の
中
に
あ
っ
て
日
蓮
教
学
の
形
成
を
確
立
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
偽
書
だ
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
単
純
な
事
務
的
作
業
で
い
い
の
で

あ
ろ
う
か
。

現
実
に
我
々
が
、
日
々
檀
信
徒
と
と
も
に
拝
読
し
て
い
る
お
経
本
の
中
に
も
、『
如
説
修
行
抄
』
や
『
諸
法
実
相
抄
』
な
ど
偽
書
扱
い

さ
れ
て
い
る
真
偽
未
決
御
書
が
あ
る
こ
と
を
、
今
後
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三

こ
こ
で
、
中
央
教
研
で
取
り
扱
っ
た
三
遺
文
『
如
説
修
行
抄
』『
当
体
義
抄
』『
波
木
井
殿
御
書
』
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

『
如
説
修
行
抄
』
は
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）、
身
延
入
山
の
前
年
、
佐
渡
一
谷
か
ら
門
下
一
同
に
対
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
著
で
、
題

目
と
本
尊
の
二
大
秘
法
を
主
説
さ
れ
た
本
尊
抄
の
あ
と
、
実
践
面
を
説
か
れ
た
御
書
で
あ
る
。
ご
真
蹟
は
現
存
し
な
い
が
、
最
も
古
い
写

本
と
し
て
一
二
九
七
年
に
日
興
上
人
の
弟
子
の
日
尊
上
人
に
よ
る
書
写
本
が
あ
り
、
茨
城
県
富
久
成
寺
に
現
存
す
る
。

こ
の
『
如
説
修
行
抄
』
は
法
華
折
伏
破
権
門
理
の
法
門
が
と
か
れ
る
も
の
で
、
昨
今
の
摂
受
折
伏
問
題
の
議
論
の
中
で
、「
如
説
修
行

抄
が
偽
書
で
あ
る
が
故
に
」
と
い
う
前
提
の
元
で
摂
受
正
意
説
が
展
開
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
摂
受
正
意
・
折
伏
正
意
と
い
う
問
題

を
こ
こ
で
議
論
す
る
の
で
は
な
い
が
、
現
行
の
宗
門
で
は
「
伝
道
宗
門
」
を
謳
っ
て
お
り
、「
つ
た
え
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と

に
未
信
徒
教
化
を
視
野
に
入
れ
た
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
未
信
徒
教
化
、
す
な
わ
ち
法
華
経
の
信
仰
を
広
め
る
、
宗
祖

の
御
心
を
伝
え
る
、
お
題
目
の
心
を
広
く
知
ら
し
め
る
と
い
う
大
前
提
は
今
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宗
祖
以
来
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
前
提
の
も
と
に
、
こ
の
法
華
経
の
世
界
観
が
顕
現
し
た
理
想
国
土
、
す
な
わ
ち
仏
国
土
建
設
を
明
確
に

説
示
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
『
如
説
修
行
抄
』
の
「
天
下
万
民
諸
乗
一
仏
乗
と
な
っ
て
」
に
始
ま
る
一
節
で
あ
る
。

こ
の
中
で
は
、
摂
受
が
正
意
で
あ
る
の
か
、
折
伏
が
正
意
で
あ
る
の
か
と
い
う
単
純
な
二
言
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
南
無
妙
法
蓮
華
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経
の
五
字
七
字
の
お
題
目
を
伝
え
る
こ
と
に
こ
そ
、
宗
祖
の
ご
本
意
が
あ
っ
た
の
だ
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
如
説
修
行

抄
』
の
中
に
、「
た
だ
一
乗
の
法
を
信
ず
る
を
如
説
修
行
と
は
仏
は
定
め
さ
せ
給
え
り
」
と
し
て
如
説
修
行
の
者
を
讃
え
、
そ
の
如
説
修

行
の
者
の
あ
り
方
と
し
て
、「
今
の
時
は
権
教
が
即
ち
実
教
の
敵
と
な
る
な
り
。
一
乗
流
布
の
時
は
権
教
あ
り
て
、
敵
と
成
り
て
ま
ぎ
ら

わ
し
く
ば
実
教
よ
り
之
を
責
む
べ
し
。
こ
れ
を
摂
・
折
二
門
の
中
に
は
法
華
経
の
折
伏
と
申
す
な
り
」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま

さ
に
法
華
経
を
広
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
ほ
ど
の
大
前
提
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
に
立
脚
し
て
、
皆
帰
妙
法
の
暁
に
は

「
吹
く
風
枝
を
な
ら
さ
ず
」
に
始
ま
る
理
想
国
土
が
顕
現
す
る
の
だ
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
、
未
信
徒
教
化
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

う
の
で
あ
る
。

『
当
体
義
抄
』
も
真
蹟
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
由
来
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
『
送
状
』
に
よ
っ
て
、
文
永
十
年
佐
渡
一
谷
に
お
い

て
著
さ
れ
最
蓮
房
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
抄
は
古
来
、
偽
書
説
が
唱
え
ら
れ
た
中
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
拝
読
す
る
に
あ
っ
て
も
そ
の
賛
否
両
論
が
著
し
い
御
書
で
あ

る
。
し
か
し
、
日
々
の
信
行
の
中
で
「
正
直
に
方
便
を
捨
て
て
但
法
華
経
を
信
じ
」
云
々
は
非
常
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
本
抄
の
ど
こ
が
問
題
で
あ
り
、
偽
書
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
古
天
台
に
始
ま
る
本
覚
法

門
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
少
し
く
長
く
な
る
が
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
の
当
該
箇
所
を
紹
介
す
る
と
、

（
本
抄
で
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
）「
十
界
の
森
羅
万
法
一
切
衆
生
の
当
体
が
蓮
華
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
所
謂
本
覚
始
覚
の
中

に
は
本
覚
法
門
の
究
極
で
あ
る
。
前
の
如
説
修
行
抄
の
下
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
吹
く
風
枝
を
な
ら
さ
ず
雨
つ
ち
く
れ
を
砕
か
ざ

る
本
時
の
風
光
寂
光
土
の
情
景
す
な
わ
ち
観
心
本
尊
抄
の
四
十
五
字
の
法
体
、
立
正
安
国
論
の
「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め

て
」
等
の
五
十
五
字
の
境
地
は
、
仏
果
の
上
に
現
さ
れ
た
る
常
楽
の
世
界
で
あ
っ
て
、
我
ら
凡
夫
の
見
る
と
こ
ろ
の
有
為
転
変
の

世
界
で
は
な
い
。
我
ら
凡
夫
の
見
る
と
こ
ろ
の
現
前
の
世
界
は
、
種
々
の
不
安
に
充
た
さ
れ
た
る
濁
悪
の
結
晶
で
あ
る
。
ま
た
我
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ら
自
身
に
し
て
も
一
惑
未
断
の
凡
夫
で
あ
っ
て
決
し
て
智
者
覚
者
で
は
な
い
。
故
に
衆
生
の
当
体
蓮
華
だ
と
い
う
こ
と
は
仏
の
知

見
の
上
の
話
で
あ
り
、
一
つ
の
理
論
と
し
て
は
成
り
立
つ
に
し
て
も
実
際
の
状
態
と
は
大
変
な
距
離
が
あ
る
。

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
本
抄
に
、「
所
詮
妙
法
蓮
華
の
当
体
と
は
、
法
華
経
を
信
ず
る
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
の
父
母
所
生
の
肉
身
こ
れ
な
り
」
と
い
っ

て
、
肉
身
即
仏
の
思
想
を
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、「
正
直
に
方
便
を
捨
て
て
」
云
々
の
一
節
の
中
に
「
当
体
蓮
華
の

仏
と
は
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
の
中
の
こ
と
な
り
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
当
体
蓮
華
の
仏
と
い
う
の
は
寿
量
品
の
本
仏
の
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
本
仏
と
は
日
蓮
が
弟
子
檀
那
と
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
凡
夫
即
仏
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
単
純
に
本
覚
思
想
、
肉
身
即
仏
の
思
想
が
入
っ
て
い
て
、
真
蹟
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
機
械
的
に
「
偽
書
」
と
し

て
排
除
す
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
一
節
「
当
体
蓮
華
の
仏
と
は
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
の
中
の
こ
と
な
り
」

は
、「
一
切
衆
生
が
当
体
蓮
華
の
仏
」
で
は
な
く
「
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
の
中
の
こ
と
」
と
極
め
て
限
定
的
に
仰
せ
に
な
っ
て
る
こ
と
に

も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。『
本
尊
抄
』
で
「
妙
覚
の
釈
尊
は
我
等
が
血
肉
な
り
。
因
果
の
功
徳
は
骨
髄
に
あ
ら
ず
や
」
と
言
わ
れ
る
の

も
、
肉
体
即
仏
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
檀
信
徒
あ
る
い
は
そ
の
親
戚
な
ど
未
信
徒
と
法
事
法
要
を
営
む
と
き
、
欲
令
衆
の
「
今
こ
の
三
界
は
皆
こ
れ
我
が
有
な

り
、
そ
の
中
の
衆
生
は
悉
く
こ
れ
吾
が
子
な
り
」
と
読
む
が
、
こ
れ
を
仏
子
す
な
わ
ち
私
た
ち
は
皆
、
仏
さ
ま
の
子
で
あ
る
と
解
説
す

る
。
私
た
ち
は
迷
え
る
凡
夫
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
さ
ま
の
子
で
あ
る
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仏
で
あ
る
の
だ
、
と
し
て
そ
の
仏
の
本
懐

で
あ
る
お
題
目
の
世
界
を
と
も
に
行
じ
よ
う
と
勧
め
る
。
檀
信
徒
あ
る
い
は
未
信
徒
に
対
し
て
、
お
題
目
を
広
め
る
と
い
う
前
提
に
対
し

て
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
説
示
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
下
種
結
縁
と
い
う
大
前
提
が
根
底
に
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
本
覚
法
門
は
、
万
物
に
神
が
宿
る
と
い
う
思
想
に
な
じ
み
の
深
い

私
た
ち
日
本
人
に
は
非
常
に
受
け
入
れ
や
す
い
方
便
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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『
波
木
井
殿
御
書
』
の
「
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
」
云
々
は
、
霊
山
往
詣
思
想
を
明
示
さ
れ
、
ま
た
檀
信
徒
が
耳
で

聞
い
て
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
こ
と
か
ら
、
引
導
文
等
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
一
節
で
あ
る
。
本
御
書
の
末
尾
に
は
弘
安
五
年
十
月
七
日
と

あ
る
か
ら
、
日
蓮
聖
人
御
入
滅
の
直
前
に
池
上
に
お
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
月
の
九
月
十
九
日
に
『
波
木
井

殿
御
報
』
を
あ
ら
わ
さ
れ
、
池
上
ま
で
共
に
し
た
馬
に
気
遣
い
、
ま
た
「
墓
を
ば
身
延
沢
に
せ
さ
せ
候
べ
く
候
」
と
ご
遺
言
な
さ
っ
た
の

で
あ
る
が
、『
波
木
井
殿
御
報
』
の
最
後
に
「
所
労
の
あ
い
だ
、
判
形
を
く
わ
え
ず
候
事
恐
れ
入
り
候
」
と
筆
を
執
る
の
も
ま
ま
な
ら

ず
、
代
筆
さ
せ
た
こ
と
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。『
波
木
井
殿
御
書
』
の
約
二
十
日
前
に
は
す
で
に
ご
体
調
思
わ
し
く
な
く
、
代
筆
さ
せ
た

ほ
ど
で
あ
ら
れ
る
の
に
、
御
入
滅
六
日
前
に
こ
の
よ
う
な
長
き
に
わ
た
る
御
書
を
あ
ら
わ
す
の
は
現
実
問
題
と
し
て
難
し
い
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
も
偽
書
説
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
私
た
ち
が
こ
の
『
波
木
井
殿
御
書
』
の
一
節
を
引
導
文
等
に
引
用
す
る
背
景
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
般
に
、
身
内

の
葬
儀
に
お
い
て
改
め
て
「
死
」
と
い
う
も
の
に
直
面
し
、
普
段
顧
み
る
こ
と
の
な
い
「
死
」
に
対
し
て
思
い
を
馳
せ
る
切
っ
掛
け
と

な
っ
て
い
る
現
実
が
あ
る
。
こ
の
「
死
」
を
考
え
た
と
き
、「
死
」
は
非
常
に
恐
ろ
し
く
、
で
き
れ
ば
そ
の
死
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
た
い
と

強
く
願
う
の
で
あ
る
が
、
で
は
な
ぜ
死
を
恐
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
死
は
死
を
以
て
し
か
体
験
で
き
ず
、
い
わ
ゆ
る
死
後
の
世
界
が
闇
に

葬
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、「
霊
山
往
詣
の
安
心
を
示
し
て
の
た
ま
わ
く
」
と
し
て
こ
の
『
波
木

井
殿
御
書
』
の
一
節
を
拝
読
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
引
導
と
し
て
死
者
に
申
し
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
ひ
ろ
く
遺
族
や
会
葬
者
に
読

み
聞
か
せ
て
い
る
と
い
う
一
面
も
あ
る
。
こ
の
「
日
蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
」
か
ら
始
ま
る
一
節
は
、
檀
信
徒
の
興
味
を

引
き
つ
け
、
日
本
人
に
な
じ
み
深
い
「
閻
魔
法
王
」
や
「
三
途
の
川
」
が
登
場
し
、
こ
の
法
華
経
を
信
じ
行
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
山
往

詣
が
叶
う
と
し
て
、
死
後
の
世
界
の
安
心
を
確
約
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
直
後
に
説
示
さ
れ
る
「
た
だ
し
各
々
の
信

心
に
よ
る
べ
く
候
」
の
一
文
で
あ
り
、
死
後
に
法
華
経
に
出
会
い
、
そ
こ
で
初
め
て
法
華
経
を
行
じ
る
の
で
は
な
く
、
今
、
私
た
ち
が

日
々
の
日
常
生
活
の
中
で
お
題
目
の
信
仰
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
信
仰
へ
の
導
き
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、『
如
説
修
行
抄
』
の
一
節
に
お
い
て
は
、
如
説
修
行
の
重
要
性
を
説
き
、
広
宣
流
布
の
困
難
さ
の
中
に
あ
っ
て
、
法

華
経
弘
通
の
使
命
を
説
示
し
、
皆
帰
妙
法
の
上
に
立
脚
す
る
理
想
国
土
を
顕
現
さ
せ
る
た
め
の
布
教
方
法
を
示
し
、『
当
体
義
抄
』
の
一

節
に
お
い
て
は
、
本
覚
法
門
を
説
示
し
な
が
ら
も
法
華
信
仰
の
重
要
性
、
ま
た
『
波
木
井
殿
御
書
』
の
一
節
に
お
い
て
は
、
霊
山
往
詣
の

安
心
を
示
し
な
が
ら
現
在
の
信
仰
の
必
要
性
、
そ
れ
ぞ
れ
が
皆
、
法
華
経
・
お
題
目
を
伝
え
広
め
る
と
い
う
主
眼
に
則
っ
た
御
書
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

勝
呂
博
士
は
、「
真
偽
未
決
御
書
が
実
際
に
偽
書
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
聖
人
の
思
想
に
、
あ
る
解
釈
を
与
え
る
た
め

の
偽
作
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
引
き
出
す
べ
き
思
想
が
、
す
で
に
聖
人
の
思
想
の
中
に
潜
在
し
て
い
た
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
偽
書
を
排
除
す
る
た
め
に
、
潜
在
的
思
想
ま
で
排
除
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
妥
当
で
な
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
ご
指
摘
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
蹟
が
な
い
か
ら
、
真
蹟
に
み
ら
れ
る
思
想
に
な
い
か
ら
、
と
い
う
単
純
な
取
捨
選
択
だ
け
で
日
蓮
教
学
を
成
立
さ
せ

よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
つ
た
え
る
」
と
い
う
一
貫
し
た
流
れ
が
あ
り
、
檀
信
徒
・
未
信
徒
が
耳
で
聞
い
て
わ
か

る
だ
け
で
な
く
、
感
銘
を
受
け
、
信
仰
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
非
常
に
重
要
な
御
書
を
こ
そ
日
々
の
信
行
の
中
に
取
り
入
れ
、
拝
読

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

本
論
考
は
一
方
的
な
「
偽
書
」

「
排
除
」
と
い
う
立
場
を
否
定
す
る
形
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
「
つ
た
え
る
」
と
い
う
伝
道
宗
門

を
謳
う
以
上
、「
何
を
伝
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
後
も
教

師
個
々
人
が
信
仰
を
確
立
す
る
上
で
考
え
て
頂
く
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、
と
思
う
の
で
あ
る
。


