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現
代
に
於
け
る
折
伏

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
嘱
託
）

早

坂

鳳

城

近
年
、
日
蓮
聖
人
、
或
は
本
宗
に
於
け
る
、
摂
受
と
折
伏
に
つ
い
て
、
従
来
の
折
伏
為
本
の
考
え
方
に
対
し
、
む
し
ろ
摂
受
を
本
意
と

す
べ
き
と
の
学
説
が
提
出
さ
れ
、
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
摂
受
と
折
伏
と
は
、
本
来
的
に
、
と
も
に
化
導
法
で
あ
り
弘
教
法
で
あ
る
。
衆
生
・
対
告
衆
の
善
を
摂
め
取
り
成

長
さ
せ
る
よ
う
に
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
正
法
を
弘
め
る
方
法
が
摂
受
で
あ
り
、
衆
生
・
対
告
衆
の
悪
を
挫
き
破
っ
て
導
く
こ
と
に
よ
っ
て

正
法
を
弘
め
る
方
法
が
折
伏
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

摂
受
・
折
伏
の
名
称
は
『
勝
鬘
経
』
十
受
章
に
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

我
れ
力
を
得
ん
時
、
彼
々
の
処
に
於
い
て
此
の
衆
生
を
見
ば
、
応
に
折
伏
す
べ
き
者
は
之
を
折
伏
し
、
応
に
摂
受
す
べ
き
者
は
之
を

摂
受
せ
ん
。
何
を
以
て
の
故
に
、
折
伏
摂
受
を
以
て
の
故
に
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
む
。

す
な
わ
ち
、
折
伏
す
べ
き
を
折
伏
し
、
摂
受
す
べ
き
を
摂
受
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
を
久
住
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

摂
受
と
は
、
摂
取
容
受
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
摂
（
お
さ
）
め
受
け
入
れ
包
容
し
て
導
く
こ
と
で
あ
る
。
母
の
愛
に
も
似
た
穏
や
か

で
柔
和
な
態
度
に
よ
る
寛
容
的
教
化
法
を
い
う
。
相
手
の
義
を
し
ば
ら
く
容
認
し
て
争
わ
ず
、
漸
進
的
に
正
法
の
世
界
に
摂
入
す
る
こ
と

で
あ
る
。

折
伏
と
は
、
破
折
調
伏
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
摂
受
と
は
反
対
に
、
相
手
の
あ
や
ま
り
を
許
さ
ず
そ
の
邪
義
を
徹
底
的
に
破
折
し

て
、
正
義
に
帰
伏
せ
し
め
る
厳
格
な
導
き
方
を
い
う
。
摂
受
が
母
の
愛
に
た
と
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
折
伏
は
厳
し
い
が
そ
の
底
に
子
を

思
う
慈
悲
を
た
た
え
た
、
父
の
誡
め
に
た
と
え
ら
れ
る
。
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摂
折
の
二
門
は
摂
受
・
折
伏
、
折
伏
・
摂
受
と
併
称
さ
れ
、
両
者
は
常
に
不
離
の
関
係
と
し
て
説
か
れ
て
来
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
摂

受
と
折
伏
と
は
、
そ
の
化
導
の
形
式
に
お
い
て
、
与
と
奪
、
柔
と
剛
、
寛
と
厳
、
悲
と
慈
と
い
う
対
照
を
示
す
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
悲

母
の
愛
も
慈
父
の
厳
も
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
子
を
救
わ
ん
と
す
る
親
の
心
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
く
摂
受
・
折
伏
も
行
儀
な
い
し
は
方
法
論

の
相
違
で
あ
っ
て
、
本
質
（
法
体
）
の
異
な
り
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
精
神
に
お
い
て
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、「
与
」（
し
ば
ら
く
正
義
を
お
い
て
、
与
え
て
彼
の
義
を
容
れ
る
）
を
表
と
し
「
奪
」

（
相
手
の
主
張
を
斥
け
、
奪
っ
て
正
義
を
樹
立
す
る
）
を
内
に
含
む
摂
受
と
、「
奪
」
を
表
と
し
「
与
」
を
内
に
し
ま
う
折
伏
と
は
、
そ

こ
に
画
然
と
し
た
区
別
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
時
と
場
合
と
に
よ
っ
て
は
ど
ち
ら
か
一
方
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

も
あ
る
。

従
っ
て
、
先
の
『
勝
鬘
経
』
に
説
か
れ
た
と
こ
ろ
の
、「
折
伏
す
べ
き
を
折
伏
し
、
摂
受
す
べ
き
を
摂
受
す
る
」、
そ
の
折
伏
す
べ
き
、

摂
受
す
べ
き
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
は
、『
開
目
抄
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。

夫
れ
摂
受
折
伏
と
申
す
法
門
は
水
火
の
ご
と
し
。
火
は
水
を
い
と
う
。
水
は
火
を
に
く
む
。
摂
受
の
者
は
折
伏
を
わ
ら
う
。
折
伏
の

者
は
摂
受
を
か
な
し
む
。
無
知
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
き
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
の
多
き
時

は
折
伏
を
前
き
と
す
。
常
不
軽
品
の
ご
と
し
。（
略
）
末
法
に
摂
受
折
伏
あ
る
べ
し
。
所
謂
悪
国
・
破
法
の
両
国
あ
る
べ
き
ゆ
え
な

り
。
日
本
国
の
当
世
は
悪
国
か
破
法
の
国
か
と
し
る
べ
し
。（
定
六
〇
六
頁
）

す
な
わ
ち
、「
無
知
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
」
は
摂
受
、「
邪
知
謗
法
の
者
の
多
き
時
」
は
折
伏
と
い
う
、
明
確
な
御
指
南
で
あ
る
。

ま
た
、『
如
説
修
行
抄
』
に
は

正
像
二
千
年
は
小
乗
・
権
大
乗
の
流
布
の
時
也
。
末
法
の
始
の
五
百
年
に
は
純
縁
一
実
の
法
華
経
の
み
広
宣
流
布
の
時
也
。
此
時
は

闘
諍
堅
固
白
法
隠
没
の
時
と
定
め
て
、
権
実
雑
乱
の
砌
也
。
敵
有
る
じ
は
弓
前
兵
杖
何
に
か
せ
ん
。
今
の
時
は
権
教
即
実
教
の
敵
と
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成
る
也
。
一
乗
流
布
の
時
は
権
教
有
て
敵
と
成
り
て
ま
ぎ
ら
は
し
く
ば
実
教
よ
り
之
を
責
む
べ
し
。
是
を
摂
折
に
二
門
の
中
に
は
法

華
経
の
折
伏
と
申
す
也
。（
定
七
三
五
頁
）

と
あ
る
。

末
法
の
始
め
の
五
百
年
は
闘
諍
堅
固
白
法
隠
没
の
時
で
あ
る
と
同
時
に
法
華
経
の
広
宣
流
布
の
時
で
あ
り
、
実
教
が
権
教
を
敵
と
し
て

責
め
る
時
で
あ
る
か
ら
、
法
華
経
の
折
伏
の
時
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
近
年
の
摂
受
本
意
論
に
よ
れ
ば
、『
開
目
抄
』
の
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
。」
は
衍
文
、
す
な
わ
ち
、
誤
っ
て
本
文
中
に
書
き

入
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
如
説
修
行
抄
』
は
聖
人
の
御
真
作
で
は
な
く
偽
作
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
末
法
に
於
い
て
日
蓮
聖
人
が
折
伏

を
弘
教
方
法
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
真
意
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
優
れ
て
学
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
般
の
教
師
が
容
易
に
立
ち
入
り
得
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
専
門
的
な
研
究
者
に
よ
る
研
究
の
成
果
、
議
論
の
推
移
を
見
守
る
よ
り
他
な
ら
な
い
。

岩
間
総
長
は
、
昨
年
（
平
成
十
六
年
）
の
宗
会
で
施
政
方
針
挨
拶
に
於
い
て
、

「
摂
受
・
折
伏
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
勧
学
院
と
現
代
宗
教
研
究
所
か
ら
な
る
日
蓮
宗
総
合
研
究
会
議
を
開
催
し
、『
布
教
伝
道
の
現
場

に
於
け
る
摂
受
・
折
伏
の
在
り
方
と
理
念
的
裏
付

宗
門
の
現
代
社
会
へ
の
対
応
の
あ
り
方
』
を
諮
問
し
、『
摂
受
・
折
伏
の
意
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
、
摂
受
・
折
伏
は
共
に
大
慈
悲
心
の
発
露
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
布
教
伝
道
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
個
性
や
特
性
を

発
揮
し
て
摂
受
・
折
伏
を
使
い
分
け
、
人
々
を
法
華
経
信
仰
へ
と
み
ち
び
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
答
申
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
現
場
の
教
師
は
、
こ
の
答
申
を
も
と
に
し
て
布
教
活
動
に
邁
進
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
発
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
宗
政
の
側
が
行
司
と
な
っ
て
、
結
論
を
出
し
た
り
し
得
る
、
或
は
す
べ
き
、
問
題
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

発
言
も
誠
に
故
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
伝
道
教
団
」
を
標
榜
し
す
る
宗
門
の
基
本
姿
勢
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま

り
中
途
半
端
に
し
て
お
く
の
も
如
何
か
と
案
ぜ
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
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従
っ
て
、
専
門
の
研
究
者
や
勧
学
院
に
於
け
る
更
な
る
研
究
と
議
論
に
待
ち
つ
つ
も
、
当
面
は
、
伝
統
教
学
た
る
折
伏
為
本
の
立
場
に

立
っ
て
、
布
教
伝
道
を
考
え
る
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
こ
の
問
題
は
、
所
謂
現
場
に
と
っ
て
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

摂
受
本
意
論
者
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
は
一
切
折
伏
を
行
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
折
伏
為
本
論
者
の
所
説
に
よ
れ

ば
、
日
蓮
聖
人
の
弘
教
は
折
伏
以
外
で
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
じ
日
蓮
聖
人
の
布
教
伝
道
に
対
し
、
一
方
は
折
伏
で
あ
る
と
解
し
、
他
方
は
摂
受
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
立
正
安
国
論
』
に
よ
る
国
家
諫
暁
は
、
常
識
的
に
は
折
伏
で
あ
る
が
、
摂
受
本
意
論
を
唱
え
る
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
と

て
も
摂
受
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
門
下
に
あ
っ
て
亀
鑑
と
す
べ
き
は
、
日
蓮
聖
人
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
現
代
の
日
蓮
門
下
は
、
現
代
に
日
蓮

聖
人
が
在
ら
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
如
何
な
る
弘
教
を
な
さ
れ
た
か
を
検
考
し
、
及
ば
ず
な
が
ら
も
せ
め
て
そ
の
一
分
を
実
践
せ
ん
と
す
る
こ

と
を
、
為
す
べ
き
布
教
の
姿
勢
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
観
点
に
立
っ
た
と
き
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
摂
受
折
伏
問
題
に
つ
い
て
の
論
争
に
於
い
て
も
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い

る
、
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
不
軽
菩
薩
の
後
継
を
も
っ
て
自
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
、
折
伏
為
本
論
者
が
折

伏
の
真
骨
頂
と
捉
え
、
摂
受
本
意
論
者
が
摂
受
の
象
徴
と
解
し
た
の
が
、
こ
の
不
軽
菩
薩
の
行
法
で
あ
る
。

常
不
軽
菩
薩
が
刀
杖
瓦
石
の
難
に
堪
え
な
が
ら
、
ひ
る
む
こ
と
な
く
「
我
れ
深
く
汝
等
を
敬
う
。
敢
え
て
軽
慢
せ
ず
。
所
以
は
い
か

ん
。
汝
等
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
当
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し
」
の
二
十
四
字
を
高
唱
し
て
但
行
礼
拝
し
た
行
は
、
こ
の
二
十
四
字
の

教
の
魂
を
衆
生
に
う
え
つ
け
、
直
ち
に
相
手
の
根
本
善
を
刺
激
し
て
仏
性
を
顕
発
す
る
化
導
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

天
台
大
師
は
、
不
軽
品
を
釈
す
る
に
際
し
、
衆
生
の
機
を
本
已
有
善
と
本
未
有
善
と
の
二
類
に
分
け
ら
れ
た
。
本
已
有
善
と
は
、
過
去

に
法
華
経
を
聞
い
て
成
仏
の
種
子
を
心
田
に
下
さ
れ
た
者
、
本
未
有
善
は
ま
だ
聞
法
せ
ず
、
成
仏
の
種
子
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
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日
蓮
聖
人
は
、
こ
の
天
台
智

の
説
示
を
承
け
、
末
法
に
は
在
世
結
縁
の
者
（
本
已
有
善
）
は
後
を
絶
ち
、
全
て
の
衆
生
が
本
未
有
善

と
な
る
と
さ
れ
、
そ
の
衆
生
に
下
種
結
縁
さ
れ
る
た
め
に
、
不
軽
行
に
な
ら
っ
た
弘
法
を
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

常
不
軽
菩
薩
に
倣
い
、
自
ら
も
謗
法
の
徒
と
対
決
し
、
そ
の
迫
害
を
甘
受
し
て
、
釈
尊
の
因
行
果
徳
た
る
題
目
の
五
字
を
下
種
せ
ん
と

せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
下
種
と
は
仏
の
種
を
下
す
こ
と
で
、
成
仏
の
因
を
失
っ
た
衆
生
を
救
済
す
る
真
の
成
仏
で
あ
る
。
こ
れ
が
不
軽

の
毒
鼓
の
縁
で
あ
り
、
勧
持
品
の
菩
薩
行
と
し
て
の
末
世
の
弘
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
は
勧
持
品
と
不
軽
品
の
三
世
に
わ
た
る
相

関
を
述
べ
ら
れ
て
、「
日
蓮
は
即
ち
不
軽
菩
薩
た
る
べ
し
」（
定
五
一
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

世
間
に
は
、
徒
ら
に
攻
撃
的
暴
力
的
に
布
教
す
る
こ
と
を
以
て
折
伏
で
あ
る
と
す
る
誤
解
が
あ
る
。
今
、
折
伏
為
本
の
立
場
に
敢
え
て

立
と
う
と
す
る
の
は
、
無
論
そ
の
よ
う
な
誤
解
さ
れ
た
折
伏
を
言
う
の
で
は
な
い
。
日
蓮
聖
人
が
折
伏
を
基
と
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

聖
人
の
精
神
の
基
調
に
は
常
不
軽
菩
薩
の
仏
性
礼
拝
と
衆
生
救
済
の
悲
願
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
折
伏
為
本
で
あ
ろ
う
と
摂
受
本
意
で
あ
ろ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
日
蓮
門
下
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
た
だ
題
目
の
五
字
の
下
種

以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
伝
え
広
め
る
こ
と
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
「
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
」

の
具
足
さ
れ
る
も
の
と
し
て
感
得
さ
れ
、
そ
れ
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
釈
尊
の
「
因
果
の
功
徳
を
譲
り
与
へ
」
ら
れ
る
と
示

さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
遺
し
て
下
さ
っ
た
、
教
主
釈
尊
が
末
代
に
留
め
ら
れ
た
唯
一
の
衆
生
済
度
の
大
法
た
る
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
、
ま

た
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
、
わ
れ
わ
れ
の
次
の
世
代
、
次
の
次
の
世
代
へ
と
伝
え
取
り
次
ぐ
こ
と
こ
そ
が
、
現
代
に
於
け
る
折
伏
に
ほ
か
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。


