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皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。「
鎌
倉
時
代
の
法
華
経
観
」
と
題
し
ま
し
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
が
東
京
大
学
の
一
年
生
に
な
っ
た
時
、
駒
場
の
同
級
生
に
、
日
蓮
宗
の
お
寺
の
出
身
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
ら
「
日
蓮
宗
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
わ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
学
生
さ
ん
た
ち
は
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
お
寺
さ
ん
と
か
お
坊

さ
ん
に
接
し
て
日
蓮
宗
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
教
科
書
に
出
て
く
る
記
述
等
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
間
違
い
な

い
と
思
い
ま
す
。
三
原
所
長
の
話
を
聞
き
ま
し
て
、
ふ
と
思
い
出
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
法
華
経
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
急
に
鎌
倉
時

代
に
な
っ
て
法
華
経
が
新
し
く
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
実
は
、
そ
の
前
の
時
代
か
ら
の
流
れ
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
中

世
の
時
代
と
い
う
の
は
、
奈
良
・
平
安
期
に
展
開
し
た
仏
教
が
最
も
花
を
開
か
せ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
大
き
く
注
目
で

き
る
点
は
、「
法
会
」
と
い
う
経
典
の
講
説
等
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
と
し
て
、
比
叡
山
の
麓
に
あ
る
坂
本

で
行
わ
れ
た
勧
学
会
の
記
述
を
、
最
初
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
勧
学
会
は
、
三
月
十
五
日
、
ま
た
は
九
月
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
比
叡
山
の
堂
衆
系
の
お
坊
さ
ん
た
ち

と
、
朝
廷
の
中
で
官
僚
さ
ん
に
な
る
た
め
の
勉
強
を
し
て
い
た
若
い
学
生
さ
ん
、
紀
伝
道
の
人
た
ち
。
つ
ま
り
朝
廷
の
中
で
活
動
し
て
い
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く
人
た
ち
と
お
坊
さ
ん
た
ち
と
が
、
読
経
を
通
し
て
開
い
て
い
た
行
事
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
十
四
日
ノ
夕
ベ
ニ
、
僧
ハ
ヤ
マ
ヨ
リ
オ
リ
テ
フ
モ
ト
ニ
ア
ツ
マ
リ
、
俗
ハ
月
ニ
乗
リ
テ
寺
ニ
行
ク
」
と
あ
り
ま
す
。
十
四
日
の
夕
方

に
、
僧
侶
は
比
叡
の
山
か
ら
下
り
て
麓
に
集
ま
り
、
俗
人
は
月
の
光
を
浴
び
な
が
ら
寺
に
出
か
け
る
と
い
う
よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
記
述

か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、「
十
五
日
ノ
朝
ニ
ハ
法
華
経
ヲ
講
ジ
、
夕
ベ
ニ
ハ
弥
陀
仏
ヲ
念
ジ
テ
、
ソ
ノ
ノ
チ
ニ
ハ
暁
ニ
至
ル
マ
デ
、
仏
ヲ
ホ

メ
、
法
ヲ
ホ
メ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
、
ソ
ノ
詩
ハ
寺
ニ
オ
ク
」
と
い
う
記
述
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
朝
方
に
は
法
華
経
の
講
説
、
夕
方
に
は
浄

土
教
の
阿
弥
陀
さ
ん
を
念
じ
て
い
ま
し
た
。
午
前
中
に
法
華
経
関
係
、
夕
方
に
浄
土
教
関
係
の
も
の
を
修
す
と
い
う
の
は
、『
三
宝
絵
詞
』

が
著
述
さ
れ
た
時
期
、
平
安
時
代
の
十
世
紀
に
は
既
に
で
き
上
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
十
一
世
紀
の
資
料
と
し
て
大
変
興
味
深
い
も
の
が
、
藤
原
道
長
の
栄
華
を
伝
え
た
『
栄
華
物
語
』
の
中
に
登
場
い
た
し
ま
す
。

藤
原
道
長
は
、
法
華
三
十
講
と
い
う
も
の
を
私
邸
で
行
っ
た
こ
と
で
、
大
変
有
名
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
以
前
か
ら
も
、
法
会
を
中

心
と
し
て
、
仏
教
界
の
指
導
者
に
な
る
よ
う
な
人
を
育
て
て
い
く
と
い
う
在
り
方
は
、
奈
良
時
代
末
頃
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

奈
良
の
都
に
お
き
ま
し
て
は
、
興
福
寺
の
維
摩
会
、
宮
中
の
最
勝
会
。
そ
し
て
、
薬
師
寺
の
最
勝
会
と
い
う
、
三
つ
の
法
会
が
と
て
も
重

要
な
も
の
と
な
り
、「
南
都
三
会
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
、
そ
こ
の
聴
衆
、
そ
れ
か
ら
講
師
を
経
た
人
た
ち
が
、
僧
綱
と
い
わ
れ
る
、

お
坊
さ
ん
の
世
界
の
代
表
者
に
任
命
さ
れ
て
い
く
と
い
う
制
度
が
で
き
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
公
的
で
重
要
な
法
会
が
整
備
さ
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
藤
原
道
長
が
登
場
す
る
に
あ
た
り
、
貴
族
の
私
邸
に
お
い
て
も
、

法
華
経
の
講
説
等
が
盛
大
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
出
現
し
て
ま
い
り
ま
す
。
藤
原
道
長
は
、
と
て
も
興
味
深
い
人
物
で
あ
る
と
歴
史

学
の
世
界
で
も
、
文
学
の
世
界
で
も
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
本
人
も
、
法
華
経
の
読
誦
を
行
う
と
と
も
に
、「
東
宮
、
宮
々
に

皆
こ
の
こ
と
を
同
じ
く
勤
め
行
な
は
せ
た
ま
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
親
族
一
同
、
朝
廷
の
天
皇
家
の
方
々
に
も
、
法
華
経
の
読

誦
等
を
勧
め
て
い
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
の
「
う
た
が
ひ
」
と
い
う
名
前
で
書
か
れ
て
い
る
章
の
中
に
、「
南
北
二
京
の
僧
綱
、
凡
僧
、
学
生
」
等
を
集
め
て
、
論
義
法
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会
を
行
っ
た
と
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
法
華
経
の
三
十
講
で
、
毎
日
一
品
ず
つ
講
じ
ま
す
。
一
品
ず
つ
だ
っ
た
ら
二
十
八
日
に
し

か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
二
十
八
品
以
外
に
、
法
華
経
の
開

経
と
結
経
が
講
説
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
三
十
講
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
一
講
ず
つ
に
講
師
の
方
を
一
人
ず
つ
割
り
当
て
て
、
一
日
一
つ

ず
つ
講
義
を
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、「
た
だ
今
は
こ
れ
を
公
私
の
交
ひ
の
始
め
と
思
ひ
、
召
さ
る
る
を
ば
面
目
に
し
、
さ

ら
ぬ
を
ば
口
惜
し
き
も
の
に
思
ひ
て
、
学
問
を
し
、
心
あ
る
は
灯
火
を
か
か
げ
て
経
論
を
習
ひ
、
あ
る
は
月
の
光
に
出
で
て
法
華
経
を
読

み
、
あ
る
は
暗
き
に
空
に
浮
か
べ
て
誦
し
、
ひ
ね
も
す
に
よ
も
す
が
ら
に
営
み
習
ひ
て
集
ま
る
た
る
に
」
と
あ
り
ま
す
。
藤
原
道
長
が
主

催
す
る
法
華
三
十
講
に
招
請
さ
れ
る
、「
出
仕
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
さ
れ
る
こ
と
を
、
公
私
の
交
わ
い
の
始
め
で
あ
る
と
考
え
、

召
さ
れ
る
こ
と
を
面
目
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
、
呼
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
口
惜
し
い
、
悔
し
い
も
の
と
思
っ
て
当
時
の
お
坊
さ

ん
た
ち
が
勉
強
し
た
と
い
う
こ
と
が
、『
栄
華
物
語
』
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
現
代
語
訳
で
す
け
ど
、「
こ
れ
が
交
流
の
始
ま
り
だ
と
思
っ
て
、
法
会
に
出
仕
す
る
よ
う
招
か
れ
る
こ
と
を
面
目
の
あ
る
こ

と
だ
と
思
い
、
招
か
れ
な
い
こ
と
を
悔
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
学
問
を
す
る
。
道
理
を
わ
き
ま
え
て
い
る
者
は
、
灯
火
を
掲
げ
て
経
論

を
勉
強
し
、
あ
る
者
は
月
の
光
を
た
よ
り
に
外
に
出
て
『
法
華
経
』
を
読
み
」
と
い
う
感
じ
で
勉
強
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
に
は
和
歌
も
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
、
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
出
て
き
て
ま
い
り
ま
す
。「
出
で
入
る
と
人
は
見
れ
ど
も
世
と
と

も
に
鷲
の
峰
な
る
月
は
の
ど
け
し
（
出
た
り
入
っ
た
り
と
人
は
見
る
け
れ
ど
も
、
世
の
中
と
一
緒
に
鷲
の
峰
に
出
て
い
る
月
は
の
ど
か
な

も
の
だ
）」。
こ
れ
は
、
霊
鷲
山
を
詠
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
、
普
門
品
に
は
、「
世
を
救
う
う
ち
に
は
誰
か
入
ら
ざ
ら
ん
あ
ま

ね
き
門
を
人
し
さ
さ
ね
ば
（
世
の
中
を
救
う
家
の
な
か
に
は
誰
が
入
ら
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
普
遍
の
門
を
人
が
指
さ
さ
な
け
れ

ば
）」「
こ
れ
を
集
ま
り
誦
じ
た
も
う
も
、
げ
に
と
聞
こ
え
た
り
。
さ
て
も
同
じ
心
一
筋
な
れ
ば
か
か
ず
」
と
い
う
感
じ
で
出
て
ま
い
り
ま
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す
。
そ
の
よ
う
な
様
子
で
、
法
華
三
十
講
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

藤
原
道
長
は
、
法
華
信
仰
の
中
で
も
大
変
に
興
味
深
い
こ
と
を
行
っ
て
お
り
ま
し
て
、
常
不
軽
菩
薩
の
行
を
実
践
し
て
い
た
と
い
う
記

述
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
具
体
的
に
何
を
し
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
通
り
に
出
て
、
過
ぎ
行
く
、
道
行
く
人
た
ち
を
礼
拝
を
す
る
と

い
う
行
で
す
。
常
不
軽
菩
薩
行
と
し
て
出
て
き
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
道
行
く
人
た
ち
が
皆
、
仏
た
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
、

礼
拝
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
行
が
、
こ
の
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

実
際
に
常
不
軽
菩
薩
行
に
関
す
る
も
の
が
見
え
る
資
料
は
、
説
話
の
中
に
も
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、『
閑
居
友
』
上
巻
の
第
九
話
が
そ

の
一
つ
で
す
。
慶
政
と
い
う
、
九
条
家
の
出
身
の
方
が
「
あ
ず
ま
の
方
に
不
軽
拝
み
け
る
老
僧
の
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
残
し
て
い
る

文
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
常
不
軽
菩
薩
の
行
を
し
て
い
た
と
い
う
記
述
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
中
ご
ろ
、
あ
づ
ま
の
方
に
、
年
い
と

た
け
た
る
聖
の
、
い
ひ
知
ら
ず
汚
げ
な
る
が
、
髪
長
く
、
着
物
穢
れ
た
る
あ
り
け
り
。
見
る
人
見
る
人
、
拝
み
て
『
我
深
敬
汝
等
。
不
敢

軽
慢
。
所
以
者
何
。
汝
等
皆
行
菩
薩
道
。
当
得
作
仏
』
の
文
を
な
ん
唱
へ
け
る
。
拝
む
と
て
も
、
な
を
ざ
り
の
気
な
し
。
誠
を
致
し
て
ぞ

見
え
け
る
。
す
べ
て
こ
の
不
軽
と
い
ふ
事
の
心
は
、
衆
生
の
胸
の
底
に
仏
性
お
は
し
ま
す
を
、
敬
い
拝
み
奉
る
な
り
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、

十
三
世
紀
の
初
頭
、
ち
ょ
う
ど
日
蓮
聖
人
が
登
場
さ
れ
る
頃
に
、
多
く
の
人
々
を
た
だ
礼
拝
す
る
と
い
う
常
不
軽
菩
薩
行
が
い
ろ
ん
な
所

で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
興
味
深
い
法
会
に
、
千
日
講
と
い
う
も
の
が
登
場
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
貴
族
が
主
催
し
て
い

ま
す
。
大
変
力
の
あ
る
家
の
一
つ
で
あ
る
近
衛
家
の
近
衛
兼
経
の
記
録
の
中
に
「
千
日
講
願
文
」
と
い
う
の
が
残
っ
て
い
て
、
兼
経
の
お

父
さ
ん
に
当
た
る
家
実
が
行
っ
て
い
た
千
日
講
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
記
述
を
見
て
み
ま
す
と
、「
奉
図
絵
阿
弥
陀
如

来
像
一
千
体
、
奉
模
写
素
紙
妙
法
蓮
華
経
百
部
八
百
巻
、
無
量
義
、
観
普
賢
等
経
各
百
巻
并
一
千
巻
。
尊
像
者
毎
日
卒
一
体
、
妙
典
者
毎

日
卒
一
巻
。
奉
摺
写
阿
弥
陀
、
般
若
心
等
経
各
百
巻
、
同
寿
命
経
一
千
巻
、
阿
弥
陀
経
者
付
開
経
、
般
若
心
付
結
経
、
寿
命
経
者
毎
日
一

巻
奉
称
揚
讃
嘆
矣
」
と
、
こ
の
よ
う
な
記
事
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
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こ
の
と
き
の
貴
族
の
人
た
ち
が
、
千
日
講
と
い
う
千
日
間
に
わ
た
る
講
義
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
で
使
わ
れ
て
い
た
経
典

は
、
妙
法
蓮
華
経
、
無
量
義
経
、
観
普
賢
経
の
法
華
三
部
経
、
そ
れ
以
外
に
も
、
阿
弥
陀
経
、
般
若
心
経
と
か
、
寿
命
経
も
使
わ
れ
て
い

ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
経
典
に
対
す
る
信
仰
を
一
人
の
貴
族
が
持
っ
て
い
ま
し
た
。
法
華
経
は
結
構
大
事
な
経
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
経
典
も
一
緒
に
信
仰
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
で
は
実
際
に
経
典
の
講
説
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
代
に
、
経
典
の
講
説
と
い
う
の
は
大
変
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま
し
て
、
多
く
の
学
侶
畑
の
お
坊
さ
ん
た
ち
が
営
ん
で
い
た
も
の
で
す
。
講
説
の
ひ
な
形
に
は
、「
経
釈
」
と
い
う
名
前
で
呼

ば
れ
る
資
料
が
、
大
き
く
分
け
て
三
種
類
出
て
ま
い
り
ま
す
。
惣
釈
、
経
全
体
に
対
す
る
解
説
。
そ
れ
か
ら
、
巻
釈
、
一
巻
ご
と
に
対
す

る
解
説
。
そ
れ
か
ら
、
品
釈
、
品
に
対
す
る
解
説
で
す
。

　

経
典
の
講
説
に
関
し
て
は
経
釈
と
呼
ば
れ
る
解
説
文
が
広
く
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
大
体
「
三
門
釈
」
と
い
わ
れ
る
形
式
が

存
在
し
て
い
ま
し
た
。
経
典
の
大
意
。
そ
れ
か
ら
、
題
目
を
釈
す
。
そ
れ
か
ら
、
文
章
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
て
解
釈
を
加
え
る
入
文
判

釈
、
あ
る
い
は
入
文
解
釈
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
三
つ
の
視
点
か
ら
解
説
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
大
意
、
釈
題
目
、
入
文
判

釈
」
の
三
門
釈
は
、
中
国
で
経
典
を
解
説
す
る
と
き
に
使
わ
れ
た
形
式
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
一
番
古
い
形
式
は
、
羅

什
さ
ん
の
門
下
生
で
あ
る
、
道
生
の
『
注
法
章
』
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
国
南
北
朝
時
代
の
経
典
講
説
の
伝
統
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
経
典
の
講
説
を
し
た
あ
と
に
、
論
義
。
ギ
の
字
が
、
議
論
の
「
議
」
で
は
な
く
て
意
義
の
「
義
」
で
あ
り
ま
し
て
、「
義
を
論
ず
」

と
読
ま
せ
る
の
が
正
し
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
法
華
経
の
講
説
に
対
し
て
行
わ
れ
た
論
義
の
資
料
と
い
う
の
も
、
結
構
残
っ
て
い
ま
す
。

中
世
の
最
も
格
式
の
高
い
法
会
と
い
う
の
は
、
法
勝
寺
の
御
八
講
、
宮
中
で
行
わ
れ
た
最
勝
講
、
仙
洞
の
最
勝
講
で
し
た
。
こ
の
法
会
は
、

実
は
鎌
倉
時
代
を
超
え
て
、
南
北
朝
か
ら
室
町
の
頃
ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
『
問
答
記
』
等
を
見
て
み
ま
す
と
、
法
華
経
が
講
説
さ
れ
た
と
き
に
は
、
ま
ず
二
問
、
論
義
が
行
わ
れ
た
よ
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う
で
す
。
一
問
目
は
、
経
典
の
文
章
に
合
わ
せ
て
質
問
が
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
内
容
的
に
は
、
講
師
の
所
属
す
る
宗
に
関
係
す
る
も
の

に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
講
説
さ
れ
た
経
典
の
文
章
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
二
問
目
は
、

講
説
さ
れ
た
文
章
に
関
係
な
く
、
講
師
の
教
理
に
関
連
す
る
も
の
を
質
問
さ
れ
ま
す
。
講
説
さ
れ
た
巻
に
登
場
す
る
文
言
を
「
文
論
義
」、

幅
広
い
教
理
に
関
す
る
議
論
を
「
義
論
義
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
つ
け
た
名
称
で
定
着
し

て
い
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
よ
く
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
文
章
の
論
義
と
義
の
論
義
と
い
う
こ
と
で
分
け
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

当
時
、
法
勝
寺
は
八
角
の
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
七
重
か
九
重
の
塔
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
中
国
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
塔
の
後
ろ
側
に
僧
房
が
あ
り
ま
し
て
、
僧
房
の
右
手
の
区
画
に
、
院
家
が
あ
り
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
お
坊
さ
ん

た
ち
が
、
二
種
類
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
を
か
き
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
経
典
の
講
説
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
、
一
方
で
、
持
経
者
と
い
う
方
た
ち
の
伝
統
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
持
経
者
自
体
は
『
日
本
霊
異
記
』
等
に
も
登
場
し
て
き
ま
す
の
で
、
九
世
紀
の
初
頭
ぐ
ら
い
か
ら
確
認
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が

注
目
さ
れ
る
の
は
、
鎮
源
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
を
書
い
て
、
そ
の
頃
か
ら
し
ば
ら
く
注
目
さ
れ
る
も
の
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
持
経
者
の
基
に
な
っ
た
の
は
、
法
華
経
の
法
師
品
の
記
述
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
経
典
を
持た

も

つ
者
と
い
う
人

た
ち
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　
「
持た

も

つ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
経
典
を
暗
誦
し
て
い
た
と
い
う
の
が
大
事
な
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。『
日
本
霊
異

記
』
の
中
に
「
憶
持
法
華
経
得
現
報
」
と
い
う
章
が
あ
り
ま
す
が
、「
大
和
国
葛
木
上
郡
に
一
人
の
持
経
の
人
有
り
、
年
八
歳
以
前
に
法

華
経
を
誦
持
す
る
も
、
意
に
唯
だ
一
字
、
存
す
る
こ
と
を
得
ず
」
な
ど
と
い
う
用
例
が
出
て
き
て
い
ま
し
て
、「
経
典
を
暗
誦
し
て
持た

も

っ

て
い
る
者
」
の
意
味
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
語
はdharayati

で
、「
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
こ
と
」
の
意
味
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
経
典
を
暗
誦
す
る
と
い
う
行
為
が
、
持
経
者
の
意
味
に
非
常
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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こ
の
人
た
ち
が
社
会
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
の
も
、
一
方
で
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
で
あ
り
ま
す
。
朝
廷
に
よ
っ
て

奨
励
さ
れ
た
経
典
暗
誦
政
策
に
影
響
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
お
坊
さ
ん
た
ち
に
課
さ
れ
て
い
た
も
の
に
、
法
華
経
と
か
、

金
光
明
経
だ
と
か
、
仁
王
般
若
経
な
ど
、
幾
つ
か
の
経
典
を
暗
誦
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
持
経
者
が
注
目
さ
れ
る
時
期
は
、『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
以
降
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
験
記
』
が
制
作
さ
れ
た
の
は
長
久
四

年
（
一
〇
四
三
）
頃
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
十
一
世
紀
の
半
ば
ぐ
ら
い
に
持
経
者
が
結
構
注
目
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の

よ
う
な
伝
統
も
、
鎌
倉
期
ま
で
流
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。『
験
記
』
の
中
の
一
つ
の
お
話
と
し
て
、
書
写
山
で
活
躍

し
ま
し
た
性
空
の
例
を
一
個
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
一
乗
を
受
持
し
偏
に
仏
恵
を
期
」
し
、「
深
山
幽
谷
に
廬
を
結
び
住
」
と

伝
え
ら
れ
て
い
て
、
自
ら
の
行
と
し
て
法
華
経
の
暗
誦
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

　

山
林
を
基
盤
と
し
な
が
ら
活
動
す
る
タ
イ
プ
の
持
経
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
人
物
で
、「
自
行
既
に
熱
し
て
化
他
の
た

め
の
故
に
、
深
山
よ
り
出
来
し
て
、
人
間
に
住
す
。
所
謂
書
写
等
の
処
々
の
練
若
な
り
、
僧
俗
市
を
作
し
、
貴
賤
雲
の
如
く
集
る
。

…
…
…
乃
至
最
後
は
兼
ね
て
死
時
を
知
り
、
室
に
入
っ
て
座
禅
し
、
寂
静
安
穏
に
し
て
法
華
経
を
誦
し
、
息
を
止
め
て
入
滅
せ
り
」
と
い

う
よ
う
な
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
行
の
た
め
に
は
ど
う
も
山
の
中
に
籠
も
っ
て
修
行
を
し
て
い
て
、
化
他
の
た
め
に
、
人
々

を
救
う
た
め
に
深
き
山
か
ら
出
て
き
て
、
人
々
の
間
に
住
し
た
、
そ
の
不
思
議
な
力
に
、
お
坊
さ
ん
た
ち
も
俗
人
た
ち
も
市
を
成
す
よ
う

に
集
ま
っ
て
き
た
と
。
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
性
空
の
周
り
に
集
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
法
華
経
を
読
誦
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
不
思
議
な
力
を
得
て
、
そ
れ
を
人
々
の
間
で
役
立
て
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、『
法
華
験
記
』
の
中
か
ら

浮
か
び
上
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
話
が
元
に
戻
る
よ
う
な
感
じ
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
法
華
経
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
当
時
の
お
坊
さ
ん
た
ち
が
講
義

し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
と
、
十
三
世
紀
の
初
頭
に
、
天
台
宗
の
お
坊
さ
ん
が
実
際
に
法
華
経
を
説
い
た
と
き
の
記
録
が
、
現
在
、
活
字
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に
な
っ
て
、
私
た
ち
が
直
接
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
か
ら
一
つ
、
三
井
寺
の
僧
侶
で
あ
っ
た
方
が
記
し
た
『
法
華
経
勧
進
抄
』
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
は
、
安
貞
二
年

（
一
二
二
八
）
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
当
時
、
既
に
法
然
の
浄
土
教
が
世
に
広
ま
り
か
け
て
い
て
、

叡
山
の
衆
徒
が
法
然
の
廟
所
を
襲
っ
た
「
嘉
禄
の
法
難
」
が
あ
っ
た
次
の
年
に
、
三
井
の
園
城
寺
で
恐
ら
く
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
法
華
経

講
説
の
経
釈
で
す
。

　

そ
こ
に
出
て
く
る
最
初
の
文
章
が
非
常
に
分
か
り
や
す
く
、
法
華
経
の
受
容
を
考
え
る
上
で
は
と
て
も
興
味
深
い
史
料
で
す
。「
夫
れ

妙
法
蓮
華
経
と
は
三
世
諸
仏
、
世
に
出
給
う
本
意
、
一
切
衆
生
の
仏
に
成
る
正
し
き
道
な
り
。
仏
も
説
き
難
く
し
て
此
を
説
き
給
へ
り
。

故
に
、
四
十
余
年
の
霜
を
送
り
て
後
に
説
き
、
人
も
聞
き
難
く
し
て
此
を
聞
く
。
故
に
五
千
の
上
慢
の
輩
を
立
て
て
、
後
に
聞
く
。
之
に

依
り
て
方
便
品
に
説
き
て
云
く
、
諸
仏
、
世
に
興
出
し
た
ま
う
こ
と
、
懸
か
に
し
て
遠
く
値
遇
す
る
こ
と
難
し
」
と
。
法
華
経
と
い
う
の

は
、
一
切
衆
生
が
仏
に
な
る
正
し
き
道
で
あ
る
と
。
よ
く
人
口
に
膾
炙
す
る
表
現
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
残
り
な
く
仏
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
、
そ
う
い
う
道
を
説
い
て
い
る
教
え
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
た
と
ひ
世
に
出
で
た
ま
へ
ど
も
、
此
の
法
を
説
く
は
復
た
難
し
。
無
量
無
数
劫
に
も
、
是
の
法
を
聞
く
こ
と
、
ま
た
難
し
。

能
く
是
の
法
を
聴
く
者
、
斯
の
人
も
亦
復
た
難
し
と
宣
た
ま
へ
り
」
と
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
、「
倩
ら
我
が
身
の
こ
と
を
思
う
に
、
涙

双
眼
に
浮
か
び
、
悦
び
一
身
に
余
れ
り
。
そ
の
故
は
、
生
を
辺
国
辺
土
に
受
け
る
こ
と
は
、
う
ら
み
な
り
と
も
雖
も
、
法
を
末
代
末
世
に

聞
く
こ
と
を
得
る
は
、
此
の
悦
び
な
り
」
と
い
う
文
章
が
続
き
、
興
味
深
い
で
す
。

　

も
う
一
つ
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
こ
の
経
典
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。「
宿
習
に
限

り
有
り
て
成
仏
す
べ
き
時
到
り
ぬ
れ
ば
、
法
華
経
を
聴
聞
し
結
縁
し
た
て
ま
つ
ら
ば
や
、
受
持
し
読
誦
し
奉
ら
ん
と
思
ふ
心
の
発
る
な
り
。

其
の
一
念
の
心
、
発
る
時
に
、
曠
劫
多
生
の
間
、
或
い
は
悪
道
に
生
ま
れ
、
或
い
は
善
道
に
生
ま
る
。
流
転
三
界
の
ほ
ど
、
若
し
は
畜
生

な
り
、
若
し
は
人
類
な
り
、
作
し
所
の
悪
業
、
発
し
所
の
妄
想
、
悉
く
消
え
ん
」
と
。
つ
ま
り
、
罪
障
を
消
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
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う
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
史
料
に
、「
次
に
主
題
の
名
字
は
、
か
り
の
功
徳
を
申
す
べ
し
。
妙
法
蓮
華
経
と
云
う
五
字
を
、
首
題
の
名
字
と
申
す
な
り
。
こ

の
五
字
を
一
度
も
耳
に
ふ
れ
奉
り
、
再
び
口
に
唱
え
奉
る
、
無
量
劫
の
罪
障
を
滅
し
て
、
不
可
量
の
功
徳
を
う
る
な
り
」
と
。
つ
ま
り
、

無
量
劫
の
罪
障
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
講
説
の
中
で
説
い
て
い
ま
し
た
。「
安
楽
行
品
に
云
わ
く
、
是
の
法

華
経
、
無
量
の
国
の
中
に
於
い
て
、
乃
至
名
字
だ
に
も
聞
く
事
を
得
べ
か
ら
ず
。
何
ぞ
況
ん
や
見
る
こ
と
を
得
て
、
受
持
読
誦
せ
ん
や
と

い
へ
り
」
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
に
対
す
る
位
置
づ
け
と
い
う
の
は
、
一
切
衆
生
の
成
仏
と
罪
障
の
消
滅
と
い
う
、

こ
の
二
つ
が
、
当
時
、
法
華
経
に
対
す
る
理
解
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
を
傍
証
し
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
が
、
中
世
の
時
代
に
天
台
で
行
わ
れ
て
い
た
「
朝
懺
法
夕
例
時
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
安
期
か
ら
比
叡
山
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
朝
に
は
法
華
懺
法
を
行
い
、
夕
方
に
は
念
仏
で
、
例
時
作
法

を
行
う
と
い
う
意
味
で
す
。「
朝
夕
の
れ
い
じ
せ
ん
法
に
上
り
あ
は
ん
と
営
み
し
も
」
と
い
う
文
が
出
て
き
て
、
十
二
世
紀
の
後
半
期
に
、

朝
夕
に
例
時
懺
法
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

建
永
元
年
の
記
事
の
中
に
も
、「
朝
懴
法
之
後
、
可
有
朝
座
問
答
、
夕
例
時
之
前
、
可
有
夕
座
問
答
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。『
門

葉
記
』
と
い
う
史
料
の
中
に
登
場
し
ま
す
の
で
、
十
一
〜
十
二
世
紀
の
頃
に
比
叡
山
で
、
朝
懺
法
夕
例
時
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
、
午

前
は
法
華
経
、
午
後
は
浄
土
教
を
誦
む
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
分
か
り
ま
す
。

　

十
三
世
紀
の
初
頭
、
日
蓮
聖
人
が
登
場
す
る
少
し
前
に
作
ら
れ
た
『
宝
物
集
』
と
い
う
史
料
が
存
在
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
治
承
の
兵
乱

等
が
あ
り
、
奈
良
の
都
が
焼
き
討
ち
さ
れ
、
東
大
寺
、
興
福
寺
等
が
灰
燼
に
帰
す
と
い
う
大
き
な
事
件
が
あ
っ
た
時
に
作
ら
れ
た
説
話
集

の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
興
味
深
い
記
述
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　
「
し
か
り
と
い
へ
ど
も
『
懺
悔
す
れ
ば
、
所
有
の
煩
悩
こ
と
ご
と
く
の
ぞ
く
。
懺
悔
す
れ
ば
菩
提
の
花
ひ
ら
く
。
懺
悔
す
れ
ば
大
円
鏡

地
を
見
る
。
懺
悔
す
れ
ば
、
宝
所
に
至
る
』。
有
相
・
無
相
・
刹
利
居
士
等
の
三
懺
悔
を
を
し
へ
給
へ
り
。
よ
く
よ
く
心
を
得
て
、
業
障
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を
懺
悔
す
べ
し
。
は
じ
め
に
有
相
の
懺
悔
と
申
す
は
、
無
始
生
死
よ
り
つ
く
り
し
罪
を
く
ひ
て
、
発
露
し
涕
泣
し
て
、
あ
る
い
は
本
尊
に

向
て
礼
拝
し
懺
悔
し
、
あ
る
ひ
は
賢
聖
に
む
か
っ
て
か
た
り
、
懺
悔
す
る
な
り
。
次
に
無
相
の
懺
悔
と
申
す
は
、
一
切
の
業
障
は
妄
想
よ

り
生
じ
て
、
そ
の
体
と
い
ふ
も
の
な
し
。
こ
れ
を
観
ず
る
を
理
の
懺
悔
と
云
う
な
り
」
と
。
無
相
の
懺
悔
と
い
う
の
は
、
一
切
の
業
障
は

妄
想
よ
り
生
ず
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
ま
す
。
観
普
賢
経
の
中
か
ら
登
場
し
て
く
る
記
述
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
刹
利
居
士
の
懺
悔
と

云
は
、
正
法
も
て
国
を
治
し
、
六
祭
日
に
も
の
の
命
を
殺
さ
ず
、
境
の
う
ち
の
殺
生
を
と
ど
め
、
父
母
に
孝
養
す
る
を
申
し
た
る
也
」
と

い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
し
て
、
有
相
・
無
相
・
刹
利
居
士
等
の
三
懺
悔
と
い
う
言
い
方
が
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
懺
悔
の
記
述
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
法
華
経
を
懺
法
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
、
法
華
経
に
よ
っ
て
懺
悔
を
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
も
う
少
し
違
っ
た
見
方
を
し
た
の
が
、
日
蓮
聖
人
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
何

か
と
い
う
と
、
皆
様
が
よ
く
ご
存
じ
の
色
読
、
身
読
で
あ
り
ま
す
。
法
師
品
第
十
に
「
若
し
こ
の
経
を
説
か
ん
時
、
人
あ
り
て
悪
口
を
も

っ
て
罵
り
、
刀
杖
瓦
石
を
加
う
と
も
、
仏
を
念
ず
る
が
故
に
応
に
忍
ぶ
べ
し
」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。『
如
説
修
行
抄
』
等
の
中
で
、

「
恐
は
天
台
伝
教
も
法
華
経
の
故
に
日
蓮
が
如
く
大
難
に
値
ひ
給
ひ
し
事
な
し
」
と
い
う
言
及
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
色
読
の
例
と
し
て

よ
く
出
さ
れ
る
箇
所
は
、『
法
華
経
』
勧
持
品
の
「
数
数
見
擯
出　

遠
離
於
塔
寺
」
で
あ
る
こ
と
は
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
の
点
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

日
蓮
聖
人
の
『
転
重
軽
受
法
門
』
の
中
に
も
、
譬
喩
品
の
文
章
と
か
、
勧
持
品
の
文
章
ま
た
は
安
楽
行
品
の
文
章
を
出
さ
れ
て
、「
此

等
は
経
文
に
は
候
へ
ど
も
、
何
世
に
か
か
る
べ
し
と
も
し
ら
れ
ず
。
過
去
の
不
軽
菩
薩
、
覚
徳
比
丘
な
ん
ど
こ
そ
、
身
に
あ
た
り
て
よ
み

ま
い
ら
せ
て
候
け
る
と
み
へ
は
ん
べ
れ
。
現
在
に
は
正
像
二
千
年
は
さ
て
お
き
ぬ
。
末
法
に
入
り
て
は
此
の
日
本
国
に
は
当
時
は
日
蓮
一

人
み
へ
候
か
」
と
い
う
文
章
を
残
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
過
去
で
は
、
法
華
経
の
と
お
り
の
こ
と
を
身
に
読
ま
れ
た
の
は
、
不
軽
菩
薩
、
覚

徳
比
丘
の
二
人
だ
け
れ
ど
も
、
末
法
の
世
に
お
い
て
は
日
蓮
一
人
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
考
え
て
き
ま
す
と
、
鎌
倉
時
代
に
『
法
華
経
』
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。
生
き
と
し
生
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き
る
も
の
が
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
き
、
ま
た
、
犯
し
た
罪
障
を
こ
と
ご
と
く
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
典
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
経
典
の
講
説
を
通
じ
て
、
広
く
社
会
に
広
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、『
法
華
経
』
を
読
誦
す
る
持
経
者
の
伝
統
や
、『
法
華
経
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
と
お
り
に
実
践
す
る
、
身
に
読
む

と
い
う
受
容
の
仕
方
も
存
在
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
「
一
切
衆
生　

悉
有
仏
性
」、「
罪
障
消
滅
」
と
い
う
の
と
ま
た

少
し
違
っ
た
位
相
の
受
容
、
法
華
経
に
対
す
る
感
覚
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
経
典
自
身
が
説
く
「
五
種
法
師
の
行
」
や
「
常

不
軽
菩
薩
の
行
」
な
ど
が
影
響
を
与
え
て
い
て
、
実
際
に
実
践
す
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
も
存
在
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

常
不
軽
菩
薩
行
の
実
践
は
、
藤
原
道
長
の
例
や
、『
閑
居
友
』
に
出
て
く
る
あ
ず
ま
の
方
の
老
僧
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
中
世
の
時
代
に
は
、
法
華
経
観
と
い
っ
て
も
数
種
類
、
大
き
く
は
二
種
類
で
し
ょ
う
か
。
言
説
の
上
で
語
ら
れ
る

も
の
と
、
実
際
に
自
分
た
ち
が
行
う
も
の
と
い
う
、
そ
の
二
つ
の
法
華
経
観
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
お
話
を
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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