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出
雲
大
社
の
法
華
経

米

　田

　宣

　雄

　

年
の
は
じ
め
の
例た

め

し
と
て　

終
わ
り
な
き
世
の
め
で
た
さ
を

　

と
歌
う
、
お
正
月
一
月
一
日
の
唄
は
第
八
十
代
出
雲
国
造
・
出
雲
大
社
宮
司
の
作
詞
で
す
。

　

八や
ま
た
の
お
ろ
ち

岐
大
蛇
退
治
は
出
雲
斐ひ

伊い

川か
わ

上
流
を
舞
台
に
年
老
い
た
父
母
と
娘
を
助
け
る
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
姿
を
勇
壮
に
描
い
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
五
月
一
日
の
「
承
継
の
儀
」
や
こ
の
た
び
の
「
即
位
の
礼
」
に
於
い
て
厳
か
に
式
場
に
運
び
こ
ま
れ
た
箱
。
そ
の
中
の
長
い

箱
に
は
三
種
の
神
器
の
ひ
と
つ
、
あ
の
ス
サ
ノ
オ
が
大
蛇
を
退
治
し
た
際
、
体
内
に
発
見
し
た
「
天あ

め
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

叢
雲
剣
・
草く

さ

薙な
ぎ

の
剣つ

る
ぎ

」
が
納
め

ら
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。

　

大
き
な
袋
を
肩
に
か
け　

大
黒
さ
ま
が
来
か
か
る
と

　

い
じ
悪
な
兄
さ
ん
神
々
に
よ
っ
て
丸
は
だ
か
に
さ
れ
た
因い

な
ば幡

の
白
う
さ
ぎ
を
助
け
た
の
は
こ
こ
ろ
優
し
き
弟
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト

で
し
た
。
今
は
出
雲
大
社
の
祭
神
、
ま
た
縁
む
す
び
の
神
と
し
て
、
多
く
の
人
を
引
き
つ
け
て
い
ま
す
。

　

六
十
年
に
一
度
を
原
則
と
し
て
遷
宮
を
く
り
返
す
出
雲
大
社
は
平
成
二
十
五
年
の
そ
れ
以
来
、
参
拝
者
が
飛
躍
的
に
伸
び
、
今
や
年
間

六
〇
〇
万
人
が
訪
れ
る
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
大お

お

社や
し
ろ

が
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
仏
教
色
に
染
ま
る
、
そ
の
事
を
知
る
人
は
少
な
い
の
で
す
。
で
は
、
い

つ
何
の
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
の
お
話
は
古
事
記
に
記
さ
れ
た
神
話
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
残
さ
れ
て
い
る
お
話
で
す
。
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風
土
記
は
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
続
い
て
奈
良
時
代
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
全
国
六
十
の
国
で
作
成
さ
れ
そ
の
中
で
五
ヶ
所
が

か
ろ
う
じ
て
残
り
、
そ
の
う
ち
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
の
が
出
雲
国
風
土
記
で
す
。
そ
し
て
、
地
元
に
親
し
ま
れ
て
い
る
「
国
引

き
神
話
」
が
そ
の
中
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
内
容
は
古
代
の
神
さ
ま
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ
オ
ミ
ツ
ノ
が
小
さ
く
作
っ
て
し
ま
っ
た
出
雲
国
を
他
国
か
ら
土
地
を
引
き
寄
せ
縫
い
合
せ
て

大
き
な
国
に
す
る
話
で
新
羅
の
余
っ
た
土
地
を
鋤す

き

で
取
り
分
け
隠
岐
島
や
能
登
半
島
の
一
部
の
そ
れ
ら
す
べ
て
に
綱
を
か
け
「
国く

に

来こ

・
国

来
」
と
引
い
て
合
体
さ
せ
た
場
所
が
島
根
半
島
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
で
す
。

　

こ
の
内
容
は
古
代
す
で
に
、
日
本
海
を
通
し
た
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
日
の
主
題
に
必
要
な
の

は
こ
の
古
代
の
話
よ
り
中
世
に
弘
ま
っ
て
い
っ
た
も
う
一
つ
の
「
国
引
き
神
話
」
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
じ
名
前
の
神
話
で
も
そ

の
内
容
は
、
全
く
異
な
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

中
世
（
平
安
末
か
ら
戦
国
時
代
）
の
も
う
一
つ
の
「
国
引
き
神
話
」
は
次
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の
で
す
。

　

昔
、
イ
ン
ド
に
霊
鷲
山
と
い
う
山
が
あ
っ
た
。
そ
の
山
の
一
隅
が
崩
れ
て
海
へ
流
れ
出
た
。
や
が
て
、
そ
の
山
塊
は
日
本
近

く
に
到
り
そ
れ
を
ス
サ
ノ
オ
が
杵き

ね

で
築
き
固
め
た
。
こ
れ
が
「
浮ふ

浪ろ
う

山ざ
ん

」
と
呼
ば
れ
る
現
在
の
島
根
半
島
で
あ
り
「
杵き

築づ
き

」
の

名
の
由
縁
で
あ
る
。

　

と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
古
代
で
は
神
が
鋤
で
土
地
を
取
り
分
け
綱
を
か
け
引
き
寄
せ
縫
い
合
せ
た
の
に
対
し
中
世
で
は
流
れ
着

い
た
霊
鷲
山
の
一
部
を
ス
サ
ノ
オ
が
杵
で
固
め
た
の
で
す
。

　

出
雲
大
社
は
杵
築
大
社
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
そ
の
い
わ
れ
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
神
話
が
初
め
て
資
料
上
に
現
れ
る
の
は
鰐が

く

淵え
ん

寺じ

と
い
う
お
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
で
す
。
鰐
淵
寺
は
古
く

か
ら
山
岳
信
仰
で
盛
え
た
山
で
、
奈
良
時
代
に
は
鰐
淵
山
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
神
話
以
来
、
浮
浪
山
鰐
淵
寺
と
転
換
し

た
山
陰
屈
指
の
古
刹
天
台
宗
寺
院
で
す
。
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出
雲
大
社
か
ら
も
十
キ
ロ
は
ど
の
近
距
離
に
あ
る
島
根
半
島
の
中
心
に
建
立
さ
れ
た
こ
の
寺
院
は
平
安
末
期
に
は
「
出
雲
国
中
第
一
の

伽
藍
」
と
称
さ
れ
る
の
で
す
。
か
た
や
中
世
出
雲
大
社
は
霊
鷲
山
と
縁
を
結
ぶ
こ
と
で
ス
サ
ノ
オ
を
新
な
創
造
神
と
し
て
、
発
展
さ
せ
大

社
の
祭
神
と
す
る
の
で
す
。

　

大
和
に
国
を
譲
り
、
あ
た
か
も
幽
閉
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
よ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
弟
で
あ
り
地
元
に
根
付
い
た

大
蛇
を
退
治
し
た
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
・
ス
サ
ノ
オ
は
民
衆
が
望
む
古
く
て
新
し
い
神
と
し
て
再
び
脚
光
を
浴
び
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
大
社
は
「
出
雲
の
国
第
一
の
霊
神
・
一
の
宮
」
と
も
称
さ
れ
「
第
一
の
伽
藍
」
と
と
も
に
両
者
は
対
応
し
な
が
ら
時
に
一
体

と
な
っ
て
、
権
威
を
高
め
あ
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
世
の
国
引
き
神
話
は
三
百
年
も
の
間
出
雲
国
内
外
で
語
り
続
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
両
者
は
神
仏
を
隔
離
し
な
が
ら

不
即
不
離
・
表
裏
一
体
を
保
っ
て
い
く
。
従
っ
て
大
社
境
内
に
は
仏
教
施
設
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
る
の
は
戦
国
時
代
、
領
主
争
い
が
続
く
な
か
、
そ
の
力
を
発
揮
し
た
尼
子
氏
の
力
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
。

　

権
力
を
握
っ
た
尼あ

ま

子ご

経つ
ね

久ひ
さ

の
代
表
的
な
行
為
を
二
つ
あ
げ
ま
す
と
、
一
五
二
七
年
に
大
社
境
内
に
三
重
塔
を
建
立
。
ま
た
千
百
人
の
僧

侶
を
集
め
、
十
二
日
間
で
一
万
部
の
法
華
経
を
読
誦
す
る
行
事
を
一
五
二
二
年
か
ら
一
五
三
〇
年
の
八
年
間
に
三
度
実
行
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
、
大
社
は
尼
子
氏
一
族
の
繁
栄
を
祈
る
場
所
と
な
り
、
同
時
に
新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た
こ
と
を
国
内
外
に
標
榜
す
る
舞
台
と

も
な
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
姿
や
政
治
体
制
は
江
戸
初
期
に
再
び
大
き
な
変
化
を
見
せ
ま
す
。
そ
れ
は
、
毛
利
氏
の
前
に
尼
子
が
降
伏
し
た
こ
と
を

発
端
と
し
ま
す
。

　

支
配
者
が
変
わ
り
太
閣
検
知
も
実
施
さ
れ
、
寛
文
年
間
一
六
六
一
年
か
ら
造
営
遷
宮
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
仏
教
施
設
の
撤
去
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
あ
の
三
重
塔
も
ご
神
木
調
達
の
た
め
、
但た

じ

馬ま
の

国く
に

兵
庫
県
北
部
の
妙
見
山
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
な
大
社
で
の
寺
院
的
景
観
は
一
掃
さ
れ
一
六
六
七
年
に
完
全
に
「
中
世
神
話
」
の
世
界
は
終
り
を
迎
え
ま
す
。

02-04　米田.indd   42 2020/06/30   11:13



43 出雲大社の法華経（米田）

　

さ
て
、
そ
れ
か
ら
三
百
五
十
年
を
経
た
二
〇
一
六
〜
一
七
年
度
に
お
い
て
、
出
雲
大
社
境
内
遺
跡
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
初
め
て
「
一
字
一
石
経
」
が
出
土
し
そ
の
石
に
書
写
さ
れ
た
経
典
は
法
華
経
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
重
塔
を
失
い
仏
教
色
が
消
え
て
し
ま
っ
て
も
、
自
主
的
に
懸
命
に
法
華
経
信
仰
の
道
を
歩
ん
で
い
た
人
達
が
い
た
の
で
す
。
な
ぜ
な

ら
ば
戦
乱
の
時
代
か
ら
続
く
多
く
の
混
乱
の
中
を
生
き
抜
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
信
仰
の
力
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

で
は
、
戦
乱
以
外
の
二
つ
の
「
中
世
の
乱
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
一
つ
が
災
害
・
干
ば
つ
・
飢
饉
で
す
。
そ
れ
は
連
続
し
長
期

化
し
規
模
を
大
き
く
し
て
い
き
ま
す
が
、
大
社
か
ら
近
い
所
を
あ
げ
れ
ば
石
見
銀
山
で
起
き
た
山
津
波
で
は
、
千
三
百
人
を
超
え
る
人
が

命
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
大
陀
神
話
の
斐
伊
川
は
戦
国
末
期
か
ら
五
十
年
ほ
ど
の
間
に
九
度
の
氾
濫
を
繰
り
返
し
（
一
六
三
〇
年
か

ら
十
年
の
間
に
は
四
回
）
大
社
近
く
の
日
本
海
へ
の
流
れ
を
ほ
ぼ
真
東
の
宍
道
湖
に
向
き
を
変
え
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
に
は
連
鎖
し
日

常
化
す
る
「
国
土
の
乱
れ
」
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
民
衆
の
様
子
を
大
社
門
前
町
を
通
し
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
場
所
は
大
社
参
詣
者
を
も
て
な
す
場
所
で
あ
り
、
仏
教
行
事
に

参
加
す
る
人
を
迎
え
入
れ
る
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
に
ぎ
わ
い
の
場
所
は
同
時
に
、
山
陰
屈
指
の
商
業
都
市
と
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
陸
路
だ
け
で
な
く
日
本
海
に
ご
く
近
い
場
所
に
あ
る
大
社
は
、
航
路
発
達
と
と
も
に
物
資
供
給
基
地
と
な
り
商
人
が
ひ
し

め
い
て
い
ま
し
た
。
加
え
て
十
六
世
紀
後
半
石
見
銀
山
は
「
シ
ル
バ
ー
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
も
言
え
る
現
象
を
見
せ
、
巨
大
都
市
を
誕
生
さ
せ

ま
し
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
人
や
物
が
出
雲
を
往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
一
五
五
八
年
、
つ
い
に
尼
子
氏
は
杵
築
門
前
町
に
対
し
二
十
五
ヶ
条
に

も
及
ぶ
法
度
を
発
令
し
ま
す
。
そ
の
条
文
は
参
詣
者
の
宿
泊
に
関
す
る
件
、
同
じ
宿
に
泊
ま
る
こ
と
、
宿
泊
者
を
争
奪
し
な
い
こ
と
に
始

ま
り
紛
議
・
紛
争
に
関
す
る
罰
則
規
定
が
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

即
ち
出
雲
大
社
の
門
前
は
「
秩
序
の
乱
れ
」
も
日
常
化
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
混
乱
・
混
迷
の
中
を
必
死
に
生

き
る
中
世
人
の
姿
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
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中
世
の
「
も
う
一
つ
の
国
引
き
神
話
」
は
戦
国
時
代
に
入
り
、
時
の
為
政
者
に
よ
っ
て
、
大
き
な
役
割
を
得
て
出
雲
大
社
自
体
を
仏
教

色
に
染
め
ま
す
。

　

時
は
流
れ
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
新
た
な
支
配
者
と
制
度
に
よ
っ
て
大
社
は
仏
教
を
排
除
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
は
大
き
な
上
か
ら
の
力
で
一
気
に
起
き
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
社
会
全
体
の
本
質
、
即
ち
そ
こ
に
生
き
続
け
る
人
々

の
心
や
生
活
は
一
朝
一
夕
に
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

出
雲
の
民
衆
も
そ
う
で
し
た
。
た
と
え
三
重
塔
を
失
っ
て
も
混
沌
の
中
を
苦
悩
す
る
だ
け
で
な
い
信
仰
に
よ
る
力
強
い
生
命
力
を
持
っ

て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
力
の
源
は
何
事
に
も
屈
服
し
な
い
地
元
密
着
の
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
・
ス
サ
ノ
オ
の
存
在
で
あ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
で
何
事
に
も
ど
ん

な
命
に
も
慈
悲
深
き
人
で
あ
れ
と
教
え
る
法
華
経
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
ど
と
い
う
意
味
は
知
ら
ず
と
も
そ
の
時
、
そ
の
人
々
は
実
行
し
て
い
た
の
で
す
。
三
重
塔
の
近
く
に
流
れ
る
川
で

き
れ
い
な
石
を
見
つ
け
て
は
法
華
経
の
一
文
字
を
書
き
大
き
め
の
広
た
い
石
を
見
つ
け
て
は
日
蓮
宗
の
お
題
目
を
刻
ん
だ
の
で
す
。

　

小
湊
、
身
延
そ
し
て
、
こ
こ
池
上
か
ら
も
遠
く
離
れ
た
出
雲
で
懸
命
に
生
き
て
い
た
人
達
の
姿
は
令
和
を
生
き
る
私
達
に
大
切
な
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

混
迷
・
混
乱
か
ら
共
生
・
安
穏
と
い
う
「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
し
あ
わ
せ
」
に
な
る
た
め
に
は
「
四
表
の
靜
謐
」
を
掲
げ
る
法
華
経
の
研

鑽
と
布
教
に
か
か
っ
て
い
る
と
、
こ
の
た
び
改
め
て
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　

十
月
は
出
雲
は
神
在
月
で
す
。
特
別
な
こ
の
時
に
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆
様
そ
し
て
、
ご
聴
聞
い
た
だ

き
ま
し
た
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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