
　

京
都
特
別
公
開
講
座
「
今
な
ぜ
日
蓮
学
か
」
の
ト
ッ
ブ
バ
ッ
タ
ー
と
し
て
、「
日
蓮
学
入
門
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、「
日
蓮
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

来
年
、
平
成
二
九
年
度
か
ら
、
身
延
山
大
学
は
従
来
の
一
学
部
二
学
科
の
体
制
（
仏
教
学
部
仏
教
学
科
と
福
祉
学
科
）
を
改
め
、
一
学
部
一
学
科
三

専
攻
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
学
部
仏
教
学
科
の
中
に
日
蓮
学・

仏
教
芸
術・

福
祉
学
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
仏
教
学
部
仏
教
学
科
宗
学
コ
ー
ス
は
、

日
蓮
学
専
攻
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
は
日
蓮
学
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
学
問
で
し
ょ
う
か
。
大
学
案
内
の
説
明
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
と
、「
法
華
経
に

基
づ
く
日
蓮
聖
人
の
思
想
と
生
き
方
を
学
修
し
、
日
蓮
仏
教
の
核
で
あ
る
菩
薩
行
に
基
づ
い
て
、
衆
生
救
済
と
い
う
社
会
貢
献
を
学
究
実
践
す
る
学

問
」、
端
的
に
言
え
ば
、
理
論
と
実
践
を
兼
修
す
る
学
問
だ
と
い
え
ま
す
。
逆
に
詳
し
く
い
い
ま
す
と
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
日
蓮
聖
人
の
仏
教
を

理
解
す
る
た
め
に
、
知
識
と
し
て
必
要
な
学
問
分
野
は
、
第
一
に
イ
ン
ド・

中
国・

日
本
に
至
る
仏
教
史
、
第
二
に
日
本
中
世
史
、
第
三
に
仏
教
用
語

に
関
す
る
基
礎
的
知
識
、
第
四
に
法
華
経
の
教
え
、
第
五
に
中
国・

日
本
天
台
の
教
学
、
そ
し
て
第
六
に
日
蓮
聖
人
の
御
生
涯
に
関
す
る
知
識
で
す
。

日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
を
拝
読
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
知
識
を
基
礎
と
し
て
身
に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
少
し
大
風
呂
敷
を

広
げ
た
観
が
あ
り
ま
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
仏
教
を
理
解
し
、
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
、
総
合
的
に
学
修
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
回
の
講
座
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
仏
教
の
核
心
で
あ
る
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
、「
な
ぜ
日

身
延
山
大
学
京
都
特
別
公
開
講
座
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
）

日
蓮
学
入
門
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蓮
宗
で
は
『
法
華
経
』
を
信
仰
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
、
そ
れ
か
ら
第
二
に
「
な
ぜ
お
題
目
を
唱
え
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
す
（
本
稿

で
は
第
一
の
問
題
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
）。
身
延
山
大
学
で
は
、
こ
の
日
蓮
仏
教
の
主
要
な
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
九
十
分
の
授
業
を
前
期

十
五
回
、
後
期
十
五
回
お
こ
な
っ
て
修
得
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
今
回
は
講
義
一
回
分
の
時
間
、
九
十
分
で
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本

当
に
要
点
だ
け
で
説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
い
さ
さ
か
雑
駁
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
わ
か
り
や
す
さ
を
心
が
け
て
ま
い
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

一
、
正
し
い
教
え
を
知
る

　

現
在
、
日
本
仏
教
に
は
多
く
の
「
宗
派
」
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
宗
派
は
日
本
中
世
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
日
本
仏
教
の
特
徴
と
も
い
え

る
で
し
ょ
う
。
中
学
の
日
本
史
で
習
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
奈
良
時
代
の
「
南
都
六
宗
」
は
有
名
で
す
。
こ
の
頃
の
宗
派
は
「
学
派
」
の
こ
と
で
、
華

厳
宗・

三
論
宗・

法
相
宗・

律
宗・

倶
舎
宗・
成
実
宗
と
い
っ
た
宗
派
が
あ
り
ま
し
た
。
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
学
派
が
一

つ
の
教
団
へ
と
発
展
し
て
い
く
時
代
が
訪
れ
ま
す
。
平
安
時
代
で
す
。
こ
こ
で
は
日
本
の
仏
教
史
を
大
き
く
捉
え
て
い
き
ま
す
が
、
平
安
時
代
は
天
台

宗
と
真
言
宗
の
時
代
で
す
。
天
台
宗
（
本
山
は
京
都
と
滋
賀
に
ま
た
が
る
比
叡
山
延
暦
寺
で
す
）
は
伝
教
大
師
最
澄
が
開
い
た
日
本
の
仏
教
総
合
大
学

と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
後
に
多
く
の
名
僧
を
排
出
し
ま
す
。
他
方
の
真
言
宗
の
本
山
は
、
ご
存
じ
の
通
り
、
弘
法
大
師
空
海
が
開
い
た
和
歌
山
県
に
あ

る
高
野
山
金
剛
峯
寺
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
仏
教
経
典
に
は
い
く
つ
か
の
分
類
方
法
が
あ
り
ま
す
。
古
来
、「
三
蔵
」
と
い
わ
れ
、
経
典
（
経
）・

戒
律
書
（
律
）・

経
典
の
解
説
書

（
論
）
の
三
種
を
含
め
て
聖
典
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
都
六
宗
に
当
て
は
め
ま
す
と
、
華
厳
宗
は
経
、
律
宗
は
戒
律
、
三
論
宗・

法
相
宗・

倶
舎
宗・

成

実
宗
は
論
の
学
派
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
イ
ン
ド
仏
教
史
を
詳
細
に
述
べ
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
が
て
、
経
典
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
釈
尊
以
降
、
教
団
内
部
で
分
裂
が
起
こ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
分
裂
の
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
が
編
纂
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
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僧
侶
と
呼
ば
れ
る
出
家
者
た
ち
は
、
通
常
、
自
ら
ブ
ッ
ダ
＝
覚
者
と
な
る
べ
く
瞑
想
修
行
に
励
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
、
出
家
者
だ
け
の
閉
鎖
的
な
仏

教
で
は
な
く
、
在
家
者
た
ち
、
一
般
の
人
々
に
対
し
て
も
教
え
を
説
き
、
救
済
し
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
僧
侶
た
ち
が
、

自
己
の
成
仏
だ
け
を
目
的
と
し
て
修
行
し
て
い
る
僧
侶
た
ち
に
対
し
て
つ
け
た
蔑
称
が
「
小
乗
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
大

乗
」
と
名
乗
り
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
仏
教
が
正
し
く
、
優
れ
て
い
る
と
い
う
差
別
化
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
顕
教
と
密
教
」「
教
家
と
禅

家
」
な
ど
（
後
者
が
前
者
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
の
も
と
に
付
け
た
名
称
で
す
）
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

仏
教
の
分
裂
が
も
た
ら
し
た
区
別
化・

差
別
化
の
歴
史
は
、
日
本
に
多
く
の
仏
典
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
に
さ
ま
ざ
ま

な
宗
派
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
具
体
的
に
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
末
期
ま
で
に
は
、

浄
土
宗・

臨
済
宗・

曹
洞
宗・
浄
土
真
宗
な
ど
、
現
在
活
動
し
て
い
る
仏
教
宗
派
が
誕
生
し
て
い
き
ま
す
。
で
は
、
日
蓮
聖
人
が
出
家
さ
れ
た
時
代
は

ど
の
よ
う
な
宗
派
が
活
動
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
五
五
歳
の
時
（
建
治
二
年
〈
一
二
七
六
〉）
に
書
か
れ
た
『
報
恩
抄
』
に
確
認
で

き
ま
す
。

我
が
宗
こ
そ
一
代
の
心
は
え
た
れ
え
た
れ
等
云
云
。
所
謂
華
厳
宗
の
杜
順・

智
儼・

法
蔵・

澄
観
等
、
法
相
宗
の
玄
奘・

慈
恩・

智
周・

智
昭
等
、

三
論
宗
の
興
皇・

嘉
祥
等
、
真
言
宗
の
善
無
畏・

金
剛
智・
不
空・

弘
法・

慈
覚・

智
証
等
、
禅
宗
の
達
磨・

慧
可・

慧
能
等
、
浄
土
宗
の
導
綽・

善
導・

懐
感・

源
空
等
。
此
等
の
宗
々
み
な
本
経
本
論
に
よ
り
て
我
も
我
も
一
切
経
を
さ
と
れ
り
、
仏
意
を
き
は
め
た
り
と
云
云
。

【
現
代
語
訳
】

大
乗
の
七
宗
は
い
ず
れ
も
自
讃
ば
か
り
し
て
、「
私
た
ち
の
宗
こ
そ
仏
の
一
代
の
心
を
得
た
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

華
厳
宗
の
杜
順・

智
儼・

法
蔵・

澄
観
な
ど
、
法
相
宗
の
玄
奘・

慈
恩・
智
周・
智
昭
な
ど
、
三
論
宗
の
興
皇・

嘉
祥
な
ど
、
真
言
宗
の
善
無
畏・

金
剛
智・

不
空・

弘
法・

慈
覚・

智
証
な
ど
、
禅
宗
の
達
磨・

慧
可・

慧
能
な
ど
、
浄
土
宗
の
道
綽・

善
導・

懐
感・

源
空
な
ど
の
人
び
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
の
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
経
典
や
論
釈
を
根
拠
と
し
て
、
だ
れ
も
か
れ
も
が
「
一
切
経
を
悟
っ
た
、
仏
の
本
意
を
究
め
た
」
と
言
っ
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て
い
る
。

　

日
蓮
聖
人
の
時
代
に
知
ら
れ
て
い
た
宗
派
は
、
南
都
六
宗・

天
台
宗・

真
言
宗
は
も
と
よ
り
、
禅
宗
と
浄
土
宗
も
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で

大
乗
仏
教
だ
け
に
焦
点
を
当
て
ら
れ
、
華
厳
宗・

法
相
宗・

三
論
宗・

真
言
宗・

禅
宗・

浄
土
宗
に
「
釈
尊
の
正
し
い
教
え
（
正
法
）」
を
求
め
ら
れ
た

わ
け
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
勉
学
を
励
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
清
澄
寺
は
、
当
時
天
台
宗
の
寺
院
で
し
た
か
ら
、
天
台
宗
の
教
義
は
当
然
熟
知
さ
れ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
正
法
を
求
め
て
大
乗
仏
教
の
各
宗
派
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
勉
強
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
た
ち
が
一
番
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
確
か
に
ど
の
宗
派
を
信
じ
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

で
は
ど
う
す
る
の
か
。

い
か
ん
が
せ
ん
と
疑
と
こ
ろ
に
、
一
の
願
を
立
。
我
れ
八
宗
十
宗
に
随
は
じ
。
天
台
大
師
の
専
ら
経
文
を
師
と
し
て
一
代
の
勝
劣
を
か
ん
が
へ
し

が
ご
と
く
、
一
切
経
を
開
き
み
る
に
、
涅
槃
経
と
申
経
に
云
、
依
法
不
依
人
等
云
云
。
依
法
と
申
は
一
切
経
、
不
依
人
と
申
は
仏
を
除
き
奉
て
外

の
普
賢
菩
薩・

文
殊
師
利
菩
薩
乃
至
上
に
あ
ぐ
る
と
こ
ろ
の
諸
人
師
な
り
。
此
経
に
又
云
、
依
了
義
経
不
依
不
了
義
経
等
云
云
。
此
経
に
指
と
こ

ろ
了
義
経
と
申
は
法
華
経
、
不
了
義
経
と
申
は
華
厳
経・
大
日
経・

涅
槃
経
等
の
已
今
当
の
一
切
経
な
り
。
さ
れ
ば
仏
の
遺
言
を
信
ず
る
な
ら
ば
、

専
ら
法
華
経
を
明
鏡
と
し
て
一
切
経
の
心
を
ば
し
る
べ
き
か
。
随
て
法
華
経
の
文
を
開
き
奉
れ
ば
、
此
法
華
経
於
諸
経
中
最
在
其
上
等
云
云

【
現
代
語
訳
】

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
諸
宗
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
仏
の
御
本
意
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
と
思
い
悩
み
、
一

つ
の
願
を
立
て
た
。
私
は
八
宗
、
十
宗
に
は
従
わ
な
い
。
天
台
大
師
が
も
っ
ぱ
ら
経
文
を
師
と
し
て
一
代
聖
教
の
勝
劣
を
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、

仏
の
教
え
に
立
脚
し
て
仏
道
を
求
め
て
い
こ
う
。
こ
の
よ
う
に
決
意
し
一
切
経
を
開
き
見
る
と
、『
涅
槃
経
』
と
い
う
経
典
に
、「
法
に
依
り
、
人

に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
如
来
性
品
）
と
説
か
れ
て
い
る
。「
法
に
依
れ
」
と
は
仏
の
説
か
れ
た
一
切
経
に
依
れ
、「
人
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
」
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と
は
仏
以
外
の
普
賢
菩
薩・

文
殊
師
利
菩
薩
な
ど
の
菩
薩
や
前
に
あ
げ
た
諸
の
人
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ

く
涅
槃
経
に
「
了
義
経
（
真
理
を
説
き
明
か
し
た
経
）
に
依
り
、
不
了
義
経
（
方
便
の
教
え
を
説
い
た
経
）
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
如
来
性

品
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
『
涅
槃
経
』
が
説
い
て
い
る
了
義
経
と
は
『
法
華
経
』、
不
了
義
経
と
は
『
華
厳
経
』『
大
日
経
』『
涅
槃
経
』
な
ど

の
已
今
当
（『
法
華
経
』
の
前
後
に
説
か
れ
た
経
）
の
諸
経
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
の
遺
言
（『
涅
槃
経
』）
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
も
っ
ぱ
ら

『
法
華
経
』
を
明
鏡
と
し
て
一
切
経
の
心
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
『
法
華
経
』
の
文
を
開
き
見
る
と
、「
こ
の
『
法
華
経
』
は
諸
経
の
中

で
も
っ
と
も
上
位
に
あ
る
」（
薬
王
菩
薩
本
事
品
）
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

日
蓮
聖
人
は
「
自
分
で
す
べ
て
の
仏
典
を
読
み
、
正
し
い
教
え
を
知
る
し
か
な
い
、
そ
れ
は
、
中
国
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
る
天
台
大
師
智
顗
も
行
っ

た
こ
と
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
す
。
こ
れ
は
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
大
変
な
勉
強
で
は
あ
り
ま
す
が
、
確
実
に
「
釈
尊
の
正
し
い
教
え
」

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
中
間
に
一
切
他
の
人
々
の
解
釈
や
意
見
が
入
ら
な
い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
釈
尊
一
人
に
従
え
ば
い

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
蓮
聖
人
の
回
想
か
ら
、
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
「
日
蓮
聖
人
は
す
べ
て
の
お
経
を
読
ん
で
、
正
し
い
教
え
を
知
っ

た
」
と
い
う
こ
と
、
二
つ
目
は
「
釈
尊
は
ご
遺
言
（『
涅
槃
経
』）
で
、〈
私
の
教
え
に
従
っ
て
、
人
に
従
う
な
〉
と
説
か
れ
、〈
方
便
を
用
い
て
い
な
い

教
え
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
日
蓮
聖
人
が
と
っ
た
方
法
の
根

拠
に
な
っ
て
お
り
、
翻
っ
て
そ
の
方
法
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、『
妙
法
蓮
華
経
』
と
い
う
教
え
が
釈
尊
が
最

も
説
き
た
か
っ
た
教
え
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
で
は
、
日
蓮
聖
人
が
「
明
鏡
」
と
譬
え
ら
れ
る
『
法
華
経
』
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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二
、
経
典
に
は
説
か
れ
た
順
序
が
あ
る

　

資
料
に
引
用
し
て
い
る
『
報
恩
抄
』
の
後
半
部
分
を
読
ん
で
み
る
と
、「
已
今
当
」
と
い
う
経
文
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
法
師
品
第

十
、「
已
に
説
き
、
今
説
き
、
当
に
説
か
ん
」
と
い
う
経
文
の
こ
と
で
、
釈
尊
の
教
え
に
は
時
間
経
過
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
他
に
も
、
信
解
品
第
四
の
「
長
者
窮
子
の
喩
え
」
で
は
、
父
で
あ
る
長
者
が
、
自
分
の
こ
と
を
父
親
だ
と
気
づ
い
て
い
な
い
窮
子
（
貧
し
い
子
供
）

を
、
少
し
ず
つ
気
づ
か
せ
て
い
く
と
い
う
話
が
説
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
同
じ
意
味
を
示
す
経
文
で
、「
釈
尊
の
教
え
に
は
順
番
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
教
え
を
聞
く
者
た
ち
が
一
様
で
は
な
い
た
め
で
、
相
手
の
能
力
に
合
わ
せ
て
段
階
的
に
説
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
こ
と
を
三
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
押
さ
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
法
華
経
』
を
読
ん
で
わ
か
る
こ
と
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
釈
尊
が
残
さ
れ
た
言
葉
、「
方
便
の
教
え
に
従
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
戒
め
の
言
葉

が
示
す
「
方
便
の
教
え
」
と
は
、
ど
の
経
典
の
こ
と
を
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
資
料
に
は
あ
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
同
じ
法
師
品
第
十
に
「
こ
の
経
は
方

便
の
門
を
開
い
て
真
実
の
相
を
示
し
た
も
う
」
と
い
う
経
文
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、『
法
華
経
』
に
は
真
実
の
教
え
が
説
か
れ
て
お
り
、『
法
華
経
』

が
説
か
れ
る
以
前
の
教
え
、
そ
れ
か
ら
『
法
華
経
』
以
後
の
教
え
に
は
釈
尊
の
真
意
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、「
已

説
今
説
当
説
」
の
経
文
に
つ
い
て
、
中
国
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
る
天
台
大
師
智
顗
は
『
法
華
経
』
の
経
文
を
講
義
し
た
際
に
（
こ
の
講
義
録
を
『
妙
法

蓮
華
経
文
句
』、
略
し
て
『
法
華
文
句
』
と
い
い
ま
す
）、『
法
華
経
』
は
こ
の
三
つ
の
時
間
に
当
て
は
ま
ら
ず
、
釈
尊
本
意
の
最
高
の
教
え
で
あ
る
こ
と

を
読
み
取
っ
て
い
ま
す
。

　

釈
尊
は
仏
と
な
る
た
め
の
教
え
を
、
段
階
的
に
説
い
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
当
然
、
仏
に
な
る
た
め
の
教
え
は
大
変
難
し
く
、
理
解
す

る
た
め
に
は
困
難
を
極
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
は
わ
か
り
や
す
く
、
だ
ん
だ
ん
と
難
し
く
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
私
た
ち
の
よ
う

な
煩
悩
の
塊
に
は
、
自
分
の
修
行
を
全
う
す
る
こ
と
す
ら
難
し
い
。
仏
道
修
行
者
の
段
階
に
は
四
つ
の
段
階
が
あ
っ
て
、「
四
聖
」
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
下
か
ら
声
聞・

縁
覚
（
辟
支
仏
、
独
覚
）・

菩
薩・

仏
と
い
う
順
に
階
段
を
上
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
最
下
位
で
あ
る
声
聞
で
す
ら
あ
る
程
度
煩
悩
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を
滅
し
た
修
行
者
で
す
か
ら
、
欲
望
ま
み
れ
の
現
代
社
会
に
お
い
て
、
な
ろ
う
と
し
て
も
簡
単

に
な
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
煩
悩
か
ら
離
れ
、
自
分
の
修
行
を
達
成
し
た
後
に
、
や
が

て
、
そ
の
経
験
知
を
他
者
の
た
め
に
施
し
て
い
く
段
階
、
菩
薩
と
し
て
の
生
き
方
が
訪
れ
ま
す
。

『
法
華
経
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
こ
の
経
典
が
「
教
菩
薩
法
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ブ
ッ
ダ
＝
覚
者
と
な
る
最
終
段
階
の
教
え
、
そ
れ
が
『
法
華
経
』
な
の
で
す
。
こ
れ
が
四
つ
目

の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
釈
尊
は
相
手
の
能
力
に
合
わ
せ
て
段
階
的
に
教
え
を
説
か
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
経
典
の
内
容
は
簡
単
な
も
の
（
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
簡
単
と
い
っ
て
も

私
た
ち
煩
悩
の
塊
に
は
実
現
困
難
な
教
え
で
す
）
か
ら
、
高
度
な
も
の
へ
と
推
移
し
て
い
く
。

そ
の
最
終
段
階
で
説
か
れ
る
教
え
が
『
法
華
経
』
で
あ
る
。『
法
華
経
』
は
釈
尊
が
最
も
伝
え
た

か
っ
た
教
え
で
す
。
そ
の
証
拠
に
釈
尊
は
自
ら
の
意
思
で
、
相
手
の
能
力
に
合
わ
せ
る
こ
と
な

く
教
え
を
説
か
れ
る
わ
け
で
す
（
こ
れ
を
「
無
問
自
説
」「
随
自
意
」
と
い
い
、
弟
子
た
ち
の
質

問
に
答
え
る
形
式
を「
随
問
而
説
」、相
手
に
合
わ
せ
て
説
く
こ
と
を「
随
他
意
」と
い
い
ま
す
）。

　

す
べ
て
の
経
典
を
読
破
し
、
内
容
に
よ
っ
て
、
説
か
れ
た
順
番
を
考
え
て
整
理
す
る
。
中
国

を
経
由
し
て
伝
播
し
て
き
た
仏
典
は
、
東
ア
ジ
ア
に
多
く
の
漢
訳
経
典
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

漢
訳
が
進
め
ら
れ
た
中
国
で
も
、
最
も
正
し
い
教
え
は
ど
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
考
え
た
よ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、
経
典
の
整
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
整
理
の

こ
と
を
「
教
相
判
釈
（
略
し
て
教
判
）」
と
い
い
ま
す
。
天
台
大
師
智
顗
に
よ
る
と
、
当
時
十
種

類
の
教
判
（
こ
れ
を
天
台
大
師
は
「
南
三
北
七
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
）
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

写真１
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で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
智
顗
は
自
ら
も
教
判
理
論
を
立
て
ま
し
た
。
そ
の

名
称
が
「
五
時
八
教
判
」
で
す
。
ま
ず
「
五
時
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
釈

尊
が
悟
り
を
開
い
て
か
ら
後
の
時
間
を
五
つ
に
分
け
、
経
典
を
そ
の
時
間

に
配
置
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の
名
称
は
、
ほ
ぼ
経
典
に
基
づ
い

て
お
り
、
華
厳
時・
阿
含
時・

方
等
時・

般
若
時・

法
華
涅
槃
時
と
な
っ

て
い
ま
す
。「
八
教
」
は
、
教
え
の
内
容
（
こ
れ
を
「
化
法
の
四
教
」
と
い

い
ま
す
）、
教
え
が
説
か
れ
る
形
式
（
こ
れ
を
「
化
儀
の
四
教
」
と
い
い
ま

す
）
の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
づ
つ
に
分
類
し
た
も
の
が
「
八
教
」
で
、

前
者
が
蔵
教・

通
教・

別
教・

円
教
、
後
者
が
頓
教・

漸
教・

秘
密
不
定

教・

顕
露
不
定
教
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
八
教
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
ま

せ
ん
が
、
天
台
大
師
智
顗
の
五
時
判
に
基
づ
い
て
、
日
蓮
聖
人
が
五
時
を

図
式
化
さ
れ
た
も
の
が
『
一
代
五
時
図
』『
一
代
五
時
鶏
図
』
な
ど
で
す
。

（
写
真
１・

２
）

⑴　
『
一
代
五
時
図
』

（
御
真
蹟
一
〇
紙
中
山
法
華
経
寺
蔵
、
文
永
五
年
〈
一
二
六
八
〉
頃
、

日
蓮
聖
人
四
七
歳
）

⑵　
『
一
代
五
時
鶏
図
』　

定
本
第
三
巻　

図
録
二
〇

（
建
治
元
年
〈
一
二
七
五
〉、
五
四
歳
）

写真２
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も
ち
ろ
ん
、
天
台
大
師
の
時
代
と
日
蓮
聖
人
の
時
代
で
は
年
数
に
六
百
年
以
上
の
開
き
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
各
時
間
に
配
置
さ
れ
て
い
る
経
典
に
違

い
が
見
ら
れ
ま
す
。
と
り
わ
け
方
等
時
に
分
類
さ
れ
て
い
る
経
典
は
他
の
時
間
、
華
厳・

阿
含・

般
若・

法
華
涅
槃
と
い
う
経
典
の
名
称
で
示
さ
れ
た

時
間
に
入
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
場
合
、
奈
良・

平
安
時
代
以
降
の
日
本
の
各
宗
派
が
研
究
、
あ
る
い
は
信

仰
し
て
い
た
経
典
が
す
べ
て
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』
の
浄
土
三
部
経
、『
大
日
経
』

『
金
剛
頂
経
』
と
い
っ
た
密
教
経
典
な
ど
で
す
。
写
真
２
の
『
一
代
五
時
鶏
図
』
を
確
認
す
る
と
、『
法
華
経
』
と
い
う
名
称
の
周
辺
に
、『
法
華
経
』
こ

そ
が
釈
尊
の
正
し
い
教
え
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
経
文
が
多
数
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
経
文
は
『
法
華
経
』
か
ら
日
蓮
聖
人
が
抜
粋
さ

れ
た
も
の
で
す
が
、
元
を
た
ど
れ
ば
、
釈
尊
ご
自
身
が
語
ら
れ
た
訳
で
す
か
ら
、
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的

に
『
法
華
経
』
だ
け
に
説
か
れ
、
他
の
経
典
に
は
見
ら
れ
な
い
優
れ
た
教
え
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

三
、『
法
華
経
』
と
他
の
経
典
の
違
い

　

天
台
大
師
智
顗
は
、「
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
題
目
の
五
文
字
を
注
釈
す
る
た
め
に
、
十
巻
に
渡
る
膨
大
な
講
義
録
を
残
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
『
妙
法

蓮
華
経
玄
義
』（『
法
華
玄
義
』
と
略
し
ま
す
）
と
い
い
ま
す
。
天
台
大
師
は
『
法
華
経
』
と
他
の
経
典
の
違
い
に
つ
い
て
三
点
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
れ

を
「
三
種
教
相
」
と
い
い
ま
す
。
第
一
に
『
法
華
経
』
は
教
え
と
聞
く
人
の
能
力
が
融
通
し
合
っ
て
い
る
（
根
性
融
不
融
相
）、
第
二
に
『
法
華
経
』
は

釈
尊
が
い
つ
か
ら
私
た
ち
衆
生
を
導
き
始
め
、
成
仏
さ
せ
る
の
か
を
明
示
し
て
い
る
（
化
道
始
終
不
始
終
相
）、
第
三
に
『
法
華
経
』
は
は
じ
め
て
久
遠

の
釈
尊
と
遠
い
昔
か
ら
教
え
導
い
て
き
た
弟
子
た
ち
を
明
ら
か
に
し
た
（
師
弟
遠
近
不
遠
近
相
）、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
三
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ

『
法
華
経
』
の
各
章
に
説
か
れ
て
い
る
内
容
で
、
第
一
点
目
は
信
解
品
第
四
、
第
二
は
化
城
喩
品
第
七
、
そ
し
て
第
三
は
如
来
寿
量
品
第
十
六
に
あ
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
、
中
国
天
台
宗
第
六
祖
の
妙
楽
大
師
湛
然
と
い
う
方
が
、
天
台
大
師
の
『
法
華
文
句
』
に
注
釈
を
加
え
、『
妙
法
蓮
華
経
文
句
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記
』（『
法
華
文
句
記
』
と
略
し
ま
す
）
を
著
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
妙
楽
大
師
は
、『
法
華
経
』
と
他
の
経
典
の
違
い
を
二
十
項
目
（
こ
れ
を
「
十
双

歎
」
と
い
い
ま
す
）
指
摘
し
ま
し
た
。
す
べ
て
に
つ
い
て
説
明
し
ま
せ
ん
が
、
二
十
項
目
の
中
で
、
天
台
大
師
が
指
摘
す
る
三
項
目
と
共
通
し
、
日
蓮

聖
人
も
ご
指
摘
に
な
る
項
目
に
つ
い
て
あ
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①　

仏
の
種
を
失
っ
た
修
行
者
、
声
聞
と
縁
覚
が
未
来
に
成
仏
で
き
る
こ
と
が
確
約
さ
れ
る
。

　
（
方
便
品
第
二
～
授
学
無
学
人
記
品
第
九
）
＝
二
乗
作
仏

②　

釈
尊
は
遠
い
昔
に
仏
と
な
り
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
娑
婆
世
界
で
ず
っ
と
教
え
を
説
い
て
い
る
。
仏
と
な
る
前
の
菩
薩
と
し
て
の
修
行
期
間
は
そ

の
倍
以
上
で
あ
る
。（
如
来
寿
量
品
第
十
六
）
＝
久
遠
実
成

③　

提
婆
達
多
成
仏
：
釈
尊
を
傷
つ
け
、
教
団
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
悪
人・

提
婆
達
多
が
仏
に
な
れ
る
。（
提
婆
達
多
品
第
十
二
）
＝
悪
人
成
仏

④　

龍
王
の
娘
で
あ
る
龍
女
が
仏
に
な
っ
た
。（
提
婆
達
多
品
第
十
二
）
＝
龍
女
成
仏・

女
人
成
仏

⑤　

釈
尊
の
お
経
に
は
説
か
れ
る
順
番
が
あ
る
が
、
過
去・

現
在・

未
来
の
教
え
の
中
で
、『
法
華
経
』
こ
そ
が
釈
尊
の
真
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
最

も
大
切
な
教
え
で
あ
る
。（
法
師
品
第
十
）
＝
已
説
今
説
当
説

⑥　

釈
尊
が
娑
婆
世
界
に
住
む
私
た
ち
衆
生
を
導
き
続
け
て
い
る
時
間
の
永
さ
を
表
す
。（
化
城
喩
品
第
七
）
＝
三
千
塵
点
劫

⑦　

釈
尊
が
覚
り
を
得
て
か
ら
経
過
し
た
時
間
と
娑
婆
世
界
に
住
む
私
た
ち
衆
生
と
関
係
し
続
け
て
い
る
時
間
の
永
さ
を
表
す
。（
如
来
寿
量
品
第
十

六
）
＝
五
百
億
塵
点
劫

　

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
①
は
「
二
乗
に
近
記
を
与
え
る
」
と
い
う
文
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
専
門
用
語
で
「
二
乗
作
仏
」
と

い
い
、
二
乗
と
は
先
に
も
述
べ
ま
し
た
声
聞
と
縁
覚
と
い
う
修
行
段
階
の
人
々
を
指
し
ま
す
。
正
確
に
は
声
聞
乗
と
縁
覚
乗
で
す
。
こ
の
二
種
の
人
々

は
、『
法
華
経
』
以
前
に
説
か
れ
た
経
典
で
は
仏
に
な
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
分
が
悟
る
た
め
に
一
所
懸
命
で
、
自
己
満
足

し
て
増
上
慢
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
二
乗
が
『
法
華
経
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
改
心
し
て
、
釈
尊
か
ら
未
来
成
仏
の
確
約
を
得
る
の
で
す
（
こ

れ
を
授
記
と
い
い
ま
す
）。
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②
は
「
如
来
の
遠
本
を
開
く
」、
釈
尊
が
み
ず
か
ら
の
「
久
遠
実
成
」
を
顕
か
に
し
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。
遠
い
昔
に
成
仏
し
て
ず
っ
と
存
在
し
つ
づ

け
て
い
る
釈
尊
こ
そ
が
本
当
の
仏
で
あ
り
、
他
の
仏
は
釈
尊
が
姿・

名
前
を
変
え
て
説
い
た
仮
の
仏
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
。

　

原
文
で
「
釈
迦
は
五
逆
の
調
達
を
指
し
て
本
師
と
な
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
③
は
、
提
婆
達
多
が
成
仏
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

『
法
華
経
』
は
現
世
に
お
い
て
悪
人
で
あ
っ
て
も
成
仏
で
き
る
教
え
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
提
婆
達
多
は
釈
尊
の
い
と
こ
で
し
た
が
、
仏
で
あ
る
釈
尊
に

対
し
け
が
を
負
わ
せ
（
出
仏
身
血
と
い
い
ま
す
）、
釈
尊
と
弟
子
た
ち
の
絆
を
断
ち
（
破
和
合
僧
と
い
い
ま
す
）、
修
行
僧
を
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
（
殺

阿
羅
漢
と
い
い
ま
す
）。
こ
の
罪
を
「
三
逆
罪
」
と
い
っ
て
、
一
度
は
出
家
し
た
提
婆
達
多
で
し
た
が
、
決
し
て
仏
に
は
な
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
『
法
華
経
』
で
は
、
前
世
で
釈
尊
の
師
で
あ
っ
た
た
め
に
、
成
仏
で
き
る
と
説
か
れ
ま
す
。

　

④
も
同
じ
提
婆
達
多
品
の
教
え
で
す
。
妙
楽
大
師
の
文
で
は
「
文
殊
は
八
歳
の
龍
女
を
も
っ
て
所
化
と
な
す
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、『
法

華
経
』
は
畜
生
の
成
仏
、
女
人
の
成
仏
を
可
能
に
す
る
教
え
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
『
開
目
抄
』
に
、
龍
女
成
仏
が
説
か
れ
た
こ
と
で
、

末
法
の
世
の
す
べ
て
の
女
性
が
成
仏
で
き
る
道
が
開
か
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

⑤
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
『
法
華
経
』
法
師
品
第
十
の
経
文
で
、
釈
尊
の
教
え
に
は
順
番
が
あ
り
、
聴
く
側
の
能
力
が
向
上
す
る

に
つ
れ
て
難
し
く
な
る
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
妙
楽
大
師
の
文
で
は
「
已
今
当
の
説
は
一
代
に
絶
え
た
る
所
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
台

教
学
に
基
づ
い
て
補
足
説
明
を
加
え
れ
ば
、
已
に
説
か
れ
た
教
え
が
『
法
華
経
』
よ
り
前
に
配
置
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
、
今
説
か
れ
て
い
る
の
は

『
法
華
経
』
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
（
こ
れ
を
「
開
経
」
と
呼
び
ま
す
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
無
量
義
経
』、
こ
れ
か
ら
説
か
れ
る
教
え
が
『
涅
槃

経
』
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
乗
小
乗
す
べ
て
の
経
典
の
中
で
、
釈
尊
の
真
意
の
み
を
説
い
て
い
る
経
典
は
唯
一
『
法
華
経
』
だ
け
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

　

妙
楽
大
師
が
二
十
項
目
あ
げ
る
中
で
、
最
後
の
二
つ
が
⑥
と
⑦
で
す
。
妙
楽
大
師
の
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
迹
化
に
は
三
千
の
墨
点
を
挙
ぐ
」「
本
成
を

ば
五
百
の
微
塵
に
喩
へ
た
り
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
⑥
は
化
城
喩
品
第
七
の
内
容
で
す
。「
三
千
の
墨
点
」
と
い
う
の
は
、
釈
尊
が
私
た
ち
が
生
活
を

す
る
こ
の
現
実
の
世
界
（
娑
婆
世
界
と
い
い
ま
す
）
で
、
私
た
ち
に
仏
の
道
を
説
き
始
め
た
は
る
か
昔
に
遡
る
時
間
の
長
さ
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
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た
喩
え
で
す
。
仏
典
で
説
明
さ
れ
る
世
界
と
、
私
た
ち
が
現
在
知
っ
て
い
る
地
球
や
宇
宙
と
い
う
世
界
と
で
は
そ
の
構
造
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
仏
教
で
「
世
界
」
と
い
う
場
合
、
須
弥
山
と
い
う
山
を
中
心
と
し
て
周
囲
に
九
つ
の
山
と
八
つ
の
海
を
含
め
た
世
界
の

こ
と
で
、
須
弥
山
の
上
下
に
も
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
世
界
が
三
千
あ
る
と
い
う
こ
と
を
「
三
千
大
千
世
界
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
全

世
界
を
す
り
つ
ぶ
し
て
微
塵
に
し
ま
す
。
す
り
つ
ぶ
し
て
墨
と
な
っ
た
一
粒
を
持
っ
て
東
に
向
か
っ
て
歩
い
て
行
き
、
千
の
世
界
を
過
ぎ
た
ら
そ
れ
を

置
く
。
こ
の
行
動
を
繰
り
返
し
て
、
す
り
つ
ぶ
し
た
墨
が
す
べ
て
無
く
な
る
ま
で
の
時
間
が
三
千
塵
点
劫
と
い
い
ま
す
。
如
来
寿
量
品
第
十
六
に
出
て

く
る
⑦
の
「
五
百
の
微
塵
」
と
い
う
時
間
は
、
化
城
喩
品
の
三
千
塵
点
劫
と
い
う
数
字
を
「
五
百
千
万
億
那
由
佗
阿
僧
祇
」
倍
し
た
数
で
す
。
ち
ょ
っ

と
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、
釈
尊
の
導
き
が
始
ま
る
更
に
は
る
か
昔
に
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
教
主
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
ほ
ど
昔
か
ら
菩
薩
の
修
行
を
し
、
悟
り
を
開
き
、
私
た
ち
を
「
常
説
法
教
化
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
『
法
華
経
』
が
他
の
経
典
と
異
な
る
点
、『
法
華
経
』
だ
け
に
説
か
れ
る
教
え
を
七
項
目
説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、
日
蓮
聖
人
は
こ
の
中
で
最
後
の
二

つ
を
「
三
五
の
二
法
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
、
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

四
、
日
蓮
聖
人
の
教
判

　

今
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
こ
と
、
他
の
経
典
と
『
法
華
経
』
と
の
違
い
は
、
天
台
大
師
、
妙
楽
大
師
の
時
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
言

い
換
え
る
と
、
理
論
的
に
提
示
で
き
る
『
法
華
経
』
が
勝
れ
た
教
え
で
あ
る
根
拠
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
こ
う
し
た
異
な
る
教
え
に

よ
っ
て
『
法
華
経
』
が
他
の
経
典
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ
『
法
華
経
』
の
教
説
が
現
実
世
界
に
現
象
と
し
て
起
っ

て
い
る
と
い
う
証
拠
、
つ
ま
り
、
ご
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
て
『
法
華
経
』
の
真
実
性
を
証
明
し
、『
法
華
経
』
の
必
要
性
を
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
日
蓮
聖
人
独
自
の
証
明
方
法
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
佐
渡
流
罪
中
に
書
か
れ
た
『
開
目
抄
』（
文
永
九
年
〈
一
二
七
二
〉、
五
一
歳
）
に
は
次
の
よ

う
に
あ
り
ま
す
。
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此
等
の
経
文
（
華
厳
経
や
涅
槃
経
な
ど
の
八
つ
の
お
経
文
）
を
法
華
経
の
已
今
当・

六
難
九
易
に
相
対
す
れ
ば
、
月
に
星
を
な
ら
べ
、
九
山
に
須

弥
を
合
た
る
に
に
た
り
。（
中
略
）
法
華
経
の
六
難
九
易
を
弁
れ
ば
一
切
経
よ
ま
ざ
る
に
し
た
が
う
べ
し
。（
括
弧
内
筆
者
）

【
現
代
語
訳
】

以
上
、『
華
厳
経
』
や
『
涅
槃
経
』
な
ど
の
八
つ
の
経
文
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
経
文
を
『
法
華
経
』「
法
師
品
」
の
已・

今・

当
の
三
説
超
過

の
経
文
や
「
見
宝
塔
品
」
の
六
難
九
易
の
経
文
と
比
べ
て
み
る
と
、
あ
た
か
も
月
と
星
が
な
ら
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
。
須
弥
山
の
金
輪
の
上
に

あ
る
九
つ
の
山
の
そ
れ
ぞ
れ
が
須
弥
山
に
拮
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
（
法
華
経
が
諸
経
に
勝
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
）。
法
華

経
の
六
難
九
易
に
つ
い
て
深
い
理
解
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
仏
教
経
典
の
す
べ
て
を
熟
読
し
な
く
て
も
、
法
華
経
と
諸
経
と
の
勝
劣
は
自
ら
判
明
す

る
に
違
い
な
い
。

　
「
法
師
品
」
の
已・

今・

当
に
つ
い
て
は
す
で
に
説
明
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
「
見
宝
塔
品
」
の
偈
文
に
説
か
れ
る
「
六
難
九
易
」
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
六
難
九
易
は
、
釈
尊
が
入
滅
し
た
後
に
、『
法
華
経
』
を
説
く
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
六
難
は
『
法
華
経
』
の

教
え
を
弘
め
る
こ
と
の
困
難
性
、
そ
れ
と
比
較
し
て
易
し
い
行
動
を
九
種
説
い
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
九
易
で
す
ら
通
常
で
は
全
く
実
現
不
可
能
な

行
為
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
山
を
一
つ
投
げ
る
と
か
、
足
の
指
で
世
界
を
動
か
し
て
そ
れ
を
投
げ
る
と
い
っ
た
行
為
で
あ
り
、『
法
華

経
』
を
弘
め
る
よ
り
、
そ
う
し
た
行
為
の
ほ
う
が
は
る
か
に
易
し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
理
解
し
や
す
く
、
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
経
典
が
優
れ
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
難
し
く
、
受
け
入
れ
に
く
い
教
え
が
優
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
悟
り
へ
の
道
の
険
し
さ
を
思
え
ば
、
前
者

よ
り
後
者
が
一
層
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
教
え
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
六
難
九
易
の
経
文
が
真
実
性
を
持
つ
た
め
に
は
、

実
際
に
『
法
華
経
』
を
布
教
し
、
そ
の
困
難
性
を
体
験
と
し
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
日
蓮
聖
人
が
身
を
も
っ
て
こ
の
経
文
の
真
実
性

を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
特
徴
的
な
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
実
際
に
布
教
し
て
釈
尊
が
示
し
た
と
お
り
「
六
難
九
易
」
と
い
う
情
況
が
理
解
で

き
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
修
学
は
い
ら
な
い
、
す
べ
て
の
経
典
を
読
む
必
要
は
な
い
、
と
ま
で
言
い
切
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
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そ
の
他
に
も
、
次
の
よ
う
な
経
文
が
『
報
恩
抄
』（
建
治
二
年
〈
一
二
七
六
〉、
五
五
歳
）
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
華
経
の
法
師
品
に
釈
迦
如
来
金
口
の
誠
言
を
も
て
五
十
余
年
の
一
切
経
の
勝
劣
を
定
て
云
、
我
所
説
経
典
無
量
千
万
億　

已
説
今
説
当
説
。
而

於
其
中
此
法
華
経
最
為
難
信
難
解
等
云
云
。
此
経
文
は
但
釈
迦
如
来
一
仏
の
説
な
り
と
も
、
等
覚
已
下
は
仰
て
信
ず
べ
き
上
、
多
宝
仏
東
方
よ
り

来
て
真
実
な
り
と
証
明
し
、
十
方
の
諸
仏
集
て
釈
迦
仏
と
同
広
長
舌
を
梵
天
に
付
給
て
後
各
々
国
々
へ
還
ら
せ
給
ぬ
。

【
現
代
語
訳
】

法
華
経
の
法
師
品
に
は
、
釈
迦
如
来
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
ら
の
尊
い
お
口
で
真
実
の
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
、
五
十
余
年
間
に
説
き
示
さ
れ
た
す
べ

て
の
教
え
の
勝
劣
を
定
め
て
、「
私
が
説
い
た
経
典
は
限
り
な
く
多
い
が
、
已
に
説
い
た
爾
前
の
諸
経
（
法
華
経
以
前
に
説
い
た
四
十
余
年
の
諸

経
）、
今
説
い
た
無
量
義
経
、
ま
さ
に
説
こ
う
と
し
て
い
る
涅
槃
経
の
中
で
、
こ
の
法
華
経
は
最
勝
の
教
え
で
あ
る
た
め
に
も
っ
と
も
信
じ
難
く
理

解
し
難
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

同
じ
よ
う
に
「
法
師
品
」
の
已
今
当
説
の
経
文
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
経
文
、「
法
華
経
最
為
難
信
難
解
」
も
引
か
れ
て
い

ま
す
。
先
ほ
ど
の
六
難
九
易
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
信
じ
が
た
く
理
解
し
が
た
い
教
え
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
『
法
華
経
』
は
釈
尊
一

代
で
説
か
れ
た
教
え
の
中
で
最
も
重
要
な
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。『
法
華
経
』
が
「
難
信
難
解
」
で
あ
る
理
由
は
、
釈
尊
が
悟
り
の

境
地
を
相
手
の
能
力
に
合
わ
せ
て
説
き
分
け
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
志
で
最
も
伝
え
た
い
教
え
を
説
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
日
蓮
聖
人

は
釈
尊
が
「
難
信
難
解
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
で
終
わ
り
だ
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
ら
に
経
文
を
引
用
し
、

私
た
ち
を
導
い
て
い
き
ま
す
。
そ
の
経
文
が
「
見
宝
塔
品
」
の
多
宝
如
来
の
証
明
と
、「
如
来
神
力
品
」
で
説
か
れ
る
十
方
分
身
仏
の
舌
相
で
す
。
多
宝

如
来
は
、『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
な
ら
ば
、
い
つ
い
か
な
る
場
所
に
も
赴
い
て
、
教
説
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
仏
で
す
。
さ
ら
に
、
十
方
分

身
仏
の
舌
は
梵
天
の
世
界
、
天
界
に
ま
で
延
び
、
こ
の
教
え
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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「
難
信
難
解
」
の
『
法
華
経
』
は
、
幾
重
に
も
わ
た
っ
て
釈
尊
の
最
も
伝
え
た
か
っ
た
教
え
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
真

実
性
を
証
明
す
る
確
実
な
論
拠
は
、
現
実
に
経
典
で
説
か
れ
る
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
、『
法
華
経
』
と
他
の
経
典
と
の
違
い
を
指

摘
し
、『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
真
実
性
を
証
明
す
る
経
文
を
あ
げ
、
さ
ら
に
釈
尊
の
予
言
（
こ
れ
を
未
来
記
と
い
い
ま
す
）
で
あ
る
経
文
が
自
ら
の
経

験
を
通
し
て
実
現
し
て
い
る
と
い
う
三
つ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
で
、『
法
華
経
』
こ
そ
が
釈
尊
の
真
意
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
き
ま
す
。
三
番
目
の

根
拠
は
、
日
蓮
聖
人
が
『
法
華
経
』
の
世
界
の
中
に
生
き
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
で
す
。『
法
華
経
』
の
時
間
と
空
間
に
生
き
て
い
る
こ
と
、
娑
婆
世
界

の
無
限
の
時
を
生
き
て
い
る
と
い
う
自
覚
で
す
。
そ
れ
は
、
釈
尊
一
代
の
教
え
を
す
べ
て
読
み
、
本
意
を
知
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
仏
道
に
身
を
投
じ
る

こ
と
で
生
ま
れ
る
自
覚
で
す
。
自
覚
は
信
仰
を
前
提
と
し
、
経
験
が
自
覚
に
至
ら
し
め
る
。
日
蓮
聖
人
は
『
寺
泊
御
書
』（
文
永
八
年
〈
一
二
七
一
〉、

五
〇
歳
）
で
次
の
よ
う
に
説
か
れ
ま
す
。

法
華
経
三
世
説
法
儀
式
也
。
過
去
不
軽
品
今
勧
持
品
。
今
勧
持
品
過
去
不
軽
品
也
。
今
勧
持
品
未
来
可
為
不
軽
品
。
其
時
日
蓮
即
可
為
不
軽
菩
薩
。

【
現
代
語
訳
】

法
華
経
の
方
便
品
第
二
に
よ
れ
ば
、
過
去・

現
在・
未
来
の
三
世
の
諸
仏
は
、
ま
ず
権
教
を
説
い
て
人
々
を
誘
引
し
、
最
後
に
法
華
経
を
説
く
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
説
法
の
順
序
や
布
教
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
ど
の
仏
で
あ
っ
て
も
そ
の
儀
式
の
形
式
は
法
華
経
と
変
わ
り
は
な
い
。

こ
の
た
め
過
去
世
の
威
音
王
仏
の
時
の
不
軽
品
第
二
十
は
、
今
の
釈
尊
の
勧
持
品
第
十
三
の
教
え
と
な
り
、
同
時
に
今
の
釈
尊
の
勧
持
品
の
教
え

は
、
未
来
の
仏
の
時
は
過
去
の
不
軽
品
と
な
っ
て
、
正
法
を
布
教
す
る
手
本
と
な
る
。
不
軽
品
に
登
場
す
る
不
軽
菩
薩
は
、
非
難
す
る
者・

信
奉

す
る
者
す
べ
て
に
等
し
く
布
教
し
て
、
時
に
は
刀・

杖
で
打
ち
つ
け
ら
れ
瓦
や
石
を
投
げ
ら
れ
た
り
す
る
迫
害
を
受
け
た
が
、
今
の
釈
尊
の
勧
持

品
が
、
未
来
の
世
に
お
い
て
、
過
去
の
不
軽
品
と
し
て
仰
が
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
蓮
は
過
去
の
不
軽
菩
薩
と
し
て
、
正
法
を
布
教
す
る
こ
と

の
手
本
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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度
重
な
る
法
難
を
経
験
す
る
中
で
、
日
蓮
聖
人
は
実
在
す
る
法
華
経
弘
通
を
阻
む
人
々
が
「
勧
持
品
」
の
経
文
（「
勧
持
品
」
で
は
、
邪
魔
す
る
人
々

を
三
種
の
増
上
慢
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
）
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
ま
す
。『
法
華
経
』
の
時
間
で
い
え
ば
、「
勧
持
品
」
は
釈
尊
が
入
滅

し
た
後
の
世
界
、
未
来
世
の
こ
と
で
す
が
、
過
去
世
の
話
も
説
か
れ
ま
す
。
そ
れ
が
「
常
不
軽
菩
薩
品
」
で
、
釈
尊
は
過
去
世
の
自
分
の
姿
を
示
す
こ

と
で
、『
法
華
経
』
を
弘
め
る
手
立
て
を
伝
え
ま
す
。『
法
華
経
』
は
過
去・

現
在・

未
来
の
三
世
で
、
同
じ
よ
う
に
布
教
困
難
な
教
え
だ
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
「
勧
持
品
」
と
「
常
不
軽
菩
薩
品
」
の
時
間
の
関
係
で
み
れ
ば
、「
勧
持
品
」
の
世
界
が
現
実
化
し
て
い
る
日
蓮
聖
人
の
時
代
、
そ
こ

か
ら
自
分
が
い
な
く
な
っ
た
滅
後
の
未
来
を
観
た
と
き
に
、
未
来
の
人
々
は
日
蓮
を
常
不
軽
菩
薩
と
知
る
の
だ
、
と
い
う
強
い
自
覚
が
確
認
で
き
ま
す
。

ま
さ
に
『
法
華
経
』
の
世
界
に
生
き
る
日
蓮
聖
人
が
、
自
ら
の
度
重
な
る
法
難
に
よ
っ
て
、『
法
華
経
』
の
真
実
性
、
必
要
性
を
証
明
し
て
い
る
の
で

す
。

五
、
本
当
の
教
主

　

も
う
一
つ
重
要
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
ま
し
た
、
釈
尊
が
示
さ
れ
た
二
つ
の
時
間
の
長
さ
で
す
。
一
つ
が
化
城
喩
品
の
三
千
塵

点
劫
、
も
う
一
つ
が
如
来
寿
量
品
の
五
百
億
塵
点
劫
で
し
た
。
こ
の
二
つ
の
時
間
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
釈
尊
が
娑
婆
世
界
で
生
活
す
る
私
た
ち
を

遠
い
昔
か
ら
導
き
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
釈
尊
は
久
遠
の
命
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
過
去
か
ら
未
来
ま
で
も
私
た
ち
と
こ
の
娑
婆
世

界
で
常
に
関
わ
り
続
け
る
教
主
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
乗
仏
典
に
は
多
く
の
仏
が
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
五
百
億
塵
点
劫
が
説
か
れ
る
如
来
寿
量
品

で
、
こ
れ
ら
の
仏
を
一
つ
に
ま
と
め
る
言
葉
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
釈
尊
は
、
久
遠
の
時
間
の
中
で
説
い
て
き
た
経
典
が
、
す
べ
て
生
き
と
し
生
け
る

も
の
を
救
う
た
め
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、「
或
い
は
己
身
を
説
き
、
或
い
は
他
身
を
説
き
、
或
い
は
己
身
を
示
し
、
或
い
は
他
身
を
示
し
、
或

い
は
己
事
を
示
し
、
或
い
は
他
事
を
示
」
し
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
（
こ
れ
を
六
或
示
現
と
い
い
ま
す
）。
久
遠
の
釈
尊
の
こ
の
言
葉
に
よ
っ

て
、
阿
弥
陀
仏
や
毘
盧
遮
那
仏
な
ど
の
仏
が
、
す
べ
て
釈
尊
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
を
導
く
教
主
は
た
だ
釈
尊
一
人
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だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
蓮
聖
人
は
釈
尊
に
三
つ
の
徳
、
私
た
ち
の
と
っ
て
の
役
割
を
観
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
法
華
経
』「
譬
喩
品
」
に
説
か
れ
、
日
蓮
聖
人
は
『
八
宗
違

目
鈔
』（
文
永
九
年
〈
一
二
七
二
〉、
五
一
歳
）
で
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
華
経
第
二
云　

今
此
三
界
皆
是
我
有
［
主
国
王
世
尊
也
］
其
中
衆
生
悉
是
吾
子
［
親
父
也
］
而
今
此
処
多
諸
患
難
唯
我
一
人
［
導
師
］
能
為
救

護
。

【
現
代
語
訳
】

法
華
経
第
二
巻
の
譬
喩
品
第
三
に
は
「
い
ま
こ
の
世
界
は
す
べ
て
私
が
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
は
、
釈
尊
が
我
々
の
主
人
の
徳・

国
王
の

徳・

世
の
中
で
最
も
尊
い
も
の
で
あ
る
世
尊
の
徳
の
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
中
に
生
き
る
衆
生
は
す
べ
て
私
の
中
で
あ
る
」
と

は
、
親
の
徳
の
こ
と
で
あ
り
、「
し
か
も
こ
こ
に
は
多
く
の
さ
し
さ
わ
り
が
あ
る
が
、
私
こ
そ
が
そ
れ
を
救
い
守
る
」
と
は
師
の
徳
を
説
い
た
も
の

で
あ
る
。

　

釈
尊
は
主
で
あ
り
、
父
親
で
あ
り
、
私
た
ち
を
導
く
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
主・

師・

親
を
「
三
徳
」
と
呼
び
、
久
遠
の
仏・

釈
尊
が

私
た
ち
と
日
常
的
存
在
と
し
て
関
係
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
の
経
典
で
説
か
れ
る
仏
の
中
で
、
釈
尊
が
最

も
身
近
な
存
在
で
、
し
か
も
長
い
時
間
私
た
ち
と
と
も
に
い
る
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
て
、『
法
華
経
』
と
他
の
経
典
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
違
い
を
、
そ
の
教
え
を
説
い
た
教
主
に
基
づ
い
て
日
蓮
聖
人
は
明
確
化
し
、『
法
華
経
』

こ
そ
が
釈
尊
の
最
も
重
要
な
経
典
で
あ
り
、
釈
尊
こ
そ
が
私
た
ち
の
教
主
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
た
だ
し
『
法
華
経
』
が
必
要
と
さ
れ
る
、

も
う
一
つ
大
切
な
内
容
が
あ
り
ま
す
。『
法
華
経
』
は
釈
尊
自
ら
が
入
滅
し
た
後
の
時
代
を
想
定
し
て
説
か
れ
た
教
え
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。『
法
華

経
』
の
中
に
は
、
随
所
に
釈
尊
入
滅
後
の
時
代
に
つ
い
て
限
定
的
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
代
は
「
末
法
」「
後
五
百
歳
」
と
い
う
名
称
で
示
さ
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れ
、
仏
教
が
衰
退
し
て
い
く
時
代
で
す
。
釈
尊
は
ご
自
分
が
入
滅
し
た
後
の
時
代
を
予
測
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
人
間
と
い
う
も
の
を
よ
く
知
っ
て

い
る
釈
尊
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
で
す
。
こ
の
予
言
は
、
仏
教
が
衰
退
し
て
い
く
過
程
を
三
段
階
で
説
明
し
た
「
三
時
説
」
と
、
五
段
階
で
示
し
た

「
五
五
百
歳
説
」
の
二
説
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①　

三
時
説
：
正
法・

像
法・

末
法

正
法
（
千
年
）
…
…
お
釈
迦
様
の
教
え
が
弘
ま
り
（
教
）、
修
行
が
行
わ
れ
（
行
）、
覚
り
が
得
ら
れ
る
（
証
）
時
代

像
法
（
千
年
）
…
…
教
と
行
は
あ
る
が
、
証
が
な
い
時
代

末
法
（
万
年
）
…
…
教
だ
け
が
残
っ
て
い
る
時
代

②　

五
五
百
歳
説

解
脱
堅
固
（
五
百
年
）
…
…
仏
教
が
盛
ん
で
、
解
脱
（
覚
り
）
す
る
も
の
が
多
い
時
代

禅
定
堅
固
（
五
百
年
）
…
…
心
安
ら
か
な
状
態
を
保
つ
（
禅
定
）
者
が
多
い
時
代

多
聞
堅
固
（
五
百
年
）
…
…
修
行
す
る
者
が
減
り
、
教
え
を
聴
く
者
が
残
る
時
代

造
寺
堅
固
（
五
百
年
）
…
…
寺
を
建
て
た
り
塔
を
建
て
る
こ
と
に
熱
心
な
時
代

闘
諍
堅
固
（
五
百
年
）
…
…
人
々
の
心
が
乱
れ
、
争
い
が
絶
え
な
い
時
代

　

ま
た
、『
法
華
経
』
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

●
「
安
楽
行
品
」

如
来
滅
後
。
於
末
法
中
。
欲
説
是
経
。
応
住
安
楽
行
。

●
「
分
別
功
徳
品
」

悪
世
末
法
時　

能
持
是
経
者

●
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」

22

日
蓮
学
入
門
（
三
輪
）



・

若
如
来
滅
後
。
後
五
百
歳
中
。

・
我
滅
度
後
。
後
五
百
歳
中
。
広
宣
流
布
。
於
閻
浮
提
。
無
令
断
絶
。

●
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」

・

爾
時
普
賢
菩
薩
。
白
仏
言
世
尊
。
於
後
五
百
歳
。
濁
悪
世
中
。
其
有
受
持
。
是
経
典
者
。
我
当
守
護
。

・

後
五
百
歳
。
濁
悪
世
中
。

・

如
来
滅
後
。
後
五
百
歳
。
若
有
人
。
見
受
持
読
誦
。
法
華
経
者
。
応
作
是
念
。

　

つ
ま
り
、『
法
華
経
』
は
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
釈
尊
入
滅
後
に
訪
れ
る
「
末
法
」「
後
五
百
歳
」
と
い
う
時
代
が
要
請
す
る
釈
尊
の
教
え
で
あ

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

23

日
蓮
学
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