
『
栄
華
物
語
』
に
み
え
る
法
華
ハ
講

　
　
　
は
じ
め
に

　
法
華
ハ
講
は
よ
く
知
ら
れ
た
講
会
で
あ
る
。
以
前
『
中
右
記
』
に
み
え
る
法
華

ハ
講
に
つ
い
て
、
考
察
し
が
が
、
こ
の
小
論
で
は
、
『
栄
華
物
語
』
に
み
え
る
法
華

ハ
講
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。
個
人
の
日
記
と
、
合
わ
せ
考
察
す
る
事
に

よ
っ
て
、
法
会
と
し
て
の
法
華
ハ
講
を
、
よ
り
具
体
的
に
把
握
で
き
れ
ば
と
思
う
。

　
『
栄
華
物
語
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
宇
多
天
皇
か
ら
堀
河
天
皇
ま
で
の
、
十
五
代

約
二
百
年
間
の
歴
史
を
、
宮
廷
を
中
心
に
し
て
、
編
年
体
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
栄
華
物
語
』
の
中
に
は
、
い
く
つ
か
法
華
ハ
講
の
例
が
、
み
う
け
ら
れ
る
。
そ

の
主
た
る
も
の
を
具
体
的
に
み
て
い
く
事
か
ら
、
論
を
始
め
た
い
と
思
う
。

　
（
猶
、
本
文
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
頁
数
も
同
書
に
よ
る
。
）

　
　
　
一

イ
、
巻
第
七
「
と
り
べ
野
」
所
収
年
代
は
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
年
（
一
〇
〇
四
）
、
八
月
迄
の
二
年
間

道
長
の
病
気
・
道
綱
室
御
産
・
逝
去
等
に
続
く
箇
所
で
、
記
載
さ
れ
て
い
る
法
華

ハ
講
で
あ
る
。
長
保
三
年
九
月
十
四
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
『
日
本

紀
略
』
）

　
そ
の
年
は
丁
度
、
女
院
（
東
三
条
女
院
）
の
四
十
の
賀
に
当
た
っ
て
お
り
、
そ

安
　
　
東

大
　
　
隆

の
準
備
も
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
延
び
延
び
に
な
っ

て
お
り
、
女
院
の
方
で
も
又
、
「
ハ
講
せ
さ
せ
給
は
ん
と
て
」
急
い
で
お
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
な
か
な
か
ハ
講
を
行
う
段
に
な
ら
ず
に
、
九
月
に
は
石
山
寺

に
詣
う
で
「
例
の
や
う
に
御
祈
り
・
修
法
な
ど
に
も
あ
ら
で
、
滅
罪
生
善
の
た
め

と
て
、
護
摩
を
ぞ
行
は
せ
給
ふ
。
…
…
又
、
萬
燈
會
な
ど
さ
せ
給
ひ
て
」
後
、
石

山
寺
を
退
出
す
る
。

　
（
石
山
寺
を
）
出
で
さ
せ
給
て
程
な
く
御
ハ
講
始
め
さ
せ
給
。
す
べ
て
年
頃
の
御

　
ハ
講
に
は
勝
れ
た
る
程
推
し
量
る
べ
し
。
講
師
達
、
此
の
世
・
後
の
世
の
御
事

　
め
で
た
う
仕
う
ま
つ
る
。
よ
ろ
づ
を
お
ぼ
し
急
が
せ
給
御
儀
式
有
様
、
聞
え
さ

　
す
れ
ば
お
ろ
か
な
り
。
ゆ
ゝ
し
き
ま
で
あ
り
。
殿
も
そ
の
け
し
き
見
奉
ら
せ
給

　
て
、
よ
ろ
づ
の
山
く
寺
く
の
御
祈
せ
さ
せ
給
。
　
（
上
・
二
二
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ハ
講
が
終
わ
っ
て
、
「
十
月
に
御
賀
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ハ
講
は
、
「
此
の
世
・
後
の
世
の
御
事
め
で
た
う
仕
う
ま
つ
る
。
」
も
の
で

あ
り
、
藤
原
詮
子
の
現
世
の
幸
福
と
後
世
の
菩
提
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
日
本
紀
略
』
に
は
、

　
左
大
臣
奉
賀
東
三
条
院
心
算
、
始
修
法
華
ハ
講

と
あ
り
、
明
確
に
法
華
ハ
講
の
開
講
の
事
情
を
、
述
べ
て
い
る
。
只
、
し
か
し
東

三
条
院
詮
子
は
現
世
の
利
益
を
念
じ
た
甲
斐
も
な
く
、
そ
の
年
の
十
二
月
に
四
十

歳
を
一
期
と
し
て
、
崩
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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ロ
、
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
所
収
年
代
は
、
長
保
五
年
（
一
十
十
三
）
…
…
寛
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
年
（
一
〇
一
〇
）
ま
で
の
約
八
年
間

　
一
条
帝
の
女
二
宮
（
嫡
子
）
の
御
病
は
様
々
の
修
法
・
読
経
の
結
果
、
一
度
は

治
癒
し
た
も
の
の
、
再
発
し
て
「
こ
の
度
は
程
も
な
く
重
ら
せ
給
て
、
」
九
歳
で
崩

じ
て
し
ま
っ
た
。
（
寛
弘
五
年
五
月
）
そ
の
悲
し
み
の
気
持
ち
も
未
だ
冷
め
な
い

秋
、
法
興
院
で
ハ
講
が
行
わ
れ
た
。

　
秋
の
け
し
き
に
い
り
立
つ
ま
ゝ
に
、
土
御
門
殿
の
有
様
い
は
ん
方
な
く
い
と
お

　
か
し
。
他
の
辺
り
の
梢
遠
水
の
ほ
と
り
の
草
む
ら
各
色
づ
き
渡
り
、
大
方
の
空

　
の
け
し
き
の
お
か
し
き
に
、
不
断
の
御
読
経
の
声
ゞ
あ
は
れ
勝
り
、
や
う
く

　
涼
し
き
風
の
け
は
ひ
に
、
例
の
絶
え
せ
ぬ
風
の
音
な
ひ
、
夜
も
す
が
4
4
M
か

　
は
さ
る
。
一
日
ま
で
は
法
興
院
の
御
ハ
講
と
の
ゝ
し
り
し
程
に
、
七
日
の
日
に

　
も
あ
ひ
別
れ
に
け
り
と
ぞ
、
幾
十
の
羊
の
歩
み
を
過
し
来
る
ら
ん
と
の
み
こ
そ

　
覚
え
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
・
二
五
九
頁
）

法
典
院
は
周
知
の
よ
う
に
、
藤
原
兼
家
の
発
病
そ
れ
に
伴
う
出
家
に
際
し
て
、
二

条
院
を
寺
に
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
正
暦
元
年
七
月
二
日
の
逝
去
・
そ
の
御
法
事

　
（
中
陰
忌
）
も
こ
こ
で
、
勤
修
さ
れ
て
い
る
。
法
典
院
の
ハ
講
は
六
月
の
未
か
ら
、

七
月
の
始
め
に
か
け
て
開
講
さ
れ
る
の
が
、
常
で
あ
っ
た
。
巻
十
二
「
た
ま
の
む

ら
ぎ
く
」
に
も
「
七
月
の
つ
ひ
た
ち
に
は
、
ほ
こ
院
の
御
ハ
講
な
ど
急
が
せ
給
ふ
」

と
あ
り
、
藤
原
兼
家
の
命
日
を
結
願
と
し
て
、
恒
常
的
に
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
、
巻
第
十
四
「
あ
さ
み
ど
り
」
所
収
年
代
は
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
一
一
一
年
二
月
迄
の
一
年
間

　
京
極
殿
を
新
造
し
た
道
長
は
、
そ
ち
ら
へ
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
直
後
三
后
並
立

し
て
「
世
に
珍
し
き
事
に
て
、
殿
の
御
幸
、
こ
の
世
は
こ
と
に
見
え
さ
せ
給
ふ
」

と
い
う
い
わ
ば
絶
頂
の
状
態
に
な
っ
た
。
そ
の
年
の
十
二
月
に
小
一
条
院
女
御
所

生
の
男
子
が
出
生
ま
も
な
く
、
他
界
す
る
。
引
き
続
い
て
中
旬
に
道
長
は
、
法
華

ハ
講
を
勤
め
る
。

　
殿
に
は
こ
の
頃
御
ハ
講
せ
さ
せ
給
は
ん
と
て
、
「
よ
ろ
ず
こ
の
度
は
我
賓
ふ
る
ひ

　
て
む
」
と
言
は
せ
て
、
い
み
じ
き
事
ど
も
せ
さ
せ
給
。
院
の
御
子
の
御
事
あ
れ

　
ど
、
こ
れ
は
さ
や
う
の
事
に
お
ぼ
し
障
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
急
が
せ
給
。
我

　
も
七
賓
を
書
く
さ
せ
給
。
御
捧
物
、
宮
り
・
殿
ば
ら
い
と
い
み
じ
う
か
ね
て
よ

　
り
せ
さ
せ
給
ふ
。
か
く
て
は
じ
め
さ
せ
給
て
、
常
の
か
ゝ
る
御
事
ど
も
の
中
に

　
も
、
い
み
じ
く
響
か
せ
給
。
永
昭
い
み
じ
く
め
で
た
く
仕
う
ま
つ
れ
り
。
御
経

　
は
手
づ
か
ら
か
ゝ
せ
給
へ
れ
ば
に
や
、
い
み
じ
く
珍
か
な
る
事
ど
も
言
い
績
け

　
た
り
。
殿
ば
ら
な
ど
い
み
じ
う
聞
し
め
し
は
や
し
給
。
「
瑠
璃
の
経
巻
は
霊
鷲
山

　
の
暁
の
空
よ
り
も
緑
な
り
。
黄
金
の
文
字
は
上
茅
城
の
春
の
林
よ
り
も
黄
な
り
」

　
な
ど
、
い
み
じ
く
し
も
て
ゆ
け
ば
、
殿
の
御
前
御
剣
を
御
手
づ
か
ら
給
は
す
る

　
程
、
覚
え
有
様
言
は
ん
方
な
く
め
で
た
し
。
「
永
昭
の
幸
の
い
み
じ
き
」
と
、
こ

　
れ
に
つ
け
て
も
ひ
と
く
宣
ひ
け
る
。
」
五
巻
の
日
は
御
遊
あ
る
べ
う
、
船
の
業

　
な
ど
よ
ろ
づ
そ
の
御
用
意
か
ね
て
よ
り
あ
る
に
、
明
日
と
て
の
夜
さ
り
聞
し
め

　
せ
ば
、
式
部
卿
宮
う
せ
給
ぬ
と
の
ゝ
し
る
。
「
あ
な
あ
さ
ま
し
、
こ
は
い
か
な
る

　
事
ぞ
。
日
頃
悟
ま
せ
給
な
ど
い
ふ
事
も
な
か
り
つ
る
を
」
と
て
、
殿
の
御
前
ま

　
づ
走
り
参
ら
せ
給
へ
れ
ど
も
、
げ
に
「
限
り
に
な
り
果
て
さ
せ
給
ぬ
」
と
あ
れ

　
ば
、
あ
さ
ま
し
く
い
み
じ
う
て
婦
ら
せ
給
ぬ
。
明
日
の
御
遊
止
り
ぬ
。
口
惜
し

　
な
が
ら
、
日
頃
あ
り
て
、
御
八
講
も
果
て
ぬ
。
　
　
　
（
上
・
四
三
〇
頁
）

こ
の
道
長
の
ハ
講
は
、
大
変
華
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
自
ら
『
法
華
経
』
二
部
を

金
泥
で
書
い
て
、
供
養
し
て
い
る
。
永
昭
の
読
ん
だ
願
文
の
一
節
に
あ
る
「
瑠
璃

の
経
巻
・
黄
金
の
文
字
」
と
い
う
言
葉
は
、
道
長
書
写
の
金
泥
の
経
に
た
い
し
て

の
賛
辞
で
あ
る
。
五
巻
を
講
じ
る
所
謂
薪
の
行
道
の
日
は
、
舞
楽
・
船
楽
の
用
意

を
、
殊
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
式
部
卿
宮
の
葺
去
が
あ
っ
て
、
沙
汰
や
み
に
な
っ

て
し
ま
う
。
道
長
の
こ
の
ハ
講
は
、
先
考
・
先
批
の
追
善
供
養
の
た
め
に
営
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ハ
講
が
、
盛
大
に
勤
修
さ
れ
た
様
子
は
、
『
小
右
記
』
に
詳

述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
九
日
に
は
天
台
座
主
が
、
光
臨
し
た
旨
も
み

え
て
い
る
。

ニ
、
巻
第
十
五
「
う
た
が
ひ
」
所
収
年
代
は
、
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
三
月
…
…
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十
月
迄
の
八
ヵ
月
間

こ
の
巻
は
、
道
長
の
造
寺
開
講
等
の
善
根
功
徳
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
記
載
し
て

い
る
。
摂
政
も
頼
通
に
譲
り
い
わ
ば
後
世
の
準
備
に
と
り
か
か
る
、
院
源
を
導
師

と
し
て
、
寛
仁
三
年
三
月
二
十
一
日
に
五
十
四
歳
で
出
家
す
る
。
出
家
し
更
に
種
々

の
功
徳
を
積
ん
で
い
く
。
そ
の
様
子
は
、
「
正
月
よ
り
十
二
月
ま
で
、
年
の
う
ち
の

こ
と
ゞ
も
に
、
一
事
は
ず
れ
さ
せ
給
事
な
し
。
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
「
こ
の
隙

く
に
は
、
日
吉
の
御
社
の
ハ
講
行
は
せ
給
。
」
と
あ
る
。
日
吉
神
社
は
仏
教
と
の

関
わ
り
の
深
い
神
社
で
あ
り
、
例
え
ば
『
台
記
』
（
久
安
六
年
六
月
二
十
五
日
）
を

み
る
と
、
日
吉
神
社
の
宝
前
で
金
泥
法
華
経
一
部
を
供
養
し
、
属
誦
も
行
っ
た
こ

と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
又
、
康
和
五
年
の
七
月
に
日
吉
神
社
で
一
切
経
会
が
、

始
ま
っ
た
事
が
『
天
台
座
主
記
』
に
み
え
る
。
こ
の
巻
で
勤
修
さ
れ
て
い
る
一
連

の
善
根
は
、

　
◇
我
先
祖
よ
り
始
め
奉
り
、
親
し
き
疎
き
を
分
か
ず
、
す
ぎ
に
し
方
よ
り
今
行

　
　
末
に
至
る
ま
で
、
菩
提
佛
果
を
澄
し
、
且
は
自
ら
の
二
世
の
願
叶
ひ
ぬ
べ
く

　
　
は
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
・
四
五
二
頁
）

　
◇
又
、
ハ
萬
部
の
法
華
経
を
申
上
げ
さ
せ
給
ふ
。
こ
れ
ら
皆
、
滅
罪
生
善
の
た

　
　
め
と
お
ぼ
し
め
す
。

こ
れ
ら
の
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
巻
は
「
道
長
の
信
仰
生
活
を

総
括
的
に
描
い
た
巻
と
し
て
特
異
な
一
巻
を
形
成
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

ホ
、
巻
第
十
九
「
御
裳
ぎ
」
所
収
年
代
は
、
治
安
三
年
（
一
〇
二
五
）
四
月
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
迄
の
五
ヵ
月
間

　
五
月
下
旬
に
阿
弥
陀
寺
で
「
日
り
に
法
花
鰹
一
部
、
阿
傭
陀
鰹
四
十
九
巻
を
ぞ

供
養
し
」
て
、
逆
修
を
行
う
。
更
に
、
六
月
一
日
に
は
、
一
条
院
の
追
善
の
御
ハ

二
日
の
記
載
の
よ
う
に
実
際
は
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
法
興
院
の
ハ

講
は
、
「
ロ
」
で
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
道
長
の
父
兼
家
の
命
日
に
ち
な
ん
で
修
さ

れ
る
、
恒
例
の
ハ
講
で
あ
る
。

　
宇
治
殿
の
ハ
講
は
「
そ
こ
を
年
頃
逍
遥
所
に
せ
さ
せ
給
へ
り
し
か
ば
、
そ
の
懺

悔
と
お
ぼ
し
め
し
て
」
（
於
此
處
年
来
漁
捷
、
焉
憚
罪
…
…
『
小
右
記
』
）
勤
修
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

施
主
分
で
、

　
十
千
の
魚
、
十
二
部
鰹
の
首
題
の
名
字
を
聞
ゝ
て
、
皆
籾
利
天
に
生
れ
た
り
と

　
あ
り
。
況
ん
や
五
日
十
座
の
程
、
講
ぜ
ら
れ
給
ふ
法
花
鰹
の
功
徳
、
い
み
じ
う

　
尊
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
・
一
一
四
頁
）

と
述
べ
て
、
施
主
の
功
徳
を
賛
嘆
し
て
い
る
。

へ
、
巻
第
廿
四
「
わ
か
ば
え
」
所
収
年
代
は
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
正
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
…
…
同
三
月
迄
の
二
月

　
　
正
月
に
皇
太
后
研
子
の
大
饗
が
行
わ
れ
、
二
十
五
日
の
夜
に
は
、
公
任
の
四

　
条
の
宮
が
焼
失
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
。
引
き
続
い
て
そ
の
年

　
の
三
月
に
、

　
三
月
十
飴
日
に
大
宮
の
御
ハ
講
あ
る
べ
し
と
て
、
女
房
も
い
み
じ
う
急
ぎ
、
世

　
中
に
も
御
挿
物
急
ぎ
の
ゝ
し
る
め
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
下
・
一
八
三
頁
）

と
そ
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
由
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
首
尾
に
つ
い
て
は

皇
后
宮
及
び
女
御
の
御
病
気
が
ひ
ど
く
な
っ
た
事
な
ど
に
よ
っ
て
、
記
載
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
『
小
右
記
』
に
は
、

　
今
日
於
上
束
門
宮
、
被
修
始
ハ
講
之
御
漬
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
寿
二
年
三
月
廿
日
）

講
を
円
教
寺
で
行
い
、
七
月
に
は
恒
例
の
法
興
院
の
ハ
講
を
し
、
「
又
そ
の
月
の
廿
　
　
と
あ
る
。

日
の
程
に
宇
治
殿
に
お
は
し
ま
す
。
そ
こ
に
て
御
ハ
講
せ
さ
せ
給
ふ
な
り
け
り
。
」

と
あ
り
、
引
き
続
い
て
三
度
の
ハ
講
が
勤
修
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

　
一
条
院
の
崩
御
は
、
寛
弘
八
年
六
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
『
小
右
記
』
の
六
月
廿

ト
、
巻
第
廿
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
所
収
年
代
は
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
…
…
一
一
一
年
九
月
迄
の
一
年
ニ
カ
月
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万
寿
三
年
五
月
十
九
日
、
皇
太
后
研
子
は
。

　
故
三
條
院
の
御
た
め
に
御
ハ
講
せ
さ
せ
給
は
ん
と
て
、
佛
皆
造
り
奉
ら
せ
給
へ

　
る
に
、
五
月
十
九
日
よ
り
と
い
そ
が
せ
給
。
　
　
　
　
　
（
下
・
二
六
八
頁
）

故
三
条
院
の
追
善
供
養
の
為
の
、
ハ
講
を
勤
修
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

枇
杷
殿
で
の
ハ
講
は
、
天
台
座
主
の
院
源
が
出
座
す
る
な
ど
し
て
、
華
や
か
に
勤

め
ら
れ
た
。
そ
の
折
の
殿
上
人
の
座
配
や
、
装
束
の
具
合
等
、
詳
細
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。
特
に
第
五
巻
の
講
ぜ
ら
れ
る
所
謂
薪
の
行
道
の
日
は
、
殊
の
外
華
麗
で

あ
っ
た
。
中
務
の
宮
か
ら
始
ま
り
関
白
・
内
大
臣
等
が
次
々
と
、
捧
物
を
も
っ
て

列
を
追
っ
て
行
道
し
た
。
ハ
講
が
終
わ
る
と
「
御
ハ
講
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
宮
の
内
日

頃
懸
し
く
人
く
思
ひ
け
り
。
」
と
ハ
講
の
行
わ
れ
た
日
の
事
を
、
な
つ
か
し
く
想

起
す
る
の
で
あ
る
。
行
事
の
間
の
参
列
者
の
華
や
か
な
み
な
り
や
、
捧
物
の
華
美

さ
が
特
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

チ
、
巻
第
廿
九
「
た
ま
の
か
ざ
り
」
所
収
年
代
は
、
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
…
…
十
一
月
迄
の
八
ヵ
月

　
皇
太
后
掛
子
の
病
状
は
一
段
と
悪
化
し
て
い
く
の
で
、
色
々
な
平
癒
の
為
の
行

い
を
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
道
長
は
、
法
成
寺
に
移
御
し
た
釈
迦
像
の
供
養
を

し
、
引
き
続
い
て
法
花
ハ
講
を
行
う
。

　
御
堂
の
佛
供
養
、
や
が
て
御
ハ
講
な
れ
ど
、
講
師
達
こ
と
ぐ
な
し
、
た
ゞ
こ

　
の
宮
の
御
悩
の
由
を
、
返
々
も
心
を
と
な
へ
祈
り
申
給
。
例
の
皆
百
僧
な
り
。

　
法
服
せ
さ
せ
給
。
「
百
薗
の
祥
迦
の
一
念
の
故
に
、
御
命
を
述
べ
さ
せ
給
と
も
、

　
百
年
は
延
び
さ
せ
給
べ
し
」
な
ど
、
あ
は
れ
に
尊
く
か
な
し
、
柱
ど
も
に
は
法

　
華
経
の
心
を
皆
檜
に
か
ゝ
せ
給
へ
れ
ど
、
大
方
の
僧
達
も
、
た
ゞ
今
は
こ
の
御

　
事
の
み
心
に
か
ｚ
Ｑ
９
’
静
心
な
げ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
（
下
・
三
〇
五
）

釈
迦
の
供
養
と
法
華
ハ
講
と
を
引
き
続
き
に
修
し
な
が
ら
専
ら
、
掛
子
の
御
病
気

の
本
復
す
る
の
を
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。
「
大
方
の
僧
達
も
、
た
ゞ
今
は
こ
の
御
事

の
み
心
に
か
ゝ
り
て
、
静
心
な
げ
な
り
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
掛
子
皇

太
后
は
「
三
月
八
日
よ
り
悩
ま
せ
給
て
、
萬
壽
四
年
九
月
十
四
日
の
中
の
時
に
う

せ
さ
せ
給
ぬ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
崩
御
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

リ
、
巻
第
併
七
「
け
ぶ
り
の
後
」
所
収
年
代
は
、
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
迄
の
十
年
間

　
関
白
頼
通
は
、
宇
治
に
御
堂
（
平
等
院
）
を
造
立
し
て
そ
れ
に
龍
り
、
「
網
代
の

罪
に
よ
り
て
に
や
、
宇
治
に
御
ハ
講
せ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
し
め
す
。
」
の
で
あ
る
。
宇

池
川
に
網
代
を
し
か
け
て
、
魚
を
獲
っ
た
の
で
そ
の
滅
罪
の
為
に
、
法
華
ハ
講
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
・
四
七
八
頁
）

　
『
栄
華
物
語
』
の
文
章
で
は
、
次
に
高
陽
院
宸
筆
御
ハ
講
の
記
事
が
、
記
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
記
載
は
か
な
り
詳
細
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
高
陽
院
宸
筆
ハ

講
の
事
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
高
陽
院
は
、
周
知
の
よ
う
に
後
冷
泉
・

後
三
条
・
白
河
等
の
各
天
皇
の
里
裏
と
し
て
、
使
用
さ
れ
て
い
た
邸
宅
で
あ
る
。

　
「
九
月
十
三
夜
に
、
高
陽
院
の
内
裏
に
お
は
し
ま
し
」
（
『
今
鏡
』
こ
が
ね
の
み
の

り
）
　
て
、

　
池
暦
元
年
九
月
二
十
五
目
に
、
高
陽
院
に
て
、
黄
金
の
文
字
の
御
経
、
帝
御
み

　
づ
か
ら
書
か
せ
給
ひ
て
、
御
ハ
講
行
は
せ
給
ひ
き
。

と
あ
り
、
後
冷
泉
が
御
自
ら
金
字
で
法
華
経
を
書
写
し
て
、
後
朱
雀
院
の
追
善
の

為
に
ハ
講
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
ハ
講
の
場
合
も
、
捧
物
の
様
子
・
装
束
の
様
子

等
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ハ
講
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
巻
の
講
ぜ
ら

れ
る
日
に
つ
い
て
の
記
事
が
多
い
。

　
◇
五
巻
の
目
は
、
皇
后
宮
下
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
何
事
も
向
ひ
た
る
や
う
に
て
、

　
　
行
道
な
ど
も
同
じ
事
御
覧
じ
つ
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
（
下
・
四
七
九
頁
）

　
◇
蔵
人
薪
こ
り
水
と
り
な
ど
し
て
、
南
西
に
は
舞
楽
例
の
事
お
も
し
ろ
く
め
で

　
　
た
し
。
五
日
が
説
経
い
と
尊
し
。
か
く
め
で
た
き
事
ど
も
世
に
は
あ
り
け
り

　
　
と
見
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
・
四
八
〇
頁
）

が
、
第
五
巻
の
日
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
り
、
四
日
ハ
座
の
法
要
の
内
で
、
。
五
巻

を
講
じ
る
目
が
特
に
印
象
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
更
に
こ
の
巻
に
は
、
章
子
中
宮
が
白
檀
で
製
作
し
た
阿
弥
陀
の
三
尊
の
供
養
を
、
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法
華
ハ
講
の
折
に
し
た
と
い
う
記
事
も
み
え
て
い
る
。
　
　
（
下
・
四
八
二
）

ヌ
、
巻
第
舟
九
「
布
引
の
瀧
」
所
収
年
代
は
、
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
…
…
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
迄
の
十
年
間

　
頼
通
の
永
年
に
亙
っ
て
所
領
と
し
て
い
た
白
河
殿
の
所
に
、
法
勝
寺
を
建
て
、

承
暦
元
年
に
供
養
を
行
う
。
そ
の
翌
年

　
二
月
一
日
、
宇
治
に
て
故
入
道
殿
の
御
領
に
、
ハ
講
な
ど
せ
さ
せ
給
に
、
四
條

　
宮
も
殿
ゝ
上
も
渡
ら
せ
給
て
、
四
五
日
あ
り
て
婦
ら
せ
給
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
・
五
二
九
頁
）

こ
の
場
合
は
、
頼
通
の
宇
治
の
屋
敷
で
法
華
ハ
講
を
行
っ
て
、
そ
こ
に
四
条
宮
や

殿
が
御
渡
り
に
な
っ
た
事
実
の
み
を
、
起
載
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
他
の
資
料

に
も
此
の
事
は
記
載
が
な
い
よ
う
で
あ
る
の
で
、
そ
の
趣
旨
等
は
判
然
と
し
な
い

が
、
宇
治
で
実
施
さ
れ
た
他
の
例
を
み
る
と
、
宇
治
川
の
魚
を
獲
っ
た
事
に
た
い

す
る
滅
罪
の
目
的
で
、
修
さ
れ
て
い
る
場
合
が
、
多
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

ル
、
巻
第
四
十
「
柴
野
」
所
収
年
代
は
、
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
九
月
…
…
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
二
月
迄
の
七
年
半

寛
治
二
年
に
、

　
二
條
院
、
故
院
の
御
墓
所
に
御
堂
建
て
さ
せ
給
て
、
非
院
と
て
、
束
山
な
る
所

　
に
、
三
昧
堂
建
て
ら
れ
た
る
傍
に
、
御
堂
建
て
さ
せ
給
て
、
御
ハ
講
・
五
十
講

　
な
ど
せ
さ
せ
給
。
故
院
・
故
宮
の
お
は
し
ま
し
池
遭
り
に
て
か
く
せ
さ
せ
給
へ

　
ば
、
「
御
罪
も
滅
ぼ
さ
せ
給
ら
ん
」
な
ど
中
す
、
い
と
尊
し
。
後
一
條
院
・
故
中

　
宮
・
後
冷
泉
院
の
御
事
な
ど
中
す
、
い
と
尊
し
。
　
　
（
下
・
五
四
四
頁
）

御
堂
に
、
後
一
条
院
の
御
影
を
か
け
て
、
そ
の
面
影
を
偲
び
な
が
ら
、
ハ
講
を
勤

め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
法
会
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
後
一
条
院
を
は
じ
め
故
中

宮
成
子
・
後
冷
泉
院
の
追
善
供
養
で
あ
る
。

　
以
上
、
イ
～
ル
迄
に
概
説
し
た
も
の
が
、
『
栄
華
物
語
』
に
描
か
れ
て
い
る
法
華

ハ
講
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
法
華
経
は
当
時
よ
く
周
知
さ
れ
て
い
た
経
典
で
あ
り
、

折
に
ふ
れ
時
を
選
ん
で
そ
の
経
を
講
じ
る
法
要
で
あ
る
法
華
ハ
講
は
、
色
々
な
場

所
で
営
ま
れ
て
い
る
。
又
、
道
長
の
頃
か
ら
は
、
ハ
講
の
み
な
ら
ず
三
十
講
が
行

わ
れ
て
い
る
事
も
合
わ
せ
考
え
る
と
、
法
華
講
の
需
要
の
程
を
窺
い
し
る
事
が
出

来
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
次
に
イ
～
ル
迄
に
、
そ
の
概
要
を
示
し
た
も
の
を

そ
う
少
し
整
理
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
二

八
講
の
概
要
を
表
に
し
て
示
す
と
次
の
様
に
な
る
。

へ ホ 一
一 ノＸ □ イ

八道

長

Ｗ

道長
道長 道長 道長 道

長

心腹施

が主

Ｗ

太
皇
太
皇
后

宇

治川

の
魚

兼
家

一
条院

白縁て－
昌詰

身生縁を
　　・含
　　無め

リ

咎

兼家 詮
子

斜

で?

ら後

世

菩

提

心

殺
生
の
滅
罪

追
善
供
養

追
善
供
養

現後追
世世善利菩供
益提養

追
善
供
養

追
善
供
養

後現
世世
菩利
提益

目
的

上
乗
門
宮

宇
治
殿

法
興

院

円
教

寺

日
吉
神社

土
御
門殿

法

興
院

場所

の修引
　さき
　れ続
　たい
　もて

大た経写道
にりを金長
　し供字が
　て養法自
　盛し華ら

し40

て歳

　の
　賀

　と

誓
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ル ヌ リ チ ト

一
一
羨

師
実
？

後
冷
泉院

頼
通

道
長

后太
宮皇研太
子皇

後中後
冷宮一
泉威条院子院

宇
治
川

の
魚？

後
朱
雀
院

宇
治
川
の
魚

研太

子皇
　太
　皇
　后　宮

一一一差
嘉

子

追
善
供
養

殺
生
の
滅
罪
？

追
善
供養

殺
生
の
滅
罪

11

W

追
善
供養

菩
提
院

宇

治
殿

高
陽
院

平諾
法

成
寺

猿
殿

大供字院予

に養法御定
　し華自？
　て経写
　盛を金

時供百
に養体

　に釈
　も迦
　同の

お
わ
り
に

こ
れ
ら
の
も
の
を
見
な
が
ら
、
気
付
い
た
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

一
、
施
主
は
、
道
長
と
そ
の
一
族
に
関
わ
る
も
の
が
、
大
部
分
で
あ
る
。

二
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
物
も
、
施
主
と
の
関
連
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

　
て
、
道
長
と
そ
の
一
族
が
多
い
。

三
、
そ
の
ハ
講
開
講
発
願
の
目
的
は
、
追
善
供
養
の
為
と
い
う
の
が
一
番
多
く
、

　
現
世
利
益
・
後
世
菩
提
は
同
じ
回
数
で
そ
れ
に
続
く
。

四
、
ハ
講
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
他
の
法
要
に
比
較
す
る
と
、
第
五
巻

　
の
講
ぜ
ら
れ
る
日
（
薪
の
行
道
の
日
）
を
除
い
て
極
め
て
少
な
い
。

五
、
内
容
に
は
記
述
は
少
な
い
が
、
ハ
講
の
周
辺
（
ど
う
い
う
装
束
・
ど
う
い

　
う
捧
物
な
ど
）
に
つ
い
て
の
記
述
は
詳
細
で
あ
る
。

　
以
上
の
五
つ
位
に
な
る
か
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
集
約
す
る
と
、
法
を
講

ず
る
と
い
う
、
い
わ
ば
本
来
の
講
と
し
て
の
性
格
が
変
革
し
て
、
多
く
の
儀
式
・

行
事
の
Ｉ
つ
と
し
て
、
型
の
如
く
に
勤
修
さ
れ
て
い
る
様
子
が
、
み
う
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
五
巻
の
日
に
船
楽
を
行
っ
た
り
し
、
又
そ
れ
が
中
止
に
な
れ
ば
、
「
明
日

の
御
遊
び
止
り
ぬ
」
（
上
　
四
三
〇
頁
）
と
記
し
て
い
る
事
か
ら
し
て
も
、
充
分
に

理
解
出
来
る
。
従
っ
て
人
々
の
興
味
も
又
、
そ
の
ハ
講
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
、

講
ぜ
ら
れ
た
か
と
い
う
事
よ
り
も
、
そ
の
周
り
の
様
子
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

　
道
長
が
、
施
主
を
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
点
の
み
で
み
る
と
、
私
的
に

実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
が
、
同
時
に
そ
れ
が
又
、
公
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
道
長
と
そ
の
一
族
が
、
宮
中
に
占
め
て
い
る
位
置

の
特
殊
性
に
、
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
講
を
儀
式
・
行
事
の
よ
う
に
実
施
し
、
又
そ
れ
に
参
列
す
る
事
に
よ
り
、
自

分
や
一
族
の
現
世
利
益
を
祈
願
し
、
後
世
菩
提
を
希
求
し
て
い
た
人
々
の
様
子
を
、

伺
い
知
る
事
が
出
来
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
願
望
に
応
じ
て
、
ハ
講
を
営
ん

で
き
た
の
も
、
又
事
実
で
あ
る
。
そ
の
ハ
講
の
隆
盛
は
、
三
十
講
・
五
十
講
と
い

っ
た
大
規
模
の
も
の
を
、
う
み
だ
し
て
い
く
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

註①
拙
稿
、
中
古
日
記
に
み
え
る
、
唱
導
儀
式
と
、
そ
の
う
け
と
り
方

②③

『
中
右
記
』
に
み
え
る
、
法
華
ハ
講
に
つ
い
て
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
府
大
学
国
語
文
学
2
7
号

『
栄
華
物
語
全
注
釈
』
第
四
巻
一
二
二
頁
　
　
村
松
博
司
博
士
著
　
（
角
川
書
店
）

宇
治
に
御
ハ
講
せ
ま
ほ
し
く
お
ぼ
し
め
す
。
「
宇
治
に
て
は
例
あ
し
」
な
ど
中
せ
ど
、
お
ぼ

し
め
し
立
ち
に
け
れ
ば
せ
さ
せ
給
。
」
と
あ
り
、
引
き
続
い
て
「
九
月
廿
五
日
な
り
。
…
…
」

と
、
高
陽
院
の
御
ハ
講
の
話
に
続
い
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
平
成
元
年
九
月
三
〇
日
受
理
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
・
国
文
学
）

－６－
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