
勝
又
俊
教

法
華
経
は
佛
典
の
中
で
は
古
来
最
も
著
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
そ

れ
が
仏
教
の
思
想
史
・
文
化
史
の
上
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
ま
こ
と
に
計
り

知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
法
華
経
の
成
立
以
後
の
イ
ン
ド
仏
教
・
中
国
・

日
本
の
仏
教
の
教
学
と
信
仰
は
法
華
経
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
最
近
で
は
、
天

台
宗
や
日
蓮
宗
以
外
の
人
灸
は
直
接
に
法
華
経
を
所
依
の
経
典
と
し
な
い

関
係
上
、
関
心
を
示
し
つ
つ
も
、
あ
ま
り
読
詞
し
あ
る
い
は
深
く
研
究
す

る
も
の
が
少
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
広
い
意
味
で
の
仏
教
思
想

の
研
究
の
た
め
に
も
、
ま
た
法
華
思
想
の
公
平
な
取
扱
い
、
正
し
い
理
解

の
た
め
に
も
希
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
た
び
編
著
者
は
自
ら
多
年
に
亙
る
法
華
思
想
研
究
の
瀧
蓄
を
傾
け

る
と
共
に
、
ま
た
多
く
の
す
ぐ
れ
た
法
華
思
想
研
究
者
の
協
力
を
得
て
、

法
華
思
想
の
総
合
的
研
究
の
成
果
を
公
刊
せ
ら
れ
た
が
、
し
か
も
そ
れ
が

編
著
者
の
還
暦
記
念
の
出
版
と
せ
ら
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
意
義
深
い
も

の
が
あ
る
。

第
一
部
は
「
法
華
経
総
説
」
（
横
超
菩
日
博
士
執
筆
）
と
題
し
、
序
章

と
三
章
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
序
章
で
は
、
一
、
「
日
本
文
化
と
法
華
経
」

二
、
「
各
宗
祖
師
の
法
華
経
受
容
」
三
、
「
法
華
経
と
阿
弥
陀
佛
」
と
の

三
項
に
ま
と
め
、
日
本
文
化
史
に
及
ぼ
し
た
法
華
経
文
化
の
種
を
相
や
、

各
宗
祖
師
の
法
華
経
受
容
の
態
度
を
概
観
し
、
と
く
に
法
華
信
仰
と
浄
土

横
超
慧
日
編
著

「
法
華
思
想
」

教
の
信
仰
と
は
従
来
と
か
く
相
対
立
す
る
ご
と
く
見
ら
れ
て
い
る
が
、
し

か
し
こ
の
両
者
の
信
仰
は
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
な
い
点
を
佛
陀
観
の

上
か
ら
論
究
し
て
い
る
。

第
一
章
「
諸
品
の
要
旨
と
問
題
点
」
は
、
法
華
経
の
諸
品
の
要
旨
と
問

題
点
と
を
き
わ
め
て
要
領
よ
く
ま
と
め
て
叙
述
し
た
も
の
で
、
百
五
十
余

頁
に
及
ぶ
長
文
の
章
で
あ
る
。
「
各
品
の
要
旨
」
は
法
華
経
の
本
文
の
趣

意
を
わ
か
り
易
く
説
い
た
も
の
で
、
こ
の
要
旨
だ
け
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
法
華
経
の
各
品
の
内
容
を
ほ
ぼ
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

「
問
題
点
」
は
著
者
の
法
華
研
究
の
成
果
で
あ
り
傾
聴
す
べ
き
点
が
多
い
。

例
え
ば
方
便
品
は
開
権
顕
実
、
開
三
顕
一
、
如
来
の
出
世
本
懐
顕
示
な
ど

を
表
明
し
て
い
る
が
、
法
華
経
の
根
本
精
神
は
全
く
こ
の
一
点
に
尽
き
る

と
い
い
、
こ
の
一
乗
佛
教
の
主
張
の
背
景
に
は
大
乗
の
立
場
か
ら
小
乗
の

説
一
切
有
部
の
説
を
批
判
す
る
と
い
う
歴
史
的
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
三
乗
方
便
一
乗
真
実
と
い
う
こ
と
は
覚
り
の
境
地
は
絶
対
普
遍
的
な

一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
方
便
品
の

説
が
浄
土
教
の
信
仰
に
と
っ
て
の
一
つ
の
重
要
な
基
底
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
な
ど
は
注
目
す
、
へ
き
見
解
で
あ
る
。
ま
た

提
婆
達
多
品
に
お
い
て
、
極
悪
人
の
提
婆
達
多
も
法
華
経
力
に
よ
っ
て
成

仏
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
釈
迦
佛
の
善
知
識
と
せ
ら
れ
る

説
が
成
立
し
た
こ
と
、
龍
女
成
佛
の
説
話
に
因
ん
で
女
性
成
仏
の
問
題
を

論
じ
て
い
る
点
な
ど
、
ま
た
如
来
寿
量
品
に
お
い
て
は
、
生
滅
す
る
佛
の
根

底
に
生
滅
を
超
え
て
智
慧
と
慈
悲
の
根
元
た
る
本
願
と
し
て
の
佛
を
考
え
、

こ
の
久
遠
実
成
の
無
量
寿
な
る
佛
が
有
限
の
寿
命
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
所

に
方
便
佛
身
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
本
迩
と
し
て
結
び
つ
け
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て
い
る
点
を
詳
細
に
論
述
し
て
い
る
点
、
嘱
累
品
に
つ
い
て
は
こ
の
品
の

位
置
に
つ
い
て
論
じ
、
法
華
経
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
・
へ
、

ま
た
薬
王
菩
薩
本
地
品
に
説
く
女
性
の
弥
陀
極
楽
浄
土
往
生
信
仰
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
点
な
ど
注
目
す
べ
き
見
解
を
示
し
て
い
る
所
が
多
い
。
な

お
以
上
の
全
体
を
通
じ
て
、
法
華
経
の
構
想
を
論
じ
、
法
華
経
の
原
型
態

と
発
展
型
態
に
論
及
し
て
い
る
点
な
ど
が
諸
処
に
見
ら
れ
る
。

第
二
章
「
イ
ン
ド
仏
教
学
上
に
お
け
る
法
華
経
」
の
う
ち
、
一
、
「
初

期
大
乗
経
典
と
小
乗
批
判
」
で
は
、
般
若
、
維
摩
、
華
厳
の
諸
経
典
が
菩

薩
行
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
声
聞
小
乗
の
思
想
を
批
判
し
て
い
る
点
を
明

ら
か
に
し
、
二
、
「
法
華
経
に
お
け
る
小
乗
批
判
」
で
は
、
そ
れ
ら
の
経

典
よ
り
一
歩
進
め
て
法
華
経
で
は
佛
陀
観
の
上
で
小
乗
批
判
を
な
す
に
至

っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
佛
陀
観
の
問
題
は
浬
渠
観
の
問
題
と
も
密
接
な
関

連
性
が
あ
る
と
し
、
法
華
経
の
諸
品
を
検
討
し
て
、
小
乗
の
浬
薬
観
を
徹

底
的
に
否
定
し
て
い
る
点
を
解
明
し
て
い
る
。
三
、
「
浬
藥
経
・
勝
鬘
経

と
法
華
経
」
で
は
、
浬
渠
経
は
法
華
経
の
声
聞
成
佛
の
文
を
引
用
し
て
や

が
て
悉
皆
成
仏
思
想
を
展
開
し
て
い
る
点
、
勝
霊
経
も
ま
た
法
華
経
の
後

を
う
け
て
如
来
蔵
思
想
を
中
心
と
し
て
成
仰
の
可
能
性
を
明
確
に
し
た
点

な
ど
を
述
べ
、
四
、
「
智
度
諭
中
に
お
け
る
法
華
経
」
で
は
、
法
華
経
の

引
用
文
の
う
ち
、
と
く
に
二
乗
作
佛
の
引
用
文
を
中
心
と
し
て
法
華
経
と

智
度
論
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
五
、
「
世
親
の
法
華
経
論
」

で
は
、
こ
の
論
害
の
内
容
を
紹
介
し
、
と
く
に
七
職
、
三
平
等
、
六
処
授

記
、
四
種
声
聞
、
十
無
上
の
説
に
注
目
し
て
い
る
。

第
三
章
「
中
国
に
お
け
る
法
華
思
想
史
」
の
う
ち
、
一
、
「
鳰
摩
羅
什

翻
訳
時
代
の
法
華
教
学
」
で
は
、
１
、
鳩
摩
羅
什
、
２
、
僧
肇
、
３
、
竺

道
生
、
４
、
道
融
、
５
、
慧
観
、
の
五
学
者
の
法
華
経
研
究
の
状
況
と
特

色
と
を
明
ら
か
に
し
、
二
、
「
開
結
二
経
と
提
婆
達
多
品
」
で
は
、
１
法

華
の
開
経
と
い
わ
れ
る
無
量
義
経
の
成
立
と
訳
出
に
つ
い
て
、
２
、
法
華

の
結
経
と
い
わ
れ
る
観
普
賢
経
の
成
立
と
訳
出
に
つ
い
て
、
３
、
提
婆
達

多
品
の
訳
朏
と
、
そ
れ
が
法
華
経
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
述

べ
、
こ
れ
ら
の
経
典
が
い
ず
れ
も
羅
什
の
法
華
経
訳
出
後
に
現
わ
れ
て
、

後
世
に
な
る
と
法
華
経
を
論
ず
る
者
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
点

を
指
摘
し
て
い
る
。
三
、
「
中
国
に
お
け
る
法
華
経
研
究
」
で
は
、
⑩
総

説
で
南
北
朝
時
代
か
ら
唐
代
に
至
る
ま
で
の
法
華
経
の
研
究
者
に
つ
い
て

概
説
し
、
そ
れ
ら
の
中
、
最
も
注
目
す
兼
へ
き
研
究
者
は
次
の
四
師
で
あ
る

と
し
、
順
次
に
、
②
法
雲
、
⑧
吉
蔵
、
㈹
智
顎
、
⑤
窺
基
の
著
作
と
法
華

解
釈
の
学
説
を
紹
介
し
、
最
後
に
⑥
四
師
の
結
要
を
述
零
へ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
、
光
宅
寺
法
雲
に
つ
い
て
は
現
存
す
る
法
華
義
記
八
巻
の
内
容
を
紹

介
し
つ
つ
そ
の
思
想
的
特
徴
を
指
摘
す
る
方
法
を
と
り
、
嘉
祥
大
師
吉
蔵

に
つ
い
て
は
、
そ
の
著
作
た
る
法
華
玄
論
十
巻
、
法
華
義
疏
十
二
巻
、
法

華
遊
意
一
巻
、
法
華
統
略
六
巻
と
、
世
親
の
法
華
経
論
に
対
す
る
現
存
唯

一
の
注
釈
書
た
る
法
華
論
疏
三
巻
と
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
紹
介
し

つ
つ
、
吉
蔵
の
学
説
の
特
色
を
指
摘
し
て
い
る
。
天
台
大
師
智
顎
に
つ
い

て
は
、
ま
ず
そ
の
師
た
る
慧
思
の
法
華
研
究
と
得
悟
の
事
情
や
悟
境
や
行

法
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
智
顔
の
著
作
た
る
法
華
玄
義
十
巻
、
法
華
文

句
十
巻
、
摩
訶
止
観
十
巻
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、

彼
の
法
華
観
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
慈
恩
大
師
窺
基
に
つ

い
て
は
、
彼
の
著
作
た
る
法
華
玄
賛
二
十
巻
と
大
乗
法
苑
義
林
章
の
諸
乘

章
な
ど
に
よ
っ
て
法
相
宗
の
立
場
か
ら
の
法
華
組
を
詳
説
し
て
い
る
が
、
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と
く
に
五
姓
各
別
説
を
立
て
、
三
乗
差
別
を
真
実
と
す
る
立
場
か
ら
見
て

法
華
経
の
一
乗
真
実
思
想
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
凡
夫
か
ら

直
ち
に
佛
果
を
求
め
る
人
に
対
し
て
は
、
仏
に
成
る
者
も
あ
れ
ば
、
成
り

得
ぬ
者
も
あ
り
、
そ
の
立
場
で
は
一
乗
は
方
便
説
で
あ
る
が
、
小
乗
か
ら

大
乗
に
転
向
し
て
佛
果
を
求
め
る
人
に
対
し
て
は
一
乗
が
真
実
で
あ
っ
て

二
乗
は
方
便
説
に
過
ぎ
な
い
と
説
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
法
華
論
に
よ
っ
て
法
華
経
を
解
釈
す
る
態
度
や
、
漢
字
の
訓
話

を
重
ん
じ
て
い
る
点
、
添
品
法
華
経
を
見
て
、
そ
の
知
識
を
活
用
し
て
い

る
点
、
法
華
経
の
成
立
に
関
す
る
問
題
点
を
論
じ
て
い
る
点
な
ど
、
と
く

に
観
基
の
学
説
に
つ
い
て
は
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

第
二
部
「
思
想
と
展
洲
」
で
は
、
枇
超
博
士
の
論
文
の
他
に
他
の
八
人

の
学
者
の
論
文
を
も
集
録
し
て
、
諸
方
而
か
ら
法
華
思
想
の
成
立
と
展
開

を
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
章
「
法
華
経
の
根
本
思
想
」
の
う

ち
、
第
一
節
「
方
便
と
真
実
」
（
雲
井
昭
善
博
士
執
筆
）
で
は
、
法
華
経

の
思
想
の
中
で
と
く
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
方
便
と
真
実
の
関
係
に
つ
い

て
、
㈲
方
便
と
真
実
と
が
対
照
的
に
扱
わ
れ
、
方
便
を
超
え
て
真
実
に
至

る
と
い
う
意
味
か
、
㈲
方
便
は
真
実
と
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
方
便

は
真
実
の
中
に
収
ま
る
も
の
な
の
か
、
㈲
方
便
も
真
実
も
佛
智
の
世
界
内

に
お
い
て
の
み
言
わ
れ
る
も
の
な
の
か
、
な
ど
の
問
題
を
設
定
し
な
が
ら
、

方
便
の
語
義
を
明
ら
か
に
し
、
方
便
思
想
と
そ
の
展
開
を
諸
経
諭
に
よ
っ

て
究
明
し
、
法
華
経
に
お
け
る
方
便
と
真
実
の
思
想
を
方
便
肺
と
如
来
寿

量
品
と
を
中
心
と
し
て
検
討
し
、
会
三
帰
一
の
思
想
と
、
本
逃
思
想
と
を

明
確
に
し
て
い
る
。

第
二
節
「
一
乗
と
三
乗
」
（
藤
田
宏
達
博
士
執
筆
）
で
は
、
一
乗
と
は
何

か
、
三
乗
と
は
何
か
、
こ
の
二
つ
の
問
題
の
意
義
を
法
華
経
諸
品
の
中
に

探
査
し
、
さ
ら
に
部
派
仙
教
に
お
け
る
三
乗
思
想
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら

に
遡
っ
て
原
始
経
典
の
中
に
、
「
声
剛
乗
と
仙
乗
」
、
「
独
覚
乗
」
が
ど
の

よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
を
多
く
の
資
料
に
基
づ
い
て
究
明
し
て
い
る
。

ま
た
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る
佛
乗
、
大
乗
、
菩
薩
乗
、
一
乗
の
用
語
例

と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
．
乗
思
想
は
部
派
佛
教
に
お
け

る
三
乗
差
別
観
の
批
判
に
基
盤
を
お
き
な
が
ら
、
同
時
に
部
派
佛
教
の
三

乗
説
の
存
在
意
義
を
認
め
て
包
摂
す
る
宥
和
の
思
想
を
表
明
し
た
も
の
で

あ
る
」
と
い
い
、
こ
の
一
乗
思
想
は
結
局
空
無
差
別
思
想
の
実
践
的
展
開

を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
一
乗
対
三
乗
の
思
想
は
一
乗
思
想
の
内
容

を
絶
対
的
立
場
に
お
く
か
州
対
的
立
場
に
お
く
か
に
よ
っ
て
、
四
車
家
的

な
見
方
も
三
車
家
的
な
見
方
も
成
立
っ
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

第
三
節
「
法
華
経
の
伽
身
観
」
（
枇
超
慧
日
博
士
執
筆
）
で
は
、
法
華

経
の
中
に
新
古
の
層
が
あ
り
、
最
古
層
と
推
定
さ
れ
る
方
便
品
等
で
は
声

聞
成
佛
を
主
題
と
し
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
佛
は
す
、
へ
て
の
衆
生
を
自
己
と

同
じ
佛
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
大
悲
心
そ
の
も
の
を
さ
し
て
お
り
、
そ
の

趣
意
を
強
調
す
る
た
め
に
、
諸
佛
、
過
去
佛
、
未
来
佛
、
現
在
佛
、
釈
迦
佛

の
五
佛
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
。
と
こ
ろ
が
化
城
職
品
に
な
る
と
、
過
去

無
量
劫
の
昔
の
大
通
智
勝
如
来
と
そ
の
王
子
た
ち
（
十
方
諸
佛
と
な
る
）

の
説
話
で
表
現
し
、
五
百
弟
子
受
記
品
に
な
る
と
、
富
楼
那
は
応
化
声
聞

（
内
秘
菩
薩
行
外
現
是
声
聞
）
と
せ
ら
れ
、
見
宝
塔
品
に
な
る
と
、
法
華

経
の
真
実
性
、
普
遍
性
を
実
証
す
る
た
め
多
宝
佛
と
釈
迦
佛
と
の
塔
内
並

坐
の
形
で
示
し
、
如
来
寿
量
品
に
な
る
と
、
久
遠
実
成
と
伽
耶
近
成
の
本

迩
二
身
説
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
大
悲
心
こ
そ
が
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佛
と
し
て
の
根
本
で
あ
り
、
一
切
の
諸
佛
は
み
な
そ
の
大
悲
心
即
ち
本
佛

の
現
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
と
断
定
し
た
の
が
法
華
経
の
佛
陀
観
で
あ
る
こ

と
を
六
項
目
に
分
け
て
説
い
て
い
る
。

第
四
節
「
菩
薩
行
‐
’
（
紀
野
一
義
氏
執
筆
）
で
は
、
法
華
経
に
説
か
れ

て
い
る
菩
薩
と
は
佛
塔
信
仰
を
中
心
と
し
、
比
丘
教
団
か
ら
独
立
し
、
大

慈
悲
心
を
も
ち
、
柔
和
忍
辱
の
心
を
も
ち
、
一
切
法
空
の
境
地
に
入
っ
て

い
る
人
会
で
あ
り
、
そ
の
代
表
者
の
一
人
と
し
て
、
人
間
の
い
の
ち
を
讃

え
、
人
間
を
礼
拝
し
つ
づ
け
る
常
不
軽
菩
薩
こ
そ
法
華
経
を
信
ず
る
行
者

で
あ
る
と
な
し
、
さ
ら
に
菩
薩
行
と
し
て
の
法
華
三
味
に
つ
い
て
は
、
法

華
経
に
お
け
る
法
華
三
味
（
現
一
切
色
身
三
味
）
と
、
慧
思
の
考
え
た
法

華
三
味
（
有
相
行
と
無
相
行
）
と
の
二
種
あ
る
こ
と
に
注
意
し
、
さ
ら
に

柔
和
忍
辱
の
心
や
一
切
法
空
の
境
地
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
流
麗
な
文
学

的
表
現
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

鋪
五
節
「
法
華
経
に
お
け
る
現
世
利
益
」
（
横
超
慧
日
博
士
執
筆
）
で

は
、
ま
ず
現
世
利
益
と
現
生
利
益
と
の
意
味
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
方

便
品
以
下
の
数
品
で
は
、
佛
の
大
悲
本
願
た
る
一
乗
を
信
ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
心
身
安
穏
と
い
う
現
生
の
利
益
と
未
来
成
佛
と
い
う
後
生
の
利
益
が

得
ら
れ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
的
な
感
じ
は
全

く
な
い
。
し
か
る
に
法
師
師
以
後
に
な
る
と
経
典
の
普
及
を
勧
め
る
こ
と

に
重
点
が
お
か
れ
、
さ
ら
に
分
別
功
徳
品
以
後
に
な
る
と
経
典
受
持
に
対

す
る
現
世
利
益
の
強
調
が
濃
厚
と
な
り
、
殊
に
薬
王
菩
薩
本
事
品
、
観
世

音
菩
薩
普
門
品
、
普
賢
菩
薩
勧
発
品
な
ど
に
な
る
と
、
往
生
浄
土
と
生
天

思
想
が
説
か
れ
、
病
即
消
滅
、
不
老
不
死
、
除
苦
満
願
の
思
想
が
強
調
さ

れ
る
に
至
り
、
法
華
経
の
信
仰
に
は
複
雑
な
要
素
を
含
む
こ
と
を
指
摘
し
、

「
学
者
や
純
粋
な
信
仰
者
は
方
便
品
や
如
来
寿
量
品
を
中
心
と
す
る
部
分

か
ら
切
実
な
功
徳
を
見
出
し
、
多
く
の
大
衆
は
流
通
普
及
の
た
め
に
累
加

さ
れ
た
末
尾
数
品
の
文
に
従
っ
て
利
益
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
結
ん
で
い
る
。

第
二
章
「
法
華
思
想
の
展
開
」
の
う
ち
、
第
一
節
「
法
華
経
と
天
台
教

学
」
（
安
藤
俊
雄
博
士
執
筆
）
で
は
、
法
華
経
の
組
織
的
研
究
は
イ
ン
ド

よ
り
む
し
ろ
シ
ナ
の
学
者
た
ち
の
間
で
活
溌
に
行
わ
れ
た
と
し
て
、
多
く

の
シ
ナ
の
法
華
研
究
者
の
名
を
あ
げ
、
中
で
も
天
台
大
師
智
顔
の
法
華
研

究
は
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
、
つ
い
で
彼
の
著
作
た
る
天
台
三
大
部
と

い
わ
れ
る
も
の
の
中
、
法
華
文
句
は
経
文
の
綜
合
的
立
体
的
解
釈
を
し
た

も
の
、
法
華
玄
義
は
法
華
経
の
教
学
を
体
系
づ
け
た
も
の
、
摩
訶
止
観
は

法
華
経
の
観
心
法
門
を
体
系
づ
け
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
天
台
三
大

部
に
よ
っ
て
理
論
と
実
践
の
二
極
の
法
門
が
完
肺
し
た
と
な
し
、
最
後
に

彼
の
法
華
学
の
根
本
的
立
場
が
主
体
主
義
に
あ
る
点
を
論
じ
て
い
る
。

第
二
節
「
中
国
俳
教
と
法
華
経
の
信
仰
」
（
道
端
良
秀
博
士
執
筆
）
は

中
国
庶
民
社
会
に
お
け
る
法
華
経
の
信
仰
の
種
々
相
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
、
焼
身
供
養
、
燃
指
供
養
の
実
例
を
あ
げ
、
ま
た
聞
経
の
功
徳
に
よ

っ
て
多
く
の
利
益
を
得
た
話
を
あ
げ
て
い
る
が
、
ま
た
「
南
無
妙
法
蓮
華

経
」
の
唱
題
を
聞
い
た
だ
け
で
地
獄
の
苦
し
み
を
免
れ
た
と
説
か
れ
て
い

る
こ
と
は
日
蓮
の
唱
題
と
関
述
し
て
大
い
に
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
と
指
摘

し
て
い
る
。
そ
の
他
、
法
華
経
の
随
喜
の
功
徳
や
供
養
礼
拝
の
功
徳
の
話

多
宝
塔
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
法
華
経
変
文
と
変

相
図
と
が
法
華
信
仰
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
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第
三
節
「
日
本
佛
教
に
お
け
る
法
華
思
想
」
（
石
田
瑞
麿
博
士
執
筆
）

で
は
、
日
本
に
お
け
る
法
華
思
想
の
展
開
に
著
し
い
業
績
を
残
し
た
聖
徳

太
子
と
最
澄
と
日
蓮
の
三
人
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
著
作
と
、

法
華
思
想
の
理
解
の
仕
方
、
そ
の
思
想
的
展
開
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
そ
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
法
華
研
究
の
流
れ
は
、
迩
門
か
ら
本
門
へ
、

本
門
か
ら
観
心
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
四
節
「
日
本
文
学
史
上
の
法
華
経
」
（
多
屋
頼
俊
博
士
執
筆
）
で
は
、

一
、
法
華
経
の
書
写
・
読
詞
に
関
す
る
説
話
、
二
、
法
華
経
の
講
讃
と
貴

族
の
生
活
、
三
、
法
華
経
関
係
の
詩
文
・
伽
陀
・
教
化
、
四
、
法
華
経
関

係
の
和
歌
・
法
文
歌
、
五
、
平
曲
・
宴
曲
・
幸
若
舞
曲
・
謡
曲
と
法
華
経

の
諸
方
面
か
ら
、
法
華
経
が
日
本
文
学
史
上
い
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
五
節
「
創
価
学
会
に
お
け
る
法
華
経
受
容
の
形
態
」
（
竹
中
信
常
博
士

執
筆
）
で
は
、
ま
ず
創
価
学
会
の
教
学
面
は
御
義
口
伝
と
本
因
妙
抄
と
百

六
箇
抄
の
三
部
の
吉
に
依
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
つ
い
で
法
華
経
に
三

種
あ
り
と
さ
れ
る
が
、
「
種
本
脱
迩
の
勝
劣
判
」
が
行
わ
れ
て
、
末
法
の
法

華
経
は
「
文
底
下
種
の
法
華
経
」
と
い
わ
れ
、
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
文

字
の
法
華
経
」
と
も
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
宗
祖
本
佛
諭
」
を
提
起

し
て
、
末
法
の
御
本
尊
は
釈
尊
で
な
く
し
て
日
蓮
大
聖
人
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
三
大
秘
法
に
つ
い
て
も
特
異
な
解
釈
を
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
と
ら
れ
た
法
華
経
受
容
の
態
度
は
き
わ
め
て
独

自
的
・
集
約
的
で
あ
り
、
過
度
に
演
緤
的
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。

ま
た
創
価
学
会
で
は
法
華
経
よ
り
日
蓮
の
著
作
を
重
視
し
て
い
る
こ
と

を
統
計
的
に
明
ら
か
に
し
、
ま
た
法
華
経
系
の
教
団
が
発
展
し
つ
つ
あ
る

理
由
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
の
も
つ
現
世
利
益
的
信
仰
と
い
う
性
格
や
、

一
般
的
世
俗
的
受
容
性
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
が
各
章
節
の
概
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
法
華
思
想
研
究

の
最
高
水
準
を
示
す
諸
説
が
多
く
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
の
学

的
価
値
を
い
よ
い
よ
高
か
ら
し
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
第
一
部
を

「
法
華
経
総
説
」
と
題
し
て
、
ま
ず
法
華
経
の
内
容
を
明
確
に
し
、
問
題

点
を
追
求
す
る
と
共
に
、
法
華
経
が
イ
ン
ド
佛
教
学
と
中
国
佛
教
史
上
に

与
え
た
影
響
を
思
想
史
的
に
解
明
し
、
第
二
部
を
「
思
想
と
展
開
」
と
題

し
て
、
ま
ず
法
華
経
の
根
本
思
想
を
五
つ
の
問
題
点
と
し
て
と
り
あ
げ
、

つ
い
で
法
華
思
想
の
展
開
を
中
国
・
日
本
に
お
け
る
教
学
、
信
仰
、
文
学

な
ど
の
諸
方
面
に
亙
っ
て
跡
づ
け
て
い
る
点
、
法
華
思
想
の
総
合
的
研
究

と
し
て
編
集
上
に
も
妙
を
得
て
完
壁
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
読
者
は
法
華
思
想
研
究
の
深
さ
と
幅
の
広
さ
と
を
知
ら
し
め
ら

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
法
華
思
想
は
特
定
の
宗
派
の
も
つ
特
殊
な
思
想

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
編
著
者
の
企
て
が
美
事
に
成
功
し
て
い
る

と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
編
著
者
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
漢
訳
の
妙

法
蓮
華
経
を
中
心
と
し
て
の
研
究
で
あ
る
た
め
に
、
梵
文
法
華
経
の
研
究

の
方
面
や
法
華
経
成
立
の
問
題
な
ど
イ
ン
ド
佛
教
学
上
の
諸
問
題
に
ふ
れ

る
所
が
少
い
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
他
の
著
作
に
待
つ
こ
と
と
し
て
、
兎
も

角
、
こ
れ
だ
け
充
実
し
た
法
華
思
想
の
研
究
書
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
学

界
の
た
め
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
編
著
者
と
協
力
者
に
深
く

敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
昭
和
四
四
年
五
月
一
日
、
平
楽
寺
書
店
、
Ａ
５
版
、
三
、
五
○
○
円
）
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