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平
成
三
十
年
度 

仏
教
文
学
会
四
月
例
会 

《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》
「
講
式
研
究
の
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
へ
」 

 

講
式
研
究
は
筑
土
鈴
寛
氏
以
来
の
長
い
歴
史
を
有
す
る
が
、
近
年
、
殊
に
今
世
紀
以
降
の
研
究
の
起
点
を

な
す
の
は
、
以
下
の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
九
十
年
代
に
お
け
る
山
田
昭
全
氏
を
中
心
と
す
る
講
式
研
究

会
の
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
世
紀
始
め
の
二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
貞
慶
講
式
集
』
に
結
実
し
た
。

次
は
講
式
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
ニ
ー
ル
ス
・
グ
ュ
ル
ベ
ル
ク
氏
が
、
ほ
ぼ
独
力
で
構
築
し
た

「
講
式
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
あ
り
、
一
九
九
七
年
に
運
用
が
開
始
さ
れ
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
繰
り
返
し
な
が

ら
現
在
な
お
進
化
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
今
や
講
式
研
究
に
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。 

 

さ
て
講
式
研
究
は
上
記
の
如
き
成
果
を
受
け
て
更
に
蓄
積
を
重
ね
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
辺
り
で
一
度
、
今

世
紀
以
降
の
研
究
進
展
の
総
括
や
、
残
さ
れ
て
い
る
課
題
の
剔
抉
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
か
れ
て
く
る
今
後

の
研
究
の
方
向
性
な
ど
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
本
シ
ン
ポ
を
開

催
す
る
動
機
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
講
式
研
究
が
内
包
す
る
可
能
性
や
射
程
を
拓
い
て
ゆ
く
と
い

う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
文
学
と
い
う
領
域
で
の
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
学
際
的
な
形
で
行
わ
れ

る
べ
き
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
中
世
文
学
・
仏
教
学
・
歴
史
（
民
俗
）
学
と
い
う
多
彩
な
分
野

か
ら
パ
ネ
ラ
ー
を
招
請
し
た
。
こ
の
三
氏
の
報
告
を
受
け
て
、
聊
か
大
風
呂
敷
を
広
げ
る
よ
う
で
は
あ
る
が

「
講
式
研
究
の
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
、
会
場
の
皆
さ
ま
と
共
に
考
え
て
み
た
い
。（
舩
田
淳
一
） 
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澄
憲
と
講
式
―
『
如
意
輪
講
式
』
を
起
点
と
し
て
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柴 
佳
世
乃 

 

澄
憲
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
三
）
の
手
に
成
る
七
段
の
『
如
意
輪
講
式
』
が
今
に
伝
わ
る
。
唱
導
で
名
高

い
安
居
院
澄
憲
が
、
奥
州
平
泉
の
藤
原
秀
衡
母
の
求
め
に
応
じ
て
作
成
し
た
も
の
と
い
い
、
澄
憲
が
自
ら
播

磨
の
書
写
山
に
二
七
日
（
十
四
日
間
）
籠
っ
て
作
っ
た
と
の
伝
承
を
持
つ
。 

 

こ
の
『
如
意
輪
講
式
』
の
平
泉
と
の
関
係
、
お
よ
び
そ
の
美
麗
な
文
章
の
価
値
は
夙
に
注
目
さ
れ
て
い
た

が
、
近
時
こ
れ
を
法
要
と
し
て
復
元
実
唱
す
る
営
み
が
な
さ
れ
た
。
私
も
そ
の
委
員
と
し
て
加
わ
り
、
二
〇

一
六
年
六
月
二
六
日
、
中
尊
寺
に
お
い
て
「
如
意
輪
講
式
」（
三
段
式
）
の
法
要
が
勤
修
さ
れ
た
。
本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
書
記
さ
れ
た
言
語
を
現
代
に
音
声
と
し
て
甦
ら
せ
る
試
み
で
あ
り
、
全
段
実
唱
の
法
要
に
向

け
て
、
今
な
お
継
続
し
て
い
る
。 

 

本
発
表
で
は
、
右
の
『
如
意
輪
講
式
』
復
元
実
唱
の
過
程
で
浮
か
び
上
が
っ
た
本
講
式
の
特
色
や
位
相
を
、

そ
の
伝
来
や
文
章
の
み
な
ら
ず
、
実
唱
（
音
声
に
よ
る
復
元
）
と
い
う
観
点
を
含
め
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

同
時
代
の
講
式
作
者
と
し
て
は
明
恵
・
貞
慶
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
本
講
式
の
構
成
や
内
容
か
ら
、
澄

憲
が
ど
の
よ
う
に
式
文
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
か
が
浮
か
び
上
が
り
、
高
度
に
優
れ
た
講
式
の
作
例
と
し

て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
澄
憲
作
七
段
式
を
改
変
し
た
い
く
つ
か
の
『
如
意
輪
講
式
』
も
今



に
伝
わ
っ
て
い
る
。
三
段
式
（
貞
慶
の
作
）
、
五
段
式
と
い
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
そ
の
改
作

（
お
よ
び
そ
の
方
法
）
か
ら
は
、
ひ
と
つ
の
講
式
が
広
く
伝
播
し
て
い
っ
た
形
跡
が
具
体
的
に
辿
ら
れ
る
の

で
あ
る
。 

 

貞
慶
の
浄
土
信
仰
と
仏
道
―
講
式
を
中
心
と
し
て
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楠 

淳
證 

 

解
脱
房
貞
慶
（
一
一
五
五
―
一
二
一
三
）
は
多
仏
信
仰
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
三
阿
僧
祇
劫

に
わ
た
っ
て
多
仏
に
歴
事
す
る
か
ら
で
あ
り
、
今
生
に
お
い
て
は
限
ら
れ
た
尊
者
へ
の
「
信
」
を
示
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
本
質
は
釈
迦
・
弥
陀
・
弥
勒
・
観
音
の
四
尊
に
対
す
る
「
浄
土
信
仰
」
に

あ
り
、
法
相
教
学
（
論
義
）
に
基
づ
く
理
論
構
築
（
思
想
）
に
よ
っ
て
、
順
次
生
で
の
浄
土
往
生
・
見
仏
聞

法
を
願
っ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
教
義
・
思
想
に
基
づ
く
信
仰
展
開
は
、
種
々
の
貞
慶
関

連
文
書
に
お
い
て
確
認
で
き
る
が
、
最
も
端
的
に
示
さ
れ
た
も
の
が
貞
慶
撰
述
の
「
講
式
」
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。 

 

『
貞
慶
講
式
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
、
貞
慶
の
講
式
研
究
は
大
き
く
進
展
し
た
が
、
中
に
は
「
世
間
男

女
等
の
た
め
に
書
い
た
も
の
」
や
「
貞
慶
に
名
を
か
り
た
偽
撰
の
書
」
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
な
ど
、
不
解
明

な
部
分
も
多
々
残
し
て
い
る
。
そ
れ
を
解
明
す
る
に
は
、
貞
慶
の
教
学
・
思
想
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
発
表
に
お
い
て
は
、
教
学
・
思
想
に
基
づ
く
貞
慶
の
仏
道
理
論
を
基
準
と
し
て
、
「
講
式
」
に
お

け
る
貞
慶
の
信
仰
の
あ
り
方
を
確
認
し
た
い
。 

 

『
神
祇
講
式
』
と
神
楽
・
祭
文
世
界
―
「
講
式
研
究
の
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ー
ジ
」
の
た
め
に
― 

 

星 

優
也 

『
神
祇
講
式
』
は
、
鎌
倉
後
期
に
は
成
立
し
て
い
た
神
祇
を
〈
本
尊
〉
に
衆
生
救
済
を
祈
る
講
式
で
あ
る
。

『
沙
石
集
』
や
『
中
臣
祓
訓
解
』
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
解
脱
房
貞
慶
作
と
す
る
言
説
と
と
も
に
展

開
し
た
。
報
告
者
は
、
前
稿
で
『
神
祇
講
式
』
の
流
布
と
展
開
を
追
う
こ
と
で
、
鎌
倉
期
に
成
立
し
た
『
神

祇
講
式
』
が
奥
三
河
地
域
や
薩
摩
地
方
の
神
楽
（
神
舞
）
の
祭
文
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
報
告
は
前
稿
の
成
果
を
踏
ま
え
、
神
楽
を
は
じ
め
民
間
祈
祷
の
世
界
で
実
践
さ
れ
、
今
に
息
づ
く
『
神
祇

講
式
』
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
奥
三
河
の
大
神
楽
と
花
祭
、
薩
摩
の
藺
牟
田
神
舞
、
平
戸
、
対
馬
、

備
後
、
美
作
、
讃
岐
へ
。
お
も
に
中
部
か
ら
西
日
本
に
お
け
る
事
例
を
紹
介
す
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
う
し

た
『
神
祇
講
式
』
の
地
域
的
伝
播
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
神
祇
講
式
』
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
し
い
祭
文

が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。 

本
報
告
の
意
義
は
、
『
神
祇
講
式
』
の
地
域
的
な
広
が
り
と
定
着
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
各
地
域

の
民
間
宗
教
者
に
読
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
在
地
の
儀
礼
に
即
し
た
テ
キ
ス
ト
へ
と
読
解
さ
れ
て
変
貌
し

た
過
程
を
、『
神
祇
講
式
』
が
創
り
出
す
歴
史
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ
の
研
究
は
『
神
祇
講
式
』
の
み
な
ら

ず
、
『
荒
神
講
式
』
や
『
牛
頭
天
王
講
式
』
な
ど
民
間
で
読
ま
れ
た
講
式
の
展
開
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
講

式
研
究
の
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
神
々
の
講
式
」
を
中
世
神
道
研
究
と
の
関
わ
り
で
読
み

直
す
展
望
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。 


