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ご
購
読
は

こ
ち
ら
か
ら

新
緑
の
季
節
を
迎
え
た
比
叡
山
で
は
、
去
る
4
月
3

日
、
比
叡
山
高
等
学
校
生
に
よ
る
「
書
」
の
揮
毫
実
演

が
行
わ
れ
た
（
詳
細
は
6
面
に
て
報
告
）。
日
々
習
練

を
重
ね
た
筆
使
い
と
笑
顔
溢
れ
る
活
気
の
あ
る
学
生
た

ち
の
姿
は
、
居
合
わ
せ
た
人
々
を
魅
了
す
る
も
の
と
な

り
、
何
か
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
思
い
出

さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
勇
ま
し
い
姿
は
、
本
年
の
干
支
、

寅
に
も
似
て
い
る
。
仏
教
で
は
、
こ
の
「
寅
」
と
深
い

関
係
を
持
ち
仏
法
の
護
持
神
・
福
徳
善
神
と
称
さ
れ
て

い
る
の
が
毘
沙
門
天
王
で
あ
る
。

毘
沙
門
天
王
は
、
北
方
を
守
護
し
て
い
る
仏
教
の
守

護
神
で
あ
り
、
別
名
を
「
多
聞
天
」
と
称
さ
れ
る
。「
一

つ
も
残
さ
ず
、
多
く
の
教
え
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
」

智
慧
を
も
ち
、
手
に
「
宝
塔
」
を
捧
げ
る
姿
は
、
教
え

を
大
切
に
守
り
伝
え
て
い
く
姿
勢
を
表
し
て
い
る
。
ま

た
、『
毘
沙
門
天
王
功
徳
経
』
に
「
若
し
人
あ
り
て
、

毘
沙
門
天
王
に
お
い
て
體
を
見
、
名
を
聴
い
て
、
心
に

念
ず
る
者
は
、
八
萬
億
劫
生
死
の
微
細
の
罪
を
除
き
、

百
千
億
の
功
徳
を
得
て
仏
位
に
至
り
、
現
在
に
無
量
の

つ
わ
も
の

福
を
増
長
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
法
を
守
る
兵
の

つ
か
さ士
な
り
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
毘
沙
門

天
の
使
い
（
仲
介
者
）
と
さ
れ
る
の
が
「
ト
ラ
（
寅
・

虎
）」
な
の
で
あ
る
。

「
ト
ラ
」
は
、
中
国
で
は
百
獣
の
王
と
し
て
、「
一

晩
で
千
里
を
走
る
」
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
ト
ラ
は
、
娑
婆
世
界
で
人
々
の
願
い
を
毘
沙
門
天
に

代
わ
っ
て
聞
い
て
回
り
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
役
目
を

担
う
お
使
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

学
生
諸
君
の
目
先
の
利
益
に
と
ら（
虎
）わ
れ
ず
日
々

精
進
し
て
、
笑
顔
（
ガ
オ
ー
）
を
絶
や
さ
ず
に
挑
む
姿

こ

け
つ

は
、
と
て
も
す
が
す
が
し
い
。「
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば

虎
子
を
得
ず
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
危
険
を
恐
れ
ず
、

意
を
決
し
て
や
ら
ね
ば
成
功
は
得
ら
れ
な
い
し
、
挑
戦

の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
む
か
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
こ
そ

守
護
神
毘
沙
門
天
の
加
護
も
働
く
に
ち
が
い
な
い
。
若

ひ
た

者
の
そ
の
直
向
き
さ
を
見
て
、
あ
ら
た
め
て
襟
を
正
し

た
。

挑挑戦戦のの気気持持ちちをを忘忘れれずずにに

令
和
4
年
比
叡
山
か
ら

発
信
す
る
言
葉

す
べ
て
の
行
い
は
大
悲
か
ら

比
叡
山
０
５
０
８
０
１
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面
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一
乗
の
敷
衍
に
捧
げ
た
ご
生
涯

宮
沢
賢
治
が
成
就
を
願
っ
た
み
教
え
と
は

昨
年
は
、
宗
祖
伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌
御
祥
当
の
年
と
な
る
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
法
要
や
行
事
が
数
多
く
み
ら
れ
、
天
台
宗
で
は
大
遠
忌
ま
で
を
期
間
と
し
た
「
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法

会
」
を
令
和
４
年
度
い
っ
ぱ
い
ま
で
延
長
し
、
本
年
に
延
期
さ
れ
た
大
遠
忌
教
区
報
恩
法
要
等
の
奉
修
を
予
定

し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
特
集
で
は
、
こ
の
期
間
を
「
伝
教
大
師
の
ご
精
神
を
後
世
に
伝
え
る
」
更
な
る
好
機
と

捉
え
、
天
台
宗
典
編
纂
所
よ
り
吉
田
慈
順
編
輯
員
に
、
日
本
を
代
表
す
る
詩
人
・
童
話
作
家
で
あ
る
宮
沢
賢
治

み
む
ね

が
「
御
旨
」
と
し
て
成
就
を
願
っ
た
伝
教
大
師
の
み
教
え
に
つ
い
て
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

最
澄
の
御
旨
と
は
何
か

比
叡
山
延
暦
寺
の
総
本
堂

根
本
中
堂
の
向
か
い
に
は
、

宮
沢
賢
治
（
一
八
九
六
〜
一

九
三
三
）
の
歌
碑
が
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

根
本
中
堂

ね
が
は
く
は

妙
法
如
来

正
徧
知

大
師
の
み
旨

成
ら
し
め
た
ま
へ

宮
沢
賢
治
は
、
大
正
十
年

（
一
九
二
一
）
の
四
月
に
、

父
と
と
も
に
延
暦
寺
に
参
拝

し
、
比
叡
山
に
因
ん
だ
歌
を

十
二
首
詠
ん
で
い
ま
す
。
そ

の
第
一
首
に
当
た
る
の
が
、

伝
教
大
師
最
澄
（
七
六
六
／

七
〜
八
二
二
）
の
「
御
旨
」

の
成
就
を
願
う
こ
の
歌
に
な

り
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
考
え
た
い

の
は
、「
最
澄
の
御
旨
と
は

何
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
澄
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て

最
も
大
切
に
し
た
も
の
、
自

ら
の
本
懐
と
し
た
も
の
は
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
以

下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
し

ば
ら
く
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

比叡山麓ＪＲ比叡山坂本駅前、石積みの郷公園に建つ「若き日の最澄」像
昭和３２年９月２１日宮沢賢治２５年祭を記念し根本中堂向か
いに建てられた賢治の歌碑

高
雄
講
経
で
論
争
を
氷
解

最
澄
の
事
績
の
一
つ
に

「
高
雄
講
経
」
と
呼
ば
れ
る

出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
最
澄

は
、
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇

二
）
一
月
、
高
雄
山
寺
（
現

・
神
護
寺
）
に
お
い
て
、
時

の
仏
教
界
を
代
表
す
る
十
余

名
の
高
僧
た
ち
を
前
に
、
天

台
教
学
に
つ
い
て
講
義
し
て

い
ま
す
。
こ
の
最
澄
の
講
義

を
聴
い
た
三
論
宗
の
善
議

（
七
二
九
〜
八
一
二
）
は
、

「
三
論
宗
と
法
相
宗
の
長
き

に
亘
る
論
争
が
氷
解
し
た
」

と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
最
澄
を
三
論
宗
と
法
相

宗
の
対
立
を
解
決
し
た
人
物

と
し
て
評
価
し
て
い
る
の
で

す
。
こ
こ
か
ら
も
、
最
澄
に

当
時
の
日
本
仏
教
界
最
大
の

懸
案
事
項
で
あ
っ
た
三
論
宗

と
法
相
宗
の
論
争
の
解
決
が

期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
最
澄
が
い
つ

頃
天
台
の
法
門
に
出
会
っ
た

の
か
は
は
っ
き
り
と
し
ま
せ

ん
。
た
だ
、
最
澄
に
関
す
る

最
古
の
伝
記
で
あ
る
『
叡
山

大
師
伝
』
に
は
、
比
叡
山
に

入
山
し
て
間
も
な
い
時
期
の

記
録
と
し
て
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。「�
最
澄

は
、�法
蔵
の
著
作
を
読
み
、

法
蔵
が
天
台
大
師
を
指
南
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
」
と
。
法
蔵
（
六
四
三
〜

七
一
二
）
は
中
国
の
華
厳
宗

の
大
成
者
で
、
当
時
、
一
乗

真
実
を
主
張
す
る
諸
師
が
こ

賢治の忌日となる毎年９月２１日に碑前で厳修される「宮沢賢治忌法要」
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昨年６月４日、伝教大師一千二百年大遠忌ご祥当
日の大勝縁を得て厳修された御祥当常行三眛

論
争
の
調
停
を
命
じ
る
詔

（
天
皇
の
命
令
）
が
繰
り
返

し
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
日

本
仏
教
界
を
二
分
す
る
大
問

題
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま

一
乗
と
三
乗
の
論
争

最
澄
の
生
涯
を
想
う
と

き
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い

う
べ
き
も
の
は
「
一
乗
」
で

す
。
一
乗
と
は
、
端
的
に
い

え
ば
「
生
き
と
し
生
け
る
も

の
は
、
み
な
必
ず
仏
と
成
る

存
在
で
あ
る
」
と
い
う
考
え

方
で
あ
り
、
天
台
宗
が
所
依

と
す
る
『
法
華
経
』
は
こ
れ

を
中
心
思
想
と
す
る
経
典
で

す
。最

澄
は
、
宝
亀
九
年
（
七

七
八
）、
十
三
歳
で
近
江
国

の
大
国
師
で
あ
っ
た
行
表

（
七
二
二
〜
七
九
七
）
の
も

と
で
出
家
し
ま
す
。
こ
の
時

に
最
澄
が
行
表
か
ら
学
ん
だ

こ
と
に
つ
い
て
、『
内
証
仏

法
相
承
血
脈
譜
』
と
い
う
文

献
に
は
、「（
行
表
）
和
上
よ

り
心
を
一
乗
に
帰
す
べ
き
こ

と
を
学
ん
だ
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
乗
は
、

最
澄
が
そ
の
仏
道
の
最
初
に

学
ん
だ
教
え
だ
っ
た
の
で

す
。こ

の
当
時
の
日
本
仏
教
界

は
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
当
時
最

大
の
宗
派
で
あ
っ
た
法
相
宗

と
三
論
宗
の
論
争
で
す
。
法

相
宗
と
三
論
宗
は
、
そ
の
教

義
の
根
幹
の
部
分
に
相
容
れ

な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
相

違
の
一
つ
が
一
乗
思
想
と
三

乗
思
想
の
い
ず
れ
を
真
実
と

見
る
か
と
い
う
も
の
で
し

た
。
三
乗
と
い
う
の
は
、「
人

の
宗
教
的
素
質
に
は
先
天
的

な
違
い
が
あ
り
、
み
な
が
成

仏
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と

い
う
思
想
で
あ
り
、
こ
の
立

場
に
立
つ
法
相
宗
と
、
一
乗

の
立
場
に
立
つ
三
論
宗
と
の

間
で
、
そ
の
真
実
性
を
巡
っ

て
繰
り
返
し
論
争
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

当
時
の
歴
史
書
に
は
、
こ
の

え
ま
す
と
、
先
の
行
表
の
言

葉
は
や
や
重
み
が
違
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
心
を
一
乗
に
帰
し
て
、

こ
の
問
題
を
解
決
し
て
欲
し

い
」、
行
表
が
最
澄
に
期
待

し
て
い
た
の
は
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。 最澄修学の地と云われる近江国分寺跡（甲賀市信楽町）

１００年前の伝教大師一千百年大遠忌を記念し竹内喜太郎氏の願いにより編纂さ
れた『伝教大師絵伝』

ぞ
っ
て
依
り
所
と
し
た
人
物

の
一
人
で
す
。つ
ま
り
、最
澄

は
法
蔵
の
著
作
を
通
し
て
一

乗
を
学
び
、
そ
の
過
程
で
天

台
の
法
門
に
出
会
っ
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。こ
れ
以
降
、最

澄
は
急
速
に
天
台
教
学
を
学

習
し
て
い
く
の
で
す
が
、
そ

の
一
つ
の
成
果
が
先
の
高
雄

講
経
へ
と
結
び
付
く
の
で
す
。

「
心
を
一
乗
に
帰
す
べ
し
」

最
澄
の
一
乗
を
端
的
に
示

す
も
の
と
し
て
、
比
叡
山
に

入
っ
て
間
も
な
く
著
さ
れ
た

『
願
文
』
の
中
に
次
の
一
節

が
あ
り
ま
す
。

「
伏
し
て
願
わ
く
は
、
解
脱

の
味
、
独
り
飲
ま
ず
。
安
楽

の
果
、
独
り
証
せ
ず
。
法
界

の
衆
生
と
同
じ
く
妙
覚
に
登

り
、
法
界
の
衆
生
と
同
じ
く

妙
味
を
服
せ
ん
」
と
。

自
分
だ
け
が
覚
る
の
で
は法華十講を修する伝教大師（『伝教大師絵伝』より）

な
く
、
生
き
と
し
生
け
る
す

べ
て
の
も
の
と
共
に
覚
り
へ

と
到
る
、
こ
れ
こ
そ
が
最
澄

の
目
指
し
た
理
想
に
他
な
り

ま
せ
ん
。

最
澄
の
生
涯
は
、
ま
さ
に

一
乗
の
敷
衍
に
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
仏
教

の
根
本
精
神
は
一
乗
に
あ

り
、
そ
の
一
乗
を
広
め
る
こ

と
こ
そ
が
自
ら
の
使
命
で
あ

る
。
最
澄
の
生
涯
に
わ
た
る

す
べ
て
の
事
績
の
背
景
に

は
、
常
に
こ
の
よ
う
な
想
い

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
仏
道
の
初
め
に
、

師
よ
り
「
心
を
一
乗
に
帰
す

べ
き
」こ
と
を
学
ん
で
以
来
、

一
貫
し
て
一
乗
を
説
き
続
け
、

そ
の
理
想
を
現
実
の
も
の
と

す
る
た
め
に
尽
力
し
た
の
が

最
澄
と
い
う
人
な
の
で
す
。

宮
沢
賢
治
の
言
葉
に
「
世

界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら

な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は

あ
り
得
な
い
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
彼
も
ま
た
、

生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の

も
の
の
幸
福
を
願
っ
た
人
だ

っ
た
の
で
す
。「
ね
が
は
く

は

妙
法
如
来

正
徧
知

大
師
の
み
旨

成
ら
し
め
た

ま
へ
」。
こ
の
歌
は
、
自
ら

と
最
澄
と
を
重
ね
合
わ
せ
て

詠
ん
だ
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
で
し
ょ
う
。

宮沢賢治は熱心な『法華経』信仰者と知ら
れ、伝教大師一千百年大遠忌を縁に、真宗
篤信家の父と共に比叡山を参拝した。 天台宗の僧侶であり、書の大家として名高い豊道春海（僧名慶中）師による『発願文』タテ３０㎝×ヨコ９.７㎝７４ページ

昭
和
５８
年
（
１
９
８

３
）
滋
賀
県
生
ま
れ
。
龍

谷
大
学
大
学
院
修
了
、
博

士
（
文
学
）。
滋
賀
教
区

東
雲
寺
住
職
、
天
台
宗
典

編
纂
所
編
輯
員
、
龍
谷
大

学
・
関
西
大
学
非
常
勤
講

師
。
著
書
に『
源
信
撰『
阿

弥
陀
経
略
記
』
の
訳
注
研

究
』
等
。

吉
田
慈
順

（
よ
し
だ
じ
じ
ゅ
ん
）
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�

最
澄
の
御
旨
が
成
就
す
る

こ
と
は
、
同
時
に
宮
沢
賢
治
自
身
の
願
い
が
成
就
す
る
こ

と
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。




