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未
来
を
拓
く
学
び
を
、
法
華
の
共
有
地
で
！ 

法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林
事
務
局
長
・
八
王
子
善
龍
寺
住
職 

澁
澤 

光
紀 

 

こ
の
令
和
五
︵
二
〇
二
三
︶
年
度
の
前
期
講
座
か
ら
︑
本
学
林
の
活
動
は
七
年
目
に
入
り
ま
す
︒
い
ま
︑
本
学

林
の
ブ
ロ
グ
に
載
せ
る
﹁
沿
革
﹂
を
編
集
中
で
す
が
︑
本
学
林
の
前
身
と
し
て
﹁
本
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会

︵
以
下
︑
本
ネ
研
︶﹂
と
い
う
勉
強
会
が
あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
じ
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
︒
本
ネ
研
で
は
︑
勉

強
会
の
テ
ー
マ
を
隔
月
ご
と
に
理
論
分
野
と
実
践
分
野
に
入
れ
替
え
ま
し
た
の
で
︑
実
践
的
な
テ
ー
マ
で
は

侃
々
諤
々
の
議
論
が
延
々
と
続
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒ 

そ
の
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
の
中
で
も
︑
昨
年
か
ら
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
よ
っ
て
︑
ま
す
ま
す
重
み
を
増

し
て
き
た
の
は
︑
西
山
理
事
長
の
盟
友
で
あ
っ
た
望
月
哲
也
先
生
が
提
唱
し
て
︑
平
成
十
八
年
の
夏
期
セ
ミ
ナ

ー
の
総
合
テ
ー
マ
に
も
な
っ
た
﹁
常
不
軽
国
家
日
本
の
建
設
﹂
と
い
う
言
葉
で
す
︒
こ
の
﹁
菩
薩
国
家
﹂
を
め
ざ

し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
︑﹁
憲
法
九
条
﹂
が
即
ち
﹁
不
軽
行
﹂
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
︒
戦
争
放
棄

の
憲
法
九
条
を
実
行
す
る
こ
と
は
︑
他
者
を
敬
い
︑
授
記
の
言
葉
を
語
り
か
け
︑
迫
害
に
あ
っ
て
も
非
暴
力
に
徹

す
る
︑
不
軽
菩
薩
の
忍
辱
の
修
行
と
重
な
り
ま
す
︒
あ
る
い
は
常
不
軽
国
家
と
は
︑
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
非

暴
力
主
義
を
︑﹁
国
﹂
と
し
て
実
行
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
︒ 

思
想
家
の
柄
谷
行
人
氏
は
﹃
憲
法
の
無
意
識
﹄︵
岩
波
新
書 

二
〇
一
六
︶
の
な
か
で
︑
カ
ン
ト
の
永
遠
平
和
論
と

は
﹁
戦
争
の
原
因
で
あ
る
国
家
間
の
敵
対
性
が
終
わ
る
﹂
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
平
和
論
を
具
体
化
し
た
憲
法
九
条

は
︑
日
本
人
の
無
意
識
と
な
っ
て
定
着
し
て
い
る
と
し
て
︑﹁
九
条
を
実
行
す
る
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
日
本
人
が

で
き
る
唯
一
の
普
遍
的
か
つ
﹁
強
力
﹂
な
行
為
で
す
﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
︒
不
軽
行
と
は
︑
敵
が
い
な
い
︑
他
者

を
怖
れ
な
い
﹁
無
敵
﹂
の
修
行
で
す
︒
そ
う
考
え
る
と
憲
法
九
条
の
実
行
も
ま
た
︑﹁
無
敵
﹂
だ
か
ら
こ
そ
︑
普

遍
的
な
﹁
強
力
﹂
な
行
為
と
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
︒ 

そ
の
逆
に
な
り
ま
す
が
︑
隣
国
の
脅
威
に
対
し
て
敵
対
性
を
解
消
す
る
の
で
は
な
く
︑
ひ
た
す
ら
軍
備
費
増

強
で
敵
対
性
を
高
め
て
い
け
ば
︑
戦
争
は
必
然
で
す
︒﹁
不
軽
国
家
日
本
の
建
設
﹂
と
い
う
︑
本
ネ
研
で
十
七
年

前
に
論
議
さ
れ
た
こ
の
テ
ー
マ
は
︑
い
ま
こ
そ
具
体
的
に
﹁
設
計
図
﹂
を
描
き
な
が
ら
実
践
化
を
検
討
し
て
︑
高

く
掲
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒ 

こ
う
し
た
本
ネ
研
の
成
果
を
引
き
継
い
で
誕
生
し
た
の
が
︑﹁
法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林
﹂
で
す
︒
こ
の
﹁
法

華
コ
モ
ン
ズ
﹂
と
い
う
名
称
も
︑
西
山
理
事
長
が
命
名
し
た
も
の
で
す
が
︑
実
に
日
蓮
教
学
の
再
歴
史
化
に
ふ
さ
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※
令
和
元
︵
二
〇
一
九
︶
年
の
受
講
風
景
か
ら
︒ 

早
く
こ
の
会
場
の
雰
囲
気
に
戻
り
た
い
で
す
ね
︒ 
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わ
し
い
時
宜
を
得
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
し
た
︒
詳
し
く
は
︑
本

学
林
の
ブ
ロ
グ
に
理
事
長
が
書
か
れ
た
﹁
法
華
コ
モ
ン
ズ
の

め
ざ
す
も
の
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
り
︑
そ
こ
に
︑
①
当
学
林

の
学
是
︑
②
社
会
成
仏
の
宗
教
︑
③
コ
モ
ン
ズ
や
コ
モ
ン
と

は
何
か
？ 

④
法
華
コ
モ
ン
ズ
が
め
ざ
す
も
の―

﹁
不
軽
精

神
﹂
に
よ
る
仏
国
づ
く
り―

︑
と
四
章
に
わ
た
る
説
明
文
が

あ
り
ま
す
の
で
︑
ご
参
照
く
だ
さ
い
︒ 

そ
の
説
明
の
な
か
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
斎
藤
幸
平
氏
は
︑

ソ
連
や
中
国
の
よ
う
な
国
家
資
本
主
義
と
な
っ
た
マ
ル
ク

ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
否
定
し
︑
後
期
マ
ル
ク
ス
が
考
え
た

環
境
問
題
を
含
む
﹁
コ
モ
ン
の
再
生
﹂
と
い
う
未
来
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
注
目
し
ま
す
︒
そ
し
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義

の
不
平
等
を
解
消
す
る
た
め
︑あ
ら
ゆ
る
も
の
を﹁
商
品
化
﹂

す
る
貨
幣
経
済
を
脱
し
︑人
と
自
然
の
関
係
を
快
復
す
る﹁
コ

モ
ン
化
﹂
へ
の
大
転
換
を
提
唱
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
上

か
ら
の
変
革
で
は
な
く
︑
下
か
ら
の
相
互
扶
助
グ
ル
ー
プ
で

の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
方
式
に
よ
っ
て
達
成
可
能
と
な
る
︑﹁
脱
成

長
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
﹂
と
い
う
共
同
体
づ
く
り
で
あ
る
と
述
べ

て
い
ま
す
︵﹃
ゼ
ロ
か
ら
の
資
本
論
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書
︶︒ 

﹁
法
華
コ
モ
ン
ズ
﹂
と
い
う
名
称
は
︑
こ
の
よ
う
な
斎
藤

氏
の
新
た
な
共
同
体
づ
く
り
の
提
案
も
取
り
上
げ
て
︑
検
討

す
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
で
す
︒
と
い
う
の
は
︑
法
華
＝
立

正
で
あ
り
︑コ
モ
ン
ズ
＝
安
国︵
理
想
の
共
同
体
︶と
し
て
︑

日
蓮
門
下
の
使
命
で
あ
る
立
正
安
国
を
今
に
再
歴
史
化
し
た

言
葉
が
︑﹁
法
華
コ
モ
ン
ズ
﹂
だ
か
ら
で
す
︒ 

で
す
か
ら
︑
④
の
﹁
不
軽
精
神
﹂
に
よ
る
仏
国
づ
く
り―

で
の
課
題
と
は
︑﹁
コ
モ
ン
の
再
生
﹂
と
﹁
常
不
軽
国
家
日
本

の
建
設
﹂
を
現
代
の
立
正
安
国
論
と
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
考

え
て
実
行
し
て
い
く
か
に
な
る
で
し
ょ
う
︒ 

西
山
理
事
長
は
︑
そ
の
具
体
化
の
た
め
に
﹁
四
菩
薩
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
﹂
を
呈
示
し
て
い
ま
す
︒
本
学
林
は
そ
の
四
菩
薩

の
う
ち
無
辺
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
究
理
潤
世
︑
つ
ま
り
学
び

に
よ
る
菩
薩
行
を
担
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
他
の
上
行
︵
立
正

安
国
︶︑
浄
行
︵
洗
心
浄
土
︶︑
安
立
行
︵
抜
苦
与
楽
︶
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
実
践
は
︑
他
団
体
が
担
っ
て
い
て
法
華
コ
モ
ン

ズ
独
自
の
展
開
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
学
び
も
実
践
で
あ

り
︑
実
行
力
と
一
体
の
行
動
で
す
︒ 

斎
藤
氏
も
︑﹁
労
働
﹂
に
お
い
て
構
想
と
実
行
は
一
つ
だ
っ

た
が
︑
資
本
主
義
は
そ
れ
を
分
離
さ
せ
た
︑
と
い
う
マ
ル
ク

ス
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
ま
す
が
︵
前
書
一
〇
二
頁
︶︑
学
ぶ
こ

と
︵
構
想
力
︶
は
実
行
力
と
一
つ
な
の
で
す
︒
学
び
が
な
け

れ
ば
実
行
は
で
き
ま
せ
ん
︒構
想
力
あ
っ
て
の
実
行
力
で
す
︒ 

で
す
か
ら
立
正
安
国
の
実
行
は
︑
す
で
に
本
学
林
の
講
義

の
場
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
講
義
の

場
で
講
師
と
受
講
生
が
練
磨
研
鑽
し
て
生
み
出
し
て
い
く
構

想
力
こ
そ
が
︑
法
華
コ
モ
ン
ズ
＝
立
正
安
国
の
め
ざ
す
も
の

を
具
現
化
し
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
意
味
で
も
︑

本
学
林
の
学
び
の
場
こ
そ
が
︑
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
構
想

が
立
ち
上
が
り
︑
そ
の
実
践
が
交
流
し
合
っ
て
い
く
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
に
な
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒ 

本
年
度
の
前
期
も
︑
本
紙
の
十
一
頁
に
あ
る
よ
う
に
多
彩

な
講
師
に
よ
る
必
聴
の
講
座
を
開
講
い
た
し
ま
す
︒
ま
た
︑

受
講
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
載
っ
て
い
な
い
講
座
企
画
も
開
講
準

備
中
で
す
︒
本
学
林
は
︑
皆
様
の
未
来
を
拓
く
学
び
の
場
と

な
る
よ
う
に
︑ま
た
そ
の
成
果
を
共
有
し
て
い
け
る
よ
う
に
︑

そ
の
運
営
に
ま
す
ま
す
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

本
年
度
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

講
義
報
告 

 

一
日
集
中
講
座 

講
義
と
対
談
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

「
偽
書
が
生
み
出
し
た
日
本
仏
教
」 

講
師 

佐
藤
弘
夫
先
生×

菊
地
大
樹
先
生 

 
 

 
 
 
 
 
 

報
告 

芹
澤 

寛
隆 

 
 

 

十
一
月
十
二
日
︵
土
︶︑
法
華
コ
モ
ン
ズ
二
〇
二
二
年
度
後

期
︑
一
日
集
中
講
座
と
し
て
︑
講
義
と
対
談
に
よ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
﹁
偽
書
が
生
み
出
し
た
日
本
仏
教
﹂
が
新
宿
常
圓
寺

祖
師
堂
﹁
地
階
ホ
ー
ル
﹂
を
会
場
に
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
と
併
用

し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
︒
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教

授
・
佐
藤
弘
夫
先
生
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授
・
菊
地

大
樹
先
生
を
講
師
に
お
招
き
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
に
ご
講

義
い
た
だ
い
た
後
︑
対
談
と
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒ 

 

講
義
Ⅰ
と
し
て
﹁
顕
現
す
る
仏
た
ち―

﹁
生
身
﹂
と
中
世

仏
教—

﹂
と
い
う
題
で
佐
藤
先
生
が
ご
講
義
さ
れ
ま
し
た
︒

佐
藤
先
生
は
︑
中
世
仏
教
研
究
の
流
れ
が
近
代
以
降
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
か
を
丁
寧
に
お
話
し
さ
れ
︑
特
に
近
年
︑
日

本
仏
教
研
究
の
主
戦
場
が
近
代
仏
教
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た

流
れ
を
わ
か
り
や
す
く
話
さ
れ
ま
し
た
︒ 

 

そ
の
上
で
︑
い
ま
学
界
並
び
に
宗
教
者
が
直
面
す
る
課
題

と
し
て
︑
祖
師
の
教
え
を
現
代
に
蘇
ら
せ
る
た
め
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
も
の
が
あ
り
︑
そ
の
解
明
の
た
め
に

は
祖
師
の
信
仰
体
験
を
通
じ
て
︑
非
整
合
性
で
あ
っ
て
も
︑

そ
こ
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
鎌
倉
仏
教
像
を
再
構
築
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
示
さ
れ
ま
し
た
︒ 

 

次
い
で
実
例
と
し
て
日
蓮
︑
親
鸞
を
挙
げ
︑
そ
の
思
想
の
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核
心
に
論
証
不
可
能
な
部
分
や
誤
読
が
あ
る
こ
と
︑﹁
回
心
﹂

す
な
わ
ち
発
想
の
転
換
や
飛
躍
を
生
み
出
す
﹁
体
験
﹂
が
あ

っ
た
こ
と
︑
そ
う
し
た
論
理
を
超
え
た
宗
教
体
験
を
組
み
込

む
こ
と
で
日
蓮
を
は
じ
め
鎌
倉
仏
教
祖
師
像
の
再
構
築
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
︑
具
体
例
と
し
て
親
鸞
の
夢
告
︑
日
蓮
の

﹃
不
動
愛
染
感
見
記
﹄・
虚
空
蔵
菩
薩
感
見
を
挙
げ
つ
つ
講
義

さ
れ
ま
し
た
︒ 

 

そ
の
上
で
︑
中
世
当
時
﹁
現
世
﹂
と
﹁
他
界
﹂
を
結
ぶ
最

重
要
な
媒
介
者
と
し
て
﹁
生
身
︵
し
ょ
う
じ
ん
︶
の
存
在
が

あ
る
こ
と
︑﹁
生
身
﹂
と
は
︑
目
に
見
え
な
い
は
ず
の
仏
が
そ．

の．人．の
た
め
だ
け

．
．
．
．
．に
姿
を
現
し
た
も
の
で
あ
り
︑
き
ち
ん
と

し
た
手
続
き
︑
霊
場
参
詣
や
参
籠
︑
さ
ら
に
は
見
る
者
の
智

恵
を
踏
ま
え
れ
ば
誰
で
も
体
験
で
き
る
と
い
う
共
通
認
識
︑

す
な
わ
ち
全
て
の
人
が
不
可
視
な
﹁
他
界
︵
あ
の
世
︶﹂
の
救

済
者
と
コ
ン
タ
ク
ト
で
き
る
と
い
う
認
識
が
︑
偽
書
を
生
み

出
す
思
想
的
土
壌
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
ら

れ
ま
し
た
︒ 

 

そ
の
後
の
流
れ
と
し
て
︑
こ
う
し
た
中
世
世
界
の
共
通
認

識
は
十
四
世
紀
に
入
る
と
世
俗
化
や
科
学
の
進
歩
が
進
み

﹁
他
界
﹂
が
急
速
に
萎
み
︑﹁
現
世
﹂
の
割
合
が
大
き
く
な
る

こ
と
に
よ
り
急
速
に
変
化
し
︑
中
世
的
偽
書
が
生
み
出
さ
れ

な
く
な
っ
て
い
く
と
述
べ
た
上
で
︑
現
代
ま
で
の
流
れ
を
解

説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒ 

 

﹁
生
身
﹂
を
見
る
と
言
う
こ
と
︑
宗
祖
の
宗
教
的
体
験
の

相
対
化
と
い
う
視
点
か
ら
中
世
仏
教
研
究
の
流
れ
を
論
じ
て

い
た
だ
き
︑
聴
講
者
一
同
新
た
な
視
点
に
大
き
く
刺
激
を
受

け
ま
し
た
︒ 

次
い
で
講
義
Ⅱ
と
し
て
︑﹁
偽
書
と
伝
授—

語
り
え
ぬ
も
の

を
語
る
こ
と—

﹂
と
い
う
題
で
菊
地
先
生
が
講
義
さ
れ
ま
し

た
︒ 

 

菊
地
先
生
は
︑
ま
ず
日
本
史
研
究
の
立
場
か
ら
︑﹁
正
史
﹂

で
あ
っ
て
も
家
力
や
権
威
か
ら
の
バ
イ
ア
ス
が
存
在
し
て
お

り
︑
そ
の
﹁
正
統
﹂
に
対
し
て
正
し
さ
・
本
質
が
議
論
さ
れ
︑

追
求
さ
れ
る
と
き
に
偽
書
・
偽
文
書
が
生
み
出
さ
れ
る
と
主

張
さ
れ
ま
し
た
︒そ
し
て
︑﹁
正
史
﹂編
纂
が
放
棄
さ
れ
る
と
︑

﹁
歴
史
物
語
﹂に
歴
史
叙
述
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
︑﹁
物
語
り
﹂

に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
歴
史
が
残
さ
れ
て
い
る
の
が
中
世
で

あ
っ
た
と
︑
時
代
の
特
徴
を
示
さ
れ
ま
し
た
︒ 

 

次
い
で
︑
偽
書
生
成
の
理
由
に
つ
い
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
世

界
や
中
国
の
訳
経
事
業
や
経
典
編
纂
を
例
に
多
角
的
に
説
明

さ
れ
ま
し
た
︒
こ

れ
ら
の
例
で
は

常
に
権
威
に
よ

っ
て
﹁
正
統
﹂
が

作
り
出
さ
れ
︑
そ

れ
に
対
す
る
者

と
し
て
﹁
異
端
﹂

が
生
ま
れ
︑﹁
異

端
﹂
に
含
ま
れ
る

も
の
の
中
に
﹁
偽

書
﹂
が
あ
る
と
示

さ
れ
ま
し
た
︒ 

そ
の
上
で
︑
日

本
に
お
け
る
﹁
正

統
﹂
と
﹁
異
端
﹂

を
見
る
と
︑
世
俗

の
権
力
︑
教
権
が

社
会
に
押
し
つ

け
た
﹃
正
当
性
﹄
が
﹁
正
統
﹂
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
︑

中
世
は
特
に
こ
う
し
た
世
俗
の
権
力
︑
教
権
が
弱
ま
っ
た
故

に
﹁
偽
書
﹂
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︑
と
具
体
例
を

挙
げ
つ
つ
明
瞭
に
論
じ
ら
れ
ま
し
た
︒ 

 

偽
書
に
つ
い
て
﹁
正
統
﹂
と
﹁
異
端
﹂
と
い
う
視
点
か
ら

キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
含
め
て
多
角
的
に
論
じ
て
頂
き
︑
聴
講

者
一
同
新
た
な
視
点
を
頂
け
た
こ
と
に
大
き
く
感
銘
を
受
け

て
い
ま
し
た
︒ 

 

お
二
人
の
講
義
の
後
︑
会
場
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
多

く
の
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
︑
両
先
生
は
と
て
も
丁
寧
に

答
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒ 

 

次
い
で
︑
お
互
い
の
先
生
が
互
い
の
講
義
に
対
し
て
の
質

疑
︑
講
評
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒ 

 

ま
ず
菊
地
先
生
か
ら
佐
藤
先
生
に
感
想
と
し
て
︑
中
世
独

特
の
偽
書
を
作
り
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
︑﹁
生
身
﹂
や

﹁
聖
﹂
な
る
も
の
に
触
れ
る
こ
と
で
︑﹁
始
め
﹂
の
物
語
を
語

り
た
い
と
思
っ
た
瞬
間
に
偽
書
が
生
ま
れ
る
こ
と
︑
す
な
わ

ち
会
っ
た
こ
と
の
な
い
も
の
が
自
分
の
口
を
借
り
て
語
り
出

す
と
き
が
偽
書
を
生
み
出
す
瞬
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

佐
藤
先
生
が
語
っ
た
視
点
に
共
感
を
得
た
と
述
べ
た
上
で
︑

近
代
に
お
け
る
科
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
な
ど
︑
鋭
い

質
問
が
な
さ
れ
︑
佐
藤
先
生
も
そ
れ
に
丁
寧
に
お
答
え
頂
き

ま
し
た
︒ 

ま
た
佐
藤
先
生
か
ら
は
︑
中
世
仏
教
の
祖
師
研
究
を
通
じ

て
︑
文
化
史
︑
思
想
史
等
を
書
き
換
え
る
よ
う
な
研
究
が
望

ま
し
い
と
述
べ
た
上
で
︑菊
地
先
生
が
講
義
さ
れ
た﹁
正
統
﹂

と
﹁
異
端
﹂
の
問
題
に
つ
い
て
︑
中
世
は
﹁
正
統
﹂
の
な
い

時
代
で
あ
る
が
︑﹁
異
端
﹂
が
立
ち
上
が
っ
た
と
き
に
は
批
判

の
立
場
が
存
在
し
て
い
る
︒
そ
の
存
在
を
﹁
正
統
﹂
と
結
び

 
菊地大樹先生（左）と佐藤弘夫先生（右） 
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つ
け
て
考
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
︑
菊
地
先

生
も
丁
寧
に
回
答
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒ 

最
新
の
研
究
に
基
づ
き
︑非
常
に
幅
広
い
議
論
が
な
さ
れ
︑

長
時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
会
場
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
共
に
活
気

に
満
ち
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
し
た
︒
改
め
て
両
先
生
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
︒ 

  

講
義
報
告 

 

末
木
文
美
士
先
生 

仏
教
哲
学
再
考 

―

『
八
宗
綱
要
』
を
手
掛
か
り
に―

 

 
 
 
 
 
 

報
告 

佐
古 

弘
純 

 

現
在
の
日
本
仏
教
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
数
多
く
の
功

績
を
あ
げ
な
が
ら
︑
な
お
果
敢
に
新
た
な
学
的
挑
戦
を
続
け

る
末
木
文
美
士
先
生
に
よ
る
連
続
講
座
︑﹁
仏
教
哲
学
再
考―

﹃
八
宗
綱
要
﹄
を
手
掛
か
り
に
⑤
﹂
の
本
年
度
後
期
分
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
︒ 

本
講
座
は
︑
末
木
先
生
の
講
義
概
要
に
﹁
応
用
的
に
問
題

を
広
げ
︑手
探
り
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
﹂と
あ
る
通
り
︑

末
木
先
生
が
哲
学
的
な
見
解
や
︑
最
先
端
の
研
究
成
果
を
交

え
な
が
ら
講
義
し
て
下
さ
る
た
め
︑
現
在
の
日
本
の
仏
教
研

究
を
再
認
識
し
た
い
方
に
と
っ
て
は
大
変
貴
重
な
講
義
と
な

っ
て
お
り
ま
す
︒
以
下
︑
ご
報
告
い
た
し
ま
す
︒ 

第
一
回
目
の
講
義
は
︑
テ
キ
ス
ト
﹃
八
宗
綱
要
﹄
付
章
﹁
禅

と
浄
土
﹂︵
四
三
二
頁
︶
の
禅
宗
に
つ
い
て
の
講
義
が
行
わ
れ

ま
し
た
︒ 

 

は
じ
め
に
︑
禅
宗
の
系
譜
に
つ
い
て
︑
初
祖
達
磨
か
ら
五

祖
弘
忍
に
至
り
︑
弘
忍
の
弟
子
で
あ
る
神
秀
と
慧
能
が
北
宗

︵
漸
悟
︶
と
南
宗
︵
頓
悟
︶
に
分
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
説

明
さ
れ
ま
し
た
︒
さ
ら
に
︑
慧
能
の
系
統
で
あ
る
馬
祖
︵
日

常
が
そ
の
ま
ま
悟
り
︶
と
石
頭
︵
本
来
の
自
己
を
悟
る
︶
の

思
想
が
違
う
こ
と
を
解
説
さ
れ
ま
し
た
︒
次
に
︑
座
禅
の
精

神
安
定
・
精
神
集
中
を
目
的
と
す
る
﹁
禅
﹂
か
ら
︑
無
念
無

想
と
す
る
﹁
達
磨
系
の
禅
﹂
に
至
っ
た
流
れ
に
加
え
︑﹁
煩
悩

を
払
っ
て
﹂
い
く
神
秀
の
考
え
方
と
︑﹁
本
来
無
一
物
﹂
と
す

る
慧
能
の
考
え
方
を
示
さ
れ
ま
し
た
︒最
後
に
︑日
本
の﹁
禅
﹂

を
古
代
︵
神
秀
か
ら
最
澄
︶・
中
世
前
期
︵
総
合
仏
教
︑
兼
修

兼
学
時
代
︶・
中
世
後
期
︵
宗
派
化
︑
五
山
文
化
︶
に
分
け
て

解
説
さ
れ
︑
講
義
終
了
と
な
り
ま
し
た
︒ 

第
二
回
目
の
講
義
は
︑
テ
キ
ス
ト
﹃
八
宗
綱
要
﹄
付
章
﹁
禅

と
浄
土
﹂︵
四
三
六
頁
︶
の
浄
土
宗
に
つ
い
て
の
講
義
が
行
わ

れ
ま
し
た
︒ 

は
じ
め
に
︑浄
土
宗
の
系
譜
と
教
判︵
浄
土
門
・
聖
道
門
︶

を
テ
キ
ス
ト
で
確
認
し
︑
補
足
と
し
て
凝
然
撰
﹃
浄
土
法
門

源
流
章
﹄
を
引
用
し
︑
法
然
以
前
と
法
然
門
下
の
系
譜
に
つ

い
て
解
説
さ
れ
ま
し
た
︒
次
に
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
は
五
存
七
欠

と
さ
れ
て
い
る
が
︑
最
初
か
ら
五
存
の
み
で
あ
る
こ
と
に
加

え
︑
異
訳
の
一

つ
で
あ
る
﹃
大

阿
弥
陀
経
﹄
に

は
﹁
模
範
と
し

て
の
仏
﹂
と

﹁
救
済
者
と

し
て
の
仏
﹂
が

説
か
れ
て
い

る
こ
と
を
示 

し
︑
現
存
し
て
い
る
会
本
を
比
較
す
る
こ
と
で
︑
思
想
の
発

展
が
明
ら
か
に
な
る
︑
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
︑﹃
観
無

量
寿
経
﹄は
前
十
三
観
と
九
品
段︵
後
の
三
観
︶に
分
か
れ
︑

前
十
三
観
は
禅
・
三
昧
に
連
な
る
観
想
念
仏︵
唯
心
の
浄
土
︶︑

九
品
段
の
下
品
に
は
悪
人
往
生
が
説
か
れ
お
り
︑
悪
人
往
生

の
道
を
開
い
た
善
導
の
解
釈
が
︑法
然
に
影
響
を
あ
た
え
た
︑

と
解
説
さ
れ
ま
し
た
︒続
い
て
︑法
然﹃
選
択
本
願
念
仏
集
﹄

の
全
体
の
構
成
を
説
明
し
た
後
︑
法
然
が
善
導
と
夢
で
対
面

し
た
こ
と
に
加
え
︑﹁
難
易
義
・
勝
劣
義
﹂
と
﹁
浄
土
門
・
聖

道
門
﹂
と
い
う
新
し
い
教
判
を
も
っ
て
浄
土
宗
の
系
譜
と
し

た
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
た
︒
最
後
に
︑
法
然
門
下
で
あ
る
証

空
・
長
西
・
親
鸞
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
明
ら
か
に
し
︑﹃
八
宗

綱
要
﹄
読
了
と
な
り
ま
し
た
︒ 

第
三
回
目
の
講
義
は
︑
応
用
的
に
問
題
を
広
げ
︑﹁
鎌
倉
仏

教
の
見
直
し
﹂
を
テ
ー
マ
に
講
義
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒ 

は
じ
め
に
︑
鎌
倉
新
仏
教
中
心
論
に
つ
い
て
触
れ
て
︑
戦

後
に
歴
史
学
者
の
近
代
合
理
主
義
的
解
釈
に
も
と
づ
き
提
唱

さ
れ
た
が
︑
黒
田
俊
雄
の
顕
密
体
制
論
に
よ
り
﹁
新
仏
教
の

祖
師
た
ち
は
中
心
で
は
な
く
異
端
だ
っ
た
﹂
と
批
判
さ
れ
︑

現
代
に
お
い
て
は
終
焉
を
む
か
え
た
︑と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
︒ 

そ
し
て
鎌
倉
仏
教
も
含
ん
だ
﹁
中
世
仏
教
﹂
の
思
想
を
検

討
し
て
︑
仏
教
に
よ
っ
て
国
家
を
導
く
平
安
初
期
︵
鎮
護
国

家
︶
か
ら
︑
個
人
や
在
家
を
中
心
と
し
た
平
安
中
期
︵
仏
教

の
私
化
︶
へ
の
変
容
を
確
認
し
︑
平
家
に
よ
っ
て
焼
討
に
あ

っ
た
南
都
の
復
興
運
動
を
開
始
し
た
後
白
河
法
皇
と
重
源
が
︑

新
し
い
中
世
仏
教
の
最
初
の
出
発
点
で
あ
っ
た
︑
と
示
さ
れ

ま
し
た
︒ 

続
い
て
︑
鎌
倉
期
へ
と
つ
な
ぐ
思
想
と
し
て
栄
西
の
密
教

に
焦
点
を
あ
て
︑
教
主
論
︵
自
性
身
説
法
︶・
身
体
論
︵
理
智

 
末木文美士先生 
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冥
合
を
男
女
合
一
の
譬
喩
で
説
明
︶・
顕
密
優
劣
論
・
易
行
化

︵
陀
羅
尼
︶
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
ま
し
た
︒
最
後
に
︑
鎌
倉

期
の
仏
教
の
展
開
を
三
期
に
分
け
︑
三
期
目
に
あ
た
る
日
蓮

と
同
世
代
で
八
宗
兼
学
の
無
住
に
焦
点
を
あ
て
ま
し
た
︒ 

そ
し
て
︑
諸
行
併
修
を
理
論
づ
け
た
著
作
で
あ
る
無
住
の

﹃
聖
財
集
﹄
を
取
り
上
げ
︑
四
句
分
別
を
応
用
し
て
変
形
す

る
こ
と
で
︑
一
つ
を
選
択
す
る
の
で
は
な
く
多
元
的
な
価
値

の
可
能
性
を
理
論
づ
け
て
い
る
︑
日
本
に
お
け
る
四
句
分
別

の
展
開
の
ひ
と
つ
と
し
て
注
目
に
値
す
る
︑
と
指
摘
し
て
講

義
終
了
と
な
り
ま
し
た
︒ 

最
終
回
は
︑﹁
本
覚
思
想
と
日
蓮
教
学
﹂
を
テ
ー
マ
に
講
義

が
行
わ
れ
ま
す
︒
教
学
委
員
の
花
野
先
生
も
参
加
さ
れ
て
お

り
︑
両
先
生
の
最
前
線
の
見
解
を
聞
く
こ
と
が
で
き
︑
最
終

回
に
ふ
さ
わ
し
い
大
変
刺
激
的
な
講
義
に
な
る
と
思
い
ま
す
︒

な
お
︑
本
講
座
は
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
な
っ
て
お
り
︑
講
義

動
画
も
受
講
者
に
配
信
し
︑
期
間
内
で
あ
れ
ば
何
度
で
も
み

る
こ
と
が
可
能
で
す
︒
次
回
は
二
月
十
一
日
︵
土
︶
に
開
催

い
た
し
ま
す
︒
皆
様
︑
聴
講
の
申
し
込
み
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
︒ 

 

長
期
に
わ
た
っ
た
末
木
先
生
に
よ
る
﹃
八
宗
綱
要
﹄
の
講

座
が
今
期
で
終
了
と
な
り
ま
す
︒
日
本
仏
教
の
様
々
な
問
題

点
を
浮
き
彫
り
し
︑
さ
ら
に
は
質
疑
応
答
に
も
的
確
に
答
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
末
木
先
生
に
は
︑
聴
講
者
一
同
︑
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

ま
た
当
学
林
で
の
末
木
先
生
の
新
た
な
講
座
は
︑
ご
著
書

の
﹃
仏
典
を
読
む―

死
か
ら
は
じ
ま
る
仏
教
史
﹄
を
テ
キ
ス

ト
に
し
て
本
年
十
月
か
ら
の
後
期
講
座
で
開
催
し
て
い
た
だ

く
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
ご
案
内
い
た
し
ま
す
の

で
︑
楽
し
み
に
し
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
︒ 

講
義
報
告 

法
華
仏
教
講
座 

【令
和
四
年
度 

前
期
】 

第
四
回 

水
谷
進
良
先
生 

 

第
五
回 

都
守
基
一
先
生 

第
六
回 

花
野
充
道
先
生 

【令
和
四
年
度 

後
期
】 

 

第
一
回 

西
山
明
仁
先
生 

 

第
二
回 

望
月
海
慧
先
生 

第
三
回 

松
尾
剛
次
先
生 

 
 

 
 

 
 
 

報
告 

担
当
ス
タ
ッ
フ 

本
講
座
は
法
華
コ
モ
ン
ズ
の
前
身
・
本
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

研
究
会
で
の
講
義
形
式
を
踏
襲
し
︑
お
よ
そ
月
一
回
の
ペ
ー

ス
︑
毎
回
二
時
間
の
枠
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
︒
講
師
は
︑

斯
界
で
注
目
さ
れ
て
い
る
学
者
・
研
究
者
を
毎
回
交
代
制
で

お
迎
え
申
し
上
げ
る
形
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
令
和
四
年
度

の
前
期
第
四
回
～
六
回
と
後
期
第
一
回
～
第
三
回
の
講
義
に

つ
い
て
報
告
し
た
い
︒
前
期
第
四
回
は
︑
コ
ロ
ナ
禍
の
深
刻

な
影
響
を
考
慮
し
たZoom

で
の
実
況
型
講
義
と
な
っ
た
が
︑

以
降
は
全
て
常
円
寺
様
祖
師
堂
地
階
ホ
ー
ル
会
場
と
し
︑

Zoom

実
況
配
信
を
同
時
に
行
う
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
対
面

講
義
が
執
り
行
わ
れ
た
︒
各
回
全
て
︑
土
曜
日
午
後
四
時
三

〇
分
～
の
開
催
︒
各
回
と
も
に
聴
講
者
が
多
く
︑
時
間
を
三

〇
分
前
後
延
長
し
て
の
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
︒
な

お
︑
講
義
は
全
回
︑
受
講
者
に
ビ
デ
オ
配
信
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

《
令
和
四
年
度 

前
期
「
法
華
仏
教
講
座
」
》 

 

【
第
四
回 

水
谷
進
良 

先
生
】 

 

令
和
四
年
︵
以
下
同
︶
七
月
三
十
日
︑
水
谷
進
良
先
生
に
よ

る
﹁
堅
樹
院
日
寛
教
学
を
め
ぐ
っ
て
﹂
の
講
義
が
執
り
行
わ
れ

た
︒
当
初
は
常
圓
寺
様
を
会
場
と
し
︑Zoom

実
況
配
信
を
同

時
に
行
う
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
対
面
講
義
を
予
定
し
て
い
た
が
︑

コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
を
考
慮
し
︑Zoom

の
み
で
の
実
況
型
講
義

と
な
っ
た
︒ 

水
谷
先
生
は
︑
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
研
究
員
を
経
て
︑

現
在
︑
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
て

い
る
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
︒ 

堅
樹
院
日
寛︵
一
六
六
五―

一
七
二
六
︶は
︑日
蓮
教
学
史
上
︑

江
戸
時
代
の
勝
劣
派
を
代
表
す
る
教
学
者
で
あ
り
︑
大
石
寺
教

学
を
体
系
化
し
た
学
匠
と
し
て
著
名
で
あ
る
︒ 

 

講
義
で
は
︑
先
ず
︑
日
寛
に
よ
る
大
石
寺
教
学
体
系
化
の
背

景
を
論
じ
ら
れ
︑
次
い
で
︑﹃
日
寛
上
人
伝
﹄﹃
続
家
中
抄
﹄
や
近

時
の
先
行
研
究
を
吟
味
し
な
が
ら
︑
日
寛
の
生
涯
に
つ
い
て
︑

生
い
立
ち
︑
出
家
︑
細
草
檀
林
で
の
修
学
︑
蓮
蔵
坊
学
頭
時
代
︑

大
石
寺
二
六
世
晋
董
と
蓮
蔵
坊
再
往
︑﹃
六
巻
抄
﹄
再
治
と
遷
化

の
順
で
講
じ
ら
れ
た
︒ 

次
い
で
︑
主
著
﹃
六
巻
抄
﹄
を
は
じ
め
日
寛
の
著
作
の
全
体
像

を
細
か
く
解
説
し
て
く
だ
さ
り
︑
日
寛
教
学
の
特
質
が
︑﹃
本
因

妙
抄
﹄﹃
百
六
箇
相
承
﹄
等
の
い
わ
ゆ
る
相
伝
書
の
重
用
に
存
す

る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
︒
日
寛
は
︑
相
伝
書
の
指
南
を
も
っ
て

日
蓮
遺
文
を
理

解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
本
門

寿
量
品
の
文
底

に
基
づ
く
宗
旨

を
立
て
︑
過
去

仏
と
し
て
の
釈

尊
は
働
き
を
終

え
︑
末
法
に
は

 
水谷進良先生 
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釈
尊
に
か
わ
っ
て
下
種
を
施
す
日
蓮
聖
人
を
本
因
妙
教
主
と
す

る
と
い
う
教
義
を
樹
立
し
た
こ
と
を
細
説
さ
れ
︑
そ
の
立
場
か

ら
日
寛
が
広
蔵
院
日
辰
の
教
学
に
つ
い
て
加
え
た
批
判
内
容
の

要
点
な
ど
も
示
さ
れ
た
︒ 

日
蓮
教
学
史
研
究
上
の
キ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
の
一
人
で
あ
る
日

寛
教
学
に
つ
い
て
︑
客
観
的
立
場
か
ら
︑
最
先
端
の
学
術
的
レ

ベ
ル
で
丁
寧
に
講
義
し
て
下
さ
っ
た
︒ 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 【
第
五
回 

都
守
基
一 

先
生
】 

八
月
二
十
七
日
︑
都
守
基
一
先
生
に
よ
る
﹁﹃
開
目
抄
﹄
再
考

―

摂
受
折
伏
を
中
心
と
し
て―

﹂
の
講
義
が
開
催
さ
れ
た
︒
講

師
の
都
守
先
生
は
︑
現
在
︑
日
蓮
仏
教
研
究
所
主
任
に
し
て
︑
立

正
大
学
・
身
延
山
大
学
で
も
講
義
を
担
当
さ
れ
る
︑
日
蓮
教
学

研
究
の
泰
斗
で
あ
る
︒ 

都
守
先
生
は
︑
日
蓮
聖
人
遺
文
中
も
っ
と
も
長
編
の
﹃
開
目

抄
﹄
は
︑
三
大
部
の
一
つ
で
あ
り
︑
唯
一
︑
譬
喩
に
よ
る
命
名
の

特
別
な
書
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
さ
れ
︑
同
書
で
示
さ
れ

る
重
要
法
門
の
数
々
の
内
︑
今
回
は
特
に
︑
今
成
元
昭
氏
ら
に

よ
る
﹁
平
成
の
摂
折
論
争
﹂
を
承
け
︑﹃
開
目
抄
﹄
を
中
心
に
︑

摂
折
論
に
つ
い
て
極
め
て
詳
細
に
講
じ
て
く
だ
さ
っ
た
︒ 

 

﹃
開
目
抄
﹄
で
は
︑﹃
摩
訶
止
観
﹄﹃
摩
訶
止
観
輔
行
伝
弘
決
﹄

﹃
法
華
文
句
﹄

﹃
涅
槃
経
疏
﹄

﹃
涅
槃
経
﹄が

引
用
さ
れ
な

が
ら
摂
受
・
折

伏
が
細
論
さ

れ
︑
末
で
は
︑

日
蓮
聖
人
が

念
仏
禅
宗
を
呵
責
︵
折
伏
︶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
為
彼
除
悪
︑

日
本
国
の
諸
人
の
父
母
と
な
り
︑
後
生
に
大
楽
を
受
く
︑
と
結

ば
れ
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
読
み
解
い
て
く
だ
さ
っ
た
︒ 

 

ま
た
︑
講
義
で
は
︑﹁
常
不
軽
品
の
ご
と
し
﹂
の
文
が
﹃
開
目

抄
﹄
真
蹟
に
存
し
た
か
否
か
と
い
う
問
題
を
検
討
さ
れ
︑
他
の

日
蓮
聖
人
遺
文
に
見
ら
れ
る
摂
折
論
の
変
遷
や
︑﹃
観
心
本
尊
抄
﹄

で
示
さ
れ
た
末
法
に
お
け
る
本
化
地
涌
四
菩
薩
の
摂
折
論
︵
折

伏―

賢
王―

誡
責
愚
王
︑
摂
受―

僧―

弘
持
正
法
︶
な
ど
に
つ

い
て
︑
極
め
て
貴
重
な
所
見
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
︒ 

 

都
守
先
生
が
今
回
︑
日
蓮
聖
人
の
い
う
摂
受
・
折
伏
に
つ
い

て
︑
学
術
的
に
今
日
の
最
高
水
準
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
功
績
は

甚
大
で
あ
る
︒
そ
の
詳
細
は
︑
近
々
に
論
攷
と
し
て
公
に
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 
 

 【
第
六
回 

花
野
充
道
先
生
】 

九
月
十
日
︑
花
野
充
道
先
生
に
よ
る
﹁
日
蓮
教
学
に
お
け
る

教
観
論
と
種
脱
論
﹂
の
講
義
が
執
り
行
わ
れ
た
︒ 

周
知
の
通
り
︑
花
野
先
生
は
︑
平
成
二
十
一
年
に
論
文
﹃
天
台

本
覚
思
想
と
日
蓮
教
学
﹄に
よ
っ
て
早
稲
田
大
学
か
ら
博
士︵
文

学
︶
を
授
与
さ
れ
︑
現
在
︑
法
華
仏
教
研
究
会
主
宰
と
当
学
林
教

学
委
員
を
勤
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
平
成
二
十
五
年
に
刊
行
完

結
を
み
た
﹃
シ
リ
ー
ズ
日
蓮
﹄
全
五
巻
︵
春
秋
社
︶
の
代
表
編
者

と
し
て
刊
行
を
牽
引
︒
近
時
は
﹃
花
野
充
道
博
士
古
稀
記
念
論

文
集
﹄
が
出
版
さ
れ
る
な
ど
︑
そ
の
活
躍
は
斯
界
で
光
彩
を
放

っ
て
い
る
︒ 

 

今
回
︑
花
野
先
生
は
日
蓮
教
学
・
教
学
史
研
究
上
の
最
重
要

課
題
で
あ
る
教
判
論
に
つ
い
て
︑
教
観
論
・
種
脱
論
と
の
関
係

か
ら
︑
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
︒
そ
の
間
︑
諸
門
流
の
著
名
教
学
者

の
特
徴
と
教
理
的
な
課
題
と
な
る
事
柄
を
逐
一
︑
鋭
い
切
り
口

を
も
っ
て
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
︒
講
義
後
半
で
は
︑﹃
観
心
本
尊

抄
﹄
の
一
節
に
つ
い
て
の
解
釈
と
の
相
関
性
を
辿
り
な
が
ら
︑

日
蓮
聖
人
滅
後
に
お
け
る
全
体
的
な
教
判
理
解
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
講
じ
て
く
だ
さ
っ
た
︒ 

ま
た
︑
講
義
全
体
を
通
し
て
︑
花
野
先
生
は
︑
宗
学
の
世
界
に

お
け
る
専
門
用
語
や
一
種
独
特
な
言
い
回
し
を
︑
現
代
の
一
般

人
に
理
解
で
き
る
よ
う
分
か
り
や
す
く
嚙
み
砕
い
て
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
す
る
努
力
の

必
要
性
を
力
説
さ

れ
た
︒ 

日
蓮
門
下
各
門

流
の
指
導
者
や
学

徒
を
啓
蒙
す
る
︑刺

激
的
且
つ
有
意
義

な
講
義
で
あ
っ
た
︒ 

︵
布
施
義
高 

記
︶  

 
 

 
 

 

《
令
和
四
年
度 

後
期
「
法
華
仏
教
講
座
」》 

【
第
一
回 

西
山
明
仁 

先
生
】 

十
月
二
十
九
日
︑
西
山
明
仁
先
生
に
よ
る
﹁
日
蓮
花
押
の
母

字
に
つ
い
て
﹂
の
講
義
が
開
催
さ
れ
た
︒
西
山
先
生
は
︑
当
学
林

ス
タ
ッ
フ
で
︑
法
華
宗
︵
陣
門
流
︶
学
林
教
授
を
勤
め
る
注
目
の

研
究
者
で
あ
る
︒ 

今
回
の
テ
ー
マ
は
日
蓮
聖
人
の
花
押
を
め
ぐ
る
問
題
と
い
う

大
変
興
味
深
い
内
容
で
あ
り
︑
日
蓮
聖
人
研
究
の
第
一
線
で
活

躍
す
る
多
く
の
研
究
者
が
参
加
し
︑
ま
た
︑
西
山
先
生
が
所
属

す
る
法
華
宗
︵
陣
門
流
︶
か
ら
も
多
く
の
聴
講
が
あ
っ
た
︒ 

日
蓮
聖
人
の
花
押
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
︑
梵
字
︵
バ
ン
字

→

ボ
ロ
ン
字
︶
と
す
る
説
や
︑
妙
の
字
と
す
る
説
が
特
に
有
力

花野充道先生 

 

 

都守基一先生 
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視
さ
れ
て
き
た
が
︑西
山

先
生
は
︑そ
う
し
た
先
入

観
か
ら
一
度
離
れ
て
検

討
を
試
み
る
こ
と
の
重

要
性
を
指
摘
︒能
筆
家
で

も
あ
る
西
山
先
生
は
︑日

蓮
聖
人
花
押
の
筆
づ
か

い
︑
細
か
な
タ
ッ
チ
に
ま
で
目
を
配
り
︑
精
査
熟
考
を
経
て
︑
そ

の
母
字
は
﹁
蓮
﹂
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
一
つ
の
見
方
を
示

さ
れ
た
︒
ま
た
︑
日
蓮
直
弟
子
や
門
下
諸
師
の
花
押
も
微
細
に

一
覧
さ
れ
た
上
で
︑
日
蓮
聖
人
花
押
＝
﹁
蓮
﹂
の
可
能
性
の
高
さ

を
示
さ
れ
た
︒ 

分
か
り
易
く
大
変
に
説
得
力
の
あ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
学
説
に
再
考
を
迫
り
︑
今
後
の
研
究
に

新
生
面
を
切
り
拓
い
た
貴
重
な
講
義
で
あ
っ
た
︒ 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 【
第
二
回 

望
月
海
慧 

先
生
】 

十
一
月
二
十
六
日
︑
望
月
海
慧
先
生
に
よ
る
﹁
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
他
空
説
の
源
流
に
つ
い
て
﹂
の
講
義
が
執
り
行
わ
れ
た
︒

望
月
先
生
は
︑
身
延
山
大
学
の
副
学
長
︑
教
授
を
勤
め
ら
れ
る

仏
教
研
究
の
碩
学
で
あ
る
︒ 

今
回
︑望
月
先
生

は
︑仏
教
の
根
本
教

理
で
あ
る
﹁
空
﹂
に

つ
い
て
︑し
か
も
極

め
て
学
習
の
難
し

い
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

を
視
点
に
講
じ
て

く
だ
さ
っ
た
︒ 

望
月
先
生
は
︑
講
義
の
最
初
に
︑
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
空
性
理

解
に
は
︑︻
①
存
在
自
身
の
自
性
を
空
と
す
る
﹁
自
空
説
﹂…

…

ゲ
ル
ク
派
の
ツ
ォ
ン
カ
パ
︵
一
三
五
七―

一
四
一
九
︶
等
の
立

場
︼︻
②
仏
性
を
除
く
他
の
存
在
を
空
と
す
る
﹁
他
空
説
﹂…

…

チ
ョ
ナ
ン
派
の
ト
ル
ポ
パ
︵
一
二
九
二―

一
三
六
一
︶
等
の
立

場
︼
と
い
う
︑
凡
そ
二
系
統
が
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
く
だ
さ
っ

た
︒ こ

の
構
図
を
講
義
の
起
点
と
し
な
が
ら
︑
望
月
先
生
は
︑
以

下
︑
般
若
経
典
に
見
ら
れ
る
﹁
空
・
無
自
性
﹂
や
如
来
蔵
経
典
に

見
ら
れ
る
﹁
如
来
蔵
・
仏
性
﹂︑
ま
た
︑
中
観
学
派
と
瑜
伽
行
唯

識
へ
の
影
響
︑
あ
る
い
は
比
較
考
証
な
ど
︑
実
に
様
々
な
角
度

か
ら
空
の
本
質
論
を
掘
り
下
げ
て
講
じ
て
く
だ
さ
っ
た
︒ 

仏
教
思
想
の
根
本
的
世
界
観
を
平
易
か
つ
体
系
的
に
解
説
し

て
く
だ
さ
る
︑
大
変
画
期
的
な
講
義
で
あ
っ
た
︒ 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 
 

 
 

【
第
三
回 
松
尾
剛
次 

先
生
】 

 

十
二
月
二
十
四
日
︑
松
尾
剛
次
先
生
に
よ
る
﹁
日
蓮
伝

再
考
～
日
蓮
神
話
を
超
え
て
﹂
の
講
義
が
執
り
行
わ
れ
た
︒ 

松
尾
先
生
は
︑
山
形
大
学
教
授
︑
東
京
大
学
特
任
教
授
︑
ロ
ン

ド
ン
大
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
・
北
京
外
大
等
で
客
員
教
授
︑

ま
た
︑
日
本
仏
教
綜
合
研
究
学
会
の
初
代
会
長
を
お
勤
め
に
な

り
︑
現
在
は
︑
山
形
大
学
︵
名
誉
教
授
︶・
早
稲
田
大
学
で
教
鞭

を
執
ら
れ
︑
日
本
仏
教
史
研
究
の
大
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て

い
る
︒ 本

講
義
の
狙
い
と
し
て
松
尾
先
生
は﹁
こ
れ
ま
で
と
異
な

る
視
点
か
ら
日
蓮
伝
を
見
直
す
﹂
と
述
べ
て
︑
神
話
に
彩
ら

れ
た
日
蓮
伝
に
つ
い
て
歴
史
学
的
視
点
か
ら
再
考
を
試
み
て

い
る
︒ 

ま
ず
中
世
の
基
本
的
な
僧
の
在
り
方
に
︑
お
も
に
鎮
護
国

家
の
祈
祷
を
行
い
︑
特
権
と
制
限
を
併
せ
持
つ
官
僧
と
︑
個

人
の
救
済
に
主
眼
を
置
き
︑
官
僧
に
比
べ
て
自
由
な
活
動
が

許
さ
れ
た
遁
世
僧
の
二
種
類
が
あ
っ
た
︑
と
指
摘
︒
日
蓮
は

比
叡
山
延
暦
寺
で
受
戒
し
官
僧
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
︑
建
長

五
年
に
立
教
開
宗
し
た
の
ち
は
遁
世
僧
と
し
て
活
動
し
た
︒ 

次
に
日
蓮
の
生
涯
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
考
察
対
象
と

な
る
日
蓮
遺
文
に
つ
い
て
︑
記
憶
違
い
や
神
話
が
書
か
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
︑
た
と
え
真
蹟
遺
文
で
あ
っ
て
も

そ
の
内
容
を
批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
日
蓮

と
忍
性
に
つ
い
て
︑
日
蓮
が
忍
性
を
批
判
す
る
背
景
に
︑
教

義
思
想
の
問
題
の
み
で
は
な
く
︑
信
者
争
奪
な
ど
の
様
々
な

問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒ 

最
後
に
こ
れ
ま
で
不
明
確
と
さ
れ
て
き
た
日
蓮
の
戒
壇
論

に
つ
い
て
︑﹃
三
大
秘
法
抄
﹄
に
説
か
れ
る
戒
壇
論
の
内
容
か

ら
︑
日
蓮
は
迹
門
・
理
の
延
暦
寺
戒
壇
に
対
し
︑
本
門
・
事

の
戒
壇
の
建
立
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒ 

以
上
は
講
義
の
一
部
を
要
約
し
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
︒

松
尾
先
生
は
六
二
頁
に
及
ぶ
重
厚
な
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
用
意
く

だ
さ
り
︑
膨
大
な
資
料
を
凝
縮
し
て
分
か
り
や
す
く
ご
講
義

く
だ
さ
っ
た
︒講

義
終
了
後
は
︑聴

講
者
か
ら
熱
心

な
質
問
が
寄
せ

ら
れ
︑一
つ
一
つ

に
丁
寧
に
対
応

さ
れ
た
︒ 

︵
西
山
明
仁 

記
︶ 

  
望月海慧先生 

西山明仁先生 

 
松尾剛次先生 



8   
 

講
義
報
告 

磯
前 

順
一 

先
生 

震
災
転
移
論 

末
法
の
世
に
菩
薩
が
来
り
て
衆
生
を
救
う
？ 

 
 
 
 
 
 

 

報
告 

澁
澤
光
紀 

 

極
め
て
意
欲
的
で
実
験
的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
と
な
っ
た

磯
前
先
生
の
講
座
は
︑十
月
三
日︵
月
︶に
ス
タ
ー
ト
し
た
︒ 

第
一
回
目
は
︑﹁
傾
聴
の
限
界 
石
巻—

—

翻
訳
不
可
能
な

起
源
﹂
で
︑
前
奏
曲
と
し
て
世
界
を
感
涙
さ
せ
た
﹁
こ
の
世

界
の
片
隅
に
﹂
の
映
像
と
共
に
︑
コ
ト
リ
ン
ゴ
が
歌
う
﹁
悲

し
く
て
や
り
き
れ
な
い
﹂
が
流
れ
る
︒﹁
こ
の
や
る
せ
な
い
悲

し
さ
の
救
い
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？
﹂
と
語
り
か
け
る
透
明
な

声
に
よ
り
︑
聴
衆
は
悲
し
み
の
感
受
性
を
開
い
て
い
く
︒ 

講
義
は
︑
抑
え
た
語
り
口
の
磯
前
先
生
の
説
明
で
︑
沢
田

研
二
が
主
演
し
た
﹃
太
陽
を
盗
ん
だ
男
﹄
の
一
場
面
や
被
災

し
た
石
巻
の
数
々
の
映
像
が
流
さ
れ
︑
精
神
科
医
の
北
山
修

や
フ
ロ
イ
ト
︑
ラ
カ
ン
︑
哲
学
者
の
デ
リ
ダ
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
言
葉
も
映
さ
れ
て
︑﹁
傾
聴
の
限
界
﹂が
物
語
ら
れ
て
い
く
︒ 

磯
前
先
生
は
打
合
せ
時
に
︑﹁
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
の
よ
う
な

講
義
を
し
た
い
﹂
と
話
さ
れ
た
が
︑
ま
さ
に
受
講
者
は
石
巻

の
被
災
現
場
の
説
明
を
聴
い
て
︑
そ
の
場
を
一
緒
に
歩
き
な

が
ら
数
々
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
く
︒
悲
し
み
は
共

有
で
き
る
か
？ 

当
事
者
で
は
な
い
の
に
？ 

翻
訳
不
可
能

な
こ
と
？ 

他
者
と
私
︑
そ
し
て
学
問
と
は
一
体
何
か
？ 

 

最
後
は
︑﹁
心
の
傷
の
癒
し
﹂
を
終
わ
り
な
き
雨
に
祈
る
よ

う
な
Ｘ
ジ
ャ
パ
ン
の﹁
エ
ン
ド
レ
ス
レ
イ
ン
﹂が
流
さ
れ
て
︑

ま
る
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
観
た
よ
う
な
講
義
が
終

了
し
た
︒
質
疑
応
答
で
は
︑
司
会
の
菅
陽
子
氏
が
﹁
感
想
で

も
﹂
と
声
掛
け
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
講
義
に
触
発
さ
れ
た

質
問
者
の
体
験
が
語
ら
れ
て
︑
充
実
し
た
質
疑
と
な
っ
た
︒ 

 

第
二
回
目
と
な
る
十
一
月
十
四
日
は
﹁
差
別
論 

大
阪
芦

原
橋—

—

不
可
視
の
社
会
構
造
﹂︒前
奏
曲
は
︑吉
田
拓
郎﹁
人

間
な
ん
て
﹂︒
訪
れ
た
の
は
︑
日
本
初
の
人
権
を
テ
ー
マ
に
し

た
﹁
大
阪
人
権
博
物
館
﹂︑
愛
称
は
リ
バ
テ
ィ
大
阪
︒
大
阪
芦

原
橋
に
一
九
八
五
年
開
館
し
た
が
︑
二
〇
二
〇
年
に
市
有
地

明
け
渡
し
で
三
五
年
間
に
わ
た
る
活
動
の
幕
を
下
ろ
し
た
︒ 

 

リ
バ
テ
ィ
大
阪
の
﹁
リ
バ
テ
ィ
﹂
は
解
放
だ
が
︑
果
た
し

て
人
間
が
差
別
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
き
る
の
か
︑
そ
の

答
え
を
求
め
て
﹁
宗
教
と
差
別
﹂
研
究
会
を
作
り
︑
昨
年
に

﹁
宗
教
と
差
別
﹂
全
四
巻
の
う
ち
﹁
な
ぜ
私
た
ち
は
差
別
す

る
の
か
﹂
を
問
う
第
一
巻
本
が
発
刊
さ
れ
た
︒
磯
前
先
生
は

こ
の
研
究
会
で
︑﹁
研
究
者
の
当
事
者
性
と
は
何
か
﹂
に
悩
ん

だ
と
い
う
︒
こ
こ
で
流
し
た
沢
田
研
二
の
﹁
遠
い
夜
明
け
﹂

の
歌
詞
に
仮
託
し
て
︑
そ
の
頃
に
磯
前
先
生
は
︑
成
功
し
た

学
者
と
し
て
の
肩
書
を
捨
て
て
生
き
よ
う
と
考
え
た
と
い
う
︒ 

本
の
監
修
者
で
部
落
解
放
同
盟
浪
花
支
部
長
の
浅
井
明
人

さ
ん
は
言
う
︒﹁
差
別
と
は
何
か
を
酒
を
飲
み
な
が
ら
語
り
合

い
た
い
が
︑
大
学
の
先
生
︑
社
会
活
動
家
な
ど
み
ん
な
︑
自

分
の
論
文
を
仕
上
げ
て
成
果
が
で
る
と
さ
よ
な
ら
や
﹂︒ 

差
別
の
事
実
が
消
え
て
し
ま
え
ば
︑
加
害
者
が
自
ら
の
行

為
の
責
任
の
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
被
害
者
が
告
発
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
︒
差
別
の
過
酷
さ
は
︑
こ
の
﹁
不
可
視
の

構
造
﹂
に
あ
る
と
い
う
︒
最
後
に
︑
吉
田
拓
郎
の
﹁
唇
を
か

み
し
め
て
﹂を
流
し
て
︑講
義
は
終
了
︒質
疑
の
時
間
で
は
︑

磯
前
先
生
と
共
に
関
西
の
被
差
別
部
落
の
地
域
を
回
り
た
い

と
の
要
望
も
出
た
︒ 

十
二
月
月
十
二
日
︵
月
︶
の
第
三
回
は
﹁
死
者
論 

南
相

馬—
—

﹁
謎
め
い
た

他
者
﹂
と
死
者
﹂︒
沢

田
研
二
の
﹁
時
の
過

ぎ
ゆ
く
ま
ま
に
﹂
の

歌
声
と
と
も
に
始
ま

っ
た
︒第
一
章﹁
青
森

の
原
発
街
道
﹂は
︑イ

タ
コ
の
話
か
ら
始
ま
り
︑
死
者
と
の
交
流
に
よ
っ
て
主
体
を

形
成
し
て
き
た
東
北
と
い
う
地
域
に
︑
都
会
の
光
り
を
賄
う

た
め
に
原
発
と
い
う
闇
が
造
ら
れ
て
き
た
矛
盾
を
指
摘
す
る
︒ 

そ
し
て
第
二
章
﹁
南
相
馬
の
沢
田
研
二
﹂
は
︑
磯
前
先
生 

の
大
阪
で
の
﹁
沢
田
研
二
論
﹂
講
演
に
︑
田
老
で
の
震
災
関

連
死
で
父
と
夫
を
失
っ
た
女
性
が
参
加
し
た
時
の
話
だ
︒ 

 

彼
女
は
︑
そ
の
時
に
流
し
た
ジ
ュ
リ
ー
の
﹁
そ
っ
と
く
ち
づ 

け
を
﹂
の
歌
で
自
殺
を
思
い
止
ま
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
被
災

地
・
南
相
馬
で
の
被
災
者
の
心
に
寄
り
添
う
沢
田
の
姿
を
紹

介
︑
そ
の
魂
に
囁
き
か
け
る
沢
田
の
﹁
表
現
行
為
﹂
に
感
動

す
る
こ
と
で
︑
人
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
言
及
し
た
︒ 

ま
た
︑被
災
地
に
移
住
し
た
作
家
の
柳
美
里
が
そ
の
地
で
︑ 

﹁
自
分
が
何
を
し
た
い
か
何
を
す
べ
き
か
～
略
～
こ
の
世
に

存
在
し
て
い
る
意
味
も
自
分
の
内
に
あ
る
の
で
は
な
い
﹂
と

述
べ
た
こ
と
を
引
い
て
︑そ
う
感
じ
た
の
は
あ
る
種
の
回
心
︑

認
識
論
的
な
覚
醒
で
あ
り
︑
私
と
い
う
主
体
が
﹁
謎
め
い
た

他
者
︵
死
者
︶﹂
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
と
指
摘
す
る
︒ 

第
三
章
﹁
忘
れ
去
ら
れ
た
記
憶
﹂
で
は
︑
南
相
馬
の
松
川

浦
が
﹁
忘
れ
去
ら
れ
た
被
災
地
﹂
と
呼
ば
れ
︑
地
域
の
人
々

の
悲
惨
な
記
憶
が
取
り
残
さ
れ
た
状
況
を
語
る
︒
光
を
求
め

る
純
粋
さ
は
︑
必
ず
闇
を
も
生
み
出
す
︒
戦
前
に
ソ
ウ
ル
の

南
山
に
造
ら
れ
た
伊
藤
博
文
を
祀
る
寺
が
︑
戦
後
に
は
朝
鮮

 
磯前順一先生 
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民
族
の
勝
利
の
証
し
と
し
て
︑
伊
藤
を
暗
殺
し
た
安
重
根
の

記
念
館
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒
そ
し
て
︑﹁
誰
も
無
垢
な
ま

ま
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
福
島
︑
そ
れ
は
現
在
も
な
お
続
く
植

民
地
主
義
の
呼
び
名
な
の
だ
﹂と
結
び
︑講
義
は
終
了
し
た
︒ 

新
年
に
入
っ
て
の
第
四
回
目
は
︑
一
月
十
六
日
の
講
義
で

﹁
感
染 

東
京 

—
青
髭
と
秘
密
の
小
部
屋
﹂
だ
︒
前
奏
曲

は
︑
中
島
み
ゆ
き
の
﹁
鳥
に
な
っ
て
﹂︒
悼
む
と
い
う
こ
と
︑

﹁
悲
哀
を
噛
み
し
め
る
﹂
こ
と
が
今
回
の
テ
ー
マ
と
な
る
︒ 

第
一
章
﹁
靖
国
神
社
の
英
霊
︵
遊
就
館
︶﹂
で
は
︑
遊
就
館

に
納
め
ら
れ
た
戦
争
花
嫁
人
形
と
東
北
の
ム
カ
サ
リ
絵
馬
を

紹
介
︒
ま
た
戦
前
の
靖
国
で
の
﹁
招
魂
の
儀
﹂
と
は
︑
死
者

が
英
霊
と
な
る
こ
と
で
︑
悲
し
み
を
正
反
対
の
喜
び
に
転
化

さ
せ
る
と
い
う
﹁
靖
国
の
論
理
﹂
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
︒ 

第
二
章
﹁
悲
哀
を
噛
み
し
め
る
﹂
で
は
︑
戦
没
画
学
生
の

絵
が
常
設
さ
れ
る
﹁
無
言
館
﹂
か
ら
︑
死
者
に
決
し
て
と
ど

か
な
い
翻
訳
不
能
の
悲
し
み
に
つ
い
て
語
り
︑
靖
国
の
論
理

と
対
比
さ
せ
る
︒
自
分
の
思
い
は
決
し
て
死
者
に
は
届
か
な

い
と
い
う
悲
哀
を
噛
み
し
め
る
こ
と
が
︑
断
念
と
受
容
の
心

境
に
い
た
っ
て
い
く
喪
の
実
践
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
︒ 

そ
し
て
第
三
章
﹁
青
髭
の
秘
密
の
小
部
屋
﹂
で
は
︑
青
髭

の
秘
密
部
屋
も
︑
障
子
に
隠
れ
る
夕
鶴
も
︑
自
分
の
建
前
で

隠
し
た
心
の
本
音
の
闇
で
あ
る
と
指
摘
︑
北
山
修
は
そ
の
闇

を
﹁
幼
い
頃
に
書
か
れ
た
心
の
台
本
﹂
と
見
て
︑
四
段
階
に

分
け
た
患
者
と
治
療
者
と
の
心
の
治
療
法
を
説
明
︒
次
回
は

青
髭
と
夕
鶴
の
新
た
な
物
語
を
語
る
こ
と
を
予
告
し
て
終
了
︒ 

傾
聴
論
︑
差
別
論
︑
死
者
論
︑
転
移
論
︑
翻
訳
論
︑
主
体

化
論
を
盛
り
込
ん
だ
磯
前
先
生
の
今
回
の
講
義
は
︑
実
に
刺

激
に
あ
ふ
れ
︑
不
思
議
と
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
き
ま

す
︒あ
と
二
回
︑ぜ
ひ
ご
聴
講
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
︒ 

講
義
報
告 

 

大
竹 

晋 

先
生 

史
実
・
僧
侶
妻
帯
世
襲 

―

ブ
ッ
ダ
時
代
か
ら
現
代
ま
で―

 

 
 

 
 
 

 
 

報
告 

谷
口 

智 
 

十
月
二
十
二
日
︑
二
〇
二
二
年
度
後
期
連
続
講
座
と
し
て

大
竹
晋
先
生
の
﹁
史
実
・
僧
侶
妻
帯
世
襲―

ブ
ッ
ダ
時
代
か

ら
現
代
ま
で
﹂
全
六
回
が
開
講
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
︒
大

竹
先
生
は
仏
典
翻
訳
家
と
し
て
著
名
で
あ
り
ま
す
が
︑
僧
籍

を
持
た
れ
ず
在
家
の
立
場
よ
り
仏
教
教
団
に
於
け
る
﹁
妻
帯

と
世
襲
﹂
と
い
う
事
象
に
つ
い
て
史
実
を
追
い
な
が
ら
解
き

ほ
ぐ
し
て
い
か
れ
ま
し
た
︒
以
下
第
一
回
よ
り
第
四
回
ま
で

の
報
告
と
な
り
ま
す
︒ 

第
一
回 

海
外
篇
・
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
僧
侶
妻
帯
世
襲 

 
﹁
仏
教
に
お
け
る
僧
侶
と
は
何
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
問
い

か
け
か
ら
︑
そ
も
そ
も
僧
侶
と
い
う
語
に
対
応
す
る
梵
語
は

存
在
せ
ず
﹁
僧
伽
の
徒
侶
﹂
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ

り
︑
か
つ
独
身
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
異

性
に
対
す
る
﹁
愛
︵
渇
愛
︶﹂
が
輪
廻
転
生
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
り
︑
僧
侶
は
渇
愛
を
断
ち
輪
廻
を
脱
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
開
祖
た
る
ブ
ッ
ダ
は
そ
の

妻
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
と
離
婚
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
と
の
疑

念
が
生
じ
る
が
︑
結
論
か
ら
す
れ
ば
ブ
ッ
ダ
は
離
婚
し
た
の

で
あ
る
︒
で
は
僧
侶
妻
帯
は
ど
の
地
域
に
発
生
し
た
の
か
に

つ
い
て
イ
ン
ド
︑
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
朝
鮮
半
島
に
い
た
る
ま

で
個
々
の
事
例
を
参
照
し
た
︒
次
に
僧
侶
妻
帯
を
予
言
し
た

諸
経
に
つ
い
て
考
察
︑
本
来
僧
侶
妻
帯
の
戒
め
と
し
て
存
在

し
た
諸
経
が
︑
日
本
に
於
い
て
は
ブ
ッ
ダ
か
ら
の
お
墨
付
き

と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒ 

第
二
回 

日
本
篇
Ⅰ
・
前
近
代
の
僧
侶
妻
帯
世
襲 

―

解
禁
は
ど
う
準
備
さ
れ
た
か―

 

 

第
一
に
︑
そ
も
そ
も
諸
宗
開
祖
は
僧
侶
妻
帯
世
襲
に
肯
定

的
で
あ
っ
た
の
か
︒
中
国
か
ら
日
本
に
至
る
ま
で
の
各
宗
宗

祖
の
著
作
を
確
認
︑
親
鸞
を
例
外
と
し
て
い
ず
れ
も
否
定
的

で
あ
っ
た
︒
で
は
な
ぜ
前
近
代
に
於
い
て
そ
れ
が
お
こ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
︒
実
は
事
例
と
し
て
は
古
代
か
ら
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
発
心
に
よ
り
出
家
し
た
の
で
は
な
い

か
ら
と
い
う
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
の
例
外
の
親
鸞
も

下
級
貴
族
出
身
で
あ
っ
た
為
﹁
教
義
か
ら
の
妻
帯
世
襲
﹂
で

は
な
く﹁
妻
帯
世
襲
か
ら
の
教
義
﹂発
生
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

近
世
に
於
い
て
は
幼
年
出
家
が
習
慣
化
し
︑
僧
侶
の
資
質
低

下
を
招
い
た
と
す
る
︒
最
後
に
僧
侶
の
妻
の
呼
称
を
例
示
︑

ま
と
め
と
な
っ
た
︒ 

第
三
回 

日
本
篇
Ⅱ
・
近
現
代
の
僧
侶
妻
帯
世
襲 

―

解
禁
は
ど
う
定
着
し
た
か―

 

 

近
世
に
於
い
て
国
禁
で
あ
っ
た
僧
侶
妻
帯
世
襲
が
︑
明
治

五
年
四
月
解
禁
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
対
し
浄
土
宗
の
傑
僧
・
福

田
行
誡
な
ど
は
反
対
︑そ
の
後
の
論
争
点
な
ど
を
整
理
し
た
︒

興
味
深
い
の
は
還
俗
拒
否
僧
の
存
在
で
あ
り
︑
そ
の
理
由
と

し
て
幼
年
出
家
で
あ
る
が
故
に
︑
中
年
で
還
俗
し
て
も
職
業

経
験
が
な
い
た
め

経
済
上
の
問
題
が

発
生
す
る
と
い
う

こ
と
︒ま
た
地
域
に

よ
り
妻
帯
世
襲
に

協
力
的
で
あ
っ
た

り
︑プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
会
の
牧
師
が

 
大竹晋先生 
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妻
帯
し
て
い
る
こ
と
が
︑
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
に
つ
い

て
考
察
し
た
︒
さ
ら
に
そ
の
妻
子
の
呼
称
例
︑
諸
宗
派
の
宗

憲
に
寺
族
が
明
記
さ
れ
た
時
期
︑管
長
の
妻
帯
世
襲
の
時
期
︑

戦
争
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
た
︒ 

第
四
回 

日
本
篇
Ⅲ
・
近
現
代
の
僧
侶
妻
帯
世
襲 

―

教
義
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
：
顕
密
篇―

 

 

僧
侶
の
妻
帯
に
よ
り
教
義
の
変
遷
が
あ
る
︑
と
い
う
の
が

大
竹
先
生
の
意
見
で
あ
る
︒
で
は
そ
の
教
義
は
ど
の
よ
う
に

し
て
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
︑
こ
れ
が
第
四
回
講
義
の
主
題

で
あ
る
︒
主
に
随
方
毘
尼
を
以
て
変
化
の
根
拠
付
け
と
し
た

諸
師
が
多
く
︑
各
説
を
引
用
し
て
こ
の
よ
う
な
議
論
は
日
本

の
み
で
あ
っ
て
他
国
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑

具
体
的
に
ど
の
宗
派
が
教
義
変
更
し
た
の
か
を
検
証
︑
自
力

を
旨
と
す
る
宗
派
に
顕
著
で
あ
り
︑
他
力
門
で
あ
る
浄
土
系

諸
派
に
お
い
て
は
影
響
が
ほ
ぼ
な
か
っ
た
︒
日
蓮
系
も
﹁
事

実
上
﹂
他
力
門
へ
分
類
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
宗
派
内
に
於
い
て

そ
の
教
義
の
監
督
権
を
持
つ
宗
学
者
の
妻
帯
︑
戒
そ
の
も
の

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
か
を
み
た
︒ 

こ
の
後
︑
大
竹
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
第
五
回
︵
二
月

四
日
︶︑
第
六
回
︵
三
月
四
日
︶
の
講
義
を
お
願
い
す
る
予
定

と
な
っ
て
お
り
ま
す
︒ 

 

講
義
報
告 

 

菅
野 

博
史 

先
生 

『
法
華
経
』
『
法
華
文
句
』
講
義 

報
告 

作
田 

光
照 

二
〇
二
三
年
が
明
け
た
一
月
末
日
の
月
曜
日
、
朝
の
気
温

マ
イ
ナ
ス
一
度
。
朝
日
が
ま
ぶ
し
い
が
、
ピ
ー
ン
と
張
っ
た

空
気
が
頬
を
か
す
め
る
。
昼
頃
、
午
前
中
の
ラ
ケ
ッ
ト
運
動

を
サ
ボ
っ
た
の
で
荷
物
を
ま
と
め
、
い
つ
も
よ
り
早
め
に
出

発
。
田
舎
の
駅
は
閑
散
と
し
て
い
る
。
約
一
時
間
半
、
都
内

到
着
。
新
大
久
保
駅
で
降
車
。
韓
国
街
を
南
に
抜
け
て
職
安

通
り
沿
い
の
韓
国
市
場
へ
。
二
十
五
度
の
焼
酎
「
フ
ァ
ヨ
」

と
怪
し
い
韓
国
調
味
料
「
万
能
の
素
」
を
購
入
し
、
ホ
テ
ル

に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
。
既
に
十
五
時
、
急
い
で
常
圓
寺
へ
。
ウ

チ
を
出
て
か
ら
三
時
間
ち
ょ
っ
と
で
到
着
。 

十
五
時
三
〇
分
か
ら
福
神
研
究
所
主
催
の
『
摩
訶
止
観
』

講
義
開
講
。
も
ち
ろ
ん
菅
野
博
史
先
生
の
ご
登
壇
。
二
〇
二

〇
年
二
月
十
七
日
以
降
コ
ロ
ナ
で
休
講
し
て
い
ま
し
た
が
、

二
〇
二
二
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
講
義
が
再
開
し
ま
し
た
。 

 

本
日
も
講
義
メ
モ
は
科
文･

翻
訳･

脚
注
と
充
実
。
摩
訶
止

観
第
五
（
下
）
第
四
支
・
破
法
遍
の
「
ま
た
次
に
、
如
来
が

行
き
た
も
う
時
は
～
」
か
ら
始
業
。
上
段
の
白
文
「
是
故
當

知
汝
不
可
説
是
絶
言
之
見
三
假
具
足
苦
集
成
就
生
死
宛
然
」

は
、
「
こ
の
た
め
に
、
あ
な
た
の
不
可
説
は
絶
言
の
見
で
あ

る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
［
因
成
仮
・
相
続
仮
・
相
待
仮
］

三
仮
は
備
わ
り
、
苦･

集
は
成
就
し
、
生
死
［
輪
廻
］
は
そ
の

ま
ま
備
わ
る
」
と
翻
訳
。
「
宛
然
」
と
は
「
そ
の
ま
ま
備
わ

っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
。
こ
の
日
で
巻
第
五
下
が
終
了
。 

 

と
い
う
事
は
関
口
真
大
校
注
『
摩
訶
止
観
』
（
岩
波
文
庫
）

上
巻
が
了
。
感
無
量
。
二
月
か
ら
下
巻
の
第
六
（
上
）
「
法

を
破
す
る
こ
と
遍

ね
か
れ
」
の
続
き
、

「
思
の
仮
か
ら
空

に
入
る
」
か
ら
始
ま

る
。
早
め
に
下
巻
を

鞄
に
入
れ
よ
う
。 

 

そ
し
て
、
十
八
時
三
〇
分
。
本
日
も
数
名
の
対
面
聴
講
生

と
オ
ン
ラ
イ
ン
聴
講
生
で
開
始
。
『
法
華
文
句
（
Ⅱ
）
』
（
菅

野
博
史
・
訳
注
・
第
三
文
明
選
書
５
）
は
、
五
七
二
頁
～
正

説
分
の
始
め
。
長
い
「
方
便
品
」
第
二
の
最
後
の
五
字
偈
あ

た
り
で
も
う
す
ぐ
終
わ
り
に
。
五
九
二
頁
か
ら
譬
喩
品
第
三

に
入
り
（
Ⅱ
）
が
終
了
。
ま
も
な
く
（
Ⅲ
）
に
突
入
し
ま
す
。 

 

毎
回
講
義
メ
モ
を
ご
配
布
い
た
だ
き
講
義
内
容
の
、
科
文
・

経
文
・
訳
注
を
参
照
し
な
が
ら
一
文
字
一
文
字
の
解
釈
を
解

説
。
例
え
ば
五
七
二
頁
の
「
時
を
仮
て
物
を
化
す
」
の
「
物
」

は
「
衆
生
」
の
こ
と
。
「
初
め
に
此
の
処
に
在
り
て
修
治
し

て
道
を
得
る
が
故
に
、
〝
道
場
〟
と
言
う
」
の
「
道
場
」
と

は
悟
り
の
場
で
あ
る
と
。
書
籍
と
講
義
メ
モ
を
グ
ル
グ
ル
見

な
が
ら
二
十
時
三
〇
分
、
本
日
も
『
摩
訶
止
観
』
か
ら
始
ま

る
菅
野
先
生
の
ご
講
義
、
都
合
五
時
間
！
が
終
了
。 

 

お
教
え
い
た
だ
い
て
い
る
菅
野
先
生
は
モ
チ
ロ
ン
の
こ
と

と
存
じ
ま
す
が
、
聴
講
す
る
側
も
一
日
に
『
摩
訶
止
観
』
と

『
法
華
文
句
』
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
大
変
な
修
行
で
す
。

聞
い
て
い
て
、
ど
っ
ち
が
止
観
か
文
句
か
わ
か
ら
な
く
な
る

と
き
が
あ
り
ま
す
。
毎
回
先
生
の
講
義
メ
モ
を
い
た
だ
き
、

漢
字
の
意
味
を
一
つ
ひ
と
つ
く
み
取
り
な
が
ら
、
解
釈
し
て

い
く
考
え
方
の
方
法
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
な
気

に
も
な
り
ま
す
。
止
観
も
文
句
も
節
目
を
迎
え
ま
す
の
で
、

途
中
か
ら
の
ご
参
加
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

月
末
の
月
曜
日
十
八
時
三
〇
分
開
始
の
『
法
華
文
句
』
講

義
の
同
日
に
、
十
五
時
三
〇
分
か
ら
同
じ
場
所
で
福
神
研
究

所
主
催
の
『
摩
訶
止
観
』
講
義
も
開
催
で
す
。
ご
遠
方
の
方

は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
で
も
、
お
近
く

の
方
は
是
非
ラ
イ
ブ
で
『
摩
訶
止
観
』
『
法
華
文
句
』
講
義

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
잘 

부
탁
드
립
니
디! 

 

 
菅野博史先生 
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法華コモンズ仏教学林 前期講座一覧 
 

2023（令和５）年度前期講座 開講：４月～９月 

《 対面講義が不可の場合は、開催日時でのオンライン講義、または講義動画配信にて開講します 》 
  

● 一日集中講座「中観思想とはなにか—その成立と展開—」      対面&実況 
開講日時：６月３日（土）午後 1 時 30 分～5 時 30 分       講師：斎藤 明  

【受講料】1 回分 5,000 円  
 

● 集中講座「鎌倉仏教研究史について～官僧・遁世僧論の立場から」全２回 

開催日時：7/1 と 9/16 の両日   午後 1 時 30 分～5 時 30 分      講師：松尾 剛次  
第 1 講義 7 月 1 日（土）「鎌倉新・旧仏教論、顕密体制論を超えて」 

第 2 講義 9 月 16 日（土）「官僧・遁世僧論の提起と日蓮」 

【受講料】1 回分 5,000 円  
 

● 歴史から考える日本仏教⑩「日本の偽書・偽文書を読み解く」全５回     対面&実況 

開催日時：原則第２火曜日 午後６時３０分～8 時 30 分         講師：菊地 大樹 

第１講 4 月 11 日（火） 偽書・偽文書とはなにか     

第２講 5 月 9 日（火） 偽書・偽文書の生れる伝授の場 

第３講 6 月 6 日（火） 中世「神話」と偽書・偽文書 

第４講 7 月 11 日（火） 生まれ変わる近世の偽書・偽文書 

第５講 8 月 8 日（火） 地域社会と偽書・偽文書 

【受講料】 10,000 円（全 5 回の講義分） 
 

● シリーズ講座「法華仏教講座」全６回 開講時間 午後４時３０分～６時 30 分      対面&実況    

第１回 4 月 1 日 「天台大師所説の禅観と止観」            講師：大松久規    

第２回 5 月 27 日 「『科註妙法蓮華経』と日蓮門下との関わりについて」 講師：大平寛龍      

第３回 6 月 24 日 「『法華義疏』について」              講師：魚住孝至  

第４回 7 月 29 日 「一念三千の現代的解釈」               講師：三輪是法           

第５回 8 月 26 日 「近世後期の日蓮信奉者 深見要言について」    講師：坂井法曄  

第６回 9 月 30 日 「智顗教学と日蓮教学の仏身論」          講師：花野充道 

【受講料】 12,000 円（全 6 回の講義分）  
● 連続講座「『法華経』『法華文句』講義」全 6回                                               対面&実況   

開催日時：最終月曜日 午後６時３０分～8 時 30 分           講師：菅野 博史  

     第１回 ４月２４日 ／  第２回 ５月２９日 ／  第３回 ６月２６日  

     第４回 ７月３１日 ／  第５回 ８月２８日 ／  第６回 ９月２５日  

【受講料】 12,000 円（全 6 回の講義分） 
 

【会場】新宿常円寺 祖師堂地階ホール 新宿区西新宿 7-12-5 電話 03-3371-1797（寺務所） 

【申込】受講講座名・氏名・住所・連絡先を明記して送付 ⇒ FAX：042-627-7227 
mail：hokkecommons＠gmail.com ／ ブログ：https://hokke-commons.jp/  

 
192-0051 八王子市元本郷町 1-1-9 善龍寺内 法華コモンズ仏教学林 事務局 

 

https://hokke-commons.jp/
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※
令
和
四
︵
二
〇
二
二
︶
年
度
分 

個
人
会
員 

 
※
１
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一
万
円 

６
口 

小
松 

正
学 

 

２
口 

菅
野 

博
史 

６
口 

松
原 

勝
英 

 
２
口 

間
宮 

啓
壬 

６
口 

中
野 

顕
昭 

 

１
口 
長
谷
川
正
浩 

３
口 

持
田 

貫
信 

 

１
口 
菊
地 

大
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３
口 

西
山 

英
仁 

 

１
口 

澁
澤 
光
紀 

３
口 

鈴
木 

正
厳 

 

１
口 

鍋
島 
真
永 

 

３
口 

村
上 

東
俊 

 

１
口 

互
井 

観
章 

３
口 

竹
内 

敬
雅 

 

１
口 

匿
名 

希
望 

 

法
人
会
員 

 
 

※
１
口 

五
万
円 

２
口 

東
洋
哲
学
研
究
所 

 

２
口 

天
龍
寺 

２
口 

持
法
寺 

 
 
   

 

２
口  

立
行
寺 

 

２
口 

本
國
寺 

 
 
 
 
 

２
口 

本
妙
寺 

２
口 

善
龍
寺 

 
 
 
 
 

１
口 

摩
耶
寺 

２
口 

大
久
寺  

 
 
 
 
 
 
 

（
以
上
） 

 

特
別
支
援
団
体 

本
多
日
生
記
念
財
団 

 

３
６
万
円 

 
 

※
本
多
日
生
記
念
財
団
様
か
ら
は
、
本
学
林
の
前
身
と
な

る
本
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会
の
時
代
か
ら
、
毎
年
継

続
し
て
多
額
の
ご
支
援
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

◎
皆
さ
ま
の
ご
賛
助
ご
支
援
に
篤
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
     

    
 
 

 
   

法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林
で
は
、
本
学
林
の
趣
旨
に
賛
同 

 

し
て
運
営
の
維
持
に
協
力
し
て
頂
け
る
「
年
間
会
員
」
を
新

学
期
時
に
募
集
し
て
い
ま
す
。
下
記
の
要
領
に
て
、
受
付
け

て
お
り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

【
年
間
賛
助
会
員 

加
入
申
込
み
】 

◯ 

個

人

会

員 
―

 

年
間
１
口
（
１
万
円
） 

◯ 

法
人
・
団
体
会
員 

―
 

年
間
１
口
（
５
万
円
） 

 

《
お
申
込
み
年
度
の
特
典
》
と
し
て 

１
、
個
人
会
員
で
６
口
以
上
の
方
に
は
、
会
員
の
み
使
え

る
年
間
フ
リ
ー
パ
ス
受
講
証
を
差
し
上
げ
ま
す 

２
、
法
人
・団
体
会
員
で
は
２
口
で
、
誰
で
も
使
え
る
年

間
フ
リ
ー
パ
ス
受
講
証
を
差
し
上
げ
ま
す 

※
「
年
間
フ
リ
ー
パ
ス
受
講
証
」
は
、
開
設
の
全
て
の
講

座
を
一
年
間
に
わ
た
り
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 ●
お
申
込
み
頂
け
る
方
は
、
右
の
内
容
を
書
い
て
、
表
紙

タ
イ
ト
ル
ま
た
７
頁
下
に
あ
る
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
フ

ァ
ッ
ク
ス
、
ブ
ロ
グ
か
ら
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

★ 

個
人
か
法
人
か
、
ま
た
何
口
か
を
明
記
す
る
。 

★ 

名
前
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
明
記
す
る
。 

 ●
直
接
に
ご
加
入
・
ご
支
援
を
頂
け
る
方
は
、
郵
便
振
込

用
紙
に
て
通
信
欄
に
口
数
を
ご
明
記
の
上
、
同
封
の
振

込
用
紙
か
、
下
記
の
口
座
に
て
お
振
込
み
下
さ
い
。 

【
口
座
名
】  

法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林 

  

【
口
座
番
号
】 

０
０
１
５
０-

７-

６
３
４
７
１
２ 

    

○
菊
地
大
樹
先
生
「『吾
妻
鏡
』と
鎌
倉
仏
教
」６
回 

○
池
上
要
靖
先
生
「初
期
仏
教
研
究
」６
回 

○
菊
地
大
樹
先
生
「歴
史
か
ら
考
え
る
日
本
仏
教
」 

①
鎌
倉
時
代
を
射
程
に
い
れ
て 

②
《
顕
密
問
題
》
を
考
え
る 

③
日
本
宗
教
史
の
名
著
を
読
む 

④
鎌
倉
仏
教
史
の
名
著
を
読
む 

 
 

※
①
～
④
ま
で
各
講
座
そ
れ
ぞ
れ
６
回
の
講
義 

◎
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
版
：
価
格
一
万
二
千
円
（
消
費
税
込
） 

全
６
回
講
義
の
動
画
フ
ァ
イ
ル
と
レ
ジ
ュ
メ
Ｐ
Ｄ
Ｆ 

 

◎
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
：
価
格
一
万
二
千
五
百
円
（
消
費
税
・
送
料
込
） 

全
６
回
講
義
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
６
枚
組
と
レ
ジ
ュ
メ
印
刷
物 

◆
詳
細
は
ブ
ロ
グ
（http

s:/
/
hokke-

com
m

ons.jp

）
参
照
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■
【
本
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
叢
書
】
頒
価
一
冊
二
千
円
＋
送
料 

 

○
叢
書
⑵ 

『
「
九
識
説
」
と
は
何
か
』 

 

○
叢
書
⑶ 

『
本
門
戒
壇
論
の
展
開
』 

  

法
華
コ
モ
ン
ズ
通
信 

第
十
号 

 

◯
発
行
日 

 

二
〇
二
三
︵
令
和
五
︶
年
二
月
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六
日 

 

◯
編
集
発
行 

法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林 

 

◯
発
行
所 

 

法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林 

事
務
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九
二-

〇
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一 
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京
都
八
王
子
市
元
本
郷
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一-

一-

九 

 
 
 
 
 
 

【
Ｆ
Ａ
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】
０
４
２
（
６
２
７
）
７
２
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７ 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
間
賛
助
会
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加
入
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お
願
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賛
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会
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一
覧
（
（
敬
称
略
） 

 

「
講
座
映
像
版
」
販
売
の
お
知
ら
せ  

http://hokke-commons.jp/

