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西
山 

茂 
 

 

皆
さ
ん
︑
明
け
ま
し
て
︑
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
と
い
い
ま
し
て
も
︑
新
年
早
々
に
能
登
半
島
地
震
と
羽
田

日
航
機
衝
突
事
故
が
あ
り
ま
し
た
の
で
︑
お
め
で
た
さ
も
か
な
り
減
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
天
譴
論
に
は
科
学
的

根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
日
蓮
仏
教
に
は
﹁
立
正
安
国
論
﹂
が
あ
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
天
変
地
異
や
戦
争
・
内
乱
な

ど
と
﹁
正
︵
義
︶﹂︵
法
華
経
と
そ
の
精
神
︶
と
の
間
に
は
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
︒
こ
の
立
場
に
立
て
ば
︑
一

連
の
不
幸
な
出
来
事
は
︑
戦
争
や
パ
ー
テ
ィ
券
問
題
︵
裏
金
づ
く
り
︶
な
ど
を
繰
り
返
す
人
類
や
日
本
人
へ
の
︑﹁
止

め
ろ
﹂
と
い
う
ご
本
仏
の
警
告
の
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す
︒ 

 

と
こ
ろ
で
︑
今
日
は
︑﹁
要
ら
な
い
宗
教
・
要
る
宗
教
﹂
に
つ
い
て
︑
と
も
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒
と
は

い
え
︑﹁
妙
法
以
外
の
宗
教
は
み
な
要
ら
な
い
﹂
な
ど
と
い
う
ケ
チ
臭
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま
ず
︑﹁
要
ら
な
い

宗
教
﹂
の
話
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
︒
で
は
︑
ど
う
い
う
話
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

そ
れ
は
︑プ
ー
チ
ン
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
宗
教
的
に
正
当
化
し
て
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
ロ
シ
ア
正
教
会
の
話

で
あ
る
と
か
︑
ま
た
は
︑
執
拗
に
テ
ロ
を
繰
り
返
す
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
派
の
話
で
あ
る
と
か
︑
あ
る
い
は
︑
何
千
年

前
も
前
に
書
か
れ
た
﹁
神
の
約
束
の
地
﹂
カ
ナ
ン
︵
パ
レ
ス
チ
ナ
一
帯
︶
と
い
う
旧
約
聖
書
の
記
録
を
も
と
に
︑
パ

レ
ス
チ
ナ
人
を
追
い
出
し
て
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
側
に
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
植
民
地
を
作
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ

ヤ
教
右
派
︑
な
ど
の
話
の
こ
と
で
す
︒ 

 

で
は
次
に
︑﹁
要
る
宗
教
﹂
に
入
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
？ 

﹁
事
﹂
を
重
ん
ず
る
日
蓮
仏
教
の
よ
う
な
宗
教
が

時
代
や
社
会
の
中
で
力
を
持
つ
た
め
に
は
︑
一
定
程
度
︑
時
代
や
社
会
の
中
に
﹁
巻
き
込
ま
れ
る
﹂
必
要
が
あ
り
ま

す
︒﹁
法
華
仏
教
は
如
蓮
華
在
水
で
あ
る
﹂
と
い
う
と
聞
こ
え
は
い
い
の
で
す
が
︑
こ
の
﹁
水
﹂
と
は
﹁
泥
水
﹂
の
こ

と
で
す
︒
で
す
か
ら
︑﹁
法
華
仏
教
は
泥
中
蓮
華
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
り
正
確
で
す
︒
日
蓮
仏
教
に
と
っ
て

は
︑
泥
に
ま
み
れ
た
世
俗
社
会
︵
の
改
革
︶
も
蓮
華
も
と
も
に
必
要
な
も
の
な
の
で
す
︒
こ
の
世
俗
社
会
と
の
﹁
付

き
合
い
方
﹂
は
︑
重
要
で
す
︒
し
か
し
︑
あ
え
て
い
え
ば
︑
伝
統
仏
教
よ
り
も
新
宗
教
の
ほ
う
が
︑
こ
の
﹁
付
き
合

い
方
﹂
が
う
ま
い
よ
う
で
す
︒
確
か
に
う
ま
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
︑
ご
承
知
の
よ
う
に
︑
新
宗
教
に
は
教
義
や
儀

礼
の
未
熟
さ
も
あ
り
ま
す
︒ 

 

わ
れ
わ
れ
も
︑
こ
れ
と
上
手
く
付
き
合
っ
て
︑
こ
の
世
俗
社
会
を
変
え
な
い
と
い
け
な
い
で
し
ょ
う
︒
日
蓮
仏
教
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要
ら
な
い
宗
教
・要
る
宗
教 
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が
最
終
的
に
目
指
し
て
い
る
の
は
︑﹁
社
会
成
仏
﹂な
の
で
す
︒

で
す
か
ら
︑
泥
に
ま
み
れ
た
こ
の
世
俗
社
会
と
上
手
く
付
き

合
わ
な
け
れ
ば
︑﹁
再
歴
史
化
﹂
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
の
点
で
は
︑
俗
職
を
も
つ
在
家
信
者
の
存
在
が
大
切
に
な

り
ま
す
︒
世
俗
社
会
を
変
え
る
の
は
︑
基
本
的
に
は
︑
在
家

信
者
の
力
な
の
で
す
か
ら
︒
僧
職
の
皆
さ
ん
は
︑
彼
ら
の
良

き
指
導
者
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
︒ 

そ
れ
で
は
︑﹁
要
る
宗
教
﹂
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？ 

個
人

レ
ベ
ル
と
社
会
レ
ベ
ル
は
密
接
に
連
動
し
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
が
︑端
的
に
い
え
ば
︑そ
れ
は
︑個
人
レ
ベ
ル
で
は
人
々

に
心
身
及
び
物
質
的
な
生
活
満
足
と
生
き
る
希
望
と
勇
気
を

与
え
︑
社
会
レ
ベ
ル
で
は
時
代
や
社
会
が
直
面
し
て
い
る
多

く
の
困
難
︵
戦
争
や
内
乱
︑
地
球
温
暖
化
︑
災
害
な
ど
︶
に

解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
で
す
︒
私
の
い
う
﹁
四
菩
薩
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
﹂も
︑ま
だ
抹
香
臭
さ
が
残
っ
て
い
る
と
は
い
え
︑

こ
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
す
︒ 

そ
の
た
め
に
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
所
謂
﹁
法
華
仏
教
﹂=

﹁
ド 

ン
ド
コ
法
華
﹂︵
里
見
岸
雄
が
抹
香
く
さ
い
日
蓮
仏
教
の
こ
と 

           

を
揶
揄
し
て
い
う
言
葉
︶
を
い
ち
ど
脱
し
て
︑
世
人
と
一
緒

に
追
求
で
き
る
世
俗
的
な
理
想
社
会
を
展
望
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
︒
ハ
バ
ー
マ
ス
の
い
う
﹁
公
共
性
へ
の
転

換
﹂
の
こ
と
で
す
︒
そ
の
う
え
で
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
必
要
な

時
に﹁
宗
教
﹂と
い
う
ク
ラ
ス
タ
ー
に
戻
れ
ば
い
い
の
で
す
︒ 

と
こ
ろ
で
︑﹁
要
ら
な
い
宗
教
﹂
と
﹁
要
る
宗
教
﹂
と
い
う

こ
の
ダ
イ
コ
ト
ミ
ー
に
は
︑
多
分
に
価
値
観
や
美
意
識
の
よ

う
な
主
観
的
な
要
素
が
入
っ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
民
族
や

国
家
︑
社
会
や
個
人
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
︑
と
い

う
こ
と
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
私
が
こ
こ
で
提
示
し
た
ダ
イ
コ

ト
ミ
ー
も
︑
あ
く
ま
で
も
私
個
人
の
も
の
で
し
か
な
い
︑
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒ 

さ
ら
に
︑﹁
要
ら
な
い
宗
教
﹂
と
﹁
要
る
宗
教
﹂
の
相
互
転

換︵
前
者→

後
者
あ
る
い
は
後
者→

前
者
︶と
い
う
問
題
や
︑

両
者
の
一
致
・
不
一
致
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
︒
時
代
や

社
会
が
変
わ
れ
ば
︑
両
者
の
関
係
も
ま
た
変
わ
り
ま
す
︒
そ

れ
か
ら
︑
客
観
的
に
は
﹁
要
ら
な
い
宗
教
﹂
で
あ
っ
て
も
︑

当
事
者
の
主
観
に
お
い
て
は
﹁
要
る
宗
教
﹂
で
あ
っ
た
り
も

し
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
両
者
の
関
係
は
︑
す
こ
ぶ
る
複
雑

で
分
か
り
に
く
い
も
の
で
す
︒ 

で
す
が
︑
ハ
バ
ー
マ
ス
の
い
う
﹁
公
共
性
へ
の
転
換
﹂
と

私
の
い
う
﹁
再
歴
史
化
﹂
の
問
題
に
︑
わ
れ
わ
れ
が
真
剣
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
︑
日
蓮
仏
教
の
未
来
は
明
る
い
︑
な
ど

と
は
と
て
も
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
で
し
ょ
う
︒ 

 

そ
し
て
︑
そ
の
た
め
の
知
恵
を
磨
く
の
が
︑
こ
の
法
華
コ

モ
ン
ズ
仏
教
学
林
の
さ
ま
ざ
ま
な
講
義
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？ 

 

皆
さ
ん
︑
今
年
も
と
も
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！ 

講
義
報
告 

一
日
集
中
講
座 

 

「
仏
教
哲
学
再
考
② 

―

『
大
乗
起
信
論
を
手
掛
か
り
に―

」 

講
師 

末
木 

文
美
士 

先
生 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

報
告 

佐
古 

弘
純 

 
 

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

②―

﹃
大
乗
起
信
論
﹄を
手
掛
か
り
に
ー
﹂が
開
催
さ
れ
た
︒

末
木
先
生
は
︑日
本
仏
教
研
究
の
最
前
線
で
活
躍
さ
れ
︑数
々

の
功
績
を
残
さ
れ
て
お
ら
れ
る
︒
講
義
概
要
に
は
︑﹁﹃
起
信

論
﹄
自
体
を
読
み
こ
む
と
い
う
よ
り
は
︑﹃
起
信
論
﹄
が
東
ア

ジ
ア
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
に
変
容
し

た
か
を
︑
真
如
・
如
来
蔵
・
本
覚
な
ど
の
概
念
の
展
開
を
含

め
て
考
え
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
本
講
座
は
︑
東
ア
ジ
ア

の
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
﹃
起
信
論
﹄
を
手
掛
か
り

と
し
︑
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
根
本
思
想
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
︒ 

 

第
一
回
目
は
︑﹃
起
信
論
﹄
の
成
立
問
題
と
﹃
起
信
論
﹄
の

伝
流
と
受
容
に
つ
い
て
講
義
さ
れ
た
︒
は
じ
め
に
先
生
は
︑

大
竹
晋
﹃
大
乗
起
信
論
成
立
問
題
の
研
究
﹄︵
大
蔵
出
版
︑
二

〇
一
八
︶
を
参
考
に
し
︑﹁
大
竹
氏
の
北
朝
成
立
説
︵
中
国
撰

述
︶は
今
後
定
説
化
し
て
い
く
﹂と
指
摘
さ
れ
た
︒続
い
て
︑

平
川
彰
﹃
大
乗
起
信
論
﹄︵
大
蔵
出
版
・
仏
典
講
座
︑
一
九
七

三
︶を
参
考
に
︑﹃
起
信
論
﹄の
伝
播
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た
︒

最
後
に
︑
張
文
良
﹁
鳳
潭
の
﹃
大
乗
起
信
論
義
記
幻
虎
録
﹄

に
つ
い
て
﹂︵﹃
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
﹄︑二
〇
一
八
・﹃
花

 西山 茂 先生 
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野
充
道
古
稀
記
念
論
文
集
﹄︑
二
〇
二
〇
︶
を
参
考
に
︑
鳳
潭

に
焦
点
を
あ
て
︑﹁
鳳
潭
は
︑
宗
密
の
﹃
大
乗
起
信
論
疏
﹄
を

通
じ
て
︑
散
逸
し
た
法
蔵
の
﹃
大
乗
起
信
論
義
記
﹄
の
解
釈

を
理
解
し
て
い
た
が
︑
東
大
寺
で
法
蔵
の
﹃
義
記
﹄
の
写
本

を
発
見
し
︑
法
蔵
と
宗
密
と
の
差
異
︵﹃
起
信
論
﹄
の
位
置
づ

け
等
︶
に
気
づ
き
︑
直
接
に
法
蔵
の
﹃
義
記
﹄
に
よ
っ
て
﹃
起

信
論
﹄
解
釈
を
す
る
道
を
開
い
た
﹂
と
い
う
内
容
に
触
れ
︑

講
義
は
終
了
と
な
っ
た
︒ 

 

第
二
回
目
の
講
座
は
︑
前
回
の
補
足
を
す
る
内
容
と
な
っ

た
︒
は
じ
め
に
︑
覚
洲
鳩
﹃
華
厳
春
秋
﹄︵
一
七
六
四
年
︶
に

記
さ
れ
て
い
る
鳳
潭
の
生
涯
を
紹
介
さ
れ
た
︒
先
生
は
︑﹁
鳳

潭
の
前
半
生
は
鉄
眼
の
庇
護
と
影
響
の
も
と
に
そ
の
生
涯
の

方
向
を
決
定
し
て
い
る
︑
そ
れ
以
後
は
︑
泉
涌
寺
で
受
戒
︑

叡
山
の
安
楽
院
で
霊
空
光
謙
の
講
義
を
聞
き
︑
四
明
知
礼
の

教
学
を
正
当
な
も
の
と
し
て
採
用
し
た
﹂
と
解
説
さ
れ
︑
重

要
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
を
示
さ
れ
た
︒
次
に
︑
鳳
潭
の
著
作
で

あ
る
﹃
起
信
論
義
記
幻
虎
録
﹄
の
冒
頭
を
引
用
し
︑
そ
れ
を

出
版
し
た
理
由
は
︑﹁﹃
大
乗
起
信
論
﹄
に
関
し
︑
後
代
︵
澄

観
・
宗
密
の
唯
心
論
的
思
想
︶
の
解
釈
を
排
し
て
︑
法
蔵
の

原
意
に
迫
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
﹂
と
説
明
さ
れ
た
︒
最

後
に
︑﹁﹃
釈
摩
訶
衍
論
﹄
の
成
立
﹂
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ

ら
れ
︑
講
義
終
了
と
な
っ
た
︒
こ
の
講
義
で
は
︑
鳳
潭
が
﹁
古

い
形
態
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
原
意
を
求
め
る
︑
文
献
主
義
の
立

場
﹂︑﹁
法
蔵
の
重
々
無
尽
の
縁
起
説
を
最
高
の
円
教
と
す
る

立
場
で
あ
り
な
が
ら
︑
天
台
︵
山
家
派
︶
の
四
明
知
礼
の
性

悪
説
を
採
用
し
︑
華
天
一
致
と
す
る
立
場
﹂
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
︒ 

 

第
三
回
目
の
講
座
は
︑﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
内
容
に
触
れ
る

講
義
と
な
っ
た
︒
は
じ
め
に
︑
平
川
彰
﹃
大
乗
起
信
論
﹄︵
二

二
頁
︶
に
記
さ
れ
て
い
る
図
表
を
参
考
に
︑﹃
起
信
論
﹄
の
組

織
と
体
系
を
説
明
さ
れ
た
︒
次
に
︑
先
生
は
﹃
起
信
論
﹄
の

立
義
分
︵
主
題—

大
乗
と
は
何
か—

︶
で
説
か
れ
る
﹁
摩
訶

衍
︵
大
乗
︶
と
は
衆
生
一
人
一
人
の
心
で
あ
る
︵
大
乗
＝
衆

生
心
︶﹂
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
︑﹁
心
と
世
界
の
あ
り

方
と
し
て
︑﹁
世
界
の
一
部
と
し
て
の
心
︵
個
別
︶﹂
と
﹁
世

界
を
包
み
こ
む
心
︵
唯
心
論
︶﹂
が
あ
る
が
︑﹃
起
信
論
﹄
の

衆
生
心
に
は
︑
そ
の
両
面
が
み
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
べ
き
な
の
か
﹂と
問
題
提
起
を
さ
れ
た
︒続
い
て
︑

心
の
問
題
と
し
て
︑
ご
自
身
の
論
文
﹁
心
と
い
う
回
路—

仏

教
哲
学
の
根
幹—

﹂︵﹃
未
来
哲
学
﹄
四
号
︑
六
四
頁
︶
を
参

照
し
な
が
ら
︑
瞑
想
を
通
し
て
心
の
究
極
態
に
至
る
と
心
も

ま
た
消
え
て
い
く
と
い
う
玉
城
康
四
郎
の
心
の
捉
え
方
︑﹃
観

無
量
寿
経
﹄
で
説
か
れ
る
﹁
是
心
作
仏
︑
是
心
是
仏
﹂
の
見

仏
体
験
︑
清
沢
満
之
の
精
神
内
に
充
足
を
求
め
る
精
神
主
義

で
の
弥
陀
と
の
出
会
い
を
取
り
上
げ
た
︒
そ
し
て
先
生
は
︑

﹁
心
は
仏
と
衆
生
を
結
ぶ
回
路
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
自

ら
の
精
神
内
に
沈
潜
し
て
い
っ
た
と
き
︑
自
己
の
心
の
最
奥

で
他
者
に
出
会
う
︒
そ
の
最
奥
は
決
し
て
行
き
止
ま
り
で
は

な
い
﹂
と
す
る
見
解
を
示
さ
れ
︑
講
義
終
了
と
な
っ
た
︒
こ

の
講
義
は
︑﹃
起
信
論
﹄
で
真
如
の
同
一
概
念
と
さ
れ
る
﹁
衆

生
心
﹂
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
︑
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
︒
心
に
す
べ
て
が
回
収
さ
れ
て
し
ま
え
ば
独
我
論

に
陥
り
︑
他
者
の
存
在
は
消
え
て
し
ま
う
︒
は
た
し
て
︑
先

生
が
示
さ
れ
た
﹁
心
を
突
破
す
る
要
素
﹂
が
﹃
起
信
論
﹄
に

説
か
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
︒ 

第
四
回
目
の
講
座
は
︑﹃
大
乗
起
信
論
﹄
の
構
造
と
そ
の
問

題
と
に
つ
い
て
の
講
義
と
な
っ
た
︒は
じ
め
に
先
生
は
︑﹁﹃
起

信
論
﹄
を
中
心
に
据
え
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江

戸
時
代
で
あ
り
︑
東
ア
ジ
ア
仏
教
︵
日
本
仏
教
︶
の
前
提
と

な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒東
ア
ジ
ア
仏
教︵
日
本
仏
教
︶

を
如
来
蔵
仏
教
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
﹂と
指
摘
さ
れ
た
︒

さ
ら
に
︑﹁﹃
起
信
論
﹄
に
は
如
来
蔵
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て

い
る
部
分
も
あ
る
が
︑
中
心
と
な
っ
て
い
る
概
念
は
真
如
で

あ
る
﹂
と
し
︑﹃
起
信
論
﹄
は
そ
の
章
ご
と
に
よ
っ
て
使
わ
れ

る
概
念
が
違
う
こ
と
を
説
明
さ
れ
た
︒ま
た
︑真
如
論
は﹁
華

厳
系
と
﹃
釈
摩
訶
衍
論
﹄
を
ベ
ー
ス
と
し
て
﹃
起
信
論
﹄
を

理
解
す
る
系
譜
に
分
か
れ
る
﹂
と
示
さ
れ
た
︒
次
に
︑﹃
起
信

論
﹄
の
構
造
︵
宇
井
伯
寿
﹃
大
乗
起
信
論
﹄︵
岩
波
文
庫
︶
と

自
筆
の
ノ
ー
ト
を
参
照
︶
と
︑﹃
釈
摩
訶
衍
論
﹄
の
構
造
︵
早

川
道
雄
﹃
釈
摩
訶
衍
論
の
新
研
究
﹄
を
参
照
︶
を
解
説
さ
れ

た
︒
最
後
に
先
生
は
︑﹁﹃
起
信
論
﹄
は
一
元
的
な
理
論
で
は

な
く
︑
重
層
化
さ
れ
て
お
り
︑
大
別
す
れ
ば
言
語
論
︵
認
識

論
︶
と
存
在
論
・
救
済
論
︵
迷
い
と
悟
り
︶
の
二
重
性
が
み

ら
れ
る
﹂︑﹁
無
明
は
重
要
な
概
念
で
あ
る
が
︑﹃
起
信
論
﹄
で

は
十
分
に
議
論
さ
れ
ず
︑重
視
し
て
い
な
い
﹂と﹃
起
信
論
﹄

の
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
︑
講
義
終
了
と
な
っ
た
︒ 

 

末木文美士 先生 
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次
回
の
講
座
は
四
月
三
日
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
︒
新
規

聴
講
も
ま
っ
た
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
︒
末
木
先
生
は
︑
聴
講

者
の
質
疑
応
答
に
も
分
か
り
や
す
く
対
応
し
て
下
さ
い
ま
す
︒

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

本
講
座
は
リ
モ
ー
ト
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
見
る
こ
と
が

可
能
で
す
︒
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
︑﹁
法
華
コ
モ
ン
ズ
﹂
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒ 

  

講
義
報
告 

集
中
講
座 
全
２
回 

 「
史
実
・
尼
僧
蓄
髪
縁
付 

 
 

 
 

—

ブ
ッ
ダ
時
代
か
ら
現
代
ま
で—
」 

講
師 

大
竹 

晋 

先
生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
告 

澁
澤 

光
紀 

 
 大

竹
晋
先
生
に
は
︑
前
年
度
後
期
講
座
で
﹁
史
実
・
僧
侶

妻
帯
世
襲—

ブ
ッ
ダ
時
代
か
ら
現
代
ま
で—

﹂
を
ご
講
義
頂

き
ま
し
た
が
︑
今
回
は
そ
の
続
篇
と
し
て
︑
尼
僧
の
蓄
髪
と

縁
付
︵
結
婚
︶
に
つ
い
て
お
話
頂
き
ま
し
た
︒ 

男
僧
に
し
ろ
尼
僧
に
し
ろ
︑
出
家
僧
に
戒
律
で
禁
じ
ら
れ

て
い
る
蓄
髪
や
結
婚
を
許
し
て
い
る
の
は
︑
世
界
の
中
で
も

日
本
だ
け
で
す
︒
前
回
の
講
座
で
は
︑
実
は
ブ
ッ
ダ
時
代
か

ら
こ
の
問
題
は
あ
っ
た
こ
と
を
史
実
に
基
づ
き
詳
し
く
論
じ

な
が
ら
︑
あ
ら
た
め
て
破
戒
を
常
態
と
す
る
日
本
の
仏
教
僧

の
特
異
な
あ
り
方
を
再
考
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︒ 

で
は
︑
今
回
の
﹁
尼
僧
篇
﹂
は
ど
う
で
し
ょ
う
︒
今
回
は

明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
の
太
政
官
布
告
﹁
今
よ
り
比
丘
尼

の
儀
も
蓄
髪
肉
食
縁
付
帰
属
等
︑
勝
手
と
為
す
べ
き
事
﹂
か

ら
百
五
十
年
目
の
節
目
の
年
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
の
で
す
が
︑
尼
僧
の
蓄
髪
縁
付
に
つ
い
て
男
僧

目
線
で
の
理
屈
と
︑尼
僧
の
理
想
が
大
き
く
食
い
違
う
な
ど
︑

男
女
性
差
に
よ
る
ギ
ャ
ッ
プ
が
改
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
︒
以
下
︑
精
査
し
た
資
料
を
豊
富
に
呈
示
し
て
の
︑
史
実

に
基
づ
く
実
に
興
味
深
い
講
義
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
︒ 

 

第
一
回
「
海
外
編
／
日
本
篇
Ⅰ
：
前
近
代
、
明
治
、
大
正
」 

 

海
外
編
で
は
︑
仏
教
徒
を
七
衆
に
分
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

守
る
べ
き
戒
律
を
見
て
い
き
ま
す
︒七
衆
と
は
︑出
家
の﹁
比

丘
・
比
丘
尼
・
式
叉
摩
那
︵
比
丘
尼
見
習
い
︶・
沙
弥
・
沙
弥

尼
﹂︑
在
家
の
﹁
優
婆
塞
・
優
婆
夷
﹂
で
す
︒
こ
の
う
ち
で
尼

僧
と
は
﹁
比
丘
尼
・
式
叉
摩
那
・
沙
弥
尼
﹂
に
対
す
る
中
国

式
の
総
称
に
な
り
ま
す
︒ 

七
衆
の
守
る
戒
律
と
し
て
︑
学
処
︵
学
ぶ
べ
き
道
徳
律
︶

と
戒
︵
道
徳
性
︶
が
あ
り
ま
す
が
︑
ま
ず
蓄
髪
に
つ
い
て
︑

イ
ン
ド
で
は
尼
僧
の
蓄
髪
は
禁
止
︑
し
か
し
中
国
で
は
身
体

髪
膚
を
傷
つ
け
な
い
儒
教
倫
理
か
ら
︑
唐
の
時
代
に
尼
僧
の

蓄
髪
が
発
生
し
ま
し
た
︒
縁
付
に
つ
い
て
は
︑
イ
ン
ド
で
は

学
処
に
よ
っ
て
出
家
者
は
絶
対
独
身
︒
中
国
に
お
い
て
は
北

魏
の
殺
人
教
団
﹁
大
乗
賊
﹂
を
ひ
き
い
た
沙
門
法
慶
の
妻
︑

恵
暉
尼
が
文
献
上
で
尼
僧
縁
付
の
第
一
号
に
な
り
ま
す
︒ 

次
に
日
本
篇
Ⅰ
の
前
近
代
で
す
︒
奈
良
時
代
に
鑑
真
が
比

丘
戒
壇
を
伝
え
ま
す
が
︑
比
丘
尼
戒
壇
は
平
安
中
期
の
無
量

寿
院
戒
壇
ま
で
は
造
ら
れ
ま
せ
ん
︒
尼
僧
の
蓄
髪
縁
付
も
︑

平
安
時
代
に
発
生
し
ま
す
が
︑
鎌
倉
仏
教
の
法
然
さ
え
も
尼

僧
の
蓄
髪
と
縁
付
は
峻
拒
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
後
︑
放
置
状

態
だ
っ
た
尼
僧
縁
付
は
︑
江
戸
時
代
に
禁
止
さ
れ
ま
す
︒ 

日
本
で
は
︑
明
治
に
入
り
尼
僧
の
蓄
髪
縁
付
は
太
政
官
布

告
に
よ
っ
て
解
禁
さ
れ
ま
す
︒
し
か
し
当
初
は
︑
男
僧
に
よ

る
蓄
髪
推
進
の
主
張
が
あ
る
も
の
の
︑
蓄
髪
縁
付
は
忌
避
さ

れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
︒
蓄
髪
の
始
ま
り
は
︑
大
正
二
年

に
﹃
中
外
日
報
﹄
に
報
じ
ら
れ
た
浄
土
宗
の
有
髪
尼
僧
・
加

野
操
子
か
ら
で
︑
尼
僧
学
校
で
も
﹁
剃
髪
せ
ず
と
も
入
学
を

許
す
﹂
方
針
を
出
し
ま
す
が
︑
大
多
数
の
尼
僧
は
こ
れ
に
反

対
し
ま
す
︒
し
か
し
︑
既
に
僧
侶
の
蓄
髪
妻
帯
を
受
け
入
れ

た
浄
土
宗
の
男
僧
は
蓄
髪
に
賛
成
し
て
︑
有
髪
の
教
師
を
育

成
し
て
男
僧
の
妻
と
し
て
﹁
夫
婦
共
に
僧
籍
に
登
録
す
る
こ

と
を
寧
ろ
歓
迎
﹂
し
ま
し
た
︒ 

こ
れ
に
対
し
て
駒
澤
学
園
の
尼
僧
は
尼
僧
蓄
髪
論
に
反
対

し
て
︑男
僧
達
の
堕
落
と
清
ら
か
な
出
家
へ
の
憧
れ
を
の
べ
︑

﹁
こ
の
円
頂
黒
衣
の
装
が
ど
れ
程
私
達
の
求
道
を
助
け
て
ゐ

る
こ
と
で
せ
う
﹂
と
語
り
ま
す
︒
全
体
的
に
は
︑
男
僧
は
﹁
精

神
さ
え
僧
侶
な
ら
︑
形
式
は
俗
人
で
よ
い
﹂
の
精
神
の
出
家

論
で
︑大
多
数
の
尼
僧
は
そ
れ
を
疑
う
︑と
い
う
構
図
で
す
︒ 

そ
れ
で
も
大
正
時
代
に
は
︑
尼
僧
蓄
髪
を
公
認
す
る
宗
派

が
増
え
て
︑
縁
付
も
男
僧
側
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
き
ま
す
︒ 

 

第
二
回
「
日
本
篇
Ⅱ
：
昭
和
戦
前
戦
中
期 

Ⅲ
：
戦
後
期
」 

 

尼
僧
蓄
髪
は
︑
昭
和
戦
前
期
に
入
り
諸
宗
で
広
ま
っ
て
い

き
ま
す
︒
浄
土
真
宗
で
は
︑
男
僧
が
住
職
で
そ
の
妻
が
坊
守

で
し
た
が
︑
幾
つ
か
の
派
で
女
性
の
得
度
と
住
職
を
公
認
し

て
︑
有
髪
尼
僧
の
住
職
が
誕
生
し
ま
す
︒
日
蓮
宗
で
は
︑
昭

和
八
年
の
宗
会
に
﹁
有
髪
尼
僧
制
度
﹂
が
建
議
さ
れ
る
も
︑

撤
回
さ
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
同
年
に
は
﹁
児
童
虐
待
防
止

法
﹂
が
施
工
さ
れ
て
︑
児
童
の
う
ち
か
ら
の
尼
僧
剃
髪
は
児
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童
虐
待
で
は
な
い
か
と
の
議
論
も
起
こ
り
ま
し
た
︒ 

 
昭
和
十
二
年
に
日
中
戦
争
が
起
こ
る
と
青
年
男
僧
が
出
征

し
て
減
少
︑
昭
和
十
六
年
の
太
平
洋
戦
争
に
入
る
と
中
年
男

僧
も
出
征
し
た
た
め
︑
諸
宗
当
局
は
戦
時
下
の
法
務
の
担
い

手
と
し
て
寺
族
女
性
を
有
髪
の
ま
ま
得
度
さ
せ
る
こ
と
に
決

定
し
︑
有
髪
尼
僧
が
誕
生
す
る
︒
戦
争
に
よ
り
寺
族
女
性
の

地
位
は
向
上
し
て
︑
戦
後
の
寺
族
公
認
に
至
り
︑
尼
僧
の
地

位
は
向
上
せ
ず
と
も
団
結
を
教
化
し
て
︑
戦
後
に
は
諸
宗
尼

僧
法
団
や
全
日
本
仏
教
尼
僧
法
団
な
ど
が
設
立
さ
れ
ま
す
︒ 

 

戦
後
に
お
い
て
は
︑
諸
宗
で
戦
死
住
職
の
未
亡
人
が
有
髪

尼
僧
と
な
っ
て
増
加
し
ま
す
︒
有
髪
の
尼
僧
を
認
め
る
動
き

は
︑
真
宗
大
谷
派
︑
浄
土
宗
な
ど
活
発
で
︑
真
言
宗
醍
醐
派

は
傘
下
の
真
如
苑
主
・
伊
藤
友
司
に
︑
最
高
の
大
僧
正
位
を

有
髪
の
婦
人
と
し
て
初
め
て
授
け
ま
す
︒
し
か
し
︑
曹
洞
宗

で
は
有
髪
で
僧
堂
に
入
っ
た
寺
族
姉
妹
を
め
ぐ
っ
て
︑有
髪
・

剃
髪
の
議
論
が
激
化
し
ま
す
︒ 

昭
和
四
十
五
年
頃
よ
り
︑
尼
僧
側
か
ら
蓄
髪
縁
付
公
認
の

声
が
上
が
り
︑
尼
僧
︵
独
身
︶
と
女
僧
︵
婚
姻
︶
を
区
別
す

る
傾
向
も
生
ま
れ
て
︑﹁
主
婦
僧
︵
夫
の
代
役
︶﹂
と
い
う
言

葉
も
使
わ
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
平
成
・
令
和
に
至
る
と
︑
尼

僧
蓄
髪
の
公
認
化
は
加
速
し
て
︑
男
僧
住
職
の
娘
が
尼
僧
と

な
っ
て
世
襲
し
た
り
︑後
に
縁
づ
く
こ
と
も
多
く
な
り
ま
す
︒ 

こ
う
し
た
尼
僧
蓄
髪
縁
付
を
め
ぐ
る
歴
史
を
通
覧
し
て
︑

大
竹
先
生
は
﹁
尼
僧
蓄
髪
縁
付
と
は
何
だ
っ
た
の
か
﹂
を
問

い
直
し
ま
す
︒
そ
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
は
蓄
髪
縁
付
を
否
定
し
て

い
る
の
で
︑
こ
れ
は
仏
教
か
ら
で
は
な
く
社
会
的
な
要
因
に

基
づ
く
と
し
て
︑
時
代
ご
と
の
要
因
を
挙
げ
ま
し
た
︒
大
正

時
代
に
は
︑社
会
活
動
を
容
易
に
す
る
た
め
︒昭
和
初
期
は
︑

死
亡
男
僧
の
妻
を
住
職
に
す
る
た
め
︒
戦
時
と
戦
後
す
ぐ
は

出
征
し
死
亡
し
た
男
僧
の
妻
を
住
職
代
理
と
す
る
た
め
︒
そ

の
後
は
聖
俗
の
区
別
を
つ
け
る
た
め
︑
ま
た
男
僧
の
娘
に
住

職
を
世
襲
さ
せ
る
た
め
︑
な
ど
と
な
り
ま
す
︒ 

そ
し
て
宗
派
と
し
て
の
対
応
と
し
て
︑
尼
僧
蓄
髪
縁
付
の

道
を
突
っ
走
っ
て
い
る
の
は
真
言
宗
系
の
諸
宗
︑
次
に
続
く

の
が
天
台
真
盛
宗
︑
そ
し
て
足
が
重
く
な
り
つ
つ
あ
る
日
蓮

宗
と
曹
洞
宗
が
い
て
︑
あ
と
の
宗
派
は
あ
え
て
進
め
て
い
な

い
状
態
だ
と
分
析
し
て
い
ま
す
︒ 

ま
た
︑
近
年
の
傾
向
と
し
て
︑
寺
住
職
は
子
供
に
世
襲
さ

せ
る
家
業
で
あ
り
︑﹁
家
を
出
な
い
た
め
の
出
家
﹂
と
い
う
矛

盾
し
た
あ
り
方
を
指
摘
し
て
︑
世
襲
を
重
ね
た
結
果
に
僧
侶

が
仏
教
に
無
関
心
に
な
り
︑
蓄
髪
世
襲
縁
付
が
自
然
と
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
と
示
唆
し
ま
す
︒
こ
の
こ
と

が
︑
僧
侶
に
対
す
る
俗
人
の
聖
者
崇
拝
を
失
わ
せ
宗
門
の
将

来
を
危
う
く
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
︑
剃
髪
非
婚
尼
僧

の
必
要
を
提
案
し
ま
し
た
︒ 

そ
し
て
︑
今
後
は
﹁
史
実
・
近
現
代
尼
僧
﹂﹁
史
実
・
寺
族

形
成
﹂の
検
証
に
も
取
り
組
み
た
い
と
の
抱
負
を
話
さ
れ
て
︑

二
回
に
わ
た
る
画
期
的
な
集
中
講
義
を
終
了
し
ま
し
た
︒ 

講
義
報
告 

法
華
仏
教
講
座 

【令
和
五
年
度 

前
期
】 

第
四
回 

三
輪
是
法
先
生 

 

第
五
回 

坂
井
法
曄
先
生 

第
六
回 

花
野
充
道
先
生 

【令
和
五
年
度 

後
期
】  

第
一
回 

川
﨑
弘
志
先
生 

 

第
二
回 

久
保
田
正
宏
先
生 

第
三
回 

魚
住
孝
至
先
生 

 

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
開
催
さ
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
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
令
和
五
年
度
前
期
第
四
回
～

第
六
回
︑
後
期
一
回
～
第
三
回
の
講
義
に
つ
い
て
報
告
し
た

い
︒ 

各
回
と
も
に
︑
常
圓
寺
様
祖
師
堂
地
階
ホ
ー
ル
を
会

場
と
し
︑
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
実
況
配
信
を
同
時
に
行
う
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
型
の
対
面
式
で
講
義
が
執
り
行
わ
れ
た
︒
ま
た
︑
い
ず
れ

の
回
も
︑
土
曜
日
午
後
四
時
三
〇
分
～
の
開
催
で
︑
仏
教
思

想
研
究
・
日
蓮
教
学
研
究
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
研
究
者
を

は
じ
め
多
く
の
聴
講
者
が
集
い
︑
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
五
年
度 

前
期
「
法
華
仏
教
講
座
」》 

【
第
四
回 

三
輪
是
法 

先
生
】 

令
和
五
年
︵
以
下
同
︶
七
月
二
九
日
︑
立
正
大
学
教
授
で

当
学
林
教
学
委
員
の
三
輪
是
法
先
生
に
よ
る
﹁
一
念
三
千
の

 

大竹 晋 先生 
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現
代
的
解
釈
﹂
の
講
義
が
執
り
行
わ
れ
た
︒ 

三
輪
先
生
は
︑
社
会
学
・
文
学
・
生
命
科
学
・
哲
学
か
ら

見
た
︑﹁
心
﹂
と
﹁
世
界
﹂
の
関
係
性
を
概
観
さ
れ
︑
仏
教
と

心
の
問
題
︑
仏
教
と
精
神
分
析
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
の

課
題
を
指
摘
︒﹁
世
界
﹂
に
発
散
す
る
﹁
心
﹂︑﹁
心
﹂
に
収
束

す
る
﹁
世
界
﹂
と
い
う
焦
点
を
提
示
さ
れ
︑﹁
一
念
三
千
﹂
を

開
示
す
る
﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
第
五
第
七
正
修
止
観
章
に
つ
い

て
︑
忠
実
な
原
義
に
基
づ
き
な
が
ら
解
説
さ
れ
た
︒ 

天
台
大
師
智
顗
が
闡
明
し
た
﹁
一
念
三
千
﹂
は
︑
法
華
仏

教
史
上
の
最
重
要
法
門
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
不
可
思
議
な
る

対
象
と
し
て
人
間
の
心
を
表
し
︑
三
千
の
法
数
は
︑
法
華
経

の
十
如
是
︵
現
象
界
を
形
成
す
る
構
成
要
因
と
原
理
︶
と
地

獄
界
か
ら
仏
界
ま
で
の
十
界
︑
そ
し
て
五
蘊
世
間
・
衆
生
世

間
・
国
土
世
間
の
三
種
世
間
の
乗
数
で
あ
る
︒つ
ま
り
︑我
々

の
心
は
本
来
具
有
し
て
い
る
聖
者
を
含
め
た
十
種
の
善
悪
の

人
格
的
要
因
︵
十
界
︶
と
現
象
界
︵
十
如
是
︶︑
さ
ら
に
環
境

的
外
部
要
因
を
含
め
た
存
在
の
差
異
性
︵
三
種
世
間
︶
の
関

係
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
︒ 

三
輪
先
生
は
︑
こ
の
構
図
が
︑
心
に
﹁
他
者
﹂
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
着
眼
︒
講
義
で
は
︑
人

間
の
精
神
︵
実
体
視
さ
れ
る
心
で
は
な
く
︑
関
係
性
の
中
か

ら
誘
発
す
る
精
神
と
い
う
べ
き
か
︶
に
焦
点
を
当
て
た
一
念

三
千
と
い
う
理
論
を
︑精
神
分
析
が
提
唱
す
る
三
つ
の
視
点
︑

自
我
論
と
主
体
論
︑
そ
し
て
欲
望
論
に
基
づ
い
て
考
察
を
加

え
︑﹃
摩
訶
止
観
﹄
と
精
神
分
析
が
示
す
人
間
存
在
と
心
に
つ

い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
ら
れ
た
︒ 

法
華
教
学
の
重
要
法
門
を
︑
現
代
的
に
掘
り
下
げ
て
解
明

し
よ
う
と
す
る
素
晴
ら
し
い
試
み
に
︑
参
加
者
一
同
︑
大
変

感
銘
を
受
け
た
︒
ま
た
︑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
を
用
い
た
明
快
な

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
︒ 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 

【
第
五
回 

坂
井
法
曄 

先
生
】 

八
月
二
六
日
︑
坂
井
法
曄
先
生
に
よ
る
﹁
近
世
後
期
の
日

蓮
信
奉
者 

深
見
要
言
﹂
の
講
義
が
︑
執
り
行
わ
れ
た
︒ 

本
講
義
の
視
点
と
し
て
︑
坂
井
先
生
は
﹁
こ
れ
ま
で
注
目

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
物
に
光
を
当
て
る
﹂
と
述
べ
て
︑
そ

の
生
涯
を
日
蓮
遺
文
の
出
版
活
動
に
さ
さ
げ
た
深
見
要
言
の

事
蹟
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
︒ 

 

講
義
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
進
め
ら
れ
︑
深
見
が

刊
行
し
た
﹃
本
化
高
祖
紀
年
録
﹄
や
﹃
法
華
童
翫
抄
﹄
な
ど

の
資
料
を
紹
介
し
︑
深
見
の
出
身
地
や
生
没
年
な
ど
か
ら
説

明
が
始
ま
り
︑
深
見
が
行
っ
た
日
蓮
遺
文
刊
行
が
ど
の
よ
う

な
活
動
で
あ
っ
た
の
か
︑
ど
ん
な
人
々
と
の
交
流
か
ら
活
動

が
行
わ
れ
た
の
か
な
ど
深
見
の
生
涯
を
丁
寧
に
解
説
さ
れ
た 

ま
た
︑
坂
井
先
生
は
深
見
の
出
身
地
で
あ
る
福
島
県
い
わ

き
市
な
ど
︑
深
見
の
ゆ
か
り
の
土
地
へ
直
接
足
を
運
び
︑
先

生
自
ら
が
カ
メ
ラ
に
収
め
た
多
く
の
写
真
を
紹
介
し
て
︑
深

見
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て
詳
細
に
ご
説
明
く
だ
さ
っ

た
︒ さ

ら
に
︑
講
義
会
場
で
は
先
生
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︑
実

際
に
深
見
要
言
が
出
版
し
た
貴
重
な
原
本
を
聴
講
者
に
お
見

せ
く
だ
さ
り
︑
資
料
を
扱
う
際
の
注
意
点
と
し
て
︑﹁
ど
ん
な

に
高
名
な
学
者
の
論
文
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
内
容
を
鵜
呑
み

に
せ
ず
必
ず
原
本
の
資
料
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

な
ぜ
な
ら
ば
原
本
で
あ
る
資
料
が
正
し
い
か
ら
で
あ
る
﹂と
︑

書
誌
学
の
専
門
家
な
ら
で
は
の
貴
重
な
ご
教
示
を
く
だ
さ
っ

た
︒ 坂

井
先
生
は
︑
膨
大
な
資
料
を
も
と
に
説
得
力
の
あ
る
説

明
を
さ
れ
な
が
ら
︑
と
き
に
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
聴
講
者
の

笑
い
を
誘
い
︑
聴
講
者
一
同
は
興
味
深
く
先
生
の
お
話
に
聞

き
入
っ
て
い
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
︶ 

【
第
六
回 

花
野
充
道 

先
生
】 

九
月
三
〇
日
︑
法
仏
教
研
究
会
主
宰
・
当
学
林
教
学
委
員

の
花
野
充
道
先
生
に
よ
る
﹁
智
顗
教
学
と
日
蓮
教
学
の
仏
身

論
の
対
比
﹂
の
講
義
が
執
り
行
わ
れ
た
︒ 

花
野
先
生
は
︑
智
顗
教
学
と
日
蓮
教
学
の
根
本
的
な
相
違

を
︑
実
相
論
・
仏
身
論
︑
更
に
は
成
仏
論
︑
本
迹
論
な
ど
の

視
点
か
ら
多
角
的
に
比
較
検
討
さ
れ
た
︒ 

 

三輪 是法 先生 

 

 

坂井 法曄 先生 
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講
義
で
は
先
ず
︑
智
顗
教
学
が
︻︿
本
有
常
住
の
理
法
を
基

調
と
す
る
︑
法
先
仏
後
の
多
仏
信
仰
﹀︿
本
迹
実
相
同
﹀︿
寿

量
本
仏
も
久
遠
の
始
覚
仏
﹀︿
本
迹
の
仏
身
は
倶
体
倶
用
・
本

迹
不
思
議
一
﹀︼︑
対
し
︑
日
蓮
教
学
が
︻︿
本
迹
の
仏
身
に
勝

劣
を
立
て
る
﹀︿
寿
量
本
仏
＝
無
始
の
古
仏
﹀︿
本
迹
実
相
勝

劣
﹀︼
と
す
る
こ
と
を
微
細
に
解
説
さ
れ
た
︒
そ
の
上
で
︑
日

蓮
の
寿
量
本
仏
観
に
は
︑
種
々
の
考
証
の
視
点
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
︑
本
仏
の
有
始
︵
始
覚
︶・
無
始
︵
本
覚
︶
に
関

す
る
問
題
︑
報
応
二
身
の
顕
本
や
三
身
常
住
︑
無
作
三
身─

─

等
に
関
す
る
問
題
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
く
だ
さ
っ
た
︒ 

論
中
︑
特
に
﹁
本
門
の
教
主
釈
尊
と
末
法
の
導
師
日
蓮
と

の
関
係
﹂
を
視
点
と
し
て
︑
日
蓮
教
学
史
に
存
在
す
る
三
種

︵
以
下
Ａ
～
Ｃ
︶
の
一
仏
化
導
論
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
興

味
深
か
っ
た
︒ 

︵
Ａ
︶
久
遠
に
実
相
＝
法
身
を
証
得
し
た
師
匠
の
釈
尊
＝

報
身
が
︑
弟
子
の
上
行
菩
薩
に
妙
法
を
付
嘱
し
て
末
法
の

衆
生
の
救
済
に
当
た
ら
せ
る
︒ 

︵
Ｂ
︶
久
遠
五
百
塵
点
に
実
相
を
証
得
し
た
釈
尊
が
︑
弟

子
の
上
行
菩
薩
に
下
種
の
妙
法
を
付
嘱
し
て
末
法
の
衆
生

の
救
済
に
当
た
ら
せ
る
︵
一
仏
二
名
︑
そ
の
変
形
と
し
て 

の
互
為
主
伴
説
︶ 

︵
Ｃ
︶
久
遠
元
初
成
道
の
仏
が
︑
末
法
の
日
本
に
そ
の
ま
ま

日
蓮
と
し
て
現
わ
れ
下
種
の
化
導
を
な
す
︵
日
蓮
本
仏
論
︶︒ 

以
上
を
踏
ま
え
︑
花
野
先
生
は
︑
日
蓮
の
立
場
を
﹁
理
智
不

二
の
仏
身─

法
仏
一
体
︵
人
法
一
箇
︶﹂﹁
観
心
の
本
尊
＝
本

門
の
本
尊─

大
曼
荼
羅
＝
本
門
の
釈
尊─

一
念
三
千
即
自
受

用
身
﹂
と
す
る
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
︒ 

ま
た
︑
講
義
終
盤
に
は
︑﹃
立
正
観
抄
﹄
の
真
偽
論
争
や
︑

﹁
思
想
史
学
と
宗
学
の
同
異
﹂
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
た
︒ 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 

《
令
和
五
年
度 

後
期
「
法
華
仏
教
講
座
」》 

【
第
一
回 

川
﨑
弘
志 

先
生
】 

一
〇
月
二
八
日
︑
川
﨑
弘
志
氏
に
よ
る
﹁
佐
渡
始
顕
本
尊

の
研
究
︵
一
︶﹂
の
講
義
が
行
わ
れ
た
︒ 

法
華
コ
モ
ン
ズ
で
は
︑﹃
法
華
仏
教
研
究
﹄
第
三
五
号
︵
令

和
五
年
四
月
発
行
︶
に
収
録
さ
れ
た
︑
川
﨑
弘
志
﹁﹁
佐
渡
始

顕
本
尊
﹂
の
研
究
﹂
の
内
容
を
︑
著
者
よ
り
二
回
に
わ
た
り

解
説
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
︒
そ
の
第
一
回
目
と
な
る

今
回
の
講
座
で
は
︑
身
延
曽
存
の
﹁
佐
渡
始
顕
本
尊
﹂
に
つ

い
て
真
偽
論
を
中
心
に
詳
細
な
解
説
を
い
た
だ
い
た
︒ 

﹁
佐
渡
始
顕
本
尊
﹂
は
︑
日
蓮
が
文
永
八
年
七
月
八
日
に
佐

渡
の
地
で
図
顕
し
た
と
さ
れ
︑
身
延
山
久
遠
寺
に
所
蔵
さ
れ

て
い
た
が
︑明
治
八
年
同
寺
の
大
火
に
よ
り
焼
失
し
て
い
る
︒

然
る
に
身
延
山
久
遠
寺
三
三
世
遠
沾
院
日
亨
の﹃
御
本
尊
鑑
﹄

な
ど
の
写
本
に
︑
同
本
尊
の
臨
写
が
残
っ
て
お
り
︑
そ
の
全

容
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒ 

川
﨑
氏
は
︑﹃
御
本
尊
鑑
﹄
を
含
め
多
く
の
﹁
佐
渡
始
顕
本

尊
﹂
の
写
本
及
び
関
連
資
料
の
図
解
を
紹
介
し
︑
諸
写
本
に

お
け
る
諸
尊
勧
請
の
配
置
や
讃
文
の
記
述
︑
花
押
の
形
状
な

ど
の
諸
点
の
相
違
に
つ
い
て
精
密
に
検
討
し
︑
七
点
の
偽
筆

理
由
を
挙
げ
て
同
本
尊
が
偽
筆
で
あ
る
と
推
定
し
た
︒ 

昨
年
︑
川
﨑
氏
が
﹁
佐
渡
始
顕
本
尊
の
研
究
﹂
を
発
表
し

て
以
降
︑
各
方
面
か
ら
反
響
が
寄
せ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
︒
論
題
が
﹁
本
尊
の
真
偽
論
﹂
で
あ
る
以
上
︑
論
争
の
惹

起
は
至
極
当
然
で
あ
ろ
う
︒
川
﨑
氏
は
そ
れ
ら
の
反
響
の
声

に
対
し
︑﹁
日
蓮
の
真
実
を
追
求
す
る
﹂と
い
う
信
念
の
も
と
︑

一
貫
し
て
資
料
を
も
と
に
し
た
学
術
的
態
度
を
も
っ
て
返
答

し
て
い
る
︒
第
二
回
目
の
講
座
も
大
い
に
期
待
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
︒ 

︵
西
山
明
仁 

記
︶ 

 

【
第
二
回 

久
保
田
正
宏 

先
生
】 

一
一
月
二
五
日
︑
久
保
田
正
宏
先
生
に
よ
る
﹁
四
明
知
礼

の
実
相
論
と
そ
の
展
開
﹂の
講
義
執
り
行
わ
れ
た
︒先
生
は
︑

早
稲
田
大
学
や
立
正
大
学
で
も
教
鞭
を
執
ら
れ
る
︑
斯
界
注

目
の
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
︒ 

今
回
の
講
義
で
は
︑
十
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の

 

 

川﨑 弘志 先生 

花野 充道 先生 
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宋
代
︵
＝
趙
宋
代
︑ 

＝
北
宋
代
と
南
宋
代
︶
の
中
国
天
台
教

学
の
実
相
論
に
注
目
さ
れ
︑﹁
最
も
実
在
論
的
と
も
言
え
る
実

相
論
︵
一
念
三
千
論
︶
を
主
張
し
た
﹂
と
い
う
中
国
天
台
第

十
四
祖
︑
四
明
知
礼
︵
九
六
〇
～
一
〇
二
八
︶
の
学
説
を
中

心
に
︑
山
家
・
山
外
の
両
派
の
学
説
の
特
徴
を
今
日
的
に
最

先
端
の
研
究
レ
ベ
ル
で
概
説
し
て
く
だ
さ
っ
た
︒ 

講
義
に
入
る
と
︑
先
ず
︑
そ
の
全
体
的
な
構
図
や
特
徴
を

分
か
り
易
く
概
説
さ
れ
︑
次
い
で
︑
特
に
﹁
蛣
蜣
六
即
説
﹂

﹁
寂
光
有
相
説
﹂
を
取
り
上
げ
な
が
ら
実
相
論
の
展
開
に
つ

い
て
︑
更
に
は
教
判
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
︑
極
め
て
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
を
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
︒ 

各
項
目
が
非
常
に
専
門
的
か
つ
高
度
な
内
容
で
あ
り
︑﹁
お

わ
り
に
﹂
で
は
︑
貴
重
な
ご
所
見
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

く
だ
さ
っ
た
︵
以
下
︑
レ
ジ
ュ
メ
よ
り
転
載
︶︒ 

﹁ 

◆
山
家
派
に
お
い
て
は
︑
北
峰
宗
印
の
よ
う
に
︑
結
果
的

に
で
は
あ
る
が
︑
山
外
派
の
唯
心
論
的
実
相
論
に
接
近
す
る

学
匠
が
存
在
し
た
︒
一
方
で
︑
柏
庭
善
月
の
よ
う
に
︑
知
礼

の
実
相
論(

理
事
両
重
総
別
説)

を
あ
く
ま
で
も
堅
持
す
る
者

も
存
在
し
た
︒
〇
宗
印
な
ど
＝
﹁
唯
心
観
体
﹂︑﹁
寂
光
土
の

相
は
浄
相
の
み
︑(

唯
心
寂
光)

﹂
〇
善
月
な
ど
＝
﹁
当
体
全

是
﹂︑﹁
穢
土
の
相
が
そ
の
ま
ま
寂
光
土
の
相
﹂
◆
山
家
派
に

お
い
て
は
︑
宗
印
の
よ
う
に
︑
山
外
派
と
同
様
に
﹃
大
仏
頂

首
楞
厳
経
﹄
を
法
華
涅
槃
時
に
判
属
す
る
学
匠
が
多
く
存
在

し
た
︒
一
方
で
︑
善
月
の
よ
う
に
︑
同
経
を
方
等
時
に
判
属

す
る
諸
師
も
い
た
︒
〇
宗
印
な
ど
＝
法
華
涅
槃
時(

醍
醐
味)

判
属
説
〇
善
月
な
ど
＝
方
等
時(

生
酥
味)

判
属
説 

﹂と
明
示

さ
れ
︑﹁
山
家
派
に
お
け
る
実
相
論
と
教
判
論
と
は
連
動
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹂ 

先
生
の
︑
広
く
︑
奥
深
い
考
証
に
︑
聴
講
者
一
同
か
ら
感

嘆
の
拍
手
が
送
ら
れ
た
︒  

 
 

 
 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 

【
第
三
回 

渡
辺
麻
里
子 

先
生
】 

一
二
月
二
日
︑
大
正
大
学
教
授
・
渡
辺
麻
里
子
先
生
に
よ

る
﹁
日
蓮
僧
の
中
世
天
台
寺
院
に
お
け
る
修
学 

―

身
延
山

久
遠
寺
身
延
文
庫
所
蔵
資
料
か
ら
の
検
討―

﹂
の
講
義
が
執

り
行
わ
れ
た
︒ 

渡
辺
先
生
は
︑
天
台
宗
の
未
刊
行
教
義
書
や
身
延
山
久
遠

寺
身
延
文
庫
聖
教
の
調
査
に
関
わ
り
︑
そ
の
最
新
の
研
究
成

果
に
基
づ
い
て
︑
貴
重
な
内
容
を
ご
講
義
く
だ
さ
っ
た
︒ 

中
で
も
︑
今
回
は
︑
特
に
︑
身
延
山
久
遠
寺
身
延
文
庫
聖

教
所
蔵
の
諸
資
料
に
よ
っ
て
︑武
蔵
国
仙
波
北
院︵
喜
多
院
︶︑

武
蔵
国
金
鑚
大
光
普
照
寺
︑
近
江
国
成
菩
提
院
︑
近
江
国
園

城
寺
な
ど
︑
天
台
の
談
義
所
︑
学
問
寺
と
し
て
著
名
で
あ
っ

た
寺
院
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
学
僧
の
修
学
の
様
相
を
具
体

的
に
講
じ
て
く
だ
さ
っ
た
︒ 

中
世
に
学
問
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
天
台
系
寺
院
は
︑

比
叡
山
の
焼
き
討
ち
後
の
復
興
︑
そ
の
後
の
度
重
な
る
罹
災

な
ど
︑
当
時
の
資
料
が
遺
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
く
︑
身
延

文
庫
所
蔵
の
資
料
は
現
在
︑
中
世
の
天
台
学
を
解
明
す
る
貴

重
な
資
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
極
め
て
具
体
的

に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒ 

ま
た
︑
先
生
は
︑
は
じ
め
て
こ
う
し
た
こ
と
に
触
れ
る
受

講
者
の
た
め
に
︑
中
世
天
台
談
義
書
や
天
台
談
義
所
に
関
す

る
基
礎
︑
代
表
的
な
法
華
経
談
義
書
や
三
大
部
談
義
注
釈
書

な
ど
に
つ
い
て
も
詳
細
に
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
︒ 

講
義
中
盤
か
ら
は
︑
中
世
に
お
け
る
学
問
の
様
相
を
︑
特

に
︑
尊
舜
や
身
延
山
第
一
二
世
日
意
︵
一
四
四
四
～
一
五
一

九
︑
天
台
名
・
泰
芸
︶
を
例
に
取
っ
て
詳
説
さ
れ
︑
講
義
の

終
盤
で
は
︑﹃
三
大
部
廬
談
﹄
の
内
容
・
構
成
︑
そ
し
て
︑
身

延
文
庫
蔵
本
な
ど
に
に
つ
い
て
︑
委
細
に
ご
教
示
賜
っ
た
︒ 

配
布
レ
ジ
ュ
メ
が
Ａ
４
紙
三
〇
枚
か
ら
な
る
膨
大
な
分
量

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
話
の
運
び
方
が
巧
く
︑
二
時
間
内

で
︑
し
か
も
分
か
り
易
く
す
べ
て
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
︒

練
ら
れ
た
内
容
と
弁
舌
の
爽
や
か
さ
と
か
ら
︑
二
時
間
の
講

義
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
去
っ
た
︒ 

日
蓮
門
下
の
教
学
の
歴
史
を
考
究
す
る
上
で
極
め
て
重
要

な
内
容
で
あ
り
︑
コ
モ
ン
ズ
で
本
講
義
を
執
り
行
わ
せ
て
頂

け
た
意
義
は
甚
大
で
あ
る
︒  

 
 

 

︵
布
施
義
高 

記
︶ 

 

 

久保田 正宏 先生 

渡辺 麻里子 先生 
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講
義
報
告 

 

菅
野 

博
史 

先
生 

 

『
法
華
経
』
『
法
華
文
句
』
講
義 

報
告 

編
集
部 

 
  

本
年
度
は
︑
昨
年
の
三
月
か
ら
﹁
譬
喩
品
﹂
に
入
り
︑
今

年
一
月
の
通
算
六
十
八
回
目
と
な
る
講
義
で
も
︑
ま
だ
﹁
譬

喩
品
﹂
が
継
続
中
で
す
︒ 

こ
の
﹁
譬
喩
品
﹂
の
三
車
火
宅
の
喩
え
は
︑
次
の
﹁
信
解

品
﹂
の
長
者
窮
子
の
喩
え
と
︑﹁
薬
草
喩
品
﹂
の
三
草
二
木
の

喩
え
と
連
続
し
て
い
て
応
答
の
関
係
に
あ
り
ま
す
︒
テ
キ
ス

ト
﹃
法
華
文
句
︵
Ⅲ
︶﹄
の
裏
表
紙
に
あ
る
菅
野
先
生
の
説
明

を
参
考
に
︑
経
文
の
流
れ
を
お
さ
ら
い
し
て
お
き
ま
す
︒ 

﹁
釈
尊
は
︑﹁
方
便
品
﹂
で
一
仏
乗
の
教
え
を
声
聞
た
ち
に
説

い
た
の
で
す
が
︑
そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
中
根
の
声
聞
た
ち

の
た
め
に
︑
三
車
火
宅
の
喩
え
に
よ
っ
て
一
仏
乗
の
教
え
を

説
明
し
ま
す
︒
こ
の
三
車
火
宅
の
譬
え
で
一
仏
乗
の
教
え
が

よ
う
や
く
分
か
っ
た
声
聞
た
ち
は
︑
自
分
た
ち
が
理
解
し
た

内
容
を
長
者
窮
子
の
喩
え
に
仮
託
し
て
釈
尊
に
表
明
し
ま
す
︒

釈
尊
は
声
聞
た
ち
の
喩
え
を
聞
い
て
︑
そ
の
理
解
が
正
し
い

こ
と
を
認
め
て
︑
あ
ら
た
め
て
一
仏
乗
の
教
え
が
声
聞
・
縁

覚
・
菩
薩
の
違
い
を
超
え
て
等
し
く
最
高
の
悟
り
に
導
く
こ

と
を
︑
三
草
二
木
の
喩
え
に
よ
っ
て
解
き
明
か
す
の
で
す
︒﹂ 

︵
菅
野
博
史
﹁
法
華
経
の
七
つ
の
譬
喩
﹂
を
参
照
︶ 

で
は
︑
十
月
か
ら
始
ま
っ
た
後
期
講
座
か
ら
今
年
一
月
ま

で
の
四
回
分
の
講
義
を
報
告
し
ま
し
ょ
う
︒ 

ま
ず
は
︻
経
文
︼
の
範
囲
と
そ
の
内
容
に
で
す
が
︑
舎
利

弗
か
ら
再
度
の
説
法
を
頼
ま
れ
た
釈
尊
が
︑
三
車
火
宅
の 

喩
え
の
﹁
あ
る
国
の
大
長
者
が
︑
た
だ
一
門
あ
る
の
み
の
広

大
な
家
に
子
供
達
と
用
人
と
と
も
に
住
ん
で
い
た
が
︑
突
然

に
火
事
と
な
り
︑
注
意
し
て
も
遊
び
に
夢
中
の
子
供
た
ち
は

逃
げ
よ
う
と
も
し
な
い
﹂
と
述
べ
た
次
の
と
こ
ろ
﹁
そ
の
時

長
者
は
即
ち
こ
の
念
を
作
さ
く
﹂
か
ら
で
す
︒ 

﹁
そ
の
時
に
長
者
は
︑
注
意
し
て
も
気
づ
か
な
い
子
供
等
を

見
て
︑
方
便
に
よ
っ
て
玩
具
で
誘
っ
て
火
か
ら
救
お
う
と
考

え
た
︒
そ
し
て
︑
門
の
外
に
羊
の
車
︑
鹿
の
車
︑
牛
の
車
が

あ
る
か
ら
そ
れ
で
遊
び
な
さ
い
︑
好
き
な
も
の
を
採
っ
て
い

い
よ
︑
と
語
っ
た
︒
そ
れ
を
聞
く
と
子
供
達
は
先
を
争
い
門

の
外
に
で
て
火
宅
を
逃
れ
た
︒
そ
し
て
子
供
等
が
長
者
に
約

束
の
三
つ
の
車
を
欲
す
る
と
︑
長
者
は
子
供
等
に
も
っ
と
立

派
な
大
白
牛
車
を
平
等
に
与
え
た
の
だ
っ
た
︑
と
釈
尊
は
譬

喩
を
語
り
終
わ
っ
た
︒
そ
し
て
舎
利
弗
に
︑
約
束
の
三
車
を

与
え
ず
大
白
牛
車
を
与
え
た
長
者
は
嘘
を
つ
い
た
の
だ
ろ
う

か
と
尋
ね
た
︒
舎
利
弗
が
︑
方
便
を
つ
か
っ
て
子
供
の
命
を

救
お
う
と
考
え
た
長
者
に
虚
妄
な
ど
な
く
︑
ま
し
て
子
供
達

に
も
っ
と
立
派
な
車
を
与
え
た
の
で
す
か
ら
と
応
え
る
と
︑

釈
尊
は
︑
善
き
か
な
︑
如
来
も
ま
た
か
く
の
如
く
一
切
世
間

の
父
で
あ
り
︑
衆
生
の
三
毒
の
火
を
消
し
て
︑
方
便
に
よ
っ

て
最
高
の
悟
り
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
︑
と
説
か
れ
た
︒﹂ 

こ
の
経
文
の
解
釈
と
し
て
︑テ
キ
ス
ト
の﹃
法
華
文
句︵
Ⅲ
︶﹄

の
範
囲
で
す
が
︑
六
五
〇
頁
の
八
行
目
の
﹁
私
に
総
別
を
以

て
之
を
駁
す
︒
索
は
是
れ
求
請
の
別
名
な
り
﹂
か
ら
︑
六
七

二
頁
十
四
行
目
の
﹁
舎
利
弗
如
来
亦
復
﹂
の
下
は
︑
第
二
に

合
譬
な
り
︒
光
宅
は
十
譬
を
開
く
﹂
ま
で
で
す
︒ 

科
文
で
い
い
ま
す
と
︑﹁
総
じ
て
破
す
﹂
か
ら
﹁
合
譬
﹂
ま

で
と
な
り
ま
す
︒
こ
の
合
譬
と
い
う
の
は
︑
譬
喩
を
思
想
的

内
容
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
︒
一
月
講
義
の
経
文

の
箇
所
で
い
え
ば
最
後
の
﹁
舎
利
弗
よ
︑
如
来
も
ま
た
是
く

の
如
し
︒
則
ち
こ
れ
一
切
有
世
間
の
父
な
り
～
教
化
し
て
阿

耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
し
め
ん
が
為
な
り
﹂
が
合
譬
と
な

り
ま
す
︒
経
文
に
は
︑﹁
如
来
も
ま
た
是
く
の
如
し
﹂
に
︽
合

長
者
︾︑﹁
教
化
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
せ
し
め
ん
﹂

に
︽
合
唯
有
一
門
︾
と
脇
書
き
が
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

こ
の
テ
キ
ス
ト
﹃
法
華
文
句
︵
Ⅲ
︶﹄
で
の
内
容
に
つ
い
て

で
す
が
︑
講
義
レ
ジ
ュ
メ
の
︻﹃
法
華
文
句
﹄
の
解
釈—

天
台

の
解
釈
︼
に
菅
野
先
生
の
現
代
語
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
︑
そ
れ
を
熟
読
し
て
︑
な
お
か
つ
菅
野
先
生
の
講
義
を

聴
講
す
る
と
︑
ど
う
に
か
内
容
が
腑
に
落
ち
て
い
き
ま
す
︒

そ
れ
ほ
ど
テ
キ
ス
ト
内
容
を
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し

い
の
で
︑
ぜ
ひ
受
講
し
て
ご
自
身
で
レ
ジ
ュ
メ
を
活
用
し
て

理
解
し
て
頂
け
れ
ば
と
お
願
い
し
ま
す
︒ 

﹁
譬
喩
品
﹂
の
読
解
は
︑
よ
う
や
く
半
ば
を
終
え
た
と
こ

ろ
で
す
︒
こ
の
講
義
で
は
︑
天
台
の
解
釈
を
精
密
に
学
ぶ
こ

と
で
︑﹃
法
華
経
﹄
の
理
解
が
刷
新
さ
れ
て
い
き
ま
す
︒
オ
ン

ラ
イ
ン
受
講
の
方
も
増
え
て
い
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
受
講
申
込

み
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
︒ 

 
菅野 博史 先生 
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山上弘道 著『日蓮遺文解題集成』について 
日蓮はその生涯において著述・書状・要文集・写本等々、実に多くの文献を精力的に執筆し残した。 
それを門下は「聖教」「御筆」「御書」等と称して大切に保管し、あるいは筆者して後世に残すこと 
に務めた。今日「日蓮遺文」として数多く伝来するゆえんである。ところがその一方で、その膨大 
な日蓮遺文の中には、日蓮滅後に日蓮に仮託して偽作された、いわゆる偽撰遺文が数多く含まれて 
おり、それは日蓮の等身大の思想と行動を知る上で、大きな妨げとなる。本書はそうした状況を踏 
まえて、第一の目的として、今日伝来する日蓮遺文一編一編に、できうる限り丁寧に考察を加えた 
上で、真撰・偽撰の分類を目指した。その結果本書で取り上げた五七三編の遺文中、「第Ⅰ類 真撰 
遺文」が三九八編、「第Ⅱ類 真偽未決遺文」が三〇編、「第三類 偽撰遺文」が一四五編という分類 
結果となった。                                                           （序文より抜粋） 

 
 
 
 
 

 

【本書の購入について】 

本書は 4/27 と 6/15 開催のコモンズ集中講座のテキストになります。ご

購入希望の際は、郵便振込用紙にて代金送付で申込ます。下記の口座番号

と名称を明記して、定価＋送料 500円の「13,500 円」をお振込み下さい。 
 

●口座番号  01230―8－3272 

●加入者名  記念出版委員会 
 
なお、購入についてお問合せは、下記・興風談所にお願いいたします。 

興風談所 〒701-1133 岡山市北区富吉 2168 ℡086-728-5539 

                      kofudansho@msc.bidlobe.ne.jp 
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法華コモンズ仏教学林 前期講座一覧 
 

2024（令和６）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 》   
●すでに終了した講義も、動画配信等で受講できますのでお申込み下さい● 

 

●集中講座『日蓮遺文解題集成』の解説 全２回 【対面&実況】 講師：山上 弘道  

  開催日： 第 1 回講義：４月 ２７日（土） ／   第２回講義：６月 １５日（土） 

  開催時間：土曜日 午後 1 時 30 分～5 時 30 分   【受講料】１期 2回分 7,000 円、1回 4,000円 

 

●一日集中講座 韓国仏教の諸相 全１回 【対面&実況】            講師：佐藤 厚  
開催日： ５月 １８日（土）午後 1 時 30 分～5 時 30 分           【受講料】1回 4,000円      

                                       

●仏教哲学再考②『大乗起信論』を手掛かりに 全 4 回 【オンライン講座】   講師：末木文美士  
開催日：第 1 回 ４月 ３日／第２回 ５月 ８日／第３回 ６月１２日／第 4 回 ７月 ３日 

開講時間：水曜日 午後６時 30 分～８時 30 分   【受講料】１期 4回分 8,000 円、1回 3,000円             

     

●歴史から考える日本仏教⑪「中世の臨終行儀―摂関期から日蓮の時代へ」全５回【対面&実況】  

開催日時：火曜日 午後６時３０分～8 時 30 分                   講師：菊地 大樹 
第１講 ４月１６日（火）  『往生要集』から往生伝へ―臨終行儀の原点―    

第２講 ５月１４日（火）  規範的な死―臨終行儀の理想― 

第３講 ６月１８日（火）  「正念」に失敗する―不安と臨終― 

第４講 ７月 ９日（火）  臨終行儀書と日蓮・日蓮宗 

【受講料】１期４回分 8,000円、１回 3,000円 

 

●一日集中講座「臨終行儀の今―変貌する死と儀礼」全１回 【対面&実況】 
開催日： ８月 ３１日（土）午後 1 時 30 分～5 時 30 分       講師：菊地大樹 × 大谷栄一 

                              【受講料】1回 4,000円 

 

●連続講座「『法華経』『法華文句』講義」全 6 回 【対面&実況】    講師： 菅野 博史 

開催日：第１回 ４月２２日 ／  第２回 ５月２７日 ／  第３回 ６月２４日  

         第４回 ７月２９日 ／  第５回  ８月２６日 ／  第６回  ９月３０日  

開講時間：月曜日 午後６時３０分～8 時 30 分 【受講料】１期 6回分 12,000円、１回 3,000円 

 

【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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個
人
会
員 

 
※
１
口 

一
万
円 

６
口 

小
松 

正
学 

 

１
口 

株
橋 

祐
史 

６
口 

松
原 

勝
英 

 
１
口 

長
谷
川
正
浩 

６
口 

中
野 

顕
昭 

 
１
口 

互
井 

観
章 

５
口 

鈴
木 

正
厳 

 

１
口 
澁
澤 

光
紀 

３
口 

西
山 

英
仁 

 

１
口 

鍋
島 

真
永 

３
口 

持
田 

貫
信 

 

１
口 

井
出
す
み
江 

 

３
口 

竹
内 

敬
雅 

 

１
口 

久
保
田
正
尚 

２
口 

間
宮 

啓
壬 

 

１
口 

菊
地 

大
樹 

２
口 

菅
野 

博
史 

 

１
口 

匿
名 

希
望 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

法
人
会
員 

 
 

※
１
口 

五
万
円 

４
口  

立
行
寺 

 
 
 
 
 

２
口 

本
妙
寺 

２
口 

東
洋
哲
学
研
究
所 

 

２
口 

善
龍
寺 

２
口 

持
法
寺 

 
 
   

 

２
口 

大
久
寺 

２
口 

本
國
寺 

 
 
 
 
 

１
口 

天
龍
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以
上
、
令
和
五
年
度
分
と
し
て
） 

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
、

年
度
始
め
に
募
集
し
て
い
ま
す
。
下
記
の
要
領
に
て
受
付
中

で
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
11
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
は 

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
。 

  

■
【
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
二
号 

◯ 

発
行
日 

 

二
〇
二
四
︵
令
和
六
︶
年
二
月
一
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
局 

 

一
九
二-

〇
〇
五
一 

東
京
都
八
王
子
市
元
本
郷
町
一-

一-

九 

 
 
 
 
 
 

【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】
０
４
２
（
６
２
７
）
７
２
２
７ 

 
 

 
 

 
 

 
 

賛
助
会
員
一
覧
（
（
敬
称
略
） 

 

「
講
座
映
像
版
」
販
売
の
お
知
ら
せ  

http://hokke-commons.jp/

