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再
歴
史
化
す
る
日
蓮
仏
教
と
は
何
か 

― 

上
原
專
祿
の
「日
蓮
認
識
の
方
法
」を
参
考
に
し
て 

― 
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私
は
、
事
務
局
担
当
と
し
て
法
華
コ
モ
ン
ズ
の
運
営
面
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
開
設
講
座
は
出

来
る
だ
け
受
講
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
先
生
方
の
講
義
は
実
に
刺
激
的
で
、
ま
た
受
講
生
の
皆

さ
ん
も
本
当
に
熱
心
で
す
。
私
も
含
め
て
六
〇
歳
以
上
の
受
講
者
も
多
く
、
つ
く
づ
く
日
蓮
・
法
華

仏
教
を
学
ぶ
法
華
コ
モ
ン
ズ
は
「
生
涯
学
習
の
場
」
だ
な
と
思
い
ま
す
。
左
上
の
絵
は
、
ス
ペ
イ
ン

の
画
家
・
ゴ
ヤ
が
八
〇
歳
の
時
に
描
い
た
自
画
像
で
す
が
、
二
本
の
杖
で
体
を
支
え
な
が
ら
「A

u
n

 

a
p
re

n
d
o

（
お
れ
は
ま
だ
学
ぶ
ぞ
！
）
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ゴ
ヤ
は
こ
れ
を
描
い
て
二
年
後
に

逝
去
し
た
そ
う
で
す
が
、
か
く
あ
り
た
い
！
と
常
々
念
願
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
日
蓮
仏
教

の
学
び
は
エ
ン
ド
レ
ス
で
た
ぶ
ん
来
世
に
も
続
き
そ
う
だ
か
ら
で
す
。 

法
華
コ
モ
ン
ズ
の
目
標
と
し
て
「
日
蓮
仏
教
の
再
歴
史
化
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
再
歴
史
化
」

と
い
う
概
念
は
、
新
々
宗
教
と
い
う
言
葉
も
流
行
ら
せ
た
西
山
茂
理
事
長
が
創
ら
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

で
す
。
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
宗
教
は
そ
の
教
え
を
「
時
（
歴
史
）」
に
適
し
た
形
で
蘇
生
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
日
蓮
仏
教
で
そ
れ
を
実
現
（
歴
史
化
）
し
た
の
が
近
代
日
蓮
主
義
の
田
中
智
学

だ
っ
た
が
、
敗
戦
に
よ
り
そ
の
国
家
主
義
的
な
日
蓮
仏
教
は
否
定
（
脱
歴
史
化
）
さ
れ
た
、
し
た
が 

っ
て
現
在
ま
た
日
蓮
仏
教
は
「
今

時
」
に
活
き
る
仏
教
と
し
て
、
蘇

生
（
再
歴
史
化
）
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
の
再
歴
史
化
と
い
う
営
為

は
、
一
見
は
現
代
化
と
同
じ
よ
う

で
す
が
安
易
に
今
様
に
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
時
代
を
見
据
え
な

が
ら
現
代
の
問
題
に
積
極
的
に

か
か
わ
り
解
決
し
て
い
く
、
そ
う

し
た
教
え
と
し
て
蘇
ら
せ
て
い

く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

実
に
大
変
な
営
為
で
す
が
、
そ
う

考
え
た
と
き
、
私
が
思
い
描
く

「
再
歴
史
化
」
の
モ
デ
ル
と
し
て

最
適
な
の
が
、
歴
史
学
者
・
上
原

專
祿
が
構
想
し
た
「
日
蓮
認
識
の

道
」
で
す
。
上
原
專
祿
は
、
晩
年

に
は
「
日
蓮
の
分
身
」
に
な
る
こ

と
を
目
指
し
て
「『
日
蓮
遺
文
』
の

色
読
」
に
す
べ
て
を
捧
げ
て
い
き

ま
す
が
、
そ
の
日
蓮
認
識
に
は
二

つ
の
異
な
っ
た
視
座
が
あ
り
ま

し
た
。 

そ
の
一
つ
は
、
歴
史
学
者
と
し
て

「
日
蓮
＝
世
界
史
」
と
し
て
グ
ロ
ー

バ
ル
に
主
知
的
に
考
え
た
日
蓮
認
識

の
方
法
で
す
。
一
般
的
に
も
宗
教
を

認
識
す
る
に
は
、「
信
仰
的
」
と
「
学

問
的
」
の
二
面
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ

り
ま
す
が
、
上
原
氏
も
①
「
宗
義
学

的
→
日
蓮
的
方
法
」（
信
仰
的
・
東
洋

的
）
と
、
②
「
西
洋
学
的
→
世
界
史

学
的
方
法
」（
学
問
的
・
西
洋
的
）
の

二
つ
を
立
て
ま
す
。
そ
し
て
①
を
自

己
の
主
体
性
、
②
を
世
界
の
客
観
性

と
し
て
互
い
に
緊
張
関
係
を
も
っ
て

切
磋
琢
磨
し
、
そ
の
実
践
的
検
証
を

「
日
本
」
と
い
う
場
で
行
う
こ
と
を

③
国
民
的
（
実
践
的
）
方
法
と
名
付

け
ま
し
た
。 

し
か
し
、
こ
う
し
た
主
知
主
義
的
な
方

法
論
に
根
本
的
反
省
を
与
え
た
の
が
、
上
原
氏
の
様
の
逝
去
を
契
機
と
し
た
「
死
者
の
実
存
」
と
い

う
他
者
認
識
で
す
。
上
原
氏
に
次
々
と
お
と
づ
れ
た
「
過
ぎ
行
か
ぬ
時
間
」、「
死
者
と
生
者
の
共
闘
」、

「
死
者
の
主
導
」
と
い
う
理
念
を
体
験
す
る
な
か
で
、
上
原
氏
は
そ
の
主
体
観
を
逆
転
さ
せ
て
次
の
よ
う

に
述
べ
ま
す
。 

「
歴
史
形
成
の
主
体
と
し
て
の
死
者
。
そ
れ
か
ら
、
歴
史
形
成
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
生
き
て
い
る
人

間
。
こ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
と
、
日
蓮
の
信
者
だ
、
親
鸞
の
信
者
だ
と
い
っ
て
も
で
す
ね
、
成
り
立
た
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
。
～
ほ
ん
と
う
に
主
体
性
を
持
ち
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
永
遠
の
存
在
と
し
て
生

き
続
け
て
い
る
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
む
し
ろ
今
日
の
日
本
社
会
の
よ
う
な
、
社
会
悪
、
政
治
悪
で
汚
れ
き

っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
社
会
の
な
か
で
自
己
の
主
体
性
を
保
持
し
て
い
く
そ
の
道
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
が
。」（「
親
鸞
認
識
の
方
法
」
著
作
集
二
六
） 

死
者
こ
そ
が
歴
史
形
成
の
主
体
で
あ
り
、
そ
の
死
者
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
て
こ
そ
主
体
性
が
得
ら
れ

る
、「
日
蓮
の
分
身
」
に
な
る
と
い
う
考
え
に
は
、
こ
の
主
体
の
逆
転
に
よ
っ
て
到
達
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で

は
日
蓮
を
「
私
の
分
身
」
と
し
て
い
た
主
知
主
義
的
認
識
だ
っ
た
が
、「
日
蓮
の
分
身
」
に
な
る
こ
と
で

「
認
識
主
体
そ
の
も
の
の
客
観
化
を
は
か
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
世
界

史
的
現
実
の
客
観
性
」
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
上
原
氏
は
二
つ
の
視
座
を
統
合
し
た
「
日

蓮
認
識
の
道
」
を
提
示
し
た
の
で
す
。
私
は
、
法
華
コ
モ
ン
ズ
の
目
指
す
「
日
蓮
仏
教
の
再
歴
史
化
」
と

い
う
営
為
も
、
こ
の
日
蓮
認
識
の
道
と
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

上
原
氏
は
、「
日
蓮
の
分
身
」
化
の
た
め
の
『
日
蓮
遺
文
』
の
色
読
を
「
捨
身
の
営
為
」
と
述
べ
ま
し
た

が
、
し
か
し
『
日
蓮
遺
文
』
だ
け
学
べ
ば
よ
い
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
再
歴
史
化
と

い
う
営
為
も
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
す
が
、
現
代
の
問
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
日
蓮
認
識
の
道
も
ま
た

あ
り
え
な
い
の
で
す
。
上
原
氏
は
日
蓮
宗
宗
務
院
で
お
こ
な
っ
た
『
誓
願
論
』
講
演
で
こ
う
述
べ
て
い
ま

し
た
。 

「
い
ち
ば
ん
い
け
な
い
こ
と
は
、
日
蓮
宗
と
し
て
も
、
日
蓮
教
学
の
方
面
に
お
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な

今
日
的
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
取
り
組
み
う
る
ほ
ど
の
教
義
の
深
化
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
は
こ

な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
～
話
が
逆
に
な
る
み
た
い
で
す
が
、
日
蓮
認
識
の
生
き
た
視
点
と
方
法

を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
現
実
の
問
題
を
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
取
り
上
げ
て
い
き
、
そ
の
中
で
、

日
蓮
聖
人
の
教
義
や
信
仰
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
内
側
か
ら
検
討
し
な
お
す
と
い
う
作
業
も

―
―

い
や
、
作
業
こ
そ
が―

―

必
要
と
な
っ
て
く
る
。」（「
誓
願
論
」
著
作
集
一
六
巻
） 

こ
の
言
葉
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
年
度
の
後
期
講
座
で
は
西
山
理
事
長
の
発
案

に
よ
る
連
続
講
座
「
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
」
が
開
講
し
ま
す
。
現
在
、
宗
教
・
社
会
学
な
ど
の
分
野
に
お

い
て
第
一
線
で
活
躍
す
る
六
名
の
ご
講
師
に
よ
る
講
座
で
す
。
各
先
生
方
が
現
実
の
問
題
に
取
り
組
ん

だ
、
た
い
へ
ん
密
度
あ
る
刺
激
的
な
講
義
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
「
再
歴
史
化
」
を
意
識
し

な
が
ら
聴
講
し
た
い
を
思
い
ま
す
が
、
一
般
向
け
の
公
開
講
座
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
聴

講
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
こ
の
「
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
」
の
み
な
ら
ず
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
後
期
講
座
、
ぜ
ひ
ご
聴
講
申
込
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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か
か
わ
り
解
決
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
教
え
と
し
て
蘇
ら

せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
実
に
大
変
な
営

為
で
す
が
、
そ
う
考
え
た
と
き
、
私
が
思
い
描
く
「
再
歴

史
化
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
最
適
な
の
が
、
歴
史
学
者
・
上

原
專
祿
が
構
想
し
た
「
日
蓮
認
識
の
道
」
で
す
。
上
原
專

祿
は
、
晩
年
に
は
「
日
蓮
の
分
身
」
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
「
『
日
蓮
遺
文
』
の
色
読
」
に
す
べ
て
を
捧
げ
て
い
き

ま
す
が
、
そ
の
日
蓮
認
識
に
は
二
つ
の
異
な
っ
た
視
座
が

あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
一
つ
は
、
歴
史
学
者
と
し
て
「
日
蓮
＝
世
界
史
」

と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
主
知
的
に
考
え
た
日
蓮
認
識
の
方

法
で
す
。
一
般
的
に
も
宗
教
を
認
識
す
る
に
は
、「
信
仰
的
」

と
「
学
問
的
」
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
ま
す
が
、

上
原
氏
も
①
「
宗
義
学
的
→
日
蓮
的
方
法
」（
信
仰
的
・
東

洋
的
）
と
、
②
「
西
洋
学
的
→
世
界
史
学
的
方
法
」（
学
問

的
・
西
洋
的
）
の
二
つ
を
立
て
ま
す
。
そ
し
て
①
を
自
己

の
主
体
性
、
②
を
世
界
の
客
観
性
と
し
て
互
い
に
緊
張
関

係
を
も
っ
て
切
磋
琢
磨
し
、
そ
の
実
践
的
検
証
を
「
日
本
」

と
い
う
場
で
行
う
こ
と
を
③
国
民
的
（
実
践
的
）
方
法
と

名
付
け
ま
し
た
。 

し
か
し
、
こ
う
し
た
主
知
主
義
的
な
方
法
論
に
根
本
的

反
省
を
与
え
た
の
が
、
上
原
氏
の
奥
様
の
逝
去
を
契
機
と

し
た
「
死
者
の
実
存
」
と
い
う
他
者
認
識
で
す
。
上
原
氏

に
次
々
と
お
と
ず
れ
た
「
過
ぎ
行
か
ぬ
時
間
」
、
「
死
者
と

生
者
の
共
闘
」
、
「
死
者
の
主
導
」
と
い
う
、
そ
う
し
た
理

念
を
体
験
す
る
な
か
で
、
上
原
氏
は
そ
の
主
体
観
を
逆
転

さ
せ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。 

「
歴
史
形
成
の
主
体
と
し
て
の
死
者
。
そ
れ
か
ら
、
歴

史
形
成
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
生
き
て
い
る
人
間
。
こ
れ

が
あ
り
ま
せ
ん
と
、
日
蓮
の
信
者
だ
、
親
鸞
の
信
者
だ
と

い
っ
て
も
で
す
ね
、
成
り
立
た
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
～

ほ
ん
と
う
に
主
体
性
を
持
ち
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う

な
永
遠
の
存
在
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
、
そ
う
い
う
死

者
と
常
識
的
に
い
わ
れ
る
も
の
の
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
て
い

く
こ
と
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
む
し
ろ
今
日
の
日
本
社
会
の

よ
う
な
、
社
会
悪
、
政
治
悪
で
汚
れ
き
っ
て
い
る
、
そ
う

い
う
社
会
の
な
か
で
自
己
の
主
体
性
を
保
持
し
て
い
く
そ

の
道
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で

す
が
。」（「
親
鸞
認
識
の
方
法
」
著
作
集
二
六
） 

死
者
こ
そ
が
歴
史
形
成
の
主
体
で
あ
り
、
そ
の
死
者
の

メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
て
こ
そ
主
体
性
が
得
ら
れ
る
。
上
原
氏

は
「
日
蓮
の
分
身
」
に
な
る
と
い
う
考
え
に
、
こ
う
し
た

主
体
観
の
逆
転
に
よ
っ
て
到
達
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
日

蓮
を
「
私
の
分
身
」
と
す
る
主
知
主
義
的
認
識
だ
っ
た
の

が
、
「
日
蓮
の
分
身
」
に
な
る
こ
と
で
、「
認
識
主
体
そ
の

も
の
の
客
観
化
を
は
か
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
世
界
史
的
現
実
の
客
観
性
」
に
迫

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
上
原
氏
は
二
つ
の
視

座
を
統
合
し
た
「
日
蓮
認
識
の
道
」
を
提
示
し
た
の
で
す
。

私
は
、
法
華
コ
モ
ン
ズ
の
目
指
す
「
日
蓮
仏
教
の
再
歴
史

化
」
と
い
う
営
為
も
、
こ
の
日
蓮
認
識
の
道
と
重
な
っ
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

上
原
氏
は
、「
日
蓮
の
分
身
」
化
の
た
め
の
『
日
蓮
遺
文
』

の
色
読
を
「
捨
身
の
営
為
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
し
か
し

『
日
蓮
遺
文
』
だ
け
学
べ
ば
よ
い
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
れ
は
、
再
歴
史
化
と
い
う
営
為
も
ま
っ
た
く

同
じ
こ
と
で
す
が
、
現
代
の
問
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

日
蓮
認
識
の
道
も
ま
た
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
上
原
氏
は

日
蓮
宗
宗
務
院
で
お
こ
な
っ
た
「
誓
願
論
」
講
演
で
こ
う

述
べ
て
い
ま
し
た
。 

「
い
ち
ば
ん
い
け
な
い
こ
と
は
、
日
蓮
宗
と
し
て
も
、

日
蓮
教
学
の
方
面
に
お
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
今
日
的
問

題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
取
り
組
み
う
る
ほ
ど
の
教
義
の

深
化
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
～
話
が
逆
に
な
る
み
た
い
で
す
が
、
日
蓮
認

識
の
生
き
た
視
点
と
方
法
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず

現
実
の
問
題
を
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
取
り
上
げ
て
い

き
、
そ
の
中
で
、
日
蓮
聖
人
の
教
義
や
信
仰
と
し
て
伝
承

さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
内
側
か
ら
検
討
し
な
お
す
と
い
う

作
業
も
―
い
や
、
作
業
こ
そ
が
―
必
要
と
な
っ
て
く
る
。」

（「
誓
願
論
」
著
作
集
一
六
巻
） 

 

こ
の
言
葉
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

今
年
度
の
後
期
講
座
で
は
西
山
理
事
長
の
発
案
に
よ
る
連

続
講
座
「
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
」
が
開
講
さ
れ
る
運
び
と

な
り
ま
し
た
。
現
在
、
宗
教
・
社
会
学
な
ど
の
分
野
に
お

い
て
第
一
線
で
活
躍
す
る
六
名
の
ご
講
師
に
よ
る
講
座
で

す
。
各
先
生
方
が
現
実
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
、
た
い
へ

ん
密
度
あ
る
刺
激
的
な
連
続
講
義
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。 

私
自
身
は
「
再
歴
史
化
」
を
意
識
し
な
が
ら
聴
講
し
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
一
般
向
け
の
公
開
講
座
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
聴
講
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
「
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
」
講
座
の
み
な
ら

ず
、
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
後
期
講
座
欄
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
ぜ
ひ
ご
聴
講
申
込
を
頂
け
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
結
） 
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 講
義
報
告 

岡
田 
文
弘 

先
生 

「
仏
教
説
話
の
世
界
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
告 

佐
古
弘
純 

 

法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林
で
は
、
平
成
三
十
一
年
度
四

月
よ
り
、
岡
田
文
弘
先
生
に
よ
る
「
仏
教
説
話
の
世
界
」

（
全
四
回
）
の
講
義
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
岡
田
文
弘
先

生
は
、
東
京
大
学
文
学
部
言
語
文
化
学
科
卒
、
人
文
社
会

研
究
科
（
印
哲
）
に
て
学
位
（
文
学
博
士
）
を
取
得
さ
れ
、

「
説
話
文
学
と
仏
教
」
の
関
連
性
や
、
翻
訳
協
力
な
ど
で

ご
活
躍
な
さ
れ
て
い
ま
す
。 

岡
田
先
生
は
、
説
話
文
学
の
定
義
を
「
口
承
を
文
献
化

し
た
文
学
形
態
」
と
定
義
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
講
座
の

コ
メ
ン
ト
に
「
口
伝
え
の
話(

口
承
文
芸)

が
テ
ク
ス
ト
化

す
る(

書
承
文
芸
に
な
る)

こ
と
で
成
立
し
た
説
話
文
学
は
、

同
じ
く
口
承
が
書
承
に
変
化
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
仏
教

経
典
と
軌
を
一
に
す
る
と
も
言
え
ま
す
。
そ
の
た
め
説
話

文
学
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
経
典
を
中
心
と
す
る
現
在
の

仏
教
に
つ
い
て
、
そ
の
根
底
を
考
え
る
こ
と
に
す
ら
つ
な

が
り
得
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仏
典
研
究
の
独
創
的
な
方

法
と
し
て
説
話
文
学
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。 

第
一
回
の
講
義
で
は
、
益
田
勝
実
氏
の
説
話
文
学
論
「
口

承
と
文
字
の
出
会
い
と
し
て
の
説
話
文
学
」
が
「
仏
説
の

口
承
か
ら
文
字
化
に
い
た
っ
た
仏
教
経
典
の
成
立
」
と
軌

を
一
と
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
、
経
典
成
立
に
お
け

る
口
承
の
役
割
に
注
目
し
ま
し
た
。
民
衆
文
芸
と
密
接
な

か
か
わ
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
釈
尊
の
前
生
譚
『
ジ
ャ
ー

タ
カ
』
の
多
く
が
、
漢
訳
経
典
や
説
話
集
に
取
り
込
ま
れ

「
仏
教
説
話
」
と
し
て
広
ま
り
、
再
び
民
衆
文
芸
に
還
元

し
て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
大
乗
経
典
に
お

け
る
説
話
で
は
、
文
学
性
が
高
い
『
法
華
経
』
の
中
で
も

特
異
な
「
常
不
軽
菩
薩
」
と
「
薬
王
菩
薩
」
の
挿
話
が
後

代
へ
ど
う
影
響
さ
れ
た
か
を
見
て
い
き
ま
し
た
。 

第
二
回
の
講
義
で
は
舞
台
は
日
本
に
移
り
、
説
話
集
編

纂
の
ブ
ー
ム
で
も
あ
り
末
法
思
想
の
興
隆
が
本
格
化
し
て

い
く
平
安
中
～
後
期
（
西
暦
千
年
前
後
）
に
焦
点
を
あ
て

て
の
講
義
と
な
り
ま
し
た
。
民
衆
の
仏
教
信
仰
教
化
を
高

め
る
た
め
相
次
い
で
仏
教
説
話
が
成
立
し
て
い
く
な
か
、

そ
の
中
心
で
あ
る
恵
心
僧
都
源
信
の
関
わ
る
講
会
（
勧
学

会
、
二
十
五
三
昧
会
、
霊
山
院
釈
迦
講
）
が
、
情
報
交
換

の
場
（
口
承
）
で
あ
り
、
説
話
文
献
の
編
纂
（
文
献
化
）

に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ぎ
に
、
中
心
人
物
で
あ
る
源
信
没
後

五
十
年
以
内
に
成
立
し
た
伝
記
・
説
話
の
段
階
で
既
に
超

常
的
な
現
象
や
不
思
議
な
夢
告
な
ど
の
逸
話
＝
神
格
化
が

見
ら
れ
、
そ
の
早
さ
と
必
要
性
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
歴

史
上
の
人
物
と
し
て
の
源
信
と
『
法
華
験
記
』
に
お
け
る

非
実
在
の
尊
格
と
し
て
賛
嘆
さ
れ
る
源
信
を
紹
介
し
た
後
、

源
信
が
妙
音
菩
薩
（
東
か
ら
西
に
移
動
し
た
菩
薩
）
に
擬

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
、
源
信
の
西
方
往
生
を
妙
音
菩

薩
の
娑
婆
往
詣
に
擬
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
娑
婆
即
浄
土

の
思
想
が
描
か
れ
て
い
る
と
解
説
さ
れ
ま
し
た
。 

第
三
回
の
講
義
で
は
、『
法
華
経
』
を
主
題
と
し
た
鎮
源

『
法
華
験
記
』
も
源
信
の
関
わ
る
講
会
が
き
っ
か
け
で
生

ま
れ
、
鎮
源
が
説
話
編
纂
そ
の
も
の
を
聖
な
る
仏
道
実
践

と
し
て
い
た
こ
と
を
説
明
さ
れ
ま
し
た
。『
法
華
験
記
』
の

説
話
で
は
、「
行
者
対
決
説
話
」
や
「
普
賢
菩
薩
説
話
」
に

関
す
る
話
を
取
り
上
げ
、
内
容
と
意
図
を
見
て
い
き
ま
し

た
。『
法
華
験
記
』
は
畜
生
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
以
外
の

生
き
物
や
愚
者
・
罪
人
な
ど
の
存
在
の
救
済
譚
が
多
く
収

載
さ
れ
て
お
り
、
輪
廻
の
中
を
流
転
し
続
け
る
も
の
達
の

救
済
世
界
を
語
る
上
で
、
法
華
信
仰
に
よ
る
成
仏
と
い
う

『
法
華
経
』
中
心
の
仏
教
観
を
鎮
源
が
強
く
抱
い
て
い
た

こ
と
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。 

 

第
四
回
の
講
義
で
は
、『
法
華
験
記
』
の
成
立
背
景
・
特

色
で
あ
る
「
末
法
意
識
」、「
遁
世
的
な
法
華
経
持
経
者
へ

の
着
目
」、「
悪
機
済
度
」
と
い
う
点
が
二
百
年
後
の
日
蓮

の
思
想
と
親
和
性
を
感
じ
る
こ
と
を
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
「
逆
縁
の
済
度
」
に
着
目
し
、『
法
華
験
記
』『
法

華
伝
記
』
と
『
法
華
経
』『
日
蓮
遺
文
』
に
共
通
し
て
い
る

と
こ
ろ
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
『
法
華
伝
記
』
の
成
立

年
代
を
解
説
さ
れ
た
の
ち
、「
李
遺
龍
」
の
説
話
が
、
日
蓮

『
法
蓮
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
日
蓮
は

『
伝
記
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
確
実
」
と
し
て
、
両
者

の
共
通
点
や
日
蓮
の
独
自
性
を
感
じ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
『
法
華
伝
記
』
に
お
い
て
「
唱
題
」

を
勧
め
る
説
話
が
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、
二
つ
の
『
法

華
伝
記
』
の
説
話
を
比
べ
て
、
両
話
と
も
に
愚
者
・
劣
機

が
「
唱
題
」
し
て
い
る
こ
と
、
他
者
に
功
徳
を
も
た
ら
す

「
利
他
行
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
。
こ
う
し
た
唱
題

の
説
話
が
、
日
蓮
の
「
凡
夫
の
唱
題
成
仏
」
や
「
自
利
利
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他
」
の
宗
教
的
理
想
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。 

通
常
の
仏
教
学
研
究
の
視
座
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま

う
「
仏
教
説
話
」
は
、
文
化
的
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え

て
民
衆
の
間
に
根
付
い
て
き
た
「
生
き
た
仏
教
」
で
あ
り
、

そ
う
し
た
生
き
た
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
人
々
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
く
の
か
、
説
話
文
献
の
時
代
背
景
や
特
色
を
考

え
る
こ
と
の
重
要
性
を
教
え
て
頂
け
た
の
が
、
こ
の
講
座

の
魅
力
で
し
た
。 

 

講
義
報
告 

都
守 

基
一 

先
生 

『観
心
本
尊
抄
』拝
読 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
告 

布
施
義
高 

 

本
年
四
月
よ
り
、
新
宿
・
常
圓
寺
様
祖
師
堂
地
下
大
ホ

ー
ル
に
て
、
都
守
基
一
先
生
に
よ
る
連
続
六
回
講
座
「
『
観

心
本
尊
抄
』
拝
読
」
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。 

『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』
（
以
下
、
『
観
心

本
尊
抄
』
と
略
称
）
は
、
日
蓮
聖
人
が
龍
口
法
難
・
佐
渡

遠
流
を
経
て
到
達
さ
れ
た
法
華
教
学
の
真
髄
が
開
陳
さ
れ

た
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
聖
人
の
仏
教
研
鑽
成
果
が
、

聖
人
独
自
の
宗
教
体
験
と
結
ば
れ
て
信
得
さ
れ
た
、
本
仏

釈
尊
と
の
感
応
道
交
の
世
界
、
す
な
わ
ち
、
聖
人
の
「
信
」

の
世
界
の
極
致
、
末
法
衆
生
救
済
の
構
図
が
余
蘊
な
く
開

示
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

そ
れ
故
に
、
今
日
の
我
々
が
『
観
心
本
尊
抄
』
を
学
ぶ

こ
と
は
、
日
蓮
教
学
の
最
深
部
を
理
解
し
て
、
一
人
ひ
と

り
が
宗
教
的
実
践
の
糧
を
摑
み
取
っ
て
い
く
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。 

 
 

今
般
、
法
華
コ
モ
ン
ズ
仏
教
学
林
で
『
観
心
本
尊
抄
』

講
義
を
開
設
す
る
に
当
た
り
、
講
師
を
お
引
き
受
け
頂
い

た
の
は
、
日
蓮
研
究
界
の
誰
も
が
知
る
碩
学
、
都
守
基
一

先
生
で
あ
る
。 

 
 

都
守
先
生
の
ご
講
義
は
、（
平
成
二
十
八
年
度
法
華
コ
モ

ン
ズ
仏
教
学
林
の
都
守
先
生
ご
講
義
受
講
者
は
よ
く
ご
承

知
の
通
り
）
綿
密
な
レ
ジ
ュ
メ
に
則
っ
て
テ
ー
マ
の
細
部

に
亘
っ
て
丁
寧
に
講
述
し
て
下
さ
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

研
究
史
上
の
厖
大
な
情
報
を
的
確
且
つ
コ
ン
パ
ク
ト
に
整

理
・
統
合
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
吟
味
し
た
上
で
、
今
日
最
先

端
レ
ベ
ル
の
所
見
に
立
っ
て
、
全
体
的
把
握
や
テ
キ
ス
ト

読
解
上
の
ポ
イ
ン
ト
、
更
に
は
今
後
の
研
究
課
題
に
ま
で

言
及
し
て
下
さ
る
。 

 
 

今
回
は
、
そ
れ
が
、
日
蓮
教
学
系
講
座
の
頂
点
、『
観
心

本
尊
抄
』
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

都
守
先
生
は
今
般
、
全
六
回
の
企
画
に
合
わ
せ
て
『
観

心
本
尊
抄
』
講
義
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
成
し
て
下
さ
っ
た
。 

 
 

第
三
講
ま
で
は
、
総
論
的
に
、『
観
心
本
尊
抄
』
一
篇
の

趣
旨
を
多
角
的
に
分
か
り
や
す
く
解
説
。
す
な
わ
ち
、
同

抄
の
書
誌
や
末
註
の
問
題
に
つ
い
て
の
詳
説
。
全
日
蓮
聖

人
遺
文
中
に
お
け
る
同
抄
の
位
置
、
書
名
の
意
味
、
題
号

と
撰
号
、
撰
述
由
来
、
叙
述
形
式
や
全
体
の
大
意
。
そ
し

て
、
本
抄
の
科
段
、
す
な
わ
ち
序
分
・
正
宗
分
・
流
通
分

の
三
段
の
構
成
と
核
心
的
論
点
な
ど
を
明
快
に
論
じ
て
下

さ
っ
た
。 

  

続
い
て
、
第
四
講
以
降
で
は
、
読
解
上
の
注
意
事
項
を

具
に
示
し
な
が
ら
、
貴
重
な
語
注
を
交
え
、
序
正
流
通
三

段
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
し
く
論
じ
る
と
い
う
形
を
取
ら
れ
た
。 

  

講
義
全
体
の
受
講
を
通
し
て
再
認
識
さ
せ
て
頂
い
た
の

は
、
や
は
り
、
日
蓮
教
学
研
究
の
最
前
線
で
活
躍
さ
れ
る

都
守
先
生
な
ら
で
は
の
聞
き
逃
せ
な
い
重
要
な
コ
メ
ン
ト

が
多
く
、
本
格
的
な
学
修
を
望
む
徒
に
は
こ
の
上
な
い
講

義
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

例
せ
ば
、
第
一
講
で
は
、
立
教
開
宗
と
題
目
弘
通
、
一

念
三
千
と
本
門
思
想
、
本
尊
論
か
ら
の
視
点
、
佐
渡
流
罪

前
後
の
思
想
の
進
展
に
関
す
る
問
題
、
人
開
顕
と
法
開
顕

の
問
題
、
教
観
二
門
の
問
題
、
本
化
上
行
菩
薩
の
自
覚
に

関
す
る
問
題
、
本
抄
撰
述
の
環
境
、『
三
沢
抄
』『
正
当
此

時
御
書
』
と
の
関
わ
り
、『
観
心
本
尊
抄
』
以
後
の
主
要
遺

文
で
説
か
れ
る
法
門
と
の
関
係
性
な
ど
、
学
徒
必
聴
の
ポ

イ
ン
ト
を
、
分
か
り
易
く
示
し
て
頂
い
た
。 

  

講
義
は
毎
回
、
極
め
て
濃
密
で
あ
り
、
二
時
間
が
短
か

過
ぎ
る
と
感
じ
る
程
、
瞬
く
間
に
経
過
し
て
い
く
。 

  

初
学
者
に
と
っ
て
も
、
専
門
的
に
日
蓮
研
究
を
志
す
指

導
者
層
に
と
っ
て
も
、
正
確
な
『
観
心
本
尊
抄
』
理
解
を

得
る
為
の
、
絶
好
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
、
ス
タ

ッ
フ
一
同
、
大
き
な
誇
り
と
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。 

  

な
お
、
本
講
座
開
講
中
、
都
守
先
生
は
、『
観
心
本
尊
抄
』

の
一
字
一
句
を
精
確
に
理
解
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
を
新

た
に
ご
自
身
で
作
成
さ
れ
、
受
講
者
全
員
に
配
布
し
て
下

さ
っ
た
。
先
生
の
ご
厚
意
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
る
。 
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講
義
報
告 

 
 

菊
地 
大
樹 

先
生 

歴
史
か
ら
考
え
る
日
本
仏
教
③ 

日
本
宗
教
史
の
名
著
を
読
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
告 

西
山
明
仁 

 

平
成
二
十
九
年
度
後
期
講
座
か
ら
続
く
菊
地
大
樹
先
生

の
連
続
講
座
シ
リ
ー
ズ
「
歴
史
か
ら
考
え
る
日
本
仏
教
」

は
、
第
一
期
が
「
山
の
宗
教
」
、
第
二
期
が
「
顕
密
仏
教
」

と
話
題
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
緻
密
で
斬
新
な

講
義
に
よ
っ
て
日
本
仏
教
の
あ
り
方
を
解
き
明
か
し
て
来

ら
れ
ま
し
た
。
第
三
期
の
「
日
本
宗
教
史
の
名
著
を
読
む
」

は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
を
論
じ
た
歴
史
学
の
六
篇
の
代

表
的
論
文
を
精
読
し
、
文
字
通
り
日
本
仏
教
を
歴
史
か
ら

考
え
る
と
い
う
画
期
的
な
試
み
と
な
り
ま
す
。 

 

第
一
講
は
「
大
隅
和
雄
「
古
代
末
期
に
お
け
る
価
値
観

の
変
動
」
を
読
む
」。
先
生
は
ま
ず
「
学
術
論
文
を
読
む
／

書
く
」
た
め
の
心
得
を
明
か
さ
れ
ま
し
た
。
論
文
に
お
い

て
書
く
と
読
む
は
一
体
で
、
①
フ
レ
ー
ム
を
示
す
／
掴
む
、

②
根
拠
を
示
す
／
見
つ
け
る
、
③
批
判
的
に
理
解
す
る
、

と
い
う
三
つ
の
作
業
に
よ
っ
て
書
く
／
読
む
が
深
ま
り
ま

す
。
本
論
文
の
解
読
に
お
い
て
も
、
こ
の
三
つ
の
作
業
に

沿
っ
て
の
講
義
が
進
み
ま
し
た
。
本
論
文
の
む
す
び
は
「
こ

の
序
説
と
し
て
の
古
代
末
期
の
思
想
文
化
論
（
本
論
文
）

は
、
外
な
る
も
の
の
発
見
が
内
な
る
も
の
の
深
化
と
し
て

展
開
し
た
鎌
倉
新
仏
教
論
に
よ
っ
て
完
成
す
る
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
最
後
に
「
批
判
と
論
点
」
と
し
て
、
①

「
古
代
末
期
」
と
い
う
問
題
群
、
②
本
論
文
の
現
代
的
意

義
、
③
「
古
代
末
期
」
と
平
安
鎌
倉
時
代
史
、
と
い
う
３

つ
の
視
点
か
ら
今
後
の
課
題
を
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
（
批
評
、

批
判
）
し
て
、
本
論
文
の
実
に
詳
細
な
読
解
が
な
さ
れ
ま

し
た
。 

第
二
講
は
「
高
木
豊
「
持
経
者
の
宗
教
活
動
」
を
読
む
」。

始
め
に
今
回
精
読
す
る
論
文
の
著
者
で
あ
る
高
木
豊
先
生

の
経
歴
に
つ
い
て
、
学
生
時
代
の
菊
地
先
生
の
目
標
で
あ

っ
た
高
木
先
生
に
新
宿
の
中
村
屋
で
お
会
い
し
、
様
々
な

ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
こ
と
な
ど
、
先
生
ご
自
身
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
交
え
て
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
論
文

に
つ
い
て
菊
地
先
生
は
、
単
な
る
祖
師
（
日
蓮
）
研
究
で

は
な
く
、
教
団
史
・
法
華
経
文
化
史
・
鎌
倉
仏
教
史
・
日

本
中
世
史
と
い
う
広
が
り
を
持
つ
論
文
で
あ
る
、
と
指
摘
。

ま
た
、
橋
川
正
・
家
永
三
郎
・
川
添
昭
二
ら
の
業
績
を
踏

ま
え
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
法
華
信
仰
の
独
自
な
位
置

づ
け
を
目
指
し
た
論
文
で
あ
る
、
と
評
価
。
そ
の
論
法
は
、

最
初
に
見
通
し
を
立
て
る
が
そ
れ
は
仮
説
に
過
ぎ
ず
、
資

料
と
仮
説
を
往
還
し
な
が
ら
検
証
を
通
し
て
進
め
て
い
く
、

大
胆
か
つ
繊
細
な
論
述
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

ま
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
縷
々
解
説
を
施
し
な
が
ら
、
本

論
文
が
全
五
章
に
わ
た
り
一
貫
し
て
文
献
に
基
づ
い
た
巧

み
な
論
証
方
法
を
用
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
説

明
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
、「
日
蓮
へ
の
思
想
的
系
譜

に
注
目
し
な
が
ら
も
、
平
安
時
代
史
の
独
自
性
・
史
料
の

網
羅
的
蒐
集
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
持
経
者
論
と
し
て
、

本
論
文
は
単
な
る
個
別
研
究
を
超
え
た
方
法
論
的
裏
付
け

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ミ
ク
ロ
（
細
部
・
微
視
）
と
マ
ク

ロ
（
大
局
・
巨
視
）を
う
ま
く
結
び
つ
け
た
論
文
で
あ
る
。」

と
結
ば
れ
ま
し
た
。 

第
三
講
は
「
黒
田
俊
雄
「
日
本
宗
教
史
上
の
「
神
道
」

を
読
む
」。
本
論
文
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
資
料
を
現

代
語
訳
し
て
お
り
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
々
に

向
け
て
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
最
初
に

英
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
欧
米
の
学
会
に
お
け

る
神
道
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
換
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
の
指
摘
を
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
六

章
立
て
の
本
論
文
に
沿
っ
て
詳
細
に
読
み
解
い
て
い
き
、

最
後
に
本
論
文
は
細
部
だ
け
で
な
く
、
大
き
な
枠
組
み
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
研
究
を
志
す
人
が
領
解

し
や
す
い
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
、
今
後

の
課
題
と
し
て
「
対
外
交
流
史
研
究
の
進
展
」、
現
在
も
根

強
く
残
る
「
神
道
非
宗
教
論
」
と
は
何
か
、
を
挙
げ
ら
れ

ま
し
た
。 

毎
回
の
講
座
に
於
い
て
、
最
初
に
ご
教
示
を
い
た
だ
い

た
「
学
術
論
文
を
読
む
／
書
く
」
た
め
の
心
得
に
従
っ
て

論
文
を
丁
寧
に
読
み
解
か
れ
、
毎
回
豊
富
な
資
料
を
ご
用

意
さ
れ
て
、
細
部
に
渡
り
丁
寧
に
ご
説
明
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
菊
地
先
生
の
最
新
の
研
究
の
一
端
を
拝
聴
す

る
貴
重
な
機
会
と
存
じ
ま
す
。
今
後
の
講
座
に
於
き
ま
し

て
も
多
く
の
皆
様
の
聴
講
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
な

お
、
事
前
に
ご
連
絡
頂
け
れ
ば
「
事
前
資
料
の
論
文
」
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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受
講
生
の
声 

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
の
ご
意
見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

講
座
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
六
～
七
月
に
実
施
し

ま
し
た
。
質
問
事
項
は
先
の
通
り
で
す
。
な
お
回
答
者
名

に
つ
き
ま
し
て
は
、
記
名
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
今
回
は
無
記
名
で
発
表
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 【
質
問
事
項
】 

① 

受
講
さ
れ
て
い
る
講
座
に
つ
い
て
の
ご
感
想
・
ご
意

見
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

② 

開
設
し
て
ほ
し
い
講
座
の
テ
ー
マ
が
あ
り
ま
し
た
ら

お
書
き
く
だ
さ
い
。 

③ 

法
華
コ
モ
ン
ズ
の
「
ブ
ロ
グ
」
と
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
」
を

ご
覧
に
な
り
ま
す
か
？ 

④ 

ご
意
見
・
ご
感
想
・
ご
要
望
な
ど
、
自
由
に
お
書
き
く

だ
さ
い
。 

⑤ 
 

【
回
答
①
】
に
つ
い
て 

 

●
『
法
華
経
』
『
法
華
文
句
』
講
座
。
よ
い
講
座
だ
と
思

い
ま
す
。 

●
『
法
華
経
』
『
法
華
文
句
』
。
完
了
ま
で
受
講
で
き
る

よ
う
、
生
活
を
整
え
て
い
き
ま
す
。 

●
菊
地
先
生
の
講
座
。
毎
回
の
論
文
学
習
は
各
テ
ー
マ
が

面
白
く
、
た
い
へ
ん
勉
強
に
な
り
ま
す
。
ま
た
論
文
解
説

が
わ
か
り
や
す
く
具
体
的
で
、
日
本
仏
教
の
各
歴
史
的
位

置
と
課
題
が
述
べ
ら
れ
、
啓
発
さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

●
わ
か
り
や
す
く
充
実
し
た
内
容
で
す
。 

●
菊
地
先
生
講
座
。
神
道
史
を
ど
の
様
に
み
る
べ
き
か
と

い
ふ
基
本
的
視
座
を
示
し
て
頂
き
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。 

●
『
観
心
本
尊
抄
』
に
つ
い
て
、
解
題
、
語
注
、
抄
私
訳

の
詳
細
な
資
料
に
基
づ
き
、
総
合
的
に
講
義
頂
き
、
難
解

な
本
抄
を
深
く
理
解
す
る
手
掛
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 

●
大
変
勉
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。
教
材
が
す
ば
ら
し
い
。

●
初
め
て
な
の
で
難
し
い
で
す
。 

 
【
回
答
②
】
に
つ
い
て 

 

●
仏
教
そ
の
も
の
の
講
義
は
充
実
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

か
っ
て
日
蓮
宗
西
部
教
化
セ
ン
タ
ー
が
主
催
し
た
「
漢
文

講
座
」
の
よ
う
な
講
義
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
講
義

と
か
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
パ
ー
リ
語
の
講
義
と
か
、
そ

ん
な
内
容
の
講
義
が
あ
っ
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。 

●
今
で
精
一
杯
で
す
。 

●
『
開
目
抄
』
。 

●
他
宗
派
・
他
宗
教
に
関
す
る
講
座
が
た
ま
に
あ
れ
ば
嬉

し
い
で
す
。
正
宗
系
教
団
の
成
立
史
・
発
展
史
な
ど
。 

●
『
開
目
抄
』
に
つ
い
て
、
本
講
と
同
様
な
講
座
を
開
い

て
頂
き
た
い
。 

●
本
間
俊
文
先
生
、
花
野
充
道
先
生
の
興
門
流
に
関
す
る

講
座
。 

 

【
回
答
③
に
つ
い
て
】 

 

●
念
の
た
め
受
講
日
が
近
く
な
っ
た
時
は
ど
ち
ら
も
確
認

し
て
い
ま
す
。 

●
月
２
～
３
回
。 

●
見
て
い
ま
せ
ん
。 

●
ブ
ロ
グ
：
見
て
い
ま
せ
ん
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
：
フ
ォ
ロ
ー

済
み
で
す
。 

●
週
１
～
２
回
。 

●
月
に
１
回
。 

 

【
回
答
④
に
つ
い
て
】  

●
も
う
少
し
広
報
を
や
っ
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
ブ

ロ
グ
（
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
に
し
ろ
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に

し
ろ
、
時
々
事
務
連
絡
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
情
報
が

拡
散
し
ま
せ
ん
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
週
一
回
、
ツ
イ
ッ
タ

ー
は
毎
日
、
事
務
的
内
容
以
外
で
も
い
い
か
ら
更
新
さ
れ

た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。 

●
事
務
局
の
方
に
、
お
世
話
様
で
す
。 

●
年
度
ご
と
の
講
座
の
書
籍
化
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

 

※
以
上
、
ご
回
答
の
ご
協
力
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   



7 

 

                                

                                

      

 
 

 

                      

【法華コモンズ仏教学林 平成３１年度後期講座の一覧】 

会 場：新宿常円寺「祖師堂地階ホール」新宿区西新宿 7-12-5 寺務所 ☎03（3371）1797 

受講料：１期分 12,000 円（半年間６回） ※１回のみ聴講は 3,000 円 

   連続講座 「法華仏教講座」                

※原則 第３土曜日 午後４時～６時 

  第１回 「遠壽院荒行堂鬼子母尊像 孝明天皇親拝」考  講師：戸田 日晨 … １０月 5 日 

  第２回 慶林坊日隆の一仏二名論について       講師：平島 盛龍 … １１月 16 日 

  第３回 興門教学の究明序説             講師：菅原 関道 … １２月２１日 

  第４回 日蓮の専修念仏批判             講師：前川 健一 …  １月１８日 

  第５回 摂折論再考―近現代における論議を通して―  講師：澁澤 光紀 …  ２月１５日 

  第６回 中世の日蓮教団と富士信仰          講師：西岡 芳文 …  ３月１４日 
 

   連続講座 「これからの天皇制」                

※原則 第４木曜日 午後６時 30 分～8 時 30 分 

  第１回 天皇制の「これから」をめぐって       講師：菅 孝行  … １０月２４日 

  第２回 「平成流」とは何だったのか         講師：原 武史  … １１月２８日 

  第３回 出雲神話論 祀らざる神の行方        講師：磯前 順一 … １２月２６日 

  第４回 国家神道と神聖天皇制崇敬          講師：島薗 進  …  １月２３日 

  第５回 天皇制の将来                講師：大澤 真幸 …  ２月２０日 

  第６回 「象徴天皇」と「人間天皇」の矛盾について   講師：片山 杜秀 …  ３月２６日 
 

「歴史から考える日本仏教④ 鎌倉仏教史の名著を読む」 講師 菊地大樹 先生 

※原則 第３火曜日（7 月は別） 午後６時 30 分～8 時 30 分 

第１回 上島 享「鎌倉時代の仏教」を読む              10 月 15 日 

第２回 家永三郎「日蓮の宗教の成立に関する思想史的考察」を読む   11 月 19 日 

第３回 平 雅行「法然の思想構造とその歴史的位置」を読む      12 月 17 日 

第４回 阿部泰郎「女人禁制と推参」を読む                1 月 21 日 

第５回 佐藤弘夫「怒る神と救う神」を読む               2 月 18 日 

第６回 大塚紀弘「中世「禅律」仏教と「禅教律」十宗観」を読む     ３月 17 日 
 

「『法華経』『法華文句』講義」          講師 菅野博史 先生 

 

※原則 第 4 月曜日（7 月、9 月、10 月、2 月、3 月は別）午後 6 時 30 分～8 時 30 分 

  第７回    10 月 21 日     第８回     11 月 25 日    第９回        12 月 23 日   

  第 10 回 1 月 27 日        第 11 回 2 月 17 日        第 12 回 3 月 30 日       
 

   《受講申込み》 メールアドレス ⇒ hokkecommons＠gmail.com 

FAX⇒ 042-627-7227 ／ ブログ⇒ https://hokke-commons.jp 
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