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『
華
厳
経
』
入
法
界
品　

　

本
年
四
月
よ
り
文
学
部
国

文
学
科
に
着
任
し
ま
し
た
中

西
俊
英
で
す
。
専
門
は
仏
教

学
で
す
。
東
ア
ジ
ア
地
域
の

仏
教
、と
り
わ
け
『
華
厳
経
』

と
い
う
大
乗
経
典
と
そ
の
解

釈
史
を
中
心
に
研
究
し
て
お

り
ま
す
。

　

前
期
は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

感
染
拡
大
の
影
響
で
学
生
の

方
々
と
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
パ
ソ
コ

ン
相
手
に
会
話
を
し
て
い
る

四
ヶ
月
で
し
た
。メ
リ
ッ
ト
・

デ
メ
リ
ッ
ト
両
方
あ
り
ま
す

が
、
対
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
有
用
性
や
、

日
常
の
何
気
な
い
雑
談
の
あ

り
が
た
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ

ま
し
た
。ま
た
、パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
と
い
う
非
常
時
の
な
か
で

起
こ
っ
た
大
学
有
志
教
職
員

の
方
々
に
よ
る
「
助
け
合
い

藤
の
会
」
を
は
じ
め
、
世
界

各
地
で
自
然
発
生
し
た
利
他

的
な
行
動
は
、
今
後
の
希
望

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

図
ら
ず
も
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
に
よ
っ
て
、「
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
」
を
よ
り
意

識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
人
と
人
と
が
世
代
を
越

え
て
つ
な
が
り
合
う
媒
介
と

し
て
の
、
共
有
可
能
な
ス

ト
ー
リ
ー
や
価
値
と
い
う
も

の
が
、
次
々
と
解
体
さ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
互
い

の
差
異
を
認
め
合
っ
て
尊
重

す
る
方
向
を
目
指
し
て
き
た

当
然
の
帰
結
で
も
あ
り
ま
す

が
、
同
時
に
、「
人
と
人
と

の
つ
な
が
り
」
に
つ
い
て
、

様
々
な
角
度
か
ら
再
点
検
す

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
智
慧
」
と
「
慈
悲
」

　
「
犀
の
角
の
よ
う
に
た
だ

独
り
歩
め
」（
中
村
元
訳

『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』、
岩
波

文
庫
、
一
七
─
二
二
頁
）

と
い
う
有
名
な
釈
尊
の
こ
と

ば
が
あ
り
ま
す
。
出
家
し
て

仏
教
を
実
践
す
る
人
び
と

は
、
瞑
想
と
い
う
方
法
を
と

お
し
て
涅
槃
と
い
う
境
地
を

目
指
し
ま
す
。
戒
律
を
守
る

こ
と
（
戒
）、
瞑
想
の
実
践

（
定
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
の

の
見
方
が
変
わ
る
こ
と

（
慧
）、
こ
れ
ら
は
、
自
分
自

身
に
よ
る
実
践
と
そ
の
結
果

と
し
て
の
智
慧
の
獲
得
で

す
。「
犀
の
角
」
や
「
た
だ

独
り
」
と
い
う
表
現
が
端
的

に
示
す
よ
う
に
、
他
者
と
の

関
わ
り
は
特
別
必
要
と
は
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

一
方
で
、「
梵
天
勧
請
」

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
と
り
の

内
実
を
説
く
こ
と
を
躊
躇
し

て
い
た
釈
尊
の
も
と
に
イ
ン

ド
の
神
さ
ま
で
あ
る
梵
天
が

現
れ
、
衆
生
に
教
え
を
説
く

こ
と
を
お
願
い
し
、
最
終
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
と
い

う
内
容
で
す
。
梵
天
の
は
た

ら
き
か
け
に
よ
り
、
釈
尊
は

「
生
き
と
し
生
け
る
者
へ
の

あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
、
さ

と
っ
た
人
の
眼
に
よ
っ
て
世

の
中
を
観
察
さ
れ
」（
中
村

元
訳
『
ブ
ッ
ダ	

悪
魔
と
の

対
話
』岩
波
文
庫	

八
六
頁
）、

説
法
を
決
意
し
た
と
伝
え
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
が
仏
教
の
は

じ
ま
り
で
す
。
こ
こ
に
は
他

者
が
存
在
し
、
他
者
に
た
い

す
る
慈
悲
が
仏
教
を
生
み
出

し
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

釈
尊
か
ら
確
認
さ
れ
る

「
智
慧
」
と
「
慈
悲
」、
こ
れ

ら
は
仏
教
の
両
輪
で
す
。
釈

尊
に
あ
っ
て
は
半
ば
矛
盾
し

つ
つ
も
併
存
し
て
い
た
両
者

に
た
い
す
る
考
察
が
深
め
ら

れ
る
中
で
、
他
者
と
関
わ
る

「
慈
悲
」
の
あ
り
方
は
、「
慈
」

「
悲
」「
喜
」「
捨
」と
い
う「
四

無
量
心
」
と
し
て
説
明
さ
れ

て
ゆ
き
ま
す
。

　

衆
生
に
楽
を
与
え
よ
う
と

願
う
心
（「
慈
」）、
衆
生
の

苦
を
抜
き
た
い
と
願
う
心

（「
悲
」）、
衆
生
の
喜
び
を
と

も
に
喜
ぶ
心
（「
喜
」）、
こ

れ
ら
は
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
よ
う
な
慈
悲
の
意
味
と

も
重
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

「
捨
」
は
、「
自
身
の
心
の
動

き
を
観
察
し
て
、
そ
れ
に
左

右
さ
れ
な
い
平
静
さ
」
を
意

味
し
ま
す
。
自
身
の
行
為
が

ど
の
よ
う
な
結
果
を
及
ぼ
す

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
良
か

れ
と
思
っ
て
行
っ
た
行
為
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、良
く
な
い

結
果
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が

多
々
あ
り
ま
す
。
他
者
と
関

わ
ら
ざ
る
を
得
な
い「
慈
悲
」

と
い
う
行
為
の
難
し
さ
は
、

「
智
慧
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
る
か
ら
こ
そ
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
仏
教
に
お
け

る「
慈
悲
」は
、た
ん
な
る「
優

し
さ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『「
利
他
」と
は
何
か
』

　
「
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
」

を
考
え
る
中
で
、
興
味
深
い

本
を
最
近
読
み
ま
し
た
。
東

京
工
業
大
学
の
未
来
の
人
類

研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る『「
利

他
」
と
は
何
か
』（
集
英
社

新
書
）
と
い
う
共
著
で
す
。

伊
藤
亜
紗
氏
が
担
当
さ
れ
た

第
一
章
「『
う
つ
わ
』
的
利

他	

―
ケ
ア
の
現
場
か
ら
」

で
は
、
効
果
的
利
他
主
義
お

よ
び
そ
れ
と
関
連
し
た
数
値

化
が
、
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

利
他
的
な
行
動
が
共
感
に
支

配
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
、
共
感
よ
り
も
理
性
に
も

と
づ
い
て
利
他
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
、
そ
の
た
め
に
効

果
的
利
他
主
義
で
は
徹
底
し

た
数
値
化
が
お
こ
な
わ
れ
ま

す
。
背
景
に
は
、
環
境
問
題

を
は
じ
め
と
し
た
グ
ロ
ー
バ

ル
な
問
題
と
、そ
れ
に
追
い

つ
け
な
い
人
間
の
想
像
力
の

限
界
が
あ
る
と
も
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
問
題
解
決
の
た

め
の
数
値
化
に
よ
る
メ
リ
ッ

ト
、共
感
よ
り
も
理
性
と
い

う
姿
勢
と
上
述
の
「
捨
」
と

の
関
連
な
ど
、様
々
な
こ
と
を

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
、
最
も
共
感
し
、
喫

緊
の
問
題
と
感
じ
た
の
は
、

同
章
に
お
け
る
「
数
値
化
と

い
う
価
値
観
」
へ
の
批
判
、

具
体
的
に
は
、
数
値
化
に

よ
っ
て
利
他
の
感
情
が
消
え

る
、
と
い
う
指
摘
で
す
。
一

例
を
紹
介
す
る
と
、
子
ど
も

の
お
迎
え
の
遅
刻
を
減
ら
す

た
め
に
託
児
所
が
罰
金
制
を

導
入
し
た
結
果
、
遅
刻
す
る

親
が
増
え
た
そ
う
で
す
。
親

た
ち
の
あ
い
だ
で「
託
児
所
を

思
っ
て
時
間
ど
お
り
に
お
迎

え
に
行
こ
う
」と
考
え
る
利
他

的
な
感
情
が
消
え
た
の
で
す
。

罰
金
さ
え
払
え
ば
自
分
た
ち

の
都
合
の
い
い
よ
う
に
行
動

し
て
い
い
ん
だ
、
と
考
え
た

わ
け
で
す
。
数
字
に
よ
る
管

理
に
よ
っ
て
、倫
理
的
・
感
情

的
な
つ
な
が
り
が
失
わ
れ
て

し
ま
う
。「
数
字
の
活
用
の

仕
方
を
誤
る
と
、
数
字
が
目

的
化
し
、
人
が
そ
れ
に
縛
ら

れ
て
し
ま
う
」と
い
う
指
摘
は

き
わ
め
て
重
要
で
し
ょ
う
。

縁
起
の
当
事
者

　

数
字
に
し
ろ
デ
ー
タ
に
し

ろ
、
そ
れ
を
扱
う
の
は
人
間

だ
と
い
う
点
を
ゆ
る
が
せ
に

し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
で「
人
と
人
と
の
つ

な
が
り
」が
希
薄
化
す
る
中
、

目
の
前
の
た
く
さ
ん
の
情
報

に
た
い
し
て
、
強
い
ス
ト
レ

ス
を
抱
え
て
処
理
せ
ざ
る
を

得
な
い
の
が
現
状
で
す
。
こ

の
よ
う
な
状
況
だ
か
ら
こ

そ
、「
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
」、さ
ら
に
は
そ
の
中
の
当

事
者
で
あ
る
自
分
自
身
に
つ

い
て
、立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
慈
悲
」
の
側
面
を
と
り

わ
け
重
視
し
た
大
乗
仏
教
に

お
い
て
は
、
見
え
て
い
る
世

界
は
見
え
な
い
世
界
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
成
立
し
て
い

る
、
と
い
う
相
互
連
関
的
な

縁
起
の
認
識
モ
デ
ル
が
説
か

れ
ま
す
。
私
の
専
門
で
あ
る

『
華
厳
経
』
が
最
た
る
経
典

で
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る

瞑
想
の
中
で
到
達
し
た
認
識

で
す
。
自
身
の
行
為
は
時
間

と
空
間
を
超
え
て
見
え
な
い

と
こ
ろ
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ

し
て
ゆ
く
。
縁
起
的
連
関
の

中
に
あ
る
当
事
者
と
し
て
自

分
自
身
を
見
つ
め
、
問
い
直

し
、
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
こ

そ
が
、
人
間
の
持
つ
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
他
者
や
環
境
の
方
向

へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
「
昔
の
真
宗
・
仏
教

の
学
匠
た
ち
は
、
仏
典

を
丸
暗
記
し
て
い
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
れ

が
ど
の
聖
典
全
集
の
何
ペ
ー

ジ
何
行
目
に
あ
る
か
ま
で
覚

え
て
お
ら
れ
た
」。
間
違
い
な

く
事
実
で
あ
る
。

　

真
宗
学
・
仏
教
学
の
研
究

史
は
長
い
。
高
名
な
学
匠
方

と
比
較
す
る
の
は
お
こ
が
ま

し
い
が
、
私
に
は
不
可
能
な

芸
当
で
あ
る
。
今
日
で
は
主

要
な
仏
典
は
、
暗
記
し
な
く

て
も
容
易
に
検
索
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

名
著
と
さ
れ
る
梅
棹
忠
夫

『
知
的
生
産
の
技
術
』（
岩
波

新
書
、
一
九
六
九
年
）
を
読

む
機
会
が
あ
っ
た
。
五
十
年

以
上
前
の
書
物
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
ツ
ー
ル

（
た
と
え
ば
京
大
式
カ
ー
ド
）

や
技
法
は
古
く
見
え
る
。
し

か
し
、
ツ
ー
ル
を
Ｐ
Ｃ
で
扱

う
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
、

本
書
に
通
底
す
る
、
情
報
に

向
き
合
う
技
術
、
創
造
的
発

想
を
生
む
着
実
な
技
法
は
、

現
在
で
も
少
な
か
ら
ず
有
益

で
あ
ろ
う
。

　

情
報
の
検
索
は
圧
倒
的
に

便
利
に
な
っ
た
。
図
書
館
の

蔵
書
も
新
聞
記
事
も
仏
典
も
、

あ
っ
と
い
う
間
に
検
索
が
で

き
る
。
こ
れ
は
捨
て
が
た
い

便
利
さ
で
あ
る
。

　

仏
典
は
暗
記
し
よ
う
と
し

て
暗
記
で
き
る
分
量
で
は
な

い
。
昔
の
学
匠
た
ち
は
、
繰

り
返
し
繰
り
返
し
仏
典
を
読

み
込
み
、
議
論
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
意
図
せ
ず
暗
記
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

現
代
は
多
量
の
情
報
処
理

を
私
た
ち
に
求
め
る
。
そ
の

中
で
私
た
ち
は
一
つ
の
事
柄

に
繰
り
返
し
丁
寧
に
向
き
合

う
姿
勢
を
忘
れ
て
い
な
い
か
。

　

仏
典
の
検
索
を
行
う
た
び

に
思
う
。「
暗
記
し
て
い
れ
ば

検
索
作
業
自
体
が
不
要
な
の

に
」。「
本
当
に
仏
典
に
き
ち

ん
と
向
き
合
え
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
」。	

（
義
）

澪 標

　　

数
年
前
、
蕪
村
の
句
を
授

業
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

　

身
に
し
む
や
亡
き
妻
の

　
　
　

櫛く
し
を
閨ね
や
に
踏
む

　
「
秋
夜
、
暗
い
寝
間
の
片

隅
で
ふ
と

0

0

踏
ん
だ
の
は
亡
妻

の
櫛
で
あ
っ
た
」（
蕪
村
全

集
）と
し
て「
小
説
的
虚
構
の

句
」と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
な
ぜ
櫛
が
閨
に

落
ち
て
い
た
の
か
。
妻
の
亡

霊
が
残
し
て
い
っ
た
と
は
怪

奇
趣
味
に
過
ぎ
る
。
亡
く

な
っ
て
直
後
に
寝
間
が
散
ら

か
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た

の
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
身

に
し
み
て
」で
は
な
く
、も
っ

と
激
し
い
悲
痛
の
表
現
と
な

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、

気
付
か
ず
に
踏
ん
だ
の
で
あ

れ
ば
、
驚
い
て
足
を
外
し
た

瞬
間
の
感
覚
が
詠
ま
れ
た
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
も

「
身
に
し
み
て
」の
持
つ
じ
わ

じ
わ
と
沁
み
わ
た
る
語
感
に

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　

櫛
は「
く
・
し
」、即
ち「
苦
・

死
」
で
も
あ
る
。
一
旦
落
し

た
櫛
は
一
度
足
で
踏
み
付
け

て「
苦
・
死
」を
祓
っ
て
か
ら

拾
う
と
い
う
慣
習
が
あ
る
と

い
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
知

ら
ず
に
櫛
を
踏
ん
だ
の
で
は

な
く
、
拾
い
上
げ
る
た
め
に

自
ら
踏
ん
だ
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
死
後
し
ば
ら
く
し
て

少
し
落
ち
着
い
た
こ
ろ
、
妻

の
遺
品
を
整
理
し
て
い
て
櫛

が
落
ち
て
い
る
の
に
気
付
く
、

も
し
く
は
、
櫛
を
手
に
し
て
、

妻
が
梳
る
姿
を
思
い
出
し
で

も
し
て
、
つ
い
取
り
落
し
て

し
ま
っ
た
際
の
句
と
考
え
る
。 　

櫛
を
拾
い
上
げ
る
た
め
に

は
そ
の
櫛
を
踏
ま
ね
ば
な
ら

な
い
。
妻
の
形
見
を
踏
み
つ

け
る
と
は
気
の
進
ま
ぬ
こ
と

だ
。
そ
れ
に
、
妻
の
櫛
は
妻

の
苦0

し
み
と
死0

の
恐
怖
で
も

あ
る
。
櫛
を
足
で
恐
る
恐
る

踏
み
な
が
ら
、
死
を
前
に
し

て
の
妻
の
苦
痛
と
不
安
が
蘇

る
。
足
の
裏
の
櫛
の
こ
ま
か

い
歯
の
一
本
一
本
の
触
感
が
、

妻
に
掛
け
た
苦
労
と
、
先
に

一
人
で
逝
か
せ
て
し
ま
っ
た

後
悔
と
を
、
微
細
に
し
か
し

鋭
敏
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

そ
の
よ
う
な
深
切
で
微
妙
な

寂
寥
感
を
、
蕪
村
は
「
身
に

し
む
」
の
語
で
以
て
受
け
留

め
た
。

　
「
身
に
し
む
」は
、
和
歌
の

世
界
で
、
藤
原
俊
成
の
「
夕

さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し

み
て
鶉う

づ
ら

鳴
く
な
り
深
草
の

里
」（
千
載
集
）を
は
じ
め
と

し
て
、
痛
切
な
心
情
が
秋
風

と
重
ね
歌
わ
れ
て
き
た
。
そ

れ
を
蕪
村
は
、
秋
風
の
触
感

に
代
え
て
、
同
じ
肌
で
も
足

の
裏
の
触
感
と
い
う
風
雅
な

ら
ざ
る
具
象
的
・
即
物
的
な

も
の
に
置
き
換
え
た
。
そ
の

落
差
を
面
白
が
る
の
が
俳
諧

で
あ
る
が
、
蕪
村
の
発
見
し

た
足
の
裏
の
感
覚
が
真
に
迫

る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

和
歌
で
の
痛
切
な
心
情
を
も

取
り
込
ん
で
、
新
た
な
詩
情

を
生
み
だ
し
て
い
る
。
現
代

の
注
釈
書
が
こ
の
時
蕪
村
の

妻
は
健
在
で
あ
っ
た
と
無
粋

な
指
摘
を
す
る
の
も
、
そ
う

言
い
た
く
な
る
ほ
ど
に
こ
の

句
は
真
実
の
情
を
言
い
当
て

て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ

う
。	

�（
国
文
学
科
・
大
谷　

俊
太
）

「
つ
な
が
り
」
を
考
え
る
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に
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本
学
に
着
任
し
て
早
く
も

三
ヶ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て

い
る
。
三
月
ま
で
東
京
の
小

学
校
の
教
師
と
し
て
六
年
生

を
担
任
し
、
卒
業
式
を
終
え

て
か
ら
慌
た
だ
し
く
教
室
の

片
付
け
・
掃
除
と
自
宅
の
荷

物
の
整
理
・
引
っ
越
し
の
準

備
に
取
り
か
か
っ
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
一
年

前
の
四
月
、コ
ロ
ナ
禍
の
中
、

私
が
担
任
し
た
子
ど
も
達
は

六
年
生
で
あ
っ
た
。前
年
度
、

一
年
生
を
担
任
し
て
い
た
私

に
と
っ
て
、
予
想
外
の
担
任

配
置
に
十
分
な
心
の
準
備
は

で
き
て
い
な
か
っ
た
。
二
年

生
の
担
任
に
な
る
だ
ろ
う
と

疑
う
こ
と
の
な
か
っ
た
子
ど

も
達
で
あ
る
。
担
任
発
表
の

時
に
、「
え
～
っ
！
」
と
い

う
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
き

た
。
そ
し
て
、
六
年
生
も
驚

き
の
表
情
で
あ
っ
た
。
担
任

が
変
わ
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。な
に
せ
、

私
の
研
究
教
科
は
生
活
科
で

あ
り
、
子
ど
も
達
は
生
活
科

の
な
い
六
年
生
の
担
任
に
な

る
な
ん
て
思
っ
て
も
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
始
業
式
の
後
、
教
室
で

慌
た
だ
し
く
顔
合
わ
せ
を
す

る
と
、
す
ぐ
に
子
ど
も
達
は

下
校
。
そ
し
て
翌
日
か
ら
お

よ
そ
二
ヶ
月
の
休
校
措
置
が

始
ま
っ
た
。

　

昨
年
は
異
例
続
き
の
一
年

間
で
あ
っ
た
。
夏
の
水
泳
学

習
、
宿
泊
生
活
、
運
動
会
︙

︙
、
子
ど
も
達
が
楽
し
み
に

し
て
い
た
こ
と
が
こ
と
ご
と

く
で
き
な
か
っ
た
。
小
学
校

生
活
最
後
の
一
年
間
で
あ

り
、
最
上
級
生
と
し
て
活
躍

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
大
き

く
成
長
す
る
は
ず
だ
っ
た
。

そ
ん
な
中
、我
慢
す
る
こ
と
、

耐
え
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た

子
ど
も
達
で
あ
っ
た
。
進
学

の
悩
み
も
あ
り
、
難
し
い
時

期
の
子
ど
も
達
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
実
際
に
何
度
と
な

く
子
ど
も
達
の
間
に
軋
轢
や

葛
藤
も
生
ま
れ
た
が
、
最
後

に
は
笑
顔
で
卒
業
し
て
い
っ

た
。
そ
ん
な
子
ど
も
達
と
向

き
合
う
と
き
に
、
私
が
一
番

大
切
に
し
て
い
た
こ
と
、
そ

し
て
子
ど
も
達
に
伝
え
た

か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
「
仲

間
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
違

い
を
認
め
合
う
こ
と
、
そ
し

て
対
話
を
通
し
て
互
い
に
成

長
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
子
ど

も
達
に
直
接
的
に
訴
え
る
と

い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

こ
と
ば
で
伝
え
れ
ば
理
解
さ

れ
、
子
ど
も
達
が
実
践
で
き

る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

さ
り
げ
な
く
教
室
環
境
を
構

成
す
る
こ
と
や
、
毎
日
の
授

業
を
通
し
て
体
現
す
る
だ
け

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会

科
や
道
徳
な
ど
、
授
業
が
関

連
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え

ば
、
以
下
の
社
会
科
の
歴
史

学
習
で
の
一
コ
マ
で
あ
り
、

直
接
私
自
身
の
こ
と
ば
で

「
仲
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
」

を
子
ど
も
達
に
問
う
た
場
面

で
あ
る
。

　

飛
鳥
時
代
の
聖
徳
太
子

（
厩
戸
皇
子
）
を
扱
っ
た
と

き
で
あ
る
。
太
子
は
仏
教
を

取
り
入
れ
た
政
治
を
行
い
、

法
隆
寺
や
四
天
王
寺
な
ど
の

建
立
し
、
仏
法
の
興
隆
に
努

め
た
。「
冠
位
十
二
階
」や「
十

七
条
の
憲
法
」を
制
定
し
た
。

外
交
面
で
も
小
野
妹
子
を
隋

に
派
遣
し
、
大
陸
の
文
化
や

政
治
制
度
を
積
極
的
に
取
り

入
れ
、
国
内
の
中
央
集
権
体

制
の
整
備
に
努
め
た
。『
三

経
義
疏
』
を
著
し
た
と
も
さ

れ
て
い
る
。思
い
起
こ
す
と
、

子
ど
も
の
時
の
一
万
円
札
や

五
千
円
札
の
肖
像
は
聖
徳
太

子
で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
太
子
と
私
と
の
接

点
が
名
前
な
の
で
あ
る
。
私

の
「
和
貴
」
と
い
う
名
前
は
、

「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」

と
い
う
「
十
七
条
の
憲
法
」

の
第
一
条
に
由
来
す
る
の
で

あ
る
。
子
ど
も
達
か
ら
す
る

と
、「
へ
～
、
そ
う
な
ん
だ
」

と
い
う
程
度
の
も
の
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
太
子
の

業
績
を
歴
史
的
な
眼
、
社
会

科
的
な
眼
で
捉
え
直
す
と
、

子
ど
も
達
の
意
識
も
変
わ
っ

て
く
る
。
授
業
の
中
で
、「
十

七
の
条
文
の
中
で
、
み
ん
な

が
一
番
大
事
に
し
た
い
も
の

を
一
つ
選
ぶ
と
し
た
ら
？
」

と
問
う
と
、
三
十
五
人
の
う

ち
実
に
二
十
人
が
第
一
条
を

選
ん
だ
の
で
あ
る
。
第
十
七

条
が
三
人
、
第
五
条
、
第
六

条
、
第
七
条
が
各
二
人
で
あ

る
。
過
半
数
で
あ
る
と
と
も

に
圧
倒
的
な
差
で
あ
っ
た
。

選
ん
だ
理
由
も
、「
平
和
主

義
、
平
等
、
団
結
」
と
い
っ

た
現
代
に
お
い
て
も
通
用
す

る
価
値
を
表
現
し
て
い
る
か

ら
で
あ
っ
た
。こ
の
年
か
ら
、

小
学
校
六
年
生
の
社
会
科
は

歴
史
学
習
の
前
に
憲
法
や
政

治
の
学
習
を
行
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
日
本
国
憲
法

と
の
対
比
が
子
ど
も
達
の
中

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本

人
が
千
年
以
上
も
前
か
ら

「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」

こ
と
、
仲
間
と
仲
良
く
し
大

切
に
す
る
こ
と
を
生
き
方
、

振
る
舞
い
方
の
柱
に
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
そ
れ
で
は
今
の
自
分
た

ち
の
学
級
、
そ
し
て
自
分
た

ち
の
生
活
が
ど
う
で
あ
る
の

か
、
太
子
が
求
め
る
姿
を
体

現
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る

の
か
。
子
ど
も
達
の
学
習
と

生
活
が
結
び
つ
く
瞬
間
が

あ
っ
た
。

　

私
自
身
は
、
太
子
の
教
え

を
名
前
に
も
つ
こ
と
は
、
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
に
感
じ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
、
誇

り
に
思
う
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。「
和
を
以
て
貴
し
と
為

す
」
が
太
子
に
由
来
す
る
こ

と
は
中
学
生
の
時
に
知
っ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
太
子
の

教
え
も
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
孔

子
の
『
論
語
』
に
端
を
発
す

る
と
い
う
こ
と
を
、
授
業
の

た
め
の
教
材
研
究
を
す
る
中

で
知
っ
た
。

　

そ
ん
な
私
が
、
こ
の
春
、

京
都
女
子
大
学
に
赴
任
し

た
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
根

本
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
承

知
し
て
い
た
。
そ
の
親
鸞
聖

人
が
、
太
子
の
夢
の
お
告
げ

に
よ
っ
て
法
然
上
人
の
元
へ

赴
き
、
自
ら
の
進
む
べ
き
道

を
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
を

知
っ
た
。
そ
し
て
、「
こ
こ

で
も
太
子
が
我
が
身
の
近
く

に
い
る
の
か
」
と
思
い
な
が

ら
四
月
一
日
の
新
任
式
を
迎

え
た
。
真
新
し
い
研
究
室
に

は
、
書
架
と
机
と
椅
子
が

あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る

新
た
な
研
究
生
活
と
学
生
を

相
手
に
し
た
教
育
活
動
が
、

ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か

楽
し
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
六

角
堂
に
も
参
詣
し
て
み
よ
う

と
思
う
。

聞
此
法
歓
喜

信
心
無
疑
者

速
成
無
上
道

与
諸
如
来
等

（
仏
駄
跋
陀
羅
訳　
　

）

『
華
厳
経
』
入
法
界
品　

法のことば

　

仏
駄
跋
陀
羅
訳
『
華
厳
経
』
の
全
体
の
四
分
の
一
以
上
を
占
め
る
「
入
法

界
品
」
は
、
善
財
童
子
が
様
々
な
善
知
識
を
歴
訪
し
、
彼
／
彼
女
た
ち
か
ら

特
色
の
あ
る
法
を
教
示
さ
れ
る
と
い
う
構
成
で
す
。
最
後
は
、
文
殊
菩
薩
に

よ
っ
て
信
心
の
重
要
性
が
示
さ
れ
、
普
賢
菩
薩
に
よ
っ
て
三
昧
の
境
地
へ
と

悟
入
せ
ら
れ
、上
記
の
偈
で
結
ば
れ
ま
す
。
こ
の
偈
は
、仏
道
に
お
け
る
「
信
」

の
位
置
づ
け
を
端
的
に
示
す
も
の
で
、こ
こ
で
の
「
信
」
は
「
納
得
す
る
」「
信

頼
す
る
」
の
意
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
真
巻
で
こ
の
偈
を
引
用
さ
れ
、「
こ
の
法
を
聞

き
て
信
心
を
歓
喜
し
て
、
疑
な
き
も
の
は
、
す
み
や
か
に
無
上
道
を
成
ら
ん
。

も
ろ
も
ろ
の
如
来
と
等
し
」（
註
釈
版
二
三
七
頁
）
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。
比
較

す
る
と
、
自
ら
が
信
じ
る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
、（
与
え
ら
れ
た
）
信
心
を
よ

ろ
こ
ぶ
と
い
う
あ
り
方
へ
の
転
換
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る

「
信
」
の
特
徴
を
、
端
的
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
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『
歎
異
抄
』
は
、
日
本
の
宗
教

書
の
な
か
で
も
っ
と
も
有
名
で
親

し
ま
れ
て
い
る
も
の
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
哲
学
者
の
西
田

幾
多
郎
や
作
家
の
倉
田
百
三
、

司
馬
遼
太
郎
な
ど
の
愛
読
書
と

し
て
も
知
ら
れ
、
解
説
書
も
数

多
く
出
版
さ
れ
て
き
た
。
本
学

で
仏
教
を
学
ば
れ
て
い
る
み
な
さ

ま
に
と
っ
て
も
、
講
義
の
な
か
や

月
例
礼
拝
で
の
朗
読
で
、
再
三
目

に
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
ん
な
に
も
親
し
ま
れ
、
読
ま

れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
で
あ
る
が
、

そ
の
中
身
は
と
い
う
と
、
古
文
体

で
、
か
つ
哲
学
的
な
文
章
で
書
か

れ
て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
読
み

進
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
諦
め

た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
ん
な
方
に
お
す
す
め
し
た

い
の
が
、
本
書
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
ま
ず
、『
歎
異
抄
』

の
あ
ら
ま
し
や
『
歎
異
抄
』
に
出

て
く
る
登
場
人
物
が
わ
か
り
や

す
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
歎
異
抄
』の
解
説
に
あ
た
る「
読

ん
で
み
よ
う
『
歎
異
抄
』」
で
は
、

原
文
と
と
も
に
、『
歎
異
抄
』
の

著
者
と
い
わ
れ
る
唯
円
と
親
鸞
の

言
葉
が
や
さ
し
く
語
り
か
け
る

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
第
二
条
に
は
関
東
か
ら
命
が

け
で
京
都
に
訪
れ
て
き
た
門
弟

に
対
し
、
親
鸞
が
真
摯
に
受
け

答
え
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で

親
鸞
は
「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び

が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄

は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う

力
強
い
言
葉
を
残
し
て
い
る
が
、

本
書
で
は
「
で
も
わ
し
は
な
、
比

叡
山
で
ど
ん
な
行
を
、
ど
う
励
ん

で
み
て
も
、
み
な
中
途
半
端
に
し

か
で
き
ん
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
わ

し
に
は
ど
の
道
、
地
獄
以
外
に
住

み
家
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
か
ら
」

（
本
書
、
二
九
頁
）、
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
を

読
む
と
、
老
齢
の
親
鸞
が
、
淡
々

と
、
し
か
し
切
実
に
、
読
み
手
で

あ
る
私
に
語
り
か
け
る
よ
う
な

臨
場
感
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る

だ
ろ
う
。

　

本
書
の
後
半
に
は
、
親
鸞
の

生
涯
や
唯
円
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
短

編
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、『
歎

異
抄
』
を
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ

味
わ
い
深
く
読
む
こ
と
が
で
き

る
。
仏
教
を
学
ぶ
み
な
さ
ま
に

と
っ
て
の
必
読
の
書
と
し
て
お
す

す
め
し
た
い
。

　

昨
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
日
本
だ
け
で
な
く

世
界
中
で
不
安
や
不
満
を
抱
え

る
こ
と
が
日
常
的
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
。
こ
う
し
た
日
常

に
つ
い
て
、
本
書
の
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
ー
で
あ
る
若
先
生
は
い
う
。「
そ

う
い
う
日
常
の
中
で
い
つ
の
間
に

か
心
が
つ
ら
く
な
っ
た
時
、『
歎

異
抄
』
を
開
い
て
ほ
し
い
ん
だ
。

き
っ
と
そ
の
た
び
に
大
切
な
こ
と

に
気
づ
か
せ
て
も
ら
え
る
と
思
う

か
ら
」（
本
書
、
九
九
頁
）
と
。

	

（
那
須　

公
昭
）

✿ 本願寺書院・飛雲閣拝観（後期） ✿
日　　時　令和 3年10月13日（水）15：15～17：00

✿ 秋の見学会（バスツアー） ✿
日　　時　令和 3年10月30日（土）9：00～18：00

行　　先　滋賀湖東三山（西明寺・金剛輪寺・百済寺）、

　　　　　近江八幡・水郷めぐり
詳細は京女ポータルにてお知らせします。
※ なお、今後の国内や本学の状況によりましては、開催が取り止
めとなる場合があります。その場合は、大学ホームページまた
は京女ポータルにてお知らせします。

お知らせ




