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真
実
の
学
び
か
ら
、

今
を
生
き
る「
人
間
」と
し
て
の

責
任
を
明
ら
か
に
し
、

と
も
に
そ
の
使
命
を
生
き
る
者
と
な
る
。

No.114

二
年
半
に
わ
た
り
「
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ

ル
」
を
休
刊
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

の
教
化
セ
ン
タ
ー
三
〇
年
の
歩
み
を
見
つ
め

な
お
し
、
記
念
誌
を
作
成
す
る
期
間
に
充
て

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
改
め
て
今
号
よ

り
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

さ
て
、
二
〇
二
三
年
三
月
二
五
日
か
ら
お

勤
ま
り
に
な
る
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八

百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
」

に
向
け
て
、
二
〇
二
二
年
十
月
一
日
・
八
日

に
教
区
・
別
院
の
「
お
待
ち
受
け
大
会
」
が

開
催
さ
れ
た
。
上
載
の
写
真
は
そ
の
時
の
様

子
で
あ
る
。
こ
の
二
年
半
は
感
染
症
の
影
響

も
あ
り
社
会
活
動
が
停
滞
し
、
今
般
の
よ
う

な
法
要
や
お
寺
の
行
事
な
ど
、
行
わ
れ
る
機

会
が
減
少
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同

時
に
「
如
来
の
み
教
え
を
聞
く
こ
と
が
困
難

で
あ
る
」
と
い
う
現
実
の
顕
れ
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
釈
尊
は
『
大
無
量
寿

経
』
流
通
分
に
五
つ
の
難
を
挙
げ
て
説
か
れ

て
い
る
。（『
聖
典
』
八
七
頁
）

五
難
の
う
ち
前
三
難
に
は
共
通
し
て
、「
我

ら
が
仏
法
に
聞
き
学
び
自
己
を
回
復
す
る
こ

と
は
、
人
間
の
心
が
け
や
努
力
ぐ
ら
い
で
は

容
易
に
出
来
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
教
示
さ

れ
て
い
る
。
重
ね
て
第
四
難
で
は
、
善
知
識

に
遇
い
聞
法
す
る
こ
と
が
難
な
の
だ
と
説
く
。

念
仏
を
勧
め
て
く
だ
さ
る
人
を
善
知
識
と
尊

崇
し
、
学
ぶ
こ
と
が
難
で
あ
る
と
説
か
れ
て

い
る
の
だ
。
自
分
の
無
智
を
知
ら
せ
て
く
る

眼
前
の
人
を
善
知
識
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と

も
な
く
、
逆
に
遠
ざ
け
て
き
た
の
が
こ
の
私

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
四
難
以

上
に
「
こ
の
経
を
聞
き
て
信
楽
受
持
す
る
こ

と
」
こ
そ
「
難
き
が
中
に
難
し
」
と
教
示
さ

れ
る
。「
信
楽
」
と
は
、
本
願
の
名
号
か
ら
呼

び
か
け
ら
れ
願
わ
れ
た
如
来
よ
り
賜
わ
る
信

を
さ
す
。
日
々
の
勤
行
や
聞
法
の
中
で
念
仏

を
称
え
、「
本
願
に
帰
れ
」
と
呼
び
か
け
ま
し

ま
す
こ
と
ば
を
聞
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
、
受
け
止
め
持
続
す
る
こ
と
が
難
の
中
の

難
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
釈
尊
は
五
難
を
語
り
始
め
る
直
前

に
「
特
に
こ
の
経
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と

百
歳
」
す
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
称
え

た
念
仏
ま
で
を
も
握
り
し
め
よ
う
と
す
る
自

我
意
を
自
覚
す
る
た
め
、
百
歳
と
い
う
一
生

涯
を
学
び
、
聞
き
確
か
め
続
け
よ
」
と
教
え

ら
れ
る
と
と
も
に
、
念
仏
の
声
を
聞
い
た
人

に
よ
っ
て
法
が
伝
燈
さ
れ
る
こ
と
を
注
意
し

促
し
て
お
ら
れ
る
。
末
法
五
濁
の
世
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
貴
方
と
と
も
に
如
来
の
呼
び
か

け
を
聞
く
身
と
な
る
こ
と
が
今
、
未
来
世
の

一
切
衆
生
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
収
ま
ら
な

い
中
、「
仏
教
は
こ
の
問
題
に
見
向
き
も
し
て
い

な
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ウ
イ

ル
ス
の
退
散
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
仏
教
は
無

力
と
い
う
話
に
な
り
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
役

に
立
つ
か
立
た
な
い
か
と
い
う
、
私
た
ち
の
日

頃
の
も
の
の
見
方
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
が
仏

法
の
大
事
な
所
だ
と
思
い
ま
す
。

現
代
の
日
本
で
は
、「
仏
教
な
ん
て
無
く
て
も

生
き
て
い
け
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
親
鸞
聖
人
は

な
ぜ
生
涯
を
か
け
て
『
教
行
信
証
』
を
書
き
残

し
て
い
か
れ
た
の
か
」
を
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
確
か
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
し
ょ
う
。
と

い
う
の
も
、『
教
行
信
証
』
撰
述
と
い
う
お
仕
事

に
よ
っ
て
、
聖
人
が
直
接
的
に
評
価
を
受
け
る

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
当
時
、「
た
だ
念
仏
一

つ
で
助
か
る
」
と
い
う
教
え
は
弾
圧
の
中
に
あ

り
、
そ
れ
で
聖
人
自
身
も
流
罪
に
遭
わ
れ
た
わ

け
で
す
か
ら
、
評
価
ど
こ
ろ
か
世
間
か
ら
は
非

難
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、

最
後
ま
で
筆
を
入
れ
続
け
な
が
ら
書
き
残
し
て

い
く
こ
と
に
生
涯
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
生
き
様
か
ら
も
、
聖
人
は
「
何
が
大
事

な
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
に
問
い
か
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

以
前
私
は
、『
教
行
信
証
』
は
親
鸞
聖
人
が
真

実
に
出
遇
え
た
慶よ

ろ
こ

び
を
書
き
残
さ
れ
た
〝
感
動

の
書
〟
で
あ
り
、
そ
の
教
え
を
い
た
だ
い
た
恩

徳
に
仏
弟
子
と
し
て
応
え
ん
と
す
る
〝
知ち

恩お
ん

報ほ
う

徳と
く

の
書
〟
で
あ
る
と
お
話
し
し
ま
し
た
。

一
方
で
、『
教
行
信
証
』
が
漢
文
で
書
か
れ
た

の
は
、
当
時
の
学
者
、
聖
道
門
の
人
た
ち
に
も
、

こ
の
教
え
の
大
事
さ
を
届
け
よ
う
と
い
う
思
い

が
『
教
行
信
証
』
の
根
っ
こ
に
あ
る
か
ら
で
す
。

私
た
ち
は
御ご

自じ

釈し
ゃ
くば
か
り
優
先
し
よ
う
と
す

る
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
は

経
論
釈
を
読
ん
で
浄
土
の
教
え
を
受
け
止
め
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
文
類
と
い
う
形
を
取
っ

た
の
で
す
。
か
つ
て
安や

す

田だ

理り

深じ
ん

先
生
は
、「『
教

行
信
証
』
は
引
用
文
が
本
文
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
引
用
を
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
御
自
釈
が
あ

る
の
で
す
。
引
用
文
は
親
鸞
聖
人
の
独
自
の
受

け
止
め
が
訓
点
を
通
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

い
ち
い
ち
返
り
点
と
独
自
の
訓
点
を
つ
け
て
、こ

れ
は
こ
う
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
文
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
『
教
行
信

証
』
の
漢
文
の
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

有
名
な
と
こ
ろ
で
は
第
十
八
願
、
本
願
成じ

ょ
う

就じ
ゅ

文も
ん

の
「
至し

心し
ん

回え

向こ
う

」
で
す
。
回
向
は
衆
生
側
の

行
為
と
読
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
、「
至
心
に
回
向
し

た
ま
え
り
」・「
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」

と
い
う
最
上
の
敬
語
を
つ
け
て
、
如に

ょ

来ら
い

が
回
向

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
読
み
替
え
と
は
言
わ
ず
に
親
鸞
聖
人
の

「
読
み
込
み
・
読
み
取
り
」
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

う
読
ま
な
け
れ
ば
お
経
に
出
遇
え
な
い
と
い
う

思
い
で
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
自
分
の
意

見
を
並
べ
立
て
る
の
で
は
な
く
て
、
引
用
文
に

親
鸞
聖
人
自
身
が
一
番
聞
い
て
い
る
の
が
『
教

行
信
証
』
で
す
。

阿あ

難な
ん

は
多
聞
第
一
と
言
わ
れ
る
仏
弟
子
で
す
。

釈
尊
が
説
法
さ
れ
る
と
き
に
い
つ
も
隣
に
い
ま

し
た
。『
観
経
』
に
「
阿あ

難な
ん

在ざ
い

右う

」
と
あ
り
、
釈

尊
の
右
に
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
韋い

提だ
い

希け

に
対

す
る
説
法
を
全
部
聞
い
た
阿
難
が
耆ぎ

闍し
ゃ

崛く
っ

山せ
ん

に

帰
っ
て
か
ら
、
王お

う

舎し
ゃ

城じ
ょ
うに
い
な
か
っ
た
方
々
に

そ
れ
を
再
説
し
た
の
で
す
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

教
え
を
聞
い
て
き
た
阿
難
が
、『
大
経
』
の
序じ

ょ

分ぶ
ん

で
は
、「
今
日
の
釈
尊
は
ど
う
な
さ
っ
た
の
で
す

か
。
光
り
輝
き
方
が
い
つ
も
と
違
い
ま
す
」
と

た
ず
ね
ま
す
。
た
だ
、
釈
尊
は
ず
っ
と
同
じ
よ

う
に
光
っ
て
お
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

も
阿
難
は
そ
の
光
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

釈
尊
は
阿
難
が
気
づ
か
な
い
の
に
、
い
き
な

り
真し

ん

実じ
つ

教き
ょ
うを
語
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
は
真
実
教
を
「
時じ

機き

純じ
ゅ
ん

熟じ
ゅ
くの
真し

ん

教き
ょ
う」

と
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
機
が
熟
し
語
り
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
阿
難
は
、「
去こ

来ら
い

現げ
ん

仏ぶ
つ

　

仏ぶ
つ

仏ぶ
つ

相そ
う

念ね
ん

」
と
い
う
言
葉
で
過
去
・
未
来
・

現
在
の
仏
は
お
互
い
が
念
じ
合
う
存
在
な
の
で

す
ね
と
申
し
上
げ
た
の
で
す
。

過
去
に
も
た
く
さ
ん
仏
が
お
ら
れ
た
。
現
在

も
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
が
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
未
来
に
も
た
く
さ
ん
の
仏
が
生
み
出
さ

れ
て
い
く
。
誰
も
が
仏
に
な
る
法
（
法
則
）
で

す
。
そ
の
世
界
を
念
じ
て
い
る
釈
尊
な
の
で
あ

る
と
阿
難
は
初
め
て
分
か
っ
た
の
で
す
。
だ
か

ら
阿
難
か
ら
す
れ
ば
上
下
関
係
で
釈
尊
と
自
分

を
見
て
い
ま
し
た
の
で
、
釈
尊
が
阿
難
の
こ
と

を
未
来
の
仏
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
び
っ
く

り
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
も
い
つ
の
間
に
か
仏
教
は
阿
難
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
悟
っ
た
人
か
ら
悟
れ
な
い
人

ま
で
の
ラ
ン
ク
付
け
を
し
て
い
く
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
阿
難
だ
け
の
話
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
た
ち
も
や
は
り
修
行
を
し
た
人
が
仏

に
な
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
阿
難
は
私
た
ち

の
代
表
な
の
で
す
。
す
べ
て
段
階
的
に
ラ
ン
ク

ア
ッ
プ
し
て
い
く
と
し
か
見
ら
れ
な
い
の
が
私

た
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
か
ら
す
る
と
一
番
頷
け
な
い
の
が
誰
も

が
平
等
に
仏
に
な
る
世
界
で
す
。
そ
こ
に
釈
尊

は
生
き
て
お
ら
れ
た
の
で
す
ね
と
、
過
去
・
未

来
・
現
在
の
仏
は
「
仏
仏
相
念
」、
お
互
い
が
念

じ
合
う
存
在
な
の
で
す
ね
と
、
阿
難
が
気
づ
い

た
も
の
で
す
か
ら
、
よ
く
気
が
つ
い
た
と
言
っ

て
説
法
を
始
め
ら
れ
た
の
で
す
。

釈
尊
は
本
当
に
阿
難
自
身
の
問
い
な
の
か
と

い
う
こ
と
を
確
か
め
、
そ
し
て
阿
難
は
、
私
は

見
た
ま
ま
を
申
し
上
げ
た
の
で
す
と
言
っ
た
ら
、

そ
れ
は
一
切
衆
生
を
救
う
よ
う
な
問
い
だ
と
言

い
ま
す
。
そ
し
て
加
え
て
私
も
そ
の
た
め
に
こ

の
世
に
現
れ
た
と
、
如
来
の
出

し
ゅ
っ

世せ

本ほ
ん

懐が
い

で
あ
る

と
言
う
の
で
す
。

こ
こ
の
「
如
来
」
と
い
う
言
葉
が
と
て
も
大

事
で
、
誰
に
で
も
成
り
立
つ
法
則
に
目
覚
め
た
、

そ
こ
が
我
々
の
た
め
に
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

存
在
な
の
で
す
。
仏
の
境
地
ま
で
上
り
つ
め
て

い
く
と
、
と
ら
え
が
ち
な
の
で
す
が
、
親
鸞
聖

人
の
仏
教
は
如
の
世
界
が
こ
ち
ら
側
に
届
い
て

く
る
教
え
で
し
ょ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て

届
い
て
い
ま
す
。
ど
こ
に
で
も
届
い
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
問
題
と
仏
教

『
教
行
信
証
』
の
本
文
は
？

仏
弟
子　

阿
難

誰
の
上
に
も
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
修

行
を
何
年
し
た
か
と
か
、
知
識
が
多
い
か
少
な

い
か
と
か
、
出
家
し
た
か
ら
と
か
在
家
の
ま
ま

だ
と
か
一
切
関
係
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な

く
て
如
来
の
は
た
ら
き
が
あ
れ
ば
ど
こ
で
で
も

い
た
だ
い
て
い
け
る
世
界
で
す
。
こ
れ
が
如
来

の
出
世
本
懐
の
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

釈
尊
が
阿
難
自
ら
の
問
い
だ
と
聞
い
た
時
に
、

仏
の
言の

た
ま

わ
く
、「
善
い
か
な
阿あ

難な
ん

、
問
え
る

と
こ
ろ
甚は

な
は

だ
快
し
。
深
き
智ち

慧え

、
真し

ん

妙み
ょ
うの

弁べ
ん

才ざ
い

を
発お

こ

し
て
、
衆し

ゅ

生じ
ょ
うを
愍み

ん

念ね
ん

せ
ん
と
し

て
、
こ
の
慧え

義ぎ

を
問
え
り
。」

（『
聖
典
』
一
五
三
頁
）

と
、
一
切
衆
生
を
哀
れ
ん
で
救
う
よ
う
な
問
い
だ

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
次

に
、

如
来
、
無む

蓋が
い

の
大
悲
を
も
っ
て
三さ

ん

界が
い

を
矜こ

う

哀あ
い

し
た
も
う
。

と
、
敢
え
て
「
如
来
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ

こ
は
、
限
り
の
な
い
大
悲
を
も
っ
て
迷
い
の
世
界

を
哀
れ
ん
で
い
る
と
訳
せ
ま
す
。

阿
難
が
な
か
な
か
気
づ
い
て
く
れ
な
い
の
と

同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
も
待
た
れ
て
い
る
の
で

す
。
だ
か
ら
序
分
の
物
語
と
い
う
の
は
阿
難
に

起
こ
っ
た
出
来
事
で
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
も

釈
尊
を
ど
う
見
る
か
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、『
大

経
』
の
説
法
は
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
平
等
に
成

就
す
る
道
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
綺
麗
事
だ

と
言
っ
た
り
、
作
り
話
だ
と
か
、
自
分
と
関
係

な
い
話
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
物
語
が
、あ

な
た
を
救
う
た
め
に
法
蔵
菩
薩
は
願
い
を
発
し

た
の
だ
と
響
い
て
く
る
か
ど
う
か
で
す
。

顕け
ん

真し
ん

実じ
っ

教き
ょ
うの
「
顕
」
は
、
阿
難
の
上
に
顕あ

き
ら

か

に
な
っ
た
こ
と
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
こ
れ
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
上
に
、『
大
経
』
の
本
願
の
教
え
が
顕
わ
に
な

る
か
ど
う
か
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
れ
が
釈
尊
の
教
え
の
要
と
な
っ
た
と
き
に
こ

の
『
大
経
』
が
真
実
の
教
え
と
し
て
仰
げ
る
の

で
す
。

阿
弥
陀
の
世
界
へ
行
け
、
阿
弥
陀
に
出
遇
え
、

と
い
う
こ
と
を
勧
め
る
釈
尊
が
こ
こ
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
と
き
に
、
た
く
さ
ん
あ
る
経

き
ょ
う

典て
ん

は
何
の

た
め
に
説
か
れ
た
の
か
と
い
う
そ
の
位
置
づ
け

を
は
っ
き
り
し
て
い
く
の
が
「
化け

身し
ん

土ど
の

巻ま
き

」
で

す
。
例
え
ば
周し

ゅ

利り

槃は
ん

特ど
く

に
は
掃
除
し
な
さ
い
と

言
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
で
も
周
利
槃
特
は
そ

の
掃
除
を
通
し
て
自
分
の
心
に
い
ろ
ん
な
垢あ

か（
煩ぼ

ん

悩の
う

）
が
付
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。

も
の
覚
え
が
悪
い
か
ら
価
値
の
な
い
人
間
だ
と

思
い
込
ん
で
い
た
そ
の
垢
を
払
え
と
言
わ
れ
た
、

そ
の
釈
尊
の
お
心
に
出
遇
っ
た
の
で
す
。
言
葉

で
は
「
塵ち

り

を
払
い
垢
を
除
か
ん
」
で
す
。
そ
れ

は
、
も
の
覚
え
が
い
い
か
悪
い
か
で
量は

か

る
必
要

の
な
い
世
界
に
出
遇
え
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
受
け
止
め
を
通
し
て
見
れ
ば
、

周
利
槃
特
の
物
語
に
も
阿
弥
陀
に
出
遇
え
と
い

う
こ
と
が
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
古
い

経
典
に
阿
弥
陀
と
い
う
単
語
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
全
部
の
経
典
に
阿
弥
陀
に
出
遇
わ
せ
よ

う
と
す
る
釈
尊
の
お
心
が
流
れ
て
い
る
と
親
鸞

聖
人
は
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
人
ひ

と
り
が
、
阿
弥
陀
に
出
遇
い
、
比
べ
る
こ
と
か

ら
解
放
さ
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
根
っ
こ
が
そ
こ

に
あ
る
の
で
す
。
阿
弥
陀
が
本
願
を
説
こ
う
と

す
る
。
こ
こ
に
如
来
の
出
世
の
本
懐
が
あ
る
の

で
す
。
他
の
経
典
が
大
事
で
は
な
い
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
導
く
た
め
に
あ
る
の
で

す
。こ

う
い
う
釈
尊
の
一い

ち

代だ
い

仏ぶ
っ

教き
ょ
うと
、
釈
尊
が
一

番
お
っ
し
ゃ
り
た
か
っ
た
こ
と
が
、
ど
う
結
び

つ
く
の
か
と
い
う
問
題
を
親
鸞
聖
人
は
「
化
身

土
」
に
丁
寧
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
「
正

信
偈
」
で
は
、「
如
来
、
世
に
興こ

う

出し
ゅ
つし
た
ま
う
ゆ

え
は
、
た
だ
弥
陀
本
願
海
を
説
か
ん
と
な
り
。

（
如に

ょ

来ら
い

所し
ょ

以い

興こ
う

出し
ゅ
っ

世せ　

唯ゆ
い

説せ
つ

弥み

陀だ

本ほ
ん

願が
ん

海か
い

）」
と

あ
り
ま
す
。「
た
だ
」
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
の
本

願
、
こ
の
こ
と
一
つ
を
説
く
た
め
に
釈
尊
は
世

に
お
出
ま
し
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
箇
所
確
か
め
て
お
き
た
い
の
は
、『
尊そ

ん

号ご
う

真し
ん

像ぞ
う

銘め
い

文も
ん

』
の
最
後
に
自
分
の
「
正
信
偈
」

の
お
言
葉
を
抜
き
出
し
て
解
説
を
加
え
て
い
る

こ
と
で
す
。『
大
経
』
の
仏
道
に
自
分
も
繋
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
と

い
う
お
心
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
流
れ
の

上
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
慶
び
を
も

っ
て
こ
の
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
。「
正
信
偈
」

の
文
章
を
「
本ほ

ん

願が
ん

名み
ょ
う

号ご
う

正し
ょ
う

定じ
ょ
う

業ご
う

」
か
ら
「
即そ

く

横お
う

超ち
ょ
う

截ぜ
つ

五ご

悪あ
く

趣し
ゅ

」
ま
で
引
か
れ
て
い
ま
す
。

「
如に

ょ

来ら
い

所し
ょ

以い

興こ
う

出し
ゅ
っ

世せ

」
と
い
う
は
、
諸
仏
の

世
に
い
で
た
ま
う
ゆ
え
は
と
も
う
す
み
の

り
な
り
。

（『
聖
典
』
五
三
一
頁
）

こ
こ
に
「
如
来
」
は
諸
仏
と
明
確
に
書
い
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
釈
尊
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
如

来
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
っ
た
理
由
を
述
べ

る
言
葉
で
す
。
そ
れ
を
受
け
て
、

「
唯ゆ

い

説せ
つ

弥み

陀だ

本ほ
ん

願が
ん

海か
い

」
と
も
う
す
は
、
諸
仏

の
世
に
い
で
た
ま
う
本ほ

ん

懐が
い

は
、
ひ
と
え
に

弥み

陀だ

の
願が

ん

海か
い

一い
ち

乗じ
ょ
うの
み
の
り
を
と
か
ん
と

な
り
。

と
、
阿
弥
陀
の
本
願
海
を
こ
こ
で
は
「
願が
ん

海か
い

一い
ち

乗じ
ょ
う」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
本
当
は
こ
こ
は

詳
し
く
は
「
唯
説
弥
陀
願
海
一
乗
」
と
書
き
た
い

の
で
す
。
実
際
坂ば

ん

東ど
う

本ぼ
ん
「
正
信
偈
」
に
は
こ
こ
に

修
正
の
跡
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
七
文
字
に
し

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
し
て
も
や
む
を

得
ず
削
ら
れ
た
言
葉
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
弥
陀
の
願
海
一
乗
の
み
の
り
」
こ
れ
を
説
く
た

め
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
は
こ
の
世
に
現
れ
た

の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
次
い
で
『
大
経
』

の
出
世
本
懐
の
文
章
を
引
い
て
い
ま
す
。

し
か
れ
ば
、『
大だ

い

経き
ょ
う』

に
は
、「
如に

ょ

来ら
い

所し
ょ

以い

興こ
う

出し
ゅ
っ

於お

世せ　

欲よ
く

拯じ
ょ
う

群ぐ
ん

萌も
う　

恵え

以い

真し
ん

実じ
つ

之し

利り

」
と
と
き
た
ま
え
り
。
如に

ょ

来ら
い

所し
ょ

以い

興こ
う

出し
ゅ
つ

於お

世せ

は
、
如
来
と
も
う
す
は
、
諸
仏
と
も

う
す
な
り
。

と
、
ど
こ
ま
で
も
如
来
を
諸
仏
と
言
い
ま
す
。
親

鸞
聖
人
の
当
時
、
仏
教
と
い
え
ば
釈
尊
の
説
法
、

こ
れ
を
中
心
に
み
ん
な
が
見
て
い
ま
す
。
し
か
し

釈
尊
の
そ
の
お
心
は
何
か
と
言
っ
た
時
に
、
釈
尊

だ
け
で
は
な
く
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
仏
さ
ま
の
根

っ
こ
に
あ
る
の
は
何
か
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現

代
は
、
ど
こ
の
仏
さ
ま
に
ご
利
益
が
あ
る
か
と
い

っ
て
比
べ
て
い
ま
す
。
で
も
ど
の
仏
さ
ま
で
も
願

い
は
一
つ
で
す
よ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ

が
親
鸞
聖
人
の
言
い
た
い
こ
と
な
の
で
す
。

で
も
そ
れ
は
宗
派
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他

の
宗
派
を
説
き
伏
せ
て
そ
こ
に
み
ん
な
を
入
れ

込
も
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
仏
教
と
は
何

か
と
言
え
ば
、
ど
の
仏
さ
ま
も
我
々
が
苦
し
み

傷
つ
け
合
う
こ
と
を
超
え
る
法
に
出
遇
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
誰
も
が
仏
に
な
る
法

を
伝
え
た
い
。
そ
の
道
に
阿
難
が
気
づ
く
こ
と

が
で
き
た
よ
う
に
で
す
。

�

【
文
責
編
集
部
】

阿
弥
陀
に
出
遇
う

聖典研修
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
願
い

第
四
回 

二
〇
二
〇
年
一
月
二
〇
日

第
五
回 

二
〇
二
〇
年
九
月
十
四
日  

真
実
の
教　

二

講
師　

一い
ち

楽ら
く 

真ま
こ
と 

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）
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教
如
上
人
下
付
の
親
鸞
聖
人
御
影
で
あ
る
。

写
真
か
ら
は
分
か
り
に
く
い
が
、
教
如
上
人
に

よ
り
、
表
画
上
部
に
「
観
彼
如
来
本
願
力
」
以

下
四
行
の
『
入
出
二
門
偈
頌
』
の
賛
文
が
、
ま

た
向
か
っ
て
左
脇
に
「
和
朝
親
鸞
聖
人
」
の
銘

が
記
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
教
如
上
人
は
文
禄
元
（
一

五
九
二
）
年
十
一
月
、
本
願
寺
を
継
承
し
第
十

二
代
住
持
と
な
る
が
、
翌
年
閏
九
月
に
豊
臣
秀

吉
に
よ
っ
て
退
隠
さ
せ
ら
れ
、
弟
の
准
如
上
人

が
住
持
職
を
継
承
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も

本
願
寺
住
持
職
と
し
て
の
活
動
は
続
け
、
そ
れ

が
教
如
教
団
の
形
成
と
な
り
、
さ
ら
に
慶
長
七

（
一
六
〇
二
）
年
、
徳
川
家
康
か
ら
京
都
烏
丸
六

条
の
寺
地
寄
進
を
受
け
る
と
、
翌
年
に
は
親
鸞

聖
人
御
真
影
（
木
像
）
を
迎
え
て
東
本
願
寺
を

創
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
退
隠
後
の

教
如
教
団
形
成
を
物
語
る
歴
史
資
料
と
し
て
注

目
さ
れ
る
の
が
、
文
禄
二
年
か
ら
慶
長
七
年
ま

で
に
教
如
上
人
よ
り
下
付
さ
れ
た
本
尊
・
御
影
・

聖
教
で
あ
り
、
本
願
寺
住
持
職
と
し
て
の
自
覚

を
示
す
も
の
と
言
え
る
。

さ
て
、本
御
影
も
教
如
上
人
の
裏
書
か
ら
、慶

長
二
（
一
五
九
七
）
年
に
尾
張
国
海
東
郡
の
萱

津
圓
通
寺
に
下
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。
圓
通
寺
は
珉
光
院
の
元
々
の
寺

号
で
あ
り
、
そ
の
後
、
江
戸
前
期
の
第
十
四
代

住
職
従
盛
の
院
号
を
寺
号
に
し
た
と
い
う
①
。
教

如
上
人
退
隠
時
の
、
尾
張
地
域
で
の
教
団
形
成

を
示
す
重
要
な
法
宝
物
で
あ
る
が
、
旧
蓮
如
上

人
研
究
班
の
調
査
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、『
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
教
区
教

化
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
』
第
四
集
（『
蓮
如
上
人

と
尾
張
』、
二
〇
〇
〇
年
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
、
教
如
上
人
退
隠
時
下

付
と
断
定
で
き
る
親
鸞
聖
人
御
影
と
し
て
、
改

め
て
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

＊
本
御
影
の
調
査
は
、
旧
蓮
如
上
人
研
究
班
ス
タ
ッ
フ
の
成

瀬
元
・
井
川
芳
治
両
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
き
、
合
同
で

行
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。

④⑤

外
箱
の
表
書
に
あ
る
よ
う
に
、
箸
尾
教
行
寺

に
伝
わ
っ
た
「
安
静
御
影
」
の
模
写
で
あ
る
。
本

紙
と
表
装
裂ぎ

れ

に
分
け
る
こ
と
な
く
、
一
枚
の
絹

地
に
本
紙
以
外
の
部
分
ま
で
描
い
た
描か

き

表
具
と

呼
ば
れ
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
箸
尾
教
行
寺
の
「
安
静
御
影
」
に
つ

い
て
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
文
明
十
一
（
一
四
七
九
）
年
、

本
願
寺
第
八
代
・
蓮
如
上
人
は
、
三
河
国
碧
海

郡
安
城
に
伝
来
し
た
親
鸞
聖
人
八
三
歳
［
建
長

七
（
一
二
五
五
）
年
］
の
寿
像
と
伝
え
る
「
安

城
御
影
」（
正
本
）
を
修
復
し
、
副
本
二
幅
を
制

作
す
る
。
そ
し
て
、
一
幅
を
造
営
中
の
山
科
本

願
寺
に
安
置
し
、
も
う
一
幅
を
自
身
が
創
建
し

た
摂
津
国
富
田
の
教
行
寺
に
置
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
②
。
そ
の
後
、
教
行
寺
は
寺
基
を
、
大

和
国
広
瀬
郡
佐
味
田
村
を
経
て
同
国
十
市
郡
田

原
本
村
に
移
し
、
さ
ら
に
承
応
二
（
一
六
五
三
）

年
、
同
国
広
瀬
郡
箸
尾
村
（
現
奈
良
県
北
葛
城

郡
広
陵
町
）
の
現
地
へ
移
転
す
る
に
あ
た
っ
て
、

富
田
の
旧
坊
を
別
坊
と
す
る
③
。

た
だ
残
念
な
が
ら
、
教
行
寺
伝
来
の
御
影
副

本
は
明
治
中
頃
に
真
宗
大
谷
派
寺
務
所
内
事
局

に
預
け
置
き
と
な
っ
た
後
、
現
在
は
所
在
不
明

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
④
。
し
か
し
幕

末
に
、
復
古
大
和
絵
の
絵
師
と
し
て
著
名
な
冷れ

い

泉ぜ
い

為た
め

恭ち
か

に
よ
っ
て
模
写
本
が
制
作
さ
れ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
、
古
く
は
日
下
無
倫
氏
が
紹

介
し
て
い
る
の
で
あ
る
⑤
。
日
下
氏
に
よ
れ
ば
、

東
本
願
寺
枳
殻
邸
内
の
燕
申
堂
に
収
蔵
さ
れ
る

一
本
、
現
石
川
県
白
山
市
（
旧
松
任
市
）・
本
誓

寺
蔵
の
一
本
、
同
じ
く
石
川
県
加
賀
市
・
西
栄

寺
蔵
の
一
本
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
い
、
本
誓
寺

本
の
裏
に
は
次
の
よ
う
な
識
語
が
あ
る
と
い
う
。

　

爰
ニ
安
政
五
年
戊
午
三
月
教
行
寺
御
影

貫
主
上
人
御
覧
御
所
望
ニ
テ
岡
田
式
部
少

丞
為
恭
ニ
模
写
仰
付
ラ
レ
、
燕
申
堂
（
枳

殻
邸
ノ
仏
檀
）へ
御
収
蔵
ア
リ
シ
ト
キ
、
教

行
寺
モ
同
ク
摸
本
ヲ
作
ラ
レ
ケ
ル
。
本
誓

寺
ハ
有
縁
ノ
事
ナ
レ
ハ
ト
テ
一
本
ヲ
乞
テ

法
宝
ト
ス
ル
シ
カ
リ
⑥

こ
の
本
誓
寺
模
写
本
は
そ
の
後
『
真
宗
重
宝

聚
英
』
に
掲
載
さ
れ
、
写
真
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
に
は
掛
軸
裏
の
写
真
も
あ
り
、
為

恭
の
落
款
と
と
も
に
、
本
誓
寺
厳
護
が
前
記
の

と
お
り
の
由
来
を
記
し
て
い
る
こ
と
も
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
⑦
。
こ
こ
か
ら
、
安
政
五
（
一

八
五
八
）
年
に
第
二
十
一
代
・
厳
如
上
人
［
弘

化
三
（
一
八
四
六
）
年
継
職
］
の
所
望
に
よ
っ

て
、
箸
尾
教
行
寺
の
「
安
静
御
影
」
が
岡
田
為

恭
［
冷
泉
為
恭
・
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
岡

田
家
養
子
と
な
る
］
に
模
写
さ
れ
、
枳
殻
邸
の

燕
申
堂
に
収
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
、
教
行
寺

も
為
恭
に
よ
る
模
写
本
を
作
り
、
そ
の
内
の
一

本
が
本
誓
寺
に
譲
ら
れ
た
と
分
か
る
の
で
あ
る
。

そ
の
内
の
一
本
と
述
べ
る
訳
は
、
日
下
氏
が

紹
介
す
る
よ
う
に
、
加
賀
市
・
西
栄
寺
に
も
こ

の
時
の
模
写
本
と
考
え
ら
れ
る
御
影
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
筆
者
は
ま
だ
西
栄
寺
本
の
写
真
を

見
て
お
ら
ず
、
実
見
に
も
至
っ
て
い
な
い
が
、
現

真
宗
大
谷
派
宗
務
所
内
事
部
の
山
口
昭
彦
氏
が
、

西
栄
寺
の
所
属
す
る
同
派
大
聖
寺
教
区
の
教
導

を
務
め
て
い
る
際
、
こ
の
模
写
本
を
実
見
さ
れ

た
と
の
こ
と
で
ご
教
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

山
口
氏
は
本
誓
寺
本
も
実
見
さ
れ
て
お
り
、
両

本
と
も
に
描
表
具
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、西
栄
寺
本
に
も
為
恭
の
落
款
が
あ
り
、さ

ら
に
添
状
も
あ
っ
て
、「
教
行
寺
再
興
の
た
め
に

譲
る
」
と
の
内
容
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る

と
い
う
。
実
は
、
教
行
寺
は
江
戸
後
期
に
老
朽

化
し
た
本
堂
・
諸
殿
の
再
建
改
修
に
取
り
掛
か

り
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
本
堂
落
慶
法
要

を
厳
修
す
る
が
、
財
政
状
況
は
厳
し
く
、
当
時

そ
の
再
建
事
業
の
負
債
解
消
が
切
実
な
問
題
と

し
て
残
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
⑧
。
つ
ま

り
、そ
の
債
務
償
還
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
、有

縁
の
寺
院
へ
為
恭
模
写
の
「
安
静
御
影
」
を
譲

り
、
支
援
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
誓
寺
・
西
栄
寺
本
の
他
に
も
同

系
統
の
模
写
本
が
伝
存
し
て
お
り
、
す
で
に
二

本
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
石
川
県
小
松

市
・
円
光
寺
と
愛
知
県
豊
田
市
・
願
正
寺
に
所

蔵
さ
れ
る
模
写
本
で
あ
り
、
平
成
二
二
（
二
〇

一
〇
）
年
に
愛
知
県
の
安
城
市
歴
史
博
物
館
で

開
催
さ
れ
た
「
安
城
御
影
」
展
で
、
本
誓
寺
本

と
と
も
に
出
陳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
展

図
録
掲
載
の
写
真
を
見
る
と
⑨
、
願
正
寺
本
が

画
像
部
分
の
輪
郭
の
体
裁
を
や
や
異
に
す
る
以

外
は
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
巻
末
解
説
で
も
、

落
款
は
な
く
伝
来
に
つ
い
て
も
不
詳
だ
が
、
画

像
に
加
え
上
下
賛
の
筆
跡
も
本
誓
寺
本
に
共
通

し
、
大
き
さ
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
冷

泉
為
恭
模
写
と
推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
⑩
。

重
ね
て
同
解
説
で
は
、
円
光
寺
本
が
修
復
さ
れ

る
前
は
本
誓
寺
本
と
同
一
の
表
具
で
あ
っ
た
と

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
こ
れ
も
描
表
具
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
願
正
寺
本
に
つ
い
て
は

記
載
が
な
く
不
明
）。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
珉
光
院
模
写
本
を
改

め
て
見
る
と
、
こ
れ
も
落
款
・
添
状
等
が
な
く
、

寺
側
に
何
の
伝
承
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
上

下
賛
を
含
め
た
全
体
像
は
本
誓
寺
本
と
同
様
で

あ
る
。
大
き
さ
も
本
誓
寺
本
［
縦
一
一
五
・
五

×
横
三
六
・
〇
cm
〈
表
具
全
体�

縦
一
七
一
・
〇

×
横
四
九
・
九
四
cm
〉
⑪
］
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
描

表
具
の
図
柄
は
異
な
る
も
の
の
、
賛
文
の
筆
跡

は
一
致
し
て
い
る
。
絵え

絹ぎ
ぬ

な
ど
か
ら
は
幕
末
の

制
作
と
推
測
さ
れ
、
冷
泉
為
恭
模
写
と
し
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
筆
者
の
専

門
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
断
定
は
控
え

た
い
。
た
だ
し
、
復
古
大
和
絵
の
優
品
で
あ
り
、

教
行
寺
旧
蔵
副
本
と
と
も
に
、
枳
殻
邸
収
蔵
模

写
本
ま
で
も
が
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
現
状

に
お
い
て
⑫
、
貴
重
な
法
宝
物
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
加
え
て
、
同
系
統
の
模
写
本
が

他
に
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
、
教

行
寺
の
幕
末
の
事
情
か
ら
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

な
お
、「
安
城
」
と
「
安
静
」
の
表
記
の
問
題

で
あ
る
が
、
近
年
は
三
河
安
城
で
の
伝
来
を
重

視
し
「
安
城
」
と
表
記
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
行
寺
で
の
伝
承
は
「
安
静
」
で
あ

り
、
山
号
も
「
安
静
山
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
最
後
に
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
⑬
。

＊
本
報
告
執
筆
に
あ
た
り
、
教
行
寺
住
職
の
冨
田
英
見
氏
と

宗
務
所
内
事
部
の
山
口
昭
彦
氏
よ
り
、
資
料
提
供
な
ら
び

に
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
深
甚
の
謝
意
を

表
し
ま
す
。

①�

　『
名
古
屋
別
院
史
　
通
史
編
』（
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
別

院
、
一
九
九
〇
年
）
第
一
章
第
二
節
参
照
。

②�

　『
真
宗
重
宝
聚
英
』
第
四
巻
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
八

年
）
六
、
一
〇
頁
。

③�

　
上
場
顕
雄
「
近
世
真
宗
教
団
論
」［
同
著
『
近
世
真
宗
教

団
と
都
市
寺
院
』（
法
匨
館
、
一
九
九
九
年
）
所
収
］
お
よ

び
『
真
宗
新
辞
典
』（
法
匨
館
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

④
　
教
行
寺
住
職
・
冨
田
英
見
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
る
。

⑤�

　
日
下
無
倫
『
真
宗
史
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
三

一
年
）
第
一
編
第
六
部
「
親
鸞
聖
人
寿
像
の
研
究
」
参
照
。

⑥
　
註
⑤
書
二
一
六
頁
。

⑦�

　
註
②
書
一
四
、
五
頁
。
な
お
本
誓
寺
厳
護
と
は
、
安
政

三
（
一
八
五
六
）
年
に
本
誓
寺
を
継
職
し
た
松
本
白
華
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
［『
真
宗
人
名
辞
典
』（
法
藏
館
、
一
九

九
九
年
）
参
照
］。

⑧
　
註
④
に
同
じ
。

⑨�

　『
特
別
展�

親
鸞
聖
人
像
の
原
点�

安
城
御
影
』（
安
城
市
歴

史
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
）
五
八
～
六
一
頁
。
な
お
豊
田

市
・
願
正
寺
本
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
に
織
田
顕
信
氏
が
、

「『
安
城
御
影
』
摸
本
成
立
と
祖
師
信
仰
」［
同
著
『
真
宗
教

団
史
の
基
礎
的
研
究
』（
法
匨
館
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収
］

に
て
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
写
真
の
掲
載
は
な
い
。

⑩�

　
註
⑨
『
安
城
御
影
』
所
収
「
総
説�

安
城
御
影
の
原
点
と

展
開
」
参
照
。

⑪
　
註
②
書
一
四
頁
。

⑫
　
註
⑨
『
安
城
御
影
』
五
九
頁
。

⑬�

　
註
④
に
同
じ
。
ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
、
蓮
如
上
人
の
孫

で
あ
る
顕
誓
が
記
し
た
『
反
古
裏
書
』［
永
禄
十
一
（
一
五

六
八
）
年
］
に
、
親
鸞
聖
人
の
御
影
描
写
時
の
状
況
と
し

て
、「
世
聞
申
伝
へ
侍
ハ
、
和
讃
御
所
作
ヲ
ナ
サ
レ
御
歓
悦

ノ
御
カ
タ
チ
ヲ
ウ
ツ
サ
セ
ラ
レ
侍
ル
。」［『
真
宗
史
料
集
成
』

第
二
巻
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
三
年
）
七
四
三
頁
］
と

あ
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。

尾
張
の
真
宗
法
宝
物
調
査
レ
ポ
ー
ト

　

―
珉
光
院
（
名
東
区
）
所
蔵
・
親
鸞
聖
人
御
影
に
つ
い
て
―

 

小
島　

智

尾張の
真宗史

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
真
宗
史
資
料
調
査
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に

あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
法
宝
物
が
若
干
あ
る
。
名
古
屋
市
名
東
区
の
珉
光

院
に
所
蔵
さ
れ
る
親
鸞
聖
人
御
影
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
旧
蓮
如
上
人
研
究
班
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
情

報
に
よ
り
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
院
に
は
、
宗
祖
の
生
前
の
姿
を
描
い

た
寿
像
と
し
て
名
高
い
安あ

ん

城じ
ょ
う（
静じ

ょ
う

）
御の

ご

影え
い

の
模
写
本
も
伝
存
し
て
お
り
、
併
せ
て
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

⑴
親
鸞
聖
人
御
影
（
絹
本
著
色
）
縦
九
一
・
七
×
横
五
二
・
三
cm
　
二
〇
二
〇
年
九
月
五
日
　
調
査

⑵
箸
尾
教
行
寺
旧
蔵 「
安
静
御
影
」
模
写
（
絹
本
著
色
）

縦
一
一
四
・
八
×
横
三
八
・
〇
cm
〈
表
具
全
体�

縦
一
六
五
・
〇
×
横
四
九
・
四
cm
〉

二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
〇
日
　
調
査

同　

外
箱
表
書
写
真

同　

教
如
上
人
裏
書
（
紙
本
墨
書
）　
縦
七
〇
・
三
×
横
三
五
・
四
cm

　
　
　
　
大
谷
本
願
寺
釋
教
如
（
花
押
）

慶
長
二
丁酉
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
州
海
東
郡

本
願
寺
親
鸞
聖
人
御
影
　
　
　
萱
津
圓
通
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
住
物
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
主
釋
秀
頓
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母
の
実
家
が
曹
洞
宗
に
所
属
し
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
私
は
木
魚
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
お

勤
め
さ
れ
る
『
般
若
心
経
』
を
よ
く
聞
い
て
い

ま
し
た
。
一
方
、
私
の
父
の
家
は
真
宗
大
谷
派

の
門
徒
で
す
か
ら
、
家
で
は
『
正
信
偈
』
が
お

勤
め
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
影
響
も
あ
っ
て

か
、
物
心
つ
い
た
時
に
は
、
禅
宗
系
の
教
え
や

真
宗
に
関
す
る
本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
う

い
っ
た
様
々
な
教
え
が
合
わ
さ
り
、
両
親
が
大

切
に
し
て
い
た
も
の
を
受
け
継
い
で
、
今
の
私

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
私
の
背
景
を
最
近
は
よ

く
考
え
ま
す
。

私
は
「
証
巻
」
に
引
か
れ
る
「
阿
修
羅
の
琴
」

の
教
え
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
心
に
何
か
つ

っ
か
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
時
、
こ
の
段
を
読
み
、

胸
が
ス
ッ
キ
リ
す
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
心
に
響
く
言
葉
を
皆
さ

ん
も
見
つ
け
て
お
ら
れ
る
の
だ
な
と
、
座
談
会

で
色
々
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

三
年
間
の
研
究
生
期
間
を
経
て
、
自
分
が
何

か
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た

だ
、
今
ま
で
は
大
事
な
荷
物
が
リ
ュ
ッ
ク
の
中

に
あ
る
と
思
い
、
そ
れ
を
一
生
懸
命
背
負
っ
て

き
た
自
分
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
こ

の
三
年
間
の
中
、
荷
物
を
一
つ
一
つ
下
ろ
し
て

段
々
と
身
軽
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
感
じ

が
し
て
い
ま
す
。

 

伊い

藤と
う　

小さ

百ゆ
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仏
法
の
学
び
に
は
解
学
と
行
学
が
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
私
は
こ
れ
ま
で
解
学
ば
か
り
で

し
た
。『
正
信
偈
』
の
用
語
な
ど
を
理
解
す
る
こ

と
が
仏
教
の
学
び
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
あ

る
時
、
先
輩
か
ら
「
あ
な
た
は
仏
教
を
対
象
化

し
て
見
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ

ま
り
気
に
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

研
究
生
と
し
て
『
大
無
量
寿
経
』「
三
毒
五
悪

段
」
を
学
ぶ
中
、
私
の
心
が
見
事
に
見
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
部
分
に
お
い

て
、
釈
尊
は
弥
勒
菩
薩
に
「
こ
の
世
の
人
々
は

皆
、
思
い
や
り
な
く
自
分
の
幸
せ
だ
け
を
追
う

存
在
だ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
人
生
の
壁
、
迷
い

道
、
そ
こ
に
い
る
自
分
の
姿
が
見
え
て
い
な
い

と
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

仏
は
そ
ん
な
私
に
、
衣
服
を
整
え
て
威
儀
を

正
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
御
名
を
聞
き
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
称
す
る
道
を
示
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
私
の
過
去
の
経
験
か
ら
、
未
だ
に
心
の
霧
は

消
え
ま
せ
ん
。
今
の
心
境
は
「
ぬ
れ
な
が
ら　

な
お
雨
待
つ　

カ
エ
ル
か
な
」
で
す
。
で
す
か

ら
早
く
「
飛
び
込
ん
で　

浮
か
ぶ
他
力
の　

カ

エ
ル
か
な
」、
つ
ま
り
自
力
を
捨
て
救
わ
れ
た
姿

に
近
付
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

大お
お

島し
ま　

善よ
し

信の
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 「
研
究
生
」
と
い
う
名
前
に
ワ
ク
ワ
ク
し
、
ど

ん
な
こ
と
が
学
べ
る
か
と
期
待
を
膨
ら
ま
せ
た

初
日
。
し
か
し
、
長
年
仏
教
を
学
び
幅
広
い
知

識
を
持
つ
方
々
も
参
加
さ
れ
て
お
り
、
何
を
言

っ
て
良
い
か
分
か
ら
ず
、
座
談
会
で
は
自
分
の

殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
し
た
。
発
言
で
き
な
い
自
分
は
ど
う
や
っ
て
、

こ
の
貴
重
な
場
を
活
用
す
べ
き
か
思
案
し
た
時

期
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
座
談
会
の
中
、
他

の
研
究
生
の
葛
藤
や
人
間
模
様
な
ど
を
一
緒
に

考
え
、
意
見
を
共
有
で
き
た
こ
と
は
、
自
分
に

と
っ
て
貴
重
な
財
産
に
な
り
ま
し
た
。
三
十
年

間
仕
事
を
し
て
き
た
中
、
私
は
「
出
来
な
い
こ

と
は
無
い
、
知
ら
な
い
こ
と
は
無
い
」
と
い
う

自
信
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
研
究
生

の
日
々
を
通
し
て
、
プ
ラ
イ
ド
に
執
着
す
る
傲

慢
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て
い
た

と
今
更
な
が
ら
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
の
自
信
が

見
事
に
崩
れ
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

学
習
会
の
中
、『
観
無
量
寿
経
』
を
学
ぶ
時
間

が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
こ
の
仏
典
が
一
番
好
き

で
す
。「
王
舎
城
の
悲
劇
」
は
ど
う
し
て
起
き
て

し
ま
っ
た
の
か
。
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
家
庭
生

活
の
中
で
、
ど
う
し
て
親
子
の
争
い
は
起
き
る

の
か
。
こ
の
問
題
は
、
私
自
身
の
現
実
に
直
結

す
る
問
い
で
し
た
。

 

大お
お
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私
は
「
自
分
が
僧
侶
と
し
て
行
っ
て
い
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
」
と
い
う
疑

問
を
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
の
「
信
」

に
関
わ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
と
し
て

活
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
勧
化
を
す
る
（
救

済
を
提
供
す
る
）
立
場
に
立
つ
と
い
う
側
面
を

持
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
は
個
人
の
救
済
を
約
束

し
ま
す
が
、そ
の
救
済
は
実
感
で
き
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
こ
そ
、
自
分
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
分

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結
果
、
や
っ
て
い

る
こ
と
の
意
味
を
実
感
す
る
際
に
は
、
所
属
す

る
門
徒
の
数
や
お
布
施
の
額
な
ど
を
そ
の
基
準

に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。

「
真
仏
土
巻
」
に
は
「
如
来
す
な
わ
ち
こ
れ
虚

無
な
り
」
と
説
か
れ
ま
す
。
ま
た
宗
祖
も
和
讃

な
ど
で
仏
を
「
難
思
議
」
と
讃
え
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
仏
（
我
々
が
求
め
る
も
の
）
は
我
々
に

は
意
味
化
で
き
な
い
、
も
し
く
は
意
味
の
固
定

化
を
嫌
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
実
感
と
し
て
意
味
が

あ
る
と
思
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
至
極
ま
っ

と
う
な
こ
と
で
あ
り
、
無
理
に
意
味
を
付
け
る

必
要
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
「
意
味
を

求
め
て
し
ま
う
の
が
我
々
な
の
だ
」
と
も
、
宗

祖
は
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

 

貝か
い

沼ぬ
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樹
し
げ
る

お
朝
事
で
『
御
文
』
を
繰
り
読
み
す
る
中
、

「
蓮
如
上
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
老
病
死
と
向

き
合
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
で
蓮
如
上
人
に
つ
い
て
調
べ
て
き

た
の
で
す
が
、
一
番
気
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の

御
生
涯
に
多
く
の
方
と
の
死
別
が
見
ら
れ
る
こ

と
で
す
。
上
人
は
五
度
の
結
婚
を
し
て
い
ま
す

が
、
四
人
の
妻
と
死
別
し
て
い
ま
す
。
ま
た
二

十
七
人
の
子
が
い
ま
す
が
、
七
人
の
子
に
先
立

た
れ
て
い
ま
す
。
上
人
が
生
き
た
時
代
社
会
で

は
飢
饉
や
疾
病
も
多
く
、
何
万
と
い
う
方
々
が

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。『
御
文
』
に
は
、「
無
常

の
か
ぜ
」「
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
」「
は
か
な
き
」
な

ど
、
人
間
の
生
が
無
常
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ

せ
る
語
句
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
死
が
身
近
に

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
こ
と
を
様
々
な
方
に

伝
え
、
問
う
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

研
究
生
の
座
談
会
の
中
、「
死
が
恐
い
」
と
い

う
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

私
も
死
が
恐
い
で
す
。
同
年
齢
の
友
人
が
最
近

亡
く
な
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。『
御
文
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
い
の
ち
の
長

さ
の
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
若
い
か
ら
大
丈

夫
」
と
い
う
思
い
は
覆
さ
れ
ま
し
た
。
友
人
と
、

そ
し
て
蓮
如
上
人
が
教
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

 

河か
わ

本も
と　

俊と
し
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私
は
研
究
生
応
募
の
レ
ポ
ー
ト
に
「
死
ぬ
こ

と
が
恐
い
」
と
書
き
ま
し
た
。
仏
教
を
学
べ
ば
、

死
の
恐
怖
が
無
く
な
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
は
座
談
会
な
ど
で
何
度
か
話
し
ま
し
た
。

研
究
生
に
な
っ
て
『
真
宗
聖
典
』
を
初
め
て
開

き
、お
釈
迦
様
や
親
鸞
聖
人
の
こ
と
を
学
び
、自

分
自
身
の
欲
を
見
つ
め
直
す
こ
と
も
で
き
、
と

て
も
新
鮮
な
思
い
が
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
死

の
恐
怖
は
無
く
な
ら
な
い
し
、
た
ぶ
ん
ず
っ
と

無
く
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
今
は
思
い
ま
す
。
学

習
会
の
中
で
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が「
い

の
ち
が
私
の
中
で
生
き
て
い
る
」
と
い
う
言
葉

で
す
。
い
の
ち
は
私
の
も
の
で
は
な
く
い
た
だ

い
た
も
の
、
尽
き
る
ま
で
怖
が
ら
ず
生
き
よ
う

と
思
い
ま
し
た
。

死
の
恐
怖
に
つ
い
て
、
私
は
家
族
に
も
、
誰

に
も
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
話

す
よ
う
な
こ
と
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
座
談
会
で
他
の
研
究
生
に
聞
い
て
も
ら

い
、
そ
の
恐
怖
は
少
し
和
ら
い
だ
よ
う
に
思
い

ま
す
。
私
が
い
つ
か
余
命
宣
告
を
受
け
た
時
に

は
、
研
究
生
を
は
じ
め
、
先
生
や
ス
タ
ッ
フ
の

皆
さ
ん
の
お
寺
に
行
き
、
そ
の
こ
と
を
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
話
せ
る
人
が
こ
ん
な
に
多
く

い
る
こ
と
が
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。

�

木き

村む
ら　

幸ゆ
き

夫お

三
年
前
に
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
募
集
の
お

知
ら
せ
を
見
て
、
ど
ん
な
学
び
を
す
る
の
か
、
共

に
学
ぶ
人
た
ち
は
ど
ん
な
人
た
ち
な
の
か
、
興

味
を
持
っ
て
申
し
込
み
ま
し
た
。
参
加
し
た
皆

さ
ん
の
、
自
信
を
持
っ
て
発
言
さ
れ
る
姿
に
圧

倒
さ
れ
、
私
は
自
分
の
身
の
置
き
場
所
を
間
違

え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
な
が
ら
参
加
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
家
庭
の
事
情
で
参
加
す
る
こ

と
も
難
し
く
な
り
、
そ
こ
に
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

症
の
流
行
も
重
な
り
、
思
う
よ
う
に
学
べ
な
い

ま
ま
で
修
了
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
「
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
と
出
あ
う
こ
と

が
で
き
る
か
」
を
人
生
の
一
つ
の
目
標
と
す
る

と
共
に
、
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究

生
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
皆
さ
ん
と
関
わ
れ
た
か

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
こ
か
で
お
会

い
出
来
た
ら
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
私
も
お

声
を
か
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

 

寳ほ
う

池ち　
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研
究
生
の
学
び
か
ら
、
公
開
講
座
等
を
受
講

す
る
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
気
づ
き
を
い
た
だ

い
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
最
近
、
念
仏
は
信
仰

告
白
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
表

現
と
し
て
不
十
分
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な

く
と
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
呪
文
で
は
な
い

の
だ
と
学
習
を
通
し
て
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
信
仰
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

も
う
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
日
蓮
正
宗
の
友

人
と
の
対
話
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
し
ば
し
ば
「
信

仰
は
正
し
い
〝
道
理
〟
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
口
に
し
、
私
は
「
信
仰
は
〝
道

理
〟
を
超
え
た
も
の
だ
。
後
か
ら
屁
理
屈
を
付

け
て
〝
道
理
〟
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ

は
〝
計
ら
い
〟
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
相
容
れ
ま

せ
ん
。
互
い
に
自
分
の
道
理
（
枠
組
み
）
の
中

で
主
張
し
合
い
、
議
論
が
嚙
み
合
っ
て
い
な
い

と
も
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
互
い
が
自
分
の
信

仰
を
確
か
め
る
と
い
う
点
も
含
め
、
友
人
と
は

こ
の
勝
手
な
議
論
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
聞
法

を
続
け
て
い
け
ば
、
議
論
を
超
え
た
妙
好
人
の

よ
う
な
純
粋
な
信
仰
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
の

よ
う
に
理
屈
を
弄
ん
で
い
て
は
無
理
だ
と
い
う

気
も
し
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
に
近
づ
け
る
よ
う

に
、
こ
れ
か
ら
も
学
び
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

�
橋は
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宗
祖
が
『
正
信
偈
』
に
表
さ
れ
た
仏
の
願
い

を
受
け
止
め
た
い
と
思
い
、
研
究
生
の
三
年
間

で
『
無
量
寿
経
』『
浄
土
論
』『
論
註
』『
入
出
二

門
偈
』
と
読
み
進
め
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

聖
教
を
通
し
て
、
私
は
何
を
気
付
き
と
し
て
受

け
取
っ
た
の
か
。
思
う
に
、
阿
弥
陀
と
は
、
釈

迦
を
中
心
と
し
た
多
く
の
諸
仏
と
言
わ
れ
る

人
々
や
、
釈
迦
を
救
主
と
信
じ
た
人
々
が
長
い

年
月
を
か
け
て
見
出
し
た
真
理
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
阿
弥
陀
が
自
利
利
他
行
を

成
就
さ
れ
、
私
た
ち
は
そ
の
功
徳
を
回
向
さ
れ

る
。
そ
れ
を
他
力
と
言
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し

か
も
そ
の
功
徳
は
常
時
用
意
さ
れ
て
い
る
の
に
、

受
け
取
り
側
の
機
が
不
十
分
で
受
け
取
れ
な
い

不
相
応
が
起
き
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
在
の

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
状
況
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
私
は
宗
祖
の
教
え
を
通
し
て
、
真
理
に

一
歩
一
歩
近
付
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
の
私
に
は
「
教
え
」
を
通
し
て
、
確
実
に

得
た
も
の
は
無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し

「
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
有
難
さ
を
感
じ
る
私
が

い
る
。
名
号
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
可
思

議
光
を
信
じ
る
私
が
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
事

実
と
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
々
も
仏

の
お
は
か
ら
い
の
ま
ま
に
生
活
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

�

髙た
か

橋は
し　

律り
つ

子こ

教
化
セ
ン
タ
ー
第
十
三
期
研
究
生

修
了
報
告　

そ
の
一

研修報告
二
〇
二
二
年
六
月
二
十
七
日
、
教
化
セ
ン
タ
ー
第
十
三
期
研
究
生
が
修
了
し
た
。
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症
が
広
が
り
、
学
習
会
の
中
止
や
延
期
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
多
い
中
、
第
十
三

期
生
は
学
び
続
け
た
。
修
了
式
で
は
各
自
、
研
究
生
と
し
て
歩
む
中
で
学
ん
だ
こ
と
、
調
べ
た

こ
と
、
感
じ
た
こ
と
な
ど
を
自
由
に
報
告
す
る
機
会
を
設
け
た
。
今
号
で
は
、
そ
の
報
告
の
一

部
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

研究生奉仕団（2022年5月）

第十三期生修了式（2022年6月）



◆『真宗大谷派名古屋教区
教化センター  30年の歩み』
2021年7月21日発行
　1990（平成２）年に設立され、「時代社会の
要請に応える総合教化活動の推進」のため、
様々な課題に取り組んできた30年を振り返り、
記念誌としてまとめました。

◆『真宗大谷派名古屋教区教化センター
研究報告』第13集
2022年6月28日発行
第一部 〈研究報告〉
　旧陸軍歩兵第六連隊所属の軍人が編纂した「満洲」写真帳 
　　─ソ満国境東寧などの在営の記録─　新野　和暢
　「葬式仏教」の成立に関する覚書
　　─『改邪鈔』第十六条の歴史的背景─　小島　智
　寺院の未来についての一考察
　　─仏事の変化と寺離れの背景について─　大河内　真慈
第二部 〈講義録〉
　真宗儀式の教相 得度式をめぐって　　　　　　　　
　講　師　竹橋　太 氏（真宗大谷派儀式指導研究所 研究員）

■教化センター
〈開館〉 月～金　10:00～21:00
〈貸出〉 書籍２週間　視聴覚１週間■名古屋別院・名古屋教区・教化センターホームページ

 ［お東ネット］http://www.ohigashi.net
■お東ネット内で、教化センター所蔵図書・視聴覚教材を検索できます。

お東ネット 検索

《雑感》
　しばらく休刊しておりましたセンタージャーナルをお届けします。現況
としては、事業を点検しつつ、これまでのセンターの歩みを振り返り、こ
れからの方向性を試探しています。
　取り組んできた課題を丁寧につないでいくこと。また、時代に応じた
課題を聞き取り、動くこと。センターが人の世の問いに応えていく場とし
て機能していくために、公議公論し進めていきたいと思っています。

（Y）

◆2021年度聖典研修
テーマ　「南無阿弥陀仏」
 宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要を迎える
に当たり、「南無阿弥陀仏」をテーマに、仏教学、真宗学、歴史学
など、様 な々視点から講義をいただきました。
　① 2021年  9月14日（火）　福田　　琢 氏（同朋大学教授）
　② 2021年11月  2日（火）　織田　顕祐 氏（同朋大学特任教授）
　③ 2022年  1月18日（火）　鶴見　　晃 氏（同朋大学教授）
　④ 2022年  3月  7日（月）　蒲池　勢至 氏（同朋大学特任教授）
　⑤ 2022年  5月16日（月）　市野　智行 氏（同朋大学専任講師）
　⑥ 2022年  6月17日（金）　安藤　　弥 氏（同朋大学教授）

◆2021年度特別講座「真宗儀式の教相」
テーマ　「得度式をめぐって」
2021年12月１日（水）　竹橋　太 氏（真宗大谷派儀式指導研究所 研究員）

◆第13期研究生修了（2019.4～2022.6）
　2022年６月、第13期研究生（全18名）が、3年間の研修を修了し
ました。（報告は7－8面を参照）

◆2022年度聖典研修
テーマ　「『教行信証』「行巻」を読む─立教開宗の意義─」
講　師　梶原　敬一 氏（姫路第一病院小児科部長・真宗大谷派僧侶）
① 2022年11月10日（木）　　② 2023年  1月20日（金）
③ 2023年  3月10日（金）　　④ 2023年  5月12日（金）
【時　間】　18時～20時　　【会　場】　名古屋別院 対面所
【聴講料】　500円

◆2022年度特別講座「真宗儀式の教相」
テーマ　「帰敬式をめぐって」
2022年12月1日（木）
講　師　竹橋　太 氏（真宗大谷派儀式指導研究所 研究員）

◆第14期研究生（2022.4～2025.3）
　2022年４月より、第14期研究生（全10名）
の研修が始まりました。
　研修中は様 な々先生の講義を受け、お互
いの意見に耳を傾ける座談会を行います。
また本廟奉仕団にも参加する予定です。

◆2022年度 第34回平和展
「大谷派の海外侵出─「満洲」開教（前編）」
【日　時】　2023年3月17日（金）～23日（木）　10時～18時
　　　　　※初日は11時から開会式／最終日は17時から閉会式
【会　場】　名古屋教務所１階 議事堂　　【入場料】　無　料

教化センターSNS

 事務休暇  ・2022年12月29日（木）～2023年1月9日（月・祝）

 図書整理  ・実施期間　2023年1月23日（月）～ 2月3日（金）
＊期間中は書籍・視聴覚教材の貸出を停止させていただきます。また、館内
での閲覧や机のご利用を、お控えいただきたく存じます。機材の貸出、長
尺印刷のご依頼等は通常通り承ります。
＊借り受け中の書籍・視聴覚教材は2023年1月20日（金）までにご返却をお
願いいたします。

2021年度研修業務報告 編集・刊行

◆同朋の会 学習教材
『お寺でともに考えよう！』（全5回）
　仏教に触れる中で湧いてくる素朴な疑問から学ぶことのできる
教材を作成しました。同朋会などの学習の場でご活用ください。
第1回「仏教ってなんだろう？」 第2回「浄土真宗ってどんな教えなの？」
第3回「阿弥陀さまってどんな仏さまなの？」
第4回「お念仏ってなんだろう？」 第5回「なぜお参りするのだろう？」
＊「お東ネット」の資料ダウンロードページ内の「教化資料」ページより
PDFファイルをダウンロードし、印刷してご利用ください。

教化資料  WEB配信①大谷派の近現代史
◆第32回平和展　「真宗大谷派の海外侵出 ─台湾開教─」
　パンフレット2021年３月16日発行
　＊新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、展示会は中止。
◆第33回平和展　「真宗大谷派の海外侵出 ─華北開教─」
　パンフレット2022年３月18日発行
　＊新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、展示会は中止。

②尾張の真宗史  ＊『研究報告』第13集参照
③現代社会と真宗教化  ＊『研究報告』第13集参照

2020～2021年度研究業務報告
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