
い
ま
知
っ
て
お
き
た
い

~
一
浄
土
宗
近
現
代
史

新
連
載
筆
者
吉
田
淳
雄
師
に
聞
く

令
和
５
年
、
本
誌
に
「
浄
土
宗
近
現
代
史
ｌ

青
年
僧
に
知
っ
て
ほ
し
い
信
仰
の
軌
跡
」
の
連

載
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

明
治
維
新
以
降
、
廃
仏
殼
釈
、
戦
時
体
制
時

代
、
東
西
分
裂
な
ど
浄
土
宗
に
と
っ
て
も
激
動

の
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
若
手
僧
侶
を
中

心
に
学
ぶ
機
会
は
少
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

今
回
、
連
載
の
執
筆
を
引
き
受
け
て
い
た
だ

い
た
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
の
吉
田
淳
雄

師
に
近
現
代
史
に
つ
い
て
、
そ
し
て
連
載
内
容
な

ど
に
つ
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
伺
っ
た
。
（
服
部
祐
淳
）

１
９
７
４
年
生
ま
れ
。
大
正
大
学
仏
教

学
部
卒
。
同
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
仏

教
学
専
攻
（
浄
土
学
）
博
士
後
期
課
程
満

期
退
学
。
専
門
は
法
然
門
下
の
思
想
・
事

蹟
、
浄
土
宗
史
。
現
在
、
千
葉
教
区
松
翁

院
住
職
、
千
葉
教
区
教
化
団
副
団
長
。
２

吉

田

淳

雄

よ
し
だ
・
じ
ゅ
ん
ゆ
う

澪‘畷錘 ~~~

認溌蕊澱
些狽 L､

"〈

~~~

０
０
５
年
か
ら

昨
年
ま
で
、
大

正
大
学
非
常
勤

講
師
と
し
て

「
浄
土
教
団
史

研
究
」
な
ど
を

担
当
。
浄
土
宗

総
合
研
究
所
で

も
浄
土
宗
近
現

代
史
の
研
究
に

携
わ
っ
た
。

１
９
８
３
年
、
長
野
生
ま
れ
。
長
野
・

更
埴
組
安
養
寺
副
住
職
。
２
０
０
５
年
、

大
正
大
学
仏
教
学
科
卒
業
後
~
浄
土
宗
宗

務
庁
（
東
京
）
に
勤
務
。
令
和
２
年
３
月

ま
で
「
浄
土
宗
新
間
』
の
編
集
に
携
わ
る
。

本
誌
デ
ジ
タ
ル
編
集
部
員
。

聞
き
手

服

部

祐

淳

は
つ
と
り
・
ゆ
う
じ
ゆ
ん
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服
部
祐
淳
（
以
下
服
部
）
な
ぜ
い
ま
浄
土
宗
の
近

現
代
史
を
取
り
上
げ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
田
淳
雄
師
（
以
下
吉
田
）
近
現
代
浄
土
宗
の
歩

み
は
、
私
た
ち
に
近
し
い
時
代
の
先
人
た
ち
が
た

ど
っ
て
き
た
道
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
が
時

代
の
変
化
に
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
か
を
考
え
て
い

く
う
え
で
大
変
貴
重
な
歴
史
、
経
験
で
あ
る
わ
け
で

す
。
開
宗
８
５
０
年
を
控
え
る
今
は
、
ま
さ
に
そ
の

時
代
を
振
り
返
る
絶
好
の
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
一
方
で
、
近
現
代
の
歴
史
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
学
ぼ
う
に
も
初
学

者
向
け
の
参
考
書
・
文
献
が
ほ
ぼ
存
在
し
て
い
な
い

と
い
っ
て
い
い
で
す
し
、
若
い
世
代
の
方
々
に
は
敷

居
の
高
い
領
域
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
も
長

ら
く
大
正
大
学
で
浄
土
宗
史
を
担
当
し
て
き
ま
し
た

が
、
時
間
的
な
問
題
も
あ
っ
て
近
現
代
史
ま
で
詳
し

く
講
義
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

服
部
確
か
に
私
の
学
生
時
代
も
明
治
初
期
の
廃
仏

※
１
｛
廃
仏
殼
釈
］

明
治
初
年
の
神
仏
分
離
令
に
端
を
発
し
た
仏
教
排
斥

運
動
。
増
上
寺
や
寛
永
寺
な
ど
で
は
神
社
関
係
の
諸

施
設
が
破
壊
さ
れ
る
な
ど
神
仏
の
分
離
が
進
め
ら
れ

た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
寺
院
仏
閣
の
統
廃
合
や
破
壊
、

仏
像
、
経
典
な
ど
の
破
却
が
全
国
的
に
行
わ
れ
た
。

※
２
｛
東
西
分
裂
一

昭
和
料
年
宗
教
団
体
法
が
成
立
し
た
の
を
契
機
に

管
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
、
｜
宗
一
本
山
制
の
確
立

と
各
本
山
の
本
末
解
体
が
争
点
に
。
知
恩
院
と
他
本

山
が
対
立
し
、
昭
和
創
年
に
金
戒
光
明
寺
、
翌
年
知

恩
院
が
浄
土
宗
を
離
脱
し
た
。

吉
田
浄
土
宗
史
と
い
え
ば
や
は
り
、
法
然
上
人
の

殴
釈
（
※
１
）
な
ど
は
教
わ
り
ま
し
た
が
、
戦
時
下

の
歴
史
や
、
東
西
分
裂
（
※
２
）
）
な
ど
は
触
れ
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

3



周
り
で
形
成
さ
れ
た
専
修
念
仏
集
団
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
聖
光
・
良
忠
上
人
、
伝
法

の
確
立
に
至
っ
た
聖
問
上
人
・
聖
聡
上
人
、
徳
川
幕

府
の
庇
護
の
も
と
教
線
を
拡
大
し
て
い
っ
た
江
戸
時

代
の
浄
土
宗
…
…
と
、
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ

イ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
結
果
的
に
終
盤
の

近
現
代
史
は
駆
け
足
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実

状
で
す
。

服
部
時
間
的
要
因
と
と
も
に
、
東
西
分
裂
な
ど
は

時
間
の
経
過
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
授
業
で
は
扱
い

づ
ら
い
側
面
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
田
東
西
分
裂
は
昭
和
、
そ
れ
も
戦
後
の
話
で
す

か
ら
、
私
く
ら
い
の
世
代
だ
と
祖
父
、
曾
祖
父
の
時

代
の
出
来
事
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
な
る
と
直

接
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
の
お
名
前
が
出
て
き
た
り

し
ま
す
し
、
中
に
は
ご
存
命
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
り
と
、
確
か
に
歴
史
的
評
価
が
下
し
づ
ら
い
状
況

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
立
場
に
よ
っ
て
評
価
は
が
ら

り
と
変
わ
り
ま
す
し
ね
。
そ
こ
か
ら
時
間
が
経
過
し

て
令
和
の
時
代
に
入
り
、
良
い
部
分
や
、
逆
に
そ
う

と
は
言
え
な
い
部
分
も
含
め
て
、
よ
り
大
き
な
視
野

で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
状
況
が

整
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

服
部
あ
く
ま
で
こ
の
連
載
で
は
歴
史
的
な
善
悪
を

決
め
る
の
で
は
な
く
、
傭
撤
的
視
座
で
概
説
し
、
学

ぶ
機
会
を
得
て
も
ら
う
と
い
う
立
場
で
し
ょ
う
か
？

吉
田
そ
の
通
り
で
す
。
歴
史
的
な
評
価
に
つ
い
て

は
立
場
に
よ
っ
て
様
々
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
各
人

で
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
評

価
を
す
る
に
も
、
前
提
と
な
る
歴
史
的
な
事
実
を

知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
き
る
だ
け
評
価
と
は
切
り
離
し
て
、
浄
土
宗
の

歴
史
を
怖
職
的
に
見
て
き
た
場
合
に
こ
う
い
う
出
来

事
が
あ
り
ま
し
た
と
、
重
要
事
項
を
取
り
上
げ
て
お

話
し
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

ど
う
し
て
も
私
の
主
観
が
入
る
こ
と
も
あ
る
で

4
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し
よ
う
け
ど
、
な
る
べ
く
中
立
的
に
と
心
が
け
ま
す
。

服
部
す
べ
て
が
教
科
書
的
と
い
う
よ
り
、
先
生
の

想
い
な
ど
も
含
め
て
い
た
だ
い
た
方
が
、
よ
り
読
者

さ
ん
が
考
え
る
き
っ
か
け
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま

す
。
「
健
全
な
批
判
精
神
」
は
『
浄
土
』
の
持
ち
味

で
も
あ
り
ま
す
の
で
。

さ
て
、
連
載
で
は
ど
の
よ
う
な
時
代
、
ト
ピ
ッ
ク

ス
に
触
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？

吉
田
時
代
区
分
で
い
え
ば
明
治
維
新
か
ら
現
在
の

よ
う
な
教
団
体
制
が
で
き
た
時
代
ま
で
と
考
え
て
い

ま
す
。お

お
ま
か
に
い
う
と
明
治
維
新
の
混
乱
期
か
ら
始

ま
り
、
教
学
、
布
教
、
社
会
事
業
等
の
進
展
期
、
戦

時
体
制
に
移
り
ゆ
く
時
代
、
東
西
分
裂
を
経
て
昭
和

調
年
の
七
五
○
年
大
遠
忌
で
合
同
法
要
が
勤
め
ら
れ
、

翌
年
に
正
式
に
合
同
し
、
昭
和
死
年
に
金
戒
光
明
寺

（
黒
谷
浄
土
宗
）
が
合
流
し
て
今
の
浄
土
宗
の
体
制

に
な
る
ま
で
と
な
り
ま
す
（
次
頁
表
参
照
）
。

服
部
表
を
見
た
だ
け
で
も
激
動
の
時
代
だ
と
わ
か

り
ま
す
し
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
だ
ら
け

で
す
ね
。

吉
田
そ
う
で
す
ね
。
特
に
若
手
僧
侶
の
世
代
に
は
、

知
識
と
し
て
も
今
後
の
宗
の
道
標
と
し
て
も
活
用
し

て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。
例
え
ば
明
治
維

新
の
時
は
、
長
ら
く
浄
土
宗
を
保
護
し
て
く
れ
て
い

た
幕
府
が
い
き
な
り
な
く
な
り
新
し
い
政
府
が
樹
立

さ
れ
ま
し
た
。
新
政
府
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
の

か
、
ま
た
そ
の
時
代
に
は
廃
仏
穀
釈
と
い
う
仏
教
に

対
す
る
排
斥
運
動
が
お
こ
り
も
の
す
ご
い
逆
風
が
吹

い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
、

寺
院
・
仏
教
界
は
立
ち
直
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
う

い
っ
た
と
こ
ろ
は
参
考
に
な
り
ま
す
よ
ね
。

ま
た
、
明
治
“
年
、
法
然
上
人
の
七
百
年
大
遠
忌

が
営
ま
れ
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
明
治
初
期
の
混
乱

を
乗
り
越
え
て
浄
土
宗
が
近
代
教
団
と
し
て
出
発
し

た
時
期
で
す
。
宗
内
各
所
が
が
っ
ち
り
と
連
携
を
取

ラ



◇近代浄土宗の時期区分（吉田私案）

8月治維新(1868）

箒藩体制の崩壊、

廃仏殼釈など
①混乱時代（約5年）

寺院・僧侶のあり方が激変

日月治5年(1872）

大教院設置
②大教院時代（約3年）

政府の強力な宗教統制下での苦悩

日月治8年(1875）

大教院廃止→東西分立（日月治1 1年）③東西分立時代（約12年）

東西対立の露呈、

近代教団への試行錯誤

明治20年(1887)

交番管長制の廃止、

宗制八章四十八条の制定
④安定時代（約25年）

近代教団制の確立

明治44年(191 1 ）

法然上人七百年大遠忌
⑤発展時代（約25年）

教学、布教、社会事業等の進展

昭和12年(1937）

日中戦争開始
⑥戦時体制「時代」 （約12年）

時局に合わせた教団体制に移行

昭和22年(1947）

浄土宗本派（知恩院）の独立⑦東西分裂時代（約15年）

浄土宗と浄土宗本派(知恩院)の

分裂、そして合同への模索

昭和36年(1961 ）

法然上人七百五十年大遠忌、

東西浄土宗の合同

⑧合併合同時代（60年余）

黒谷浄土宗も合流(昭和52年)、

現在の教団体制へ

現在

6



新連載筆者吉阯|淳雄帥に聞く

り
な
が
ら
、
七
百
年
大
遠
忌
と
い
う
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン

ト
に
向
け
て
様
々
な
人
材
育
成
、
後
世
に
残
る
レ
ガ

シ
ー
な
ど
の
構
築
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た

事
例
と
い
う
の
は
、
何
の
た
め
に
宗
が
存
在
し
て
い

る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
皆
様
か
ら
集
め
た
課
金

を
使
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
上

で
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
し
、
当
時
と
し
て
は
見
事

な
解
答
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

服
部
な
る
ほ
ど
、
「
見
事
な
解
答
」
で
す
か
、
そ

れ
は
連
載
が
楽
し
み
で
す
ね
。
そ
の
他
、
特
に
知
っ

て
ほ
し
い
ト
ピ
ッ
ク
ス
は
あ
り
ま
す
か
？

吉
田
例
え
ば
い
ま
「
国
と
宗
教
」
が
メ
デ
ィ
ア
で

話
題
に
上
が
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

服
部
い
わ
ゆ
る
旧
統
一
教
会
と
議
員
さ
ん
の
関
係

に
つ
い
て
で
す
ね
。

吉
田
そ
う
で
す
。
宗
教
教
団
に
対
す
る
国
の
統
制

を
も
っ
と
強
め
る
べ
き
だ
と
い
う
論
調
が
強
い
で
す

が
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
す
。
「
国
と
宗
教
」
に
つ

い
て
歴
史
的
に
み
る
と
、
明
治
初
期
に
大
教
院
と
い

う
組
織
が
置
か
れ
、
政
府
が
宗
教
を
完
全
に
統
制
し

て
国
の
教
え
、
い
わ
ゆ
る
国
教
の
よ
う
な
も
の
を

作
っ
て
仏
教
教
団
も
そ
の
中
に
取
り
込
ん
で
利
用
し

よ
う
と
も
く
ろ
ん
だ
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば

南
都
六
宗
な
ど
の
宗
派
は
独
立
性
を
認
め
ら
れ
ず
、

東
大
寺
で
知
ら
れ
る
華
厳
宗
は
浄
土
宗
と
一
緒
に
さ

れ
た
り
、
各
寺
院
で
も
お
説
教
ひ
と
つ
に
も
制
限
が

か
か
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
。

政
府
が
理
想
主
義
に
走
り
す
ぎ
、
あ
ま
り
に
無
理

が
あ
っ
て
数
年
で
破
綻
し
ま
し
た
が
、
国
家
が
本
気

で
宗
教
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
時
代
が
あ
っ
た
の
だ

と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
現
在

の
論
調
は
「
か
つ
て
国
家
が
宗
教
に
対
し
過
度
な
介

入
を
し
た
」
と
い
う
事
実
を
ま
る
で
度
外
視
し
て
お

り
、
信
教
の
自
由
の
意
味
と
意
義
が
理
解
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

服
部
現
代
の
社
会
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
歴
史
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を
学
ぶ
こ
と
は
重
要
で
す
ね
。
一
方
、
苦
難
な
時
代

を
経
て
近
現
代
に
優
秀
な
僧
侶
が
多
く
輩
出
さ
れ
ま

し
た
ね
。

吉
田
こ
れ
は
誇
ら
し
い
こ
と
で
、
大
正
時
代
、
浄

土
宗
は
学
問
宗
と
し
て
花
咲
き
ま
し
た
。
学
問
・
理

論
の
面
だ
け
で
な
く
、
実
践
の
場
で
指
導
す
る
優
秀

な
リ
ー
ダ
ー
を
輩
出
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

背
景
と
し
て
法
然
上
人
の
七
百
年
大
遠
忌
事
業
を
有

効
に
活
用
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
後
世
に
残

し
続
け
る
べ
き
基
礎
文
献
を
収
集
し
、
『
浄
土
宗
全

書
』
な
ど
読
み
や
す
い
形
に
編
集
し
刊
行
す
る
事
業

に
力
を
入
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
若
手
の
僧
侶
を
登

用
す
る
こ
と
で
多
く
の
人
材
を
育
て
て
い
き
、
や
が

て
そ
の
方
々
が
後
進
の
育
成
を
図
っ
て
い
く
と
い
う

最
良
の
サ
イ
ク
ル
が
実
現
し
ま
し
た
。

事
業
化
し
て
仕
事
を
与
え
報
酬
を
払
い
人
材
を
育

て
る
。
こ
れ
が
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
行
わ
れ
、

そ
こ
か
ら
輩
出
さ
れ
た
方
々
は
浄
土
学
に
と
ど
ま
ら

ず
、
仏
教
学
、
宗
教
学
の
世
界
で
広
く
活
躍
し
、
社

会
事
業
と
し
て
福
祉
の
実
践
に
も
つ
な
げ
て
い
き
ま

し
た
。

服
部
遠
忌
事
業
を
人
材
育
成
に
注
力
し
た
の
は
思

い
切
っ
た
政
策
で
す
ね
。
結
果
、
功
を
奏
し
て
多
く

の
著
名
な
高
僧
が
輩
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
特
に
先
生

が
興
味
を
も
た
れ
た
方
は
ど
な
た
で
す
か
？

吉
田
や
は
り
浄
土
学
研
究
室
の
初
代
主
任
を
務
め

ら
れ
た
望
月
信
亨
先
生
で
す
。

浄
土
学
と
い
う
学
問
を
実
質
的
に
創
出
さ
れ
た
方

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
宗
乗
と
呼
ば
れ
て

い
た
、
檀
林
で
培
わ
れ
て
き
た
学
問
を
近
代
的
な
仏

教
学
と
う
ま
く
結
合
さ
せ
て
い
っ
た
わ
け
で
、
先
生

が
ど
の
よ
う
に
そ
の
学
風
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
の

か
は
と
て
も
興
味
深
い
で
す
。

も
う
一
人
あ
げ
る
な
ら
ば
、
社
会
事
業
の
ト
ッ
プ

リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
矢
吹
慶
輝
先
生
で
す
。

先
生
は
大
正
大
学
の
今
の
社
会
福
祉
研
究
室
の
創
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新述城筆者吉田淳雄師に聞く

設
者
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
も
と
も
と
は
宗

教
学
の
研
究
の
た
め
に
留
学
を
す
る
の
で
す
が
、
そ

こ
で
社
会
事
業
と
い
う
概
念
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
を
日
本
に
持
ち
帰
り
、
大
正
大
学
教
授
、

さ
ら
に
は
当
時
の
東
京
市
の
社
会
局
長
と
し
て
そ
の

実
現
に
精
力
的
に
活
動
さ
れ
た
方
で
す
。

日
本
に
お
け
る
社
会
事
業
の
先
駆
者
で
、
理
論
面

の
み
な
ら
ず
、
実
践
面
で
も
大
き
な
実
績
を
残
し
ま

し
た
。
そ
の
他
、
本
当
に
多
く
の
優
秀
な
高
僧
が
活

躍
し
た
の
で
、
連
載
で
で
き
る
だ
け
ご
紹
介
で
き
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

服
部
「
社
会
事
業
」
と
い
う
言
葉
は
学
生
時
代
に

習
い
、
当
時
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
と
漠

然
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
松
島
靖
朗
上
人

（
奈
良
・
第
五
組
安
養
寺
）
が
展
開
す
る
食
料
等
の

再
分
配
事
業
「
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
や
、
吉
水
岳
彦
上

人
（
東
京
・
北
部
光
照
院
）
が
展
開
し
て
い
る
路
上

者
支
援
団
体
「
ひ
と
さ
じ
の
会
」
な
ど
、
宗
内
の
若

手
僧
侶
が
次
々
に
社
会
事
業
に
乗
り
出
し
て
お
り
、

そ
の
源
流
と
な
る
お
話
も
興
味
深
い
で
す
ね
。

連
載
に
向
け
最
後
に
読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願

い
し
ま
す
。

吉
田
私
は
大
学
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
浄
土
宗
の
近

代
史
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
学
ぼ
う
に
も

全
体
像
が
一
冊
の
本
に
ま
と
ま
っ
て
お
ら
ず
大
変
苦

労
し
ま
し
た
。
様
々
な
本
か
ら
断
片
的
に
知
識
を
積

み
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
面
白
い

で
す
し
、
自
分
に
と
っ
て
も
役
に
立
ち
、
さ
ら
に
は

こ
れ
か
ら
の
宗
門
を
考
え
る
う
え
で
大
変
参
考
に
な

る
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
自
分
の
在
り
方
、
さ
ら
に
は
浄
土
宗

の
今
後
に
反
映
し
て
い
た
だ
く
べ
く
、
特
に
若
い

方
々
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
て
も
あ
り

が
た
い
で
す
。

服
部
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
連
載
を
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。
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