
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
が

停
戦
合
意
し
て
、
少
し
ほ
っ
と
し
ま

し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て

躊
躇
な
く
人
命
を
奪
う
こ
と
が
で
き

る
の
か
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。
兵
器

が
自
動
化
さ
れ
「
現
実
の
死
」
が
見

え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
政
治
指
導
者
の
意
志
に

よ
っ
て
戦
争
が
左
右
さ
れ
て
い
る
現

状
を
み
る
と
、
指
導
者
に
他
者
の
痛

み
へ
の
共
感
を
促
す
良
心
や
宗
教
が

枯
渇
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
で
思
い
出
す
の
は
憤
怒
の
形

相
を
し
た
不
動
明
王
で
す
。
仏
法
に

従
わ
な
い
者
を
恐
ろ
し
げ
な
姿
で
脅

し
教
え
諭
し
ま
す
。
そ
う
で
も
し
な

い
と
仏
法
に
従
わ
な
い
か
ら
で
す
。

不
動
明
王
が
現
れ
て
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
や

プ
ー
チ
ン
ら
を
制
止
し
て
も
ら
え
な

い
か
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。

春
季
彼
岸
会
法
要

Ｏ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｎ
の
つ
ど
い

日

時

三
月
二
十
三
日
（
日
）

十
時

勤
行

十
時
半

御
法
話

十
二
時

お
弁
当
、
解
散

講

師

三
上
明
祥
氏

本
福
寺
（
堅
田
）
住
職

本
願
寺
派
布
教
使

講

題

『
無
常
の
風
き
た
り
ぬ
れ

ば
～
別
れ
の
悲
し
み
を
照

ら
す
光
』

服

装

平
服
で
結
構
で
す

＊
お
弁
当
を
ご
用
意
し
ま
す
。
数
を

把
握
す
る
関
係
上
、
ご
参
拝
下
さ

る
方
は
お
寺
へ
三
月
十
日
ま
で
に

ご
連
絡
下
さ
い
。

E

メ
ー
ル:

e
i
j
u
n
j
i
1
6
0
8
@
g
m
a
i
l
.
c
o
m

ラ
イ
ン:

「
永
順
寺
」
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

＊
通
常
は
送
信
専
用
で
す
が
出
席

連
絡
は
ご
使
用
可
に
し
ま
す
。

住
職
携
帯
（0

9
0
-
7
8
8
7
-
1
6
4
7

）
へ
の

シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
で
も
結
構
で
す
。

そ
の
際
必
ず
名
前
を
お
書
き
下
さ
い
。

帰
敬
式
の
ご
案
内

き

き

ょ
う
し
き

帰
敬
式
と
い
う
の
は
、
「
釋
○
○
」

と
い
う
法
名
を
本
山
で
頂
く
儀
式
の

こ
と
で
す
。
現
在
、
す
で
に
３
０
人

以
上
の
方
が
受
式
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
は
「
戒
名
」
と
呼
ば
れ

ま
す
が
、
浄
土
真
宗
で
は｢

法
名｣

と

い
い
ま
す
。
「
法
」
は
「
仏
教
の
教

え
」
と
い
う
意
味
で
す
。

法
名
は
死
ん
で
か
ら
と
思
っ
て
い

る
と
「
生
き
て
い
る
時
に
っ
て
縁
起

で
も
な
い
」
（
「
縁
起
」
の
使
い
方

が
間
違
っ
て
い
ま
す
が
）
と
感
じ
る

方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
戦

国
の
武
将
た
ち
は
何
時
死
ん
で
も
よ

い
よ
う
に
生
前
に
出
家
し
て
戒
名
を

付
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
武
田
信
玄
、

上
杉
謙
信
な
ど
そ
の
典
型
で
す
。
そ

の
方
が
縁
起
が
い
い
と
す
ら
考
え
た

と
も
言
わ
れ
ま
す
。

縁
起
の
善
し
悪
し
は
さ
て
お
き
、

生
前
に
受
け
る
意
味
は
い
く
つ
か
あ

り
ま
す
。
死
は
必
ず
来
る
し
、
い
つ

来
る
か
は
不
定
で
す
。
だ
か
ら
、
法

名
付
け
て
覚
悟
を
決
め
る
。
生
前
に

自
分
の
法
名
を
知
る
事
が
で
き
る
し
、

安
心
し
て
生
き
ら
れ
る
し
死
ね
る
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
す
る
機
会
が

増
え
る･

･
･

。
生
き
方
が
少
し
ず
つ
変

わ
る
と
思
い
ま
す
。

今
年
の
予
定
は
、
次
の
通
り
で
す
。

詳
細
は
申
込
ま
れ
た
方
に
別
途
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
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は

ら

か

ら
〒
五
二
〇-

〇
〇
四
三

大
津
市
中
央
一
丁
目
二-

三
二

電

話

〇
七
七
ー
五
二
二
ー
七
六
四
六

住
職
携
帯

〇
九
〇
ー
七
八
八
七
ー
一
六
四
七

Ｅ
メ
ー
ル

e
ij
u
nj
i
16
0
8@
g
ma
i
l.
c
om

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

サザンカ

日

時

六
月
四
日
（
水
）

集

合

十
二
時
半

西
本
願
寺

冥
加
金

一
万
円

日

程

一
時
半

帰
敬
式

二
時

国
宝
鴻
の
間

な
ど
見
学

三
時

解
散

申
込
み

三
月
十
日
（
月
）
ま
で
。

電
話
で
お
願
い
し
ま
す
。

そ
の
他

①
頂
い
た
法
名
の
変
更
は

で
き
ま
せ
ん
。

②
住
職
が
法
名
を
お
付
け

す
る
場
合
は
、
冥
加
金
は
、

本
山
二
万
円
、
住
職
五
千

円
必
要
と
な
り
ま
す
。



こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
仏
教
・
浄

土
真
宗
の
教
え
・
見
方
を
日
常
の
暮

ら
し
に
即
し
て
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
「
縁
起
」
に
つ
い
て
。

「
縁
起
」
と
い
う
の
は
、
何
か
の

出
来
事
（
こ
れ
が
「
果
」
で
す
）
が

起
こ
っ
た
時
、
そ
こ
に
は
必
ず
原
因

（
「
因
」
と
「
縁
」
）
が
あ
る
と
い

う
も
の
の
見
方

で
す
。
「
因
」

は
根
本
原
因
、

「
縁
」
は
間
接

的
な
原
因
で
す
。

た
と
え
ば
、
花

が
咲
い
た
時
、
花
の
種
が
「
因
」
で
、

水
や
太
陽
の
光
な
ど
が
「
縁
」
で
す
。

種
（
因
）
だ
け
で
は
花
（
果
）
は
咲

き
ま
せ
ん
が
、
種
が
な
け
れ
ば
、
ど

れ
ほ
ど
条
件
が
整
っ
て
い
て
も
（
縁
）

花
は
咲
き
ま
せ
ん
。

そ
の
条
件
（
縁
）
も
、
太
陽
や
水

と
い
っ
た
花
が
咲
く
の
を
後
押
し
す

る
縁
だ
け
で
は
な
く
、
開
花
を
邪
魔

す
る
条
件
、
た
と
え
ば
、
種
が
踏
み

潰
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
条
件
も
必

要
で
す
。
前
者
を
「
与
力
の
縁
」
、

後
者
を
「
不
障
の
縁
」
と
い
い
ま
す
。

私
の
こ
と
を
例
に
、
こ
の
二
つ
の

「
縁
」
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

私
の
曽
祖
父
は
七
番
目
の
男
子
と

し
て
生
ま
れ
成
長
し
て
住
職
に
な
り

ま
し
た
。

先
に
生
ま

れ
た
六
人

が
皆
亡
く

な
っ
た
か

ら
で
す
。

こ
れ
を
知
っ
た
時
、
よ
く
「
育
っ
て

く
れ
た
」
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
が

私
が
生
ま
れ
る
た
め
の
「
与
力
の
縁
」

で
す
。
ち
な
み
に
「
因
」
は
両
親
が

結
婚
し
た
こ
と
で
す
。

「
因
」
は
さ
て
お
き
、
し
ば
ら
く

し
て
気
が
付
い
た
の
は
、
六
人
の
兄

弟
の
一
人
で
も
成
長
し
て
住
職
に
な
っ

て
い
た
ら
、
私
は
生
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
六
人
が
亡

く
な
っ
た
こ
と
が
私
が
生
ま
れ
る

「
不
障
の
縁
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

六
人
の
子
ど
も
（
全
員
十
歳
未
満
）

を
次
々
と
亡
く
し
た
親
の
悲
し
み
は

い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。
私
の
い

の
ち
に
は
、
喪
失
の
悲
し
み
と
七
番

目
の
子
の
成
長
の
喜
び
は
も
と
よ
り

で
す
が
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
無
数
の

人
々
の
喜
怒
哀
楽
が
幾
層
に
も
沈
殿

し
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
し
た
。
生

き
る
と
は
、
そ
う

い
う
い
の
ち
を
生

き
る
こ
と
な
の
だ

と
思
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
誰
の
い
の
ち
に
つ
い
て
も

い
え
る
こ
と
で
す
。
「
先
祖
」
と
い

う
こ
と
の
本
当
の
意
味
は
、
こ
う
い

う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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フォトでほっと
実は、住職の趣味は写真なんです。まあ、下
手の横好きですが、どこに行くのも大抵カメ

ラ持参です。それで、こういうコーナーを設

けてみました。私の写真も載せますが、皆さ

んからも投稿して頂けるとうれしいです。

一言コメントもよろしくお願いします。

三羽の雄のヒドリガモがすいすい。びわ湖ホー

ル近くの水辺で撮りました。

暮
ら
し
の
中
の

浄
土
真
宗

第十三代住職教盈（きょうえい）



「
親
鸞
聖
人
の
生
涯
」
と
銘
打
ち
な

が
ら
、
な
か
な
か
親
鸞
聖
人
が
登
場

し
ま
せ
ん
が
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち

下
さ
い
。
い
わ
ば
「
前
史
」
を
少
し

詳
し
く
お
話
し
た
方
が
、
親
鸞
聖
人

の
革
新
性
を
一
層
理
解
し
や
す
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
革
新
性
と
い
い
ま

し
た
が
、
本
来
の
仏
教
に
近
づ
け
た

と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
鎌
倉
時
代
に
活
動
さ
れ

た
他
の
祖
師
方
に
も
い
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
聖
人
に
限

定
し
て
お
話
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
前
回
は
、
仏
教
の
伝
来
か

ら
奈
良
時
代
の
国
家
仏
教
の
成
立
ま

で
お
話
を
し
ま
し
た
。
当
時
の
仏
教

は
、
宗
教
と
い
う
側
面
と
先
進
文
化

の
両
面
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
宗
教

面
に
お
い
て
は
、
個
の
心
の
救
済
が

目
的
で
は
な
く
、
豪
族
・
貴
族
・
天

皇
家
の
た
め
の
除
災
招
福
、
病
気
平

癒
や
延
命
、
つ
ま
り
、*

現
世
利
益
の

祈
願
を
担
っ
た
の
で
し
た
。

*

現
世
利
益
：
生
き
て
い
る
今
、
仏
・
菩
薩

か
ら
受
け
る
利
益
の
こ
と
。
息
災
延
命
、

除
災
招
福
、
病
気
治
癒
な
ど
を
さ
す
。

浄
土
真
宗
で
は
こ
れ
ら
を
祈
願
す
る
こ
と

は
し
な
い
。

そ
う
し
た
中
、
厩
戸
皇
子
（
聖
徳

太
子
）
は
、
仏
教
の
教
理
を
理
解
し

た
数
少
な
い
人
物
で
し
た
。

奈
良
時
代
に
な
る
と
、
天
皇
制
国

家
の
安
寧
を
祈
る
国
家
レ
ベ
ル
の

現
世
利
益
の
実
現
が
期
待
さ
れ
ま
し

げ

ん

ぜ

り

や

く

た
。
こ
れ
を
鎮
護
国
家
思
想
と
い
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
聖
武
天
皇
は

「
国
分
寺
創
建
の
詔
」
を
発
し
、
全

国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
を
建
立
し

よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。
こ
の
こ
と

は
前
回
お
話
し
し
ま
し
た
が
も
う
少

し
復
習
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

国

分

寺

の

塔

に

は

『

金

光

明

こ
ん
こ
う
み
ょ
う

最

勝
王
経
』
が
安
置
さ
れ
僧
尼
に

さ
い
し
ょ
う
お
う

き
ょ
う

読
誦
（
読
み
唱
え
る
こ
と
）
す
る
こ

ど
く
じ
ゅ

と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
お
経

は
四
天
王
ら
の
諸
天
善
神
が
国
を
護
っ

し

て

ん
の
う

て
く
れ
る
と
い
う
護
国
の
思
想
を
説

く
経
典
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
国
分
寺

の

正

式

名

称

「

金

光

明

四

天

王

こ
ん
こ
う
み
ょ
う

し

て

ん
の
う

護
国
之
寺
」
は
こ
れ
に
由
来
し
ま
す
。

国
分
尼
寺
は
正
式
名
称
を
「
法
華

ほ

っ

け

滅
罪
の
寺
」
と
い
い
、
『
法
華
経

め
つ
ざ
い

ほ

け

き
ょ
う

（
妙
法
蓮
華
経
）
』
を
安
置
し
ま
し

み
ょ
う
ほ
う
れ
ん
げ
き
ょ
う

た
。
『
法
華
経
』
は
、
鎮
護
国
家
を

祈
る
経
典
で
も
あ
り
、
ま
た
、
当
時

成
仏
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
悪
人

や
女
人
の
成
仏
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
経
典
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
「
詔
」
が
発
布
さ
れ
た
背
景
に

は
、
朝
鮮
半
島
の
新
羅
と
い
う
国
の

し

ら

ぎ

侵
攻
の
心
配
や
、
疫
病
（
天
然
痘
か
）

が
全
国
的
に
流
行
す
る
と
い
う
危
機

的
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
国
家
の
安
寧
と

天
皇
貴
族
の
た
め
の
現
世
利
益
の
実

現
が
仏
教
に
期
待
さ
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
集
大
成
が
次
に
お
話
す
る
東
大

寺
大
仏
の
造
営
で
し
た
。

◇
「
毘
盧
遮
那
仏
造
営
の
詔
」

び

る

し

ゃ

な

ぶ

つ

「
東
大
寺
の
大
仏
」
と
私
た
ち
は

呼
ん
で
い
ま
す
が
、
正
式
名
称
は

「
毘
廬
遮
那
仏
」
と
い
い
ま
す
。
こ

び

る

し

ゃ

な

ぶ

つ

れ
は
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
「
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ
」
の
音
を

取
っ
て
漢
字
に
当
て
た
音
写
語
で
す
。
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親
鸞
聖
人
の
生
涯
③

永順寺 YouTube チャンネル
親鸞聖人の生涯（第１回～第４回）

《ホームページからも入れます》

昨年から月例「南無の会」で『正信偈講座』を

始めました。それに先立ち「親鸞聖人の生涯」に

ついてお話をしています。現在、聖人29歳から35

歳の頃、法然聖人の吉水草庵での出来事について

お話しています。YouTubeでもご覧頂けます。

テキストは動画画面で拡大すれば読めますが、

『はらから』とＨＰの『ブツぶつブログ』にも掲

載します。ただ、『はらから』は回数・分量の関

係で遅れての掲載になります。ご了承を下さい。

《
南
無
の
会
》

◇
親
鸞
聖
人
の
生
涯
⑤

三
月
九
日
（
日
）
二
時
～
四
時

《
そ
の
他
の
行
事
》

◇
真
宗
の
つ
ど
い

二
月
二
十
二
日
（
土
）
一
時
～
四
時

場
所
：
野
洲
文
化
ホ
ー
ル

内
容
：
親
鸞
聖
人
ご
誕
生
八
五
〇
年
・

立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要

記
念
講
演

講
師
：
釈
徹
宗
氏
（
相
愛
大
学
長
）

講
題
：
「
親
鸞
聖
人
の
生
涯
に
学
ぶ
」

◎
自
由
参
加
で
す
。
無
料
で
す
。



ど
こ
と
な
く
わ
か
り
ま
す
ね
。
漢
字

の
意
味
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

意
味
か
ら
訳
す
と
（
意
訳
）
「
大
日

だ
い
に
ち

如
来
」
で
す
。
『
華
厳
経
』
や
密
教

け
ご
ん
き
ょ
う

系
の
『
大
日
経
』
『
金
剛
頂
経
』
と

こ
ん
ご
う
ち
ょ
う
き
ょ
う

い
う
お
経
に
説
か
れ
て
い
る
仏
さ
ま

で
す
。

「
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ
」
の
元
の

意
味
は
、
「
太
陽
」
で
す
が
、
太
陽

そ
の
も
の
を
超
え
て
、
何
に
も
さ
え

ぎ
ら
れ
ず
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
届
く
仏

の
智
慧
の
光
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
大
日
如
来
は
、

過
去
現
在
未
来
を
通
じ
て
永
遠
で
あ

り
、
全
宇
宙
そ
の
も
の
だ
と
さ
れ
、

さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
の
根
源

で
あ
り
、
山
川
草
木
も
ふ
く
め
て
一

さ
ん
せ
ん
そ
う
も
く

切
の
衆
生
は
そ
の
一
部
だ
と
説
か
れ

ま
す
。

聖
武
天
皇
は
、
こ
の
よ
う
な
毘
廬

し
ょ
う
む

遮
那
仏
の
力
で
国
家
の
安
寧
を
図
ろ

う
と
し
た
の
で
し
た
。
そ
こ
に
は
、

中
国
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、

中
国
史
上
唯
一
の
女
帝
則
天
武
后
が

そ

く
て
ん
ぶ
こ
う

独
自
の
王
朝
を
た
て
、
国
家
の
安
寧

を
願
っ
て
、
龍
門
に
毘
盧
遮
那
仏
を

り
ゅ
う
も
ん

造
営
し
て
い
ま
す
。
日
本
か
ら
の
遣

唐
使
も
こ
こ
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）

聖
武
天
皇
は
紫
香
楽
宮
（
現
在
の
信

し
ょ
う
む

し

が
ら
き
の
み
や

楽
）
で
「
毘
盧
遮
那
大
仏
造
営
の

詔

」
を
発
し
甲
賀
寺
（
廃
寺
）
で

み
こ
と
の
り

造
営
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
詔
を
紹

介
し
ま
す
。

･
･
･
･

私
は
こ
の
国
を
治
め
る
者
と

し
て
、
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）

の
威
光
と
そ
の
力
を
頼
り
と
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
地
と

も
に
安
泰
と
な
る
よ
う
願
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
今
、
万
代
ま

で
の
幸
せ
を
願
う
事
業
を
起
こ
し

て
、
草
、
木
、
動
物
な
ど
、
こ
の

世
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て

が
繁
栄
す
る
こ
と
を
心
よ
り
望
ん

で
い
ま
す
。･

･
･
･
･

そ
し
て
こ

の
事
業
が
成
功
し
た
な
ら
ば
、
私

も
国
中
の
人
々
も
、
と
も
に
同
じ

く
仏
の
功
徳
を
受
け
、
と
も
に
仏

の
悟
り
の
境
地
へ
と
至
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。･

･
･
･

現
代
語
訳
は
「
九
條
正
博
｜
歴
史
学
」

h
t
t
p
s
:
/
/
n
o
t
e
.
c
o
m
/
m
_
9
j
o
h

よ
り

こ
う
し
て
天
皇
制
国
家
の
安
寧
を

護
る
た
め
の
仏
教
と
い
う
位
置
づ
け

が
完
成
し
た
の
で
し
た
。
寺
院
で
働

く
僧
尼
は
朝
廷
が
任
命
権
を
も
つ

「
官
僧
」
で
あ
り
、
国
家
に
奉
仕
す

る
い
わ
ば
国
家
公
務
員
で
し
た
。

造
営
の
詔
が
発
布
さ
れ
た
二
年
後
、

都
は
紫
香
楽
宮
か
ら
再
び
平
城
京
に

遷
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
大
仏
の

造
営
も
奈
良
の
金
鐘
寺
（
東
大
寺
の

こ

ん

し
ゅ
じ

前
身
）
に
移
り
、
七
四
九
年
に
開
眼

か
い
げ
ん

会
が
行
わ
れ
た
の
で
し
た
。

え◇
南
都
六
宗
～
「
学
問
仏
教
」
～

な
ん
と
ろ
く
し
ゅ
う

奈
良
仏
教
に
は
も
う
一
つ
の
特
徴

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
「
学
問

仏
教
」
と
い
う
側
面
で
す
。
イ
ン
ド
・

中
国
で
経
典
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
、

優
れ
た
書
物
が
著
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
「
論
」
と
い
い
、
そ
の
「
論
」

ろ
ん

に
つ
い
て
の
研
究
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
「
釈
」
と
い
い
、
あ
わ
せ
て

し
ゃ
く

「
論
釈
」
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
ら
が

ろ
ん
し
ゃ
く

日
本
に
も
輸
入
さ
れ
、
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
研
究
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
グ
ル
ー
プ
が
「
宗
」
（
衆
）
と

し
ゅ
う

呼
ば
れ
ま
し
た
。
主
な
宗
が
六
つ
あ

り
ま
し
た
の
で
、
南
都
六
宗
と
い
い

ま
す
。
「
南
都
」
と
は
、
奈
良
の
都

を
指
し
ま
す
。

六
宗
と
は
三
論
宗
、
法
相
宗
、

さ
ん
ろ
ん
し
ゅ
う

ほ
っ
そ
う
し
ゅ
う

華
厳
宗
、
倶
舎
宗
、
成
実
宗
、
律
宗

け
ご
ん
し
ゅ
う

く
し
ゃ
し
ゅ
う

じ
ょ
う
じ
つ
し
ゅ
う

り
っ
し
ゅ
う

の
六
宗
で
す
。

す
べ
て
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
そ
ろ
っ

て
い
た
の
は
東
大
寺
で
し
た
。
元
興

寺
、
法
隆
寺
、
大
安
寺
、
興
福
寺
な

ど
で
も
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
研
究
グ
ル
ー

プ
が
あ
り
、
僧
侶
は
そ
こ
で
仏
教
を

学
ん
だ
の
で
し
た
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め

る
と
、
当
時
の
仏
教
は
、
豪
族
や
天

皇
の
現
世
利
益
の
実
現
と
国
家
の
安

寧
を
祈
願
す
る
一
方
で
、
仏
教
教
理

の
研
究
と
い
う
学
問
仏
教
の
両
面
性

を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
庶

民
は
、
救
済
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い

ま
し
た
。

た
だ
、
例
外
的
で
す
が
、
「
僧
尼
令
」

に
反
し
て
民
衆
を
教
化
し
た
ば
か
り

か
、
橋
を
か
け
、
灌
漑
治
水
な
ど
の

社
会
救
済
事
業
も
行
っ
た
行
基
と
い

ぎ
ょ
う
き

う
僧
が
い
た
こ
と
は
記
憶
に
と
ど
め

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
号
は
、
平
安
時
代
の
仏
教
の
お
話

で
す
。
最
澄
の
天
台
宗
と
空
海
の
密

教
を
中
心
に
お
話
を
し
ま
す
。
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