
東
本
願
寺
の
教
学
研
究
所
に
お
い
て
、
浄
土
論
註
の
読
書
会
が
実
行
に

移
さ
れ
た
の
は
昭
和
妃
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
読
言
会
の
企
画
は
我
炎

に
一
つ
の
関
心
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
読
書
会
に

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
福
永
光
司
教
授
と
川
勝
義
雄
助
教
授
が
講

師
と
し
て
参
加
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
我
灸
に
と
っ
て
浄

土
論
註
は
浄
土
教
の
祖
師
で
あ
る
北
魏
曇
鴬
の
代
表
的
な
著
作
と
し
て
、

真
宗
の
宗
義
学
上
の
聖
典
と
い
う
意
味
に
重
点
を
お
く
傾
向
が
あ
り
、
し

た
が
っ
て
論
註
を
研
究
す
る
場
合
、
親
簿
の
教
行
信
証
を
通
し
て
こ
れ
を

学
ぶ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
両
氏
は
中
国
思
想
史
の
専

門
家
で
あ
り
、
こ
の
両
氏
を
交
え
て
行
な
わ
れ
る
教
学
研
究
所
の
読
書
会

は
、
当
然
宗
義
学
的
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
中
国
思
想
史
の
上
で

見
直
し
て
い
く
こ
と
を
予
想
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
我
々
は

大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

論
註
が
浄
土
信
仰
の
害
と
し
て
宗
義
を
深
め
る
た
め
の
研
究
が
今
後
も

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
親
鶯
に
よ

っ
て
見
出
さ
れ
た
曇
鶯
独
自
の
浄
土
教
が
盛
ら
れ
て
お
り
、
汲
み
尽
く
せ

な
い
豊
か
な
精
神
を
把
握
せ
ら
れ
て
い
く
筈
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
に
お

真
宗
教
学
研
究
所
編

「
浄
土
論
註
総
索
引
」

福
島
光
哉

い
て
、
中
国
の
北
魏
に
こ
の
言
が
成
立
し
た
思
想
史
的
情
況
や
、
文
献
学

的
な
価
値
を
め
ぐ
っ
て
、
論
註
は
尚
多
く
の
問
題
を
提
供
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
当
時
の
佛
教
界
は
中
国
的
個
性
を
充
分
に
発
揮
し
た
宗
派
教
学
が

成
立
す
る
少
し
前
の
時
期
で
あ
り
、
外
来
文
化
と
し
て
の
佛
教
と
中
国
固

有
の
宗
教
思
想
が
溶
け
合
い
な
が
ら
、
や
が
て
中
国
佛
教
の
教
学
と
し
て

完
成
さ
れ
て
い
く
準
備
段
階
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
存
し
て

い
る
北
朝
系
の
佛
教
聖
典
は
非
常
に
少
な
い
し
、
そ
の
上
当
時
の
哲
学
思

想
に
関
す
る
文
献
さ
え
も
極
め
て
乏
し
い
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
完

備
し
た
形
態
を
と
ど
め
て
い
る
思
想
書
と
し
て
論
註
は
大
い
に
注
目
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
諭
註
に
は
、
中
国
哲
学
の
諸
思
想
と
の
連
関
を

思
わ
せ
る
ふ
し
が
見
ら
れ
、
特
に
老
荘
な
ど
の
思
想
表
現
を
は
じ
め
、
論

語
・
易
な
ど
の
影
響
を
見
出
し
得
る
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
っ

た
角
度
か
ら
、
論
註
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
は
な
は
だ
少
な
く
、
今
後
多

く
の
解
明
さ
れ
る
べ
き
点
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
、
こ
の

読
書
会
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
本
書
が
出
版
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を

思
え
ば
、
諭
註
に
対
す
る
新
し
い
研
究
へ
の
基
礎
資
料
と
し
て
の
価
値
を

充
分
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

本
書
の
柵
成
は
論
註
の
本
文
と
そ
の
索
引
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
本
文

は
真
宗
勧
学
寮
編
「
論
註
校
異
」
を
底
本
と
し
、
「
論
」
を
上
段
に
「
註
」

を
下
段
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
。
文
章
の
区
切
り
に
は
点
を
施
し
て
あ

る
が
、
漢
文
文
献
と
し
て
論
註
を
正
確
に
読
む
努
力
の
結
果
が
こ
こ
に
現

わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
校
訂
は
殆
ん
ど
論
註
校
異
に
基
づ
き
、

そ
の
詳
細
な
検
討
は
省
略
せ
ら
れ
て
い
る
。
索
引
の
方
は
「
論
」
「
註
」

す
べ
て
に
亘
る
完
全
な
一
宇
索
引
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
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の
語
句
を
卵
音
順
に
配
列
し
て
収
録
し
魁
論
の
語
句
と
註
の
語
句
を
一
目

し
て
区
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
各
こ
の
語
句
を
含
む
フ

レ
ー
ズ
を
合
せ
て
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
便

利
に
で
き
て
い
る
。
特
に
助
辞
は
論
註
に
際
し
て
従
来
余
り
注
意
せ
ら
れ

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
こ
れ
ら
を
す
べ
て
分
類
し
網
羅
し
て
い
る

の
で
、
今
後
の
文
献
学
的
研
究
に
は
大
い
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
索
引
の
製
作
と
い
う
仕
事
は
、
は
な
は
だ
地
味
な
仕
事
で

あ
り
、
し
か
も
大
変
な
時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
と

が
き
に
「
浄
土
論
註
は
今
後
ま
す
ま
す
深
く
融
広
い
視
野
に
立
っ
て
読
ま

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
世
界
的
観
点
に
立
っ
て
真
宗

の
教
え
を
根
元
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の

と
思
う
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
願
い
の
も
と
に
、
始
め
て
遂
行
せ
ら

れ
た
成
果
と
し
て
研
究
所
員
諸
氏
の
努
力
に
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

（
昭
和
四
十
七
年
九
月
、
Ｂ
五
版
、
三
、
○
○
○
円
）
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