
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
同
朋
運
動
の
起
源
を

問
わ
れ
た
な
ら
ば
、
私
は
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て

浄
土
真
宗
が
立
教
開
宗
さ
れ
た
そ
の
時
で
あ
る

と
答
え
る
で
し
ょ
う
。
確
か
に
宗
祖
自
身
に

は
、
浄
土
真
宗
と
い
う
新
た
な
宗
旨
を
開
宗
し

よ
う
と
い
う
思
い
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

が
、
少
な
く
と
も
数
多
く
の
お
書
物
と
宗
祖
の

生
き
方
を
通
し
て
示
さ
れ
た
、
真
実
信
心
を
生

き
る
者
の
あ
り
方
は
、
同
朋
運
動
の
原
点
で
あ

る
と
思
う
の
で
す
。

「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」
と

い
う
有
名
な
一
文
は
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
に
生

を
受
け
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
渇
仰
し
た
西

光
万
吉
の
い
の
ち
の
表
白
だ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
現
在
の
部
落
解
放
同
盟
の
前
身
で
あ
る
全

国
水
平
社
が
創
立
さ
れ
て
か
ら
、
今
年
で
ち
ょ

う
ど
百
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
適
時
を
機
縁

と
し
て
私
た
ち
浄
土
真
宗
を
生
き
る
も
の
が
、

こ
の
水
平
社
創
立
の
意
義
と
自
ら
の
課
題
を
共

に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

水
平
社
創
立
の
経
緯
と
願
い

全
国
水
平
社
は
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年

三
月
三
日
、
京
都
市
岡
崎
公
会
堂
に
て
、
全
国

よ
り
差
別
被
差
別
か
ら
の
解
放
を
願
う
三
千
名

に
及
ぶ
同
志
が
相
集
い
、
日
本
最
初
の
人
権
宣

言
と
い
わ
れ
る
「
全
国
水
平
社
創
立
宣
言
」
を

採
択
し
て
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
身
分
制
度
は
、

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
布
告
さ
れ
た
「
解

放
令
」
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
差
別
を
肯
定
す

る
法
的
な
根
拠
は
す
べ
て
な
く
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
実
質
的
に
は
社
会
上
の
差

別
意
識
は
何
ら
払
拭
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
新
た

な
差
別
語
が
生
み
出
さ
れ
る
な
ど
、
偏
見
と
差

別
の
中
で
経
済
的
貧
困
等
は
一
向
に
改
善
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
民
主

的
風
潮
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
こ
の
差
別
と

偏
見
を
な
く
す
部
落
解
放
運
動
が
盛
り
上
が
り

を
見
せ
た
の
は
必
然
な
こ
と
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

（一
財
）
同
和
教
育
振
興
会
講
師
団
講
師

田
中
信
勝

親
鸞
聖
人
の
生
き
方
と
同
朋
運
動

「
全
国
水
平
社
創
立
百
周
年
」
を
迎
え
て
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し
か
し
当
初
の
運
動
は
同
情
融
和
思
想
に
基

づ
く
も
の
が
主
流
で
し
た
。
そ
れ
は
、
被
差
別

者
は
一
般
の
国
民
以
上
に
天
皇
へ
の
忠
誠
を
誓

い
、
国
粋
主
義
者
や
富
裕
層
の
力
を
借
り
る
こ

と
に
よ
っ
て
部
落
民
の
地
位
向
上
を
実
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
本
質

的
に
こ
の
運
動
に
は
階
級
や
身
分
と
い
う
差
別

が
内
在
し
、
差
別
事
件
に
し
て
も
一
部
の
「
不

心
得
者
」
が
起
こ
し
た
個
人
的
な
問
題
と
見
な

し
、
決
し
て
い
の
ち
の
尊
厳
を
確
認
す
る
運
動

と
は
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、

政
府
の
慈
善
的
な
施
策
や
世
の
中
の
同
情
が

「
か
え
っ
て
多
く
の
兄
弟
を
堕
落
さ
せ
る
」（
水

平
社
宣
言
）
結
果
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
西
光
万
吉
は
「
人
間
を
尊
敬

す
る
事
に
よ
つ
て
自
ら
解
放
せ
ん
と
す
る
者
の

集
団
運
動
を
起
せ
る
は
、
寧
ろ
必
然
で
あ
る

（
中
略
）
人
の
世
の
冷
た
さ
が
、
何ど

ん
な
に
冷

た
い
か
、
人
間
を
勦い

た

は
る
事
が
何
ん
で
あ
る
か

を
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
吾
々
は
、
心
か
ら
人
生
の

熱
と
光
を
願が

ん

求ぐ

禮ら
い

讃さ
ん

す
る
も
の
で
あ
る
」（
水

平
社
宣
言
）
と
高
ら
か
に
謳
い
あ
げ
、
有
志
と

共
に
全
国
水
平
社
の
創
立
を
行
い
、
本
願
寺
に

対
し
て
部
落
差
別
を
な
く
す
た
め
の
要
請
を

行
っ
た
の
で
し
た
。

ま
た
、
こ
の
水
平
社
創
立
当
時
の
人
た
ち

は
「
本
願
寺
に
御
取
持
ち
し
て
、
莫
大
な
懇
志

を
運
ぶ
事
も
結
構
か
は
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
吾
々

が
、
早
く
こ
の
忌
は
し
い
差
別
を
取
除
い
て
真

実
御
同
行
御
同
朋
と
仰
せ
ら
れ
た
や
う
に
、
如

何
な
る
人
達
と
も
交
際
出
来
る
や
う
に
す
る
方

が
何ど

の
位
、
御
開
山
様
の
思

お
ぼ
し

召め
し

に
叶
ふ
事
か
知

れ
ま
せ
ん
」
と
訴
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
間
の
無
明
が
つ
く
り
あ
げ
た
、
貴
賤
や
浄

穢
と
い
う
虚
妄
の
世
界
が
破
ら
れ
、
そ
こ
が
迷

い
の
世
界
な
の
だ
と
知
ら
し
め
ら
れ
、
一
切
平

等
の
真
実
明
を
絶
対
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生

き
て
い
る
も
の
同
士
が
、
差
別
・
被
差
別
と
い

う
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
の
矛
盾
。
ま
た
大
慈

大
悲
の
仏
心
を
聴
聞
し
な
が
ら
、
被
差
別
者
の

痛
み
を
共
感
し
得
な
い
と
い
う
事
実
。
こ
の
よ

う
な
教
団
と
そ
こ
に
身
を
置
く
私
た
ち
の
体

質
。
そ
し
て
、
そ
の
体
質
を
つ
く
り
あ
げ
た
教

学
が
常
に
問
わ
れ
続
け
、
本
願
寺
教
団
と
水
平

社
（
現
在
の
部
落
解
放
同
盟
）
は
今
日
ま
で
共

に
歩
み
を
続
け
て
来
た
の
で
す
。

「
教
団
全
体
の
運
動
へ
」

と
い
う
課
題

部
落
差
別
問
題
に
関
す
る
研
究
は
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
年
々
深
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
関
す

る
貴
重
な
資
料
も
数
多
く
提
供
さ
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
知
的
資
料
を
獲
得
す
る
た
め
の
研

究
は
長
年
の
努
力
に
よ
り
大
い
に
そ
の
成
果
を

生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、

そ
の
こ
と
は
部
落
差
別
問
題
に
取
り
組
む
「
専

門
家
」
と
い
う
概
念
を
つ
く
り
出
す
結
果
と
も

な
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
「
あ
の
人
は
同
朋
運

動
を
や
っ
て
い
る
人
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
同

朋
運
動
は
教
団
を
挙
げ
て
の
運
動
だ
と
言
い
な

が
ら
「
一
部
の
人
間
の
運
動
」
へ
と
萎
縮
し
て

捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同

情報コーナー
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親鸞聖人の生き方と同朋運動

朋
運
動
へ
の
向
か
い
方
に
し
て
も
、
豊
富
な
資

料
が
あ
る
が
故
に
「
理
解
し
て
知
識
化
し
て
ゆ

く
」
と
い
う
形
に
偏
り
、
そ
こ
に
は
現
場
に
あ

る
「
痛
み
や
悲
し
み
の
共
感
」
が
失
わ
れ
た
運

動
へ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

同
朋
教
団
を
標
榜
し
な
が
ら
も
私
た
ち
は
、

一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
四
年
の
わ
ず
か
二
カ

年
の
間
に
、
三
つ
も
の
連
続
し
た
差
別
事
件
を

惹
起
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
部
落
解
放

同
盟
中
央
本
部
よ
り
教
団
は
五
回
に
わ
た
っ
て

糾
弾
を
受
け
た
の
で
す
。

そ
の
中
、
第
四
回
目
の
糾
弾
会
に
お
い
て
、

「
同
朋
運
動
が
教
団
全
体
の
運
動
に
な
ら
な
い

原
因
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
運
動
の
進
展
は

見
ら
れ
な
い
」
と
の
認
識
が
共
有
さ
れ
、
全
国

の
各
教
区
に
お
い
て
点
検
糾
弾
会
を
持
つ
こ
と

を
部
落
解
放
同
盟
側
が
提
案
、
こ
れ
を
教
団
は

了
承
し
ま
し
た
。

私
が
所
属
す
る
佐
賀
教
区
に
お
い
て
も
部
落

解
放
同
盟
佐
賀
県
連
か
ら
の
実
施
要
請
に
同
意

し
、
一
九
九
六
年
の
二
月
二
十
一
日
に
「
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
の
連
続
差
別
事
件
に
対
す
る
点

検
糾
弾
会
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、

私
は
基
幹
運
動
推
進
教
区
相
談
員
と
い
う
立
場

も
あ
り
、
こ
の
糾
弾
会
の
事
務
的
な
統
括
を
一

任
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
糾
弾
会
の
当
日
は
教

区
代
表
者
側
の
一
名
と
し
て
出
席
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後

の
私
の
運
動
へ
の
視
点
を
大
き
く
転
換
す
る
大

切
な
機
縁
と
な
っ
た
の
で
す
。

教
え
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と

そ
れ
は
糾
弾
会
の
最
中
、
事
前
に
教
区
側
よ

り
提
出
し
て
い
た
回
答
書
に
対
し
て
、
解
放
同

盟
の
方
よ
り
「
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
、
悪
人
正

機
説
の
悪
人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
な
の

か
」
と
い
う
内
容
の
質
問
が
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
部
分
を
担
当
し
て
い
た
私
は
教
区
側
の
一

人
と
し
て
、
今
ま
で
学
ん
で
き
た
真
宗
教
学
に

お
け
る
悪
人
正
機
説
を
語
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
こ
れ
に
対
し
て
「
今
の
は
回
答
に
な
っ
て
い

な
い
」
と
い
う
厳
し
い
指
摘
を
同
盟
側
よ
り
受

け
た
の
で
す
。
こ
の
時
の
私
に
は
そ
の
指
摘
の

意
味
が
わ
か
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
糾
弾
会
は
終
了

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
半
年
後
の
八
月
に
宗
派
に

対
す
る
第
五
回
目
の
糾
弾
会
が
本
山
に
て
開
催

さ
れ
、
私
も
宗
派
側
の
一
員
と
し
て
出
席
を
要

請
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
糾
弾
会
の

席
上
、
解
放
同
盟
側
よ
り
前
述
し
た
同
じ
内
容

の
「
悪
人
正
機
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
宗
派

の
見
解
を
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し

て
、
そ
の
当
時
教
学
研
究
所
所
長
で
あ
っ
た
梯

實
圓
先
生
は
次
の
よ
う
な
答
弁
を
な
さ
い
ま
し

た
。「
糾
弾
総
括
書
」
に
は
取
意
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

「
こ
れ
は
悪
人
と
い
う
の
は
、
経
論
の
一
般

的
な
解
釈
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
『
十
悪
五
逆

具
諸
不
善
』
と
、
こ
う
お
経
に
書
い
て
あ
る
十

悪
と
か
五
逆
罪
を
作
っ
た
も
の
と
か
、
正
法
を

誹
謗
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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	 基幹運動推進本部専門委員を
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	 本願寺派布教使

	 佐賀教区北山組最勝寺住職
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	 その他　

田 中 　 信 勝
たなか　しんしょう　

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ

は
ふ
ま
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
も
っ

と
具
体
的
に
悪
人
を
指
摘
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
法
照
禅
師
の
『
五
会
法
事
讃
』

の
文
章
の
中
に
、『
但
使
回
心
多
念
仏
、
能
令

瓦
礫
変
成
金
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
を
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
中
で
ご
解
釈
さ
れ
る

の
で
す
が
、
そ
こ
に
『
具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の

下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大

智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し

な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
』
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
『
屠
沽
の
下
類
』
と
い
う

言
葉
の
釈
の
中
で
、
屠
と
い
う
の
は
も
の
の
命

を
ほ
ふ
る
者
だ
、
沽
と
い
う
の
は
商
い
を
す
る

者
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
殺
生
を
職
業
と
し

て
い
る
者
や
、
商
人
は
、
そ
の
頃
の
仏
教
の
常

識
と
し
て
は
下
類
と
み
ら
れ
て
い
た
わ
け
で

す
。
不
殺
生
戒
を
犯
し
、
不
妄
語
戒
を
犯
す
悪

人
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞

聖
人
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の

慈
悲
の
本
願
の
正
機
だ
と
み
ら
れ
た
わ
け
で

す
。
当
時
商
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
う
そ

を
い
っ
て
人
を
た
ぶ
ら
か
す
も
の
と
み
ら
れ
、

社
会
的
に
も
下
層
と
み
な
さ
れ
て
い
た
、
そ
ん

な
状
態
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
屠
沽
の
下

類
、
こ
れ
を
『
瓦
礫
』
と
い
わ
れ
た
の
だ
と
し

て
、『
れ
う
し
・
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

は
、
み
な
、
い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と

く
わ
れ
ら
な
り
』
と
い
い
、
こ
れ
を
黄
金
の
ご

と
く
尊
厳
な
も
の
に
か
え
な
し
て
く
だ
さ
る
の

が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
な
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
親
鸞
聖
人
は
確
か
に
悪
人
と
い

う
も
の
の
具
体
的
な
視
点
を
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
置
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人

自
身
が
承
元
の
法
難
で
、
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ

て
流
罪
と
な
り
、
流
罪
が
赦
免
に
な
っ
て
も
、

後
々
ま
で
『
流
人
善
信
』
と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
、

そ
う
い
う
方
で
し
た
。
そ
し
て
生
涯
、
一
介
の

『
念
仏
ひ
じ
り
』
と
し
て
民
衆
と
と
も
に
生
き
、

む
し
ろ
こ
う
い
う
屠
沽
の
下
類
と
い
わ
れ
た
人

た
ち
に
、
連
帯
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ

が
『
い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る

わ
れ
ら
な
り
』
と
い
う
言
葉
で
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
悪
人
と
い
う
も
の
の
具
体
的
な
姿
を
見
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て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い

う
ふ
う
に
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」

こ
の
答
弁
に
対
し
て
解
放
同
盟
の
方
々
の
中

に
は
深
い
頷
き
の
姿
も
見
え
、
反
論
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

大
悲
さ
れ
て
い
る
い
の
ち
の
共
感

私
は
自
分
の
浅
学
さ
を
痛
感
す
る
と
同
時

に
、
そ
れ
ま
で
自
ら
が
学
ん
で
き
た
教
学
理
解

の
あ
り
方
を
深
く
反
省
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

体
系
化
さ
れ
た
真
宗
教
学
を
頭
で
覚
え
知
識
化

し
て
ゆ
く
。
そ
の
繰
り
返
し
の
中
に
、
親
鸞
聖

人
が
歩
ま
れ
た
よ
う
な
、
如
来
が
大
悲
し
て
止

ま
な
い
い
の
ち
へ
の
痛
み
が
あ
る
の
か
。「
わ

れ
ら
」
と
い
わ
れ
る
「
大
悲
さ
れ
て
い
る
悪
人

と
し
て
の
い
の
ち
の
連
帯
感
」
を
持
ち
得
て
い

る
の
か
な
ど
、
本
当
に
自
ら
の
人
生
に
と
っ
て

貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

先
生
は
歎
異
抄
の
ご
講
義
の
中
で
悪
人
正
機

と
は
「
大
悲
の
焦
点
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

幾
度
と
な
く
語
ら
れ
、
そ
の
と
き
、
し
ば
し
ば

『
涅
槃
経
』
の
「
七
人
の
子
ど
も
の
喩
え
」
を

お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
親
に
七

人
の
子
ど
も
が
い
て
も
、
一
人
の
子
ど
も
が
重

い
病
気
を
し
た
と
き
に
は
親
は
そ
の
子
し
か
見

え
な
く
な
る
。
親
は
七
人
の
子
ど
も
を
平
等
に

愛
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
親
の
愛
情
の
焦

点
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
如
来
の
大
悲
も

焦
点
は
ま
さ
し
く
「
苦
悩
の
有
情
」
な
の
で
す
。

そ
れ
を
「
悪
人
正
機
」
と
い
う
の
で
す
。
と
い

う
お
話
で
し
た
。

西
光
万
吉
が
水
平
社
宣
言
に
て
「
人
の
世
に

熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」
と
願
求
禮
讃
し
た

「
人
の
世
の
熱
と
光
」
と
は
、
ま
さ
し
く
如
来

よ
り
大
悲
さ
れ
て
い
る
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
い

の
ち
へ
の
連
帯
と
気
づ
き
で
あ
り
、
そ
の
い
の

ち
が
一
切
平
等
に
黄
金
へ
と
か
え
な
さ
し
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
、
常
に
確
か
め
合
い
、
喜
び

合
う
「
御
同
朋
の
社
会
」
の
実
現
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
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