
特
集

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
並

び
に
西
来
寺
創
建
千
二
百
年
記
念
法
要

の
厳
修
に
つ
い
て

前
回
の
西
来
寺
報
の
裏
面
で
も
少
し

ご
紹
介
致
し
ま
し
た
と
お
り
、
宗
祖
親

鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
並
び
に
西

来
寺
創
建
千
二
百
年
記
念
法
要
を
本
年

十
月
二
十
八
日(

日)

に
執
り
行
い
ま
す
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
ご
遠
忌(

裏
面
参
照)

は
五
十
年
毎
に
勤
ま
る
大
法
要
で
す
。

本
山
東
本
願
寺
で
は
、
二
〇
一
一
年
、

四
月
と
五
月
に
御
遠
忌
法
要
が
、
ま
た

十
一
月
に
は
御
正
当
報
恩
講
と
し
て
厳

修
さ
れ
ま
し
た
。

前
回
七
百
回
ご
遠
忌
は
、
本
山
で
は

昭
和
三
十
四
年
に
厳
修
さ
れ
、
そ
の
十

一
年
後
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
三
日
に

当
西
来
寺
で
は
七
百
回
ご
遠
忌
と
し
て

法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
当
時
、
私

（
住
職
）
は
小
学
校
五
年
生
で
、
横
須

賀
の
繁
華
街
ま
で
バ
ス
で
移
動
し
て
参

堂
列
が
練
り
歩
き
ま
し
た
こ
と
を
記
憶

二
〇
一
二
年

秋

号

し
て
お
り
ま
す
。
四
十
二
年
後
の
今
年
、

七
百
五
十
回
ご
遠
忌
が
勤
ま
る
こ
と
に

は
深
い
感
慨
を
覚
え
ま
す
。

ま
た
、
西
来
寺
は
創
建
後
お
よ
そ
千

二
百
年
の
時
を
経
て
お
り
ま
す
。
当
初
、

「
一
乗
寺
」
と
い
う
名
で
、
定
相
律
師

と
い
う
方
が
天
台
宗
の
寺
院
と
し
て
建

立
し
ま
し
た
。
の
ち
に
親
鸞
聖
人
が
関

東
か
ら
御
帰
洛
の
際
、
小
田
原
市
の
国

府
津
で
法
座
を
設
け
ら
れ
、
時
の
住
職
、

乗
頓
は
聖
人
よ
り
念
仏
の
教
え
を
聞
き

改
宗
し
て
、
聖
人
よ
り
寺
号
「
西
来
寺
」

を
賜
っ
た
そ
う
で
す
。
以
来
、
北
条
氏

か
ら
の
改
宗
の
命
令
、
東
本
願
寺
へ
の

帰
属
な
ど
、
色
々
な
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
西
来
寺
に
な
っ
て
か
ら
お
よ
そ

七
百
七
十
年
の
時
を
経
て
い
ま
す
。

今
回
は
皆
様
の
ご
協
力
の
も
と
、
昭

和
二
十
九
年
に
移
築
落
慶
を
致
し
ま
し

た
本
堂
を
耐
震
強
化
し
、
新
た
に
庫
裡

廊
下
の
改
築
を
致
し
ま
し
た
こ
と
を
ご

縁
と
し
て
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
並
び
に
西
来
寺
創
建
千
二
百

年
法
要
を
営
む
こ
と
に
相
成
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
ご
門
徒
の
皆
様
に
は
万

障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
ご
参
詣
下
さ
い

ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

当
日
は
不
入
斗
公
園
か
ら
西
来
寺
ま

で
参
堂
列
が
歩
き
ま
す
。
（
雨
天
の
時

は
変
更
有
り
。
）
参
堂
列
と
は
お
稚
児

さ
ん
を
中
心
に
、
僧
侶
の
方
々
や
、
総

代
世
話
人
の
男
性
は
裃
・
袴
姿
で
、
女

性
は
主
に
和
服
で
、
雅
楽
の
音
色
と
共

に
本
堂
ま
で
歩
い
て
来
る
こ
と
で
す
。

（
お
稚
児
さ
ん
参
加
ご
希
望
の
お
子
様

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
お
早

め
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。
）

ま
た
法
要
自
体
、
末
寺
と
し
て
は
滅

多
に
行
わ
れ
な
い
重
い
法
要
で
す
し
、

落
慶
を
ご
門
徒
皆
様
と
お
祝
い
し
た
く
、

当
日
法
要
後
、
数
種
類
の
食
べ
物
の
屋

台
を
境
内
に
出
店
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
法
要
を
縁
と
し
て
、
お
寺
に
足
を

運
び
、
仏
法
を
聴
聞
す
る
機
縁
に
し
て

頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
不

思
議
な
ご
縁
で
、
今
回
ご
法
話
を
し
て

下
さ
る
近
田
先
生
は
昭
和
二
十
九
年
の

西
来
寺
入
仏
法
要
の
折
、
ご
一
緒
に
参

堂
列
に
加
わ
っ
て
下
さ
っ
た
そ
う
で
す
。

後
日
改
め
て
、
正
式
な
ご
案
内
は
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
皆
様
、
お
誘
い

合
わ
せ
の
上
、
是
非
ご
参
詣
の
ほ
ど
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

当
日
の
予
定

午
前
十
時
半

受
付
開
始

午
前
十
一
時
半

法
話

午
後
十
二
時
半

参
堂
列
着

午
後
一
時

法
要

午
後
二
時

記
念
式
典

午
後
三
時

開
宴

（
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
）

真
ん
中
の
黒
衣
の
衣
姿
が
現
住
職
で

す
。
可
愛
い
お
稚
児
さ
ん
も
、
今
や
中

年
以
上
の
い
い
大
人
で
す
。
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西
來
寺
報

昭
和
四
十
五
年
当
時
の
お
稚
児
さ
ん



【
門
徒
Ｑ
＆
Ａ
】

Ｑ

『
御
遠
忌
』
っ
て
何
で
す
か
？

『
報
恩
講
』
と
は
違
う
の
？

Ａ

『
報
恩
講
（
ほ
う
お
ん
こ
う
）
』

と
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
（1173

～1262

）

の
御
祥
月
命
日
に
勤
め
ら
れ
る
法
要
の

こ
と
で
す
。

現
在
、
真
宗
大
谷
派
で
は
本
山
で
あ
る

真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
に
於
い
て
、

御
祥
月
命
日
で
あ
る
十
一
月
二
十
八
日

を
結
願
日
中
と
し
て
、
毎
年
十
一
月
二

十
一
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
ま
た
全

国
の
末
寺
に
於
い
て
も
そ
の
前
後
の
期

間
に
『
報
恩
講
』
法
要
が
営
ま
れ
て
い

ま
す
。
現
在
で
は
実
施
さ
れ
る
方
が
減

少
し
、
北
陸
や
東
海
な
ど
一
部
の
地
域

で
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、

各
ご
門
徒
の
ご
家
庭
で
も
「
お
取
り
越

し
」
と
呼
ば
れ
る
お
内
仏
報
恩
講
を
お

勤
め
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
す
。

そ
し
て
『
御
遠
忌
（
ご
え
ん
き
）
』

と
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
五
十
回
忌
ご

と
に
勤
ま
る
法
要
で
、
昨
平
成
二
十
三

年
の
四
月
・
五
月
に
、
真
宗
本
廟
で
は

宗
祖
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
が
厳
修

さ
れ
（
三
月
は
東
日
本
大
震
災
の
た
め

急
遽
中
止
し
、
被
災
者
支
援
の
集
い
に

変
更
さ
れ
ま
し
た
。
）
、
今
後
十
年
ほ

ど
の
間
に
順
次
、
各
末
寺
で
も
『
御
遠

忌
』
法
要
が
勤
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

祖
師
の
御
祥
月
命
日
や
御
命
日
に
報

恩
の
仏
事
を
勤
め
る
こ
と
は
他
宗
で
も

行
わ
れ
て
お
り
、
真
宗
独
自
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
真
宗
門
徒

に
と
っ
て
は
一
年
で
も
っ
と
も
大
切
で

中
心
と
な
る
仏
事
と
し
て
勤
め
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

『
報
恩
講
』
は
親
鸞
聖
人
滅
後
、
門
弟

ら
が
聖
人
の
御
命
日
に
お
勤
め
を
し
た

こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
当
時
は
『
報
恩

講
』
と
称
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

宗
祖
三
十
三
回
忌
の
際
に
は
、
第
三
代

覚
如
上
人
（
か
く
に
ょ
し
ょ
う
に
ん
）

が
「
報
恩
講
私
記
（
式
）
」
を
お
作
り

に
な
っ
て
法
要
次
第
を
と
と
の
え
ら
れ
、

後
に
存
覚
上
人
（
ぞ
ん
か
く
し
ょ
う
に

ん
）
が
「
歎
徳
文
（
た
ん
ど
く
も
ん
）
」

を
お
作
り
に
な
っ
て
法
要
次
第
に
加
え

ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
第
八
代
蓮
如

上
人
（
れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん
）
の
頃

に
は
各
地
の
寺
院
・
道
場
で
も
広
く
勤

ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
源
を
尋
ね
れ
ば
、
親
鸞

聖
人
御
自
身
、
師
・
法
然
上
人
（
ほ
う

ね
ん
し
ょ
う
に
ん
）
の
御
命
日
に
人
々

と
寄
り
合
い
、
仏
法
を
聴
聞
し
、
お
勤

め
を
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
い

え
ま
す
。
聖
人
は
生
涯
、
日
々
新
た
に

感
動
を
も
っ
て
法
然
上
人
が
お
説
き
に

な
っ
た
念
仏
の
教
え
を
聞
き
、
そ
し
て

語
り
合
っ
て
い
か
れ
た
の
で
す
が
、
そ

の
大
切
な
機
会
が
法
然
上
人
の
御
命
日

の
集
い
（
講
）
で
あ
っ
た
と
う
か
が
わ

れ
ま
す
。
御
命
日
に
お
勤
め
を
し
つ
つ
、

法
然
上
人
の
教
え
を
い
よ
い
よ
深
く
い

た
だ
い
て
い
か
れ
た
、
こ
の
親
鸞
聖
人

の
お
姿
こ
そ
、
い
ま
私
た
ち
が
お
勤
め

し
て
い
る
『
報
恩
講
』
の
原
点
で
す
。

思
え
ば
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上

に
は
親
の
恩
や
師
の
恩
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
ご
恩
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
と

て
も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
『
報
恩
講
』

の
恩
と
は
、
な
に
よ
り
親
鸞
聖
人
が
い

た
だ
か
れ
た
念
仏
の
教
え
に
遇
い
、
自

ら
が
生
き
る
依
り
処
（
よ
り
ど
こ
ろ
）

を
教
え
て
い
た
だ
い
た
ご
恩
の
こ
と
で

す
。
そ
の
ご
恩
に
報
謝
し
、
い
よ
い
よ

親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
真
実
の

み
教
え
を
聞
信
し
、
共
に
念
仏
申
す
身

と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
誓
う
こ
と
こ
そ

が
『
報
恩
講
』
『
御
遠
忌
』
を
お
勤
め

す
る
意
義
だ
と
い
え
ま
す
。

こ
の
『
御
遠
忌
』
法
要
を
機
縁
と
し
、

仏
法
を
聴
聞
す
る
身
と
な
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
切
に
念
じ
て
お
り
ま
す
。

如
来
大
悲
の
恩
徳
は

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し

師
主
知
識
の
恩
徳
も

ほ
ね
を
砕
き
て
も
謝
す
べ
し
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秋
彼
岸
法
要
の
ご
案
内

九
月
二
十
二
日
（
土
）

（
彼
岸
中
日
・
秋
分
の
日
）

午
前
の
部
：
午
前
十
一
時
よ
り

午
後
の
部
：
午
後
二
時
よ
り

◎
本
堂
に
於
い
て

・
御
懇
志
の
受
付
は
、
二
十
三

日
ま
で
本
堂
で
、
以
降
は
大

玄
関
で
致
し
ま
す
。

・
法
要
ご
出
席
の
方
は
、
な
る

べ
く
過
去
帳
ま
た
は
法
名
軸

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
ご
都
合
や
ご
事
情
に
よ
り
、

法
要
に
出
席
で
き
な
い
方
に

は
、
申
し
経
（
過
去
帳
等
を

あ
ら
か
じ
め
お
預
か
り
し
、

法
要
の
際
ご
本
尊
に
奉
献
）

を
お
受
け
し
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。
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