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は
じ
め
に

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
で
は
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
９

月
４
日（
水
）、
龍
谷
大
学
響
都
ホ
ー
ル
に
て
、
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
親
鸞
聖
人
　
こ
と
ば
の
織
り
な
す
力
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

宗
門
で
は
、
１
９
８
２
（
昭
和
57
）
年
よ
り
第
２
期
宗
門
発
展
計
画
を

起
点
と
し
て
「
浄
土
真
宗
聖
典
」
の
編�

�

纂�
�

事
業
を
推
進
し
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
に
、『
浄
土
真
宗
聖
典
（
原
典
版
・
原
典
版
七
祖
篇
・
註
釈
版
・
註
釈

版
七
祖
篇
・
註
釈
版
第
二
版
・
現
代
語
版
）』
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
の
親
鸞
聖
人
750
回
大
遠
忌
法
要
を
機
縁
と

し
て
、『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
の
編
纂
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

２
０
１
９
（
平
成
31
）
年
３
月
、
第
６
巻
「
補�

遺�

篇
」
の
刊
行
を
も
っ
て

全
６
巻
が
完
結
し
ま
し
た
。

『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
は
、
こ
れ
ま
で
宗
門
内
で
編
纂
さ
れ
て
き
た

聖
典
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
最
新
の
学
界
の
動
向
に
注
視
し
、
善�

�

本�
�

と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
史
資
料
を
翻�

�

刻�
�

し
た
、「
浄
土
真
宗
聖

典
」
の
集
大
成
で
す
。
今
後
は
、
本
聖
典
に
よ
っ
て
親
鸞
聖
人
の
み
教
え

が
研�

�

鑚�
�

さ
れ
、
伝
道
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
宗
門
総
合
振
興
計
画
の
事
業
と
し
て
、「
仏
教
界
の
英
知
の

結
集
」
と
い
え
る
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
全
６
巻
の
完
結
を
記
念
し

て
、
真
宗
各
派
や
関
係
学
校
の
有
識
者
を
お
招
き
し
、
講
演
会
・
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
以
下
の

流
れ
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

一
、
開
会
挨
拶

丘
山
願
海
（
総
合
研
究
所
所
長
）

二
、
記
念
講
演
「
礎
と
し
て
の
聖
教

─
─
聖
典
英
訳
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
─
─
」

徳
永
一
道
（
本
願
寺
派
勧
学
寮
頭
）

三
、
記
念
講
演
「
親
鸞
聖
人
の
漢
文
訓
読
」

佐
々
木
勇
（
広
島
大
学
大
学
院
教
授
）

四
、「『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
の
魅
力
」

田
中
真
（
総
合
研
究
所
上
級
研
究
員
）

五
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
聖
典
全
書
』
の
完
結
を
承
け
て

─
─
聖
典
の
編
纂
と
普
及
─
─
」

開
催
報
告
㈠

親
鸞
聖
人

講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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パ
ネ
リ
ス
ト
：
三
木
彰
円
（
大
谷
大
学
教
授
）

栗
原
廣
海
（
高
田
短
期
大
学
学
長
）

進
　
行
　
役
：
満
井
秀
城
（
総
合
研
究
所
副
所
長
）

今
回
は
、
前
半
（
開
会
挨
拶
～
記
念
講
演
）
の
内
容
を
ご
報
告
い
た
し

ま
す
（
後
半
は
次
号
に
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
）。

一
、
開
会
挨
拶

開
会
に
あ
た
っ
て
、
丘
山
願
海
（
総
合
研
究
所
長
）
よ
り
挨
拶
い
た
し

ま
し
た
。

【
挨
拶（
丘
山
所
長
）】

本
日
は
、「
親
鸞
聖
人
　
こ
と
ば
の
織
り
な
す
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
２
０
１
９
（
平
成
31
）

年
３
月
に
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
以
下
『
聖
典
全
書
』）
第
６
巻
「
補

遺
篇
」
が
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
で
全
６
巻
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。

最
初
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
第
２
巻
「
宗
祖
篇
上
」
で
、
２
０
１
１
（
平

成
23
）
年
３
月
の
刊
行
で
す
。
10
年
く
ら
い
に
わ
た
っ
て
編
纂
し
て
き
た

わ
け
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
前
準
備
が
必
要
で
し
た
。

刊
行
の
５
～
６
年
前
か
ら
準
備
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
お
お
よ
そ
15
年
以

上
か
け
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
記
念
行
事
と
し

て
、
今
回
の
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
運
び
と

な
り
ま
し
た
。

「
浄
土
真
宗
聖
典
」
の
大
枠
は
、
配
布
冊
子
（
図
１
）
を
見
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
私
ど
も
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
基
本

的
な
文
献
研
究
、
編
纂
事
業
の
あ
り
方
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い

ま
す
。

ま
た
、
本
日
記
念
講
演
で
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
徳
永
一
道
先
生
か

ら
お
話
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
本
願
寺
国
際
セ
ン
タ
ー
で
は
、
英
文
浄

土
真
宗
聖
典
の
翻
訳
事
業
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
宗
門
で
長
い
時
間
を

か
け
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。『
聖
典
全
書
』、「
現
代
語
版
聖
典
」
な
ど
の

編
纂
の
他
、
英
訳
や
そ
の
他
の
言
語
の
聖
典
も
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ま
が
お
持
ち
の
聖
典
は
、『
註
釈
版
第
二
版
』
や
『
現
代
語
版
聖

典
』
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回
完
結
し
た
『
聖
典
全
書
』
全
６
巻
は
基

本
中
の
基
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。

基
本
中
の
基
本
と
言
え
ば
、
親
鸞
聖
人
は
、
ご
自
身
で
筆
を
と
ら
れ
た

真�
�

蹟�
�

が
、
他
の
宗
派
の
祖
師
方
よ
り
も
か
な
り
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

が
『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
と
い
う
形
で
出
版
さ
れ
た
り
し
て
き
ま
し

た
。
大
変
な
量
の
も
の
で
す
が
、
今
回
は
『
聖
典
全
書
』
と
い
う
形
で
浄

土
真
宗
の
聖
典
を
完
成
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
聖
典
全
書
』
そ
の

も
の
を
直
接
に
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
全
て
の
も
の
は
こ
の
『
聖
典
全
書
』
か
ら
始
ま
る
と
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
ど
も
は
今
、
釈�

�
�

尊�
�

の
こ
と
ば
を
現
代
語
訳
で
読
む
機
会
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
100
年
以
上
前
に
パ
ー
リ
聖
典
協
会
が
で
き
、
そ

こ
で
パ
ー
リ
語
の
原
典
の
翻
訳
が
始
ま
り
ま
し
た
。
日
本
の
研
究
者
が
イ
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ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
学
ん
で
帰
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
作
ら
れ
た
も
の
は
今

で
も
世
界
的
に
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
色
々
な
先
生
方

が
釈
尊
の
こ
と
ば
の
現
代
語
訳
を
現
在
も
出
版
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
い
か
に
し
て
良
い
原
典
を
作
る
か
が
最
大
の
課

題
と
な
り
ま
す
。
専
門
家
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
基
本
中
の
基
本
と
な
る
も
の
が
必
要
な
の
で
す
。
も
と

も
と
の
聖
典
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
も
の
を
現
代
語
に
訳
す

こ
と
の
大
事
さ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
学
べ
る

こ
と
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
今
日
は
先
生

方
か
ら
色
々
な
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
。

私
か
ら
皆
さ
ま
へ
の
お
願
い
で
す
。
私
は

仏
教
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
学
ん

だ
り
、
あ
る
い
は
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
も
学

ん
で
き
ま
し
た
が
、
解
説
書
は
い
く
ら
読
ん

で
も
解
説
書
で
し
か
な
い
。
解
説
書
で
感
動

す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
や
は
り
、
原
典
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は

訓
読
し
た
も
の
、
現
代
語
訳
さ
れ
た
も
の

を
、
ぜ
ひ
直
接
ご
覧
に
な
っ
て
、
自
分
自
身

の
宝
物
を
探
す
よ
う
な
つ
も
り
で
お
読
み
に

な
っ
て
、
そ
う
い
う
中
か
ら
「
あ
あ
、
こ
の

こ
と
ば
は
素
晴
ら
し
い
な
」
と
、
原
典
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
現
代
語
訳

か
ら
そ
う
い
う
こ
と
ば
を
見
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま

す
。今

日
は
前
半
と
後
半
で
４
名
の
先
生
に
お
話
を
頂
戴
い
た
し
ま
す
。
そ

れ
で
は
、
先
生
方
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

講演会・シンポジウム「親鸞聖人 ことばの織りなす力」開催報告

図１　浄土真宗聖典のご紹介
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二
、
記
念
講
演
「
礎
と
し
て
の
聖
教
──
聖
典
英
訳
か
ら
学
ん
だ
こ
と
──
」

徳
永
一
道
先
生
（
本
願
寺
派
勧
学
寮
頭
）
は
、
本
願
寺
国
際
セ
ン
タ
ー

で
長
年
、
浄
土
真
宗
聖
典
の
翻
訳
（
英
訳
）
に
携�

�
�

わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
聖
典
英
訳
の
取
り
組
み
を
振
り
返
り
つ
つ
、
聖�

�
�

教�
�
�を

英
訳
す

る
と
き
の
困
難
さ
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
交�

�

え
て
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
。
以
下
、
徳
永
先
生
の
ご
講
演
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
を
掲
載
し
ま

す
。

【
徳
永
先
生
記
念
講
演
の
概
要
】

①
本
願
寺
の
聖
典
英
訳
事
業

本
願
寺
国
際
セ
ン
タ
ー
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
世
界
に
伝
え
る

た
め
、
英
語
を
中
心
と
し
て
浄
土
真
宗
聖
典
の
翻
訳
作
業
を
続
け
て
い

る
。
１
９
７
８
（
昭
和
53
）
年
に
正
式
に
始
ま
り
、
同
年
の
Letters of

Shinran（
英
訳
『
末�

�

灯�
�

鈔�
�
�』）

を
皮
切
り
に
宗
祖
の
著
作
が
翻
訳
さ
れ
た
。

１
９
９
７
（
平
成
９
）
年
に
は
T
he Collected W
orks of Shinran（
英

訳
親
鸞
聖
人
著
作
集
）
を
刊
行
、
２
０
０
０
（
平
成
12
）
年
の
Letters of

Rennnyo（
英
訳
『
御�

文�
�

章�
�
�

』）、
２
０
０
３
（
平
成
15
）
年
・
２
０
０
９

（
平
成
21
）
年
の
T
he T
hree Pure Land Sutras（
英
訳
浄�

�
�

土�

三�
�

部�

経�
�
�）

を
経
て
、
２
０
１
２
（
平
成
24
）
年
以
降
は
T
he Pure Land W
ritings

（
七�

�

高�
�

僧�
�

著
作
）
の
翻
訳
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
は
道�

�

綽�
�
�

禅�
�

師�

『
安�

�

楽�
�

集�
�
�』

の
英
訳
作
業
中
で
あ
る
。

②
も
の
の
見
方
の
違
い

お
聖
教
を
英
訳
す
る
の
は
、
縦
に
書
い
た
も
の
を
横
に
直
せ
ば
い
い
、

と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
翻
訳
に
関
し
て
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
も
の

の
考
え
方
が
違
う
、
言
い
換
え
れ
ば
世
界
の
と
ら
え
方
が
違
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
根
本
的
に
異
な
る
か
ら
、
こ
と
ば
を
置
き
換
え
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
違
い
が
出
る
わ
け
が
な
い
。「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
英
語
は

な
い
。「
あ
り
が
と
う
」
は
“T
hank you.”
で
は
な
い
。
“T
hank

you.”
は
「
私
は
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
あ

り
が
と
う
」
は
、
漢
字
で
書
く
と
「
有
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
書
く
。
あ

な
た
の
ご
親
切
は
あ
り
が
た
い
、
滅
多
に
な
い
。
あ
な
た
が
私
に
し
て
く

だ
さ
っ
た
よ
う
な
ご
親
切
は
、
そ
の
辺
に
転
が
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
。
滅
多
に
な
い
ほ
ど
貴
重
な
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
感
謝
の
意
味

に
な
る
。
簡
単
な
日
常
語
で
も
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
ま
し
て
、
仏
典

を
英
訳
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
え
る
ぐ
ら
い
難
し
い
。

「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
日
本
語
は
、
英
語
に
は
絶
対
で
き

な
い
。
“I see the m
ountain in the distance.”
は
全
く
違
う
。
英
語

で
は
ど
う
し
て
も
“I”
が
入
っ
て
「
私
は
向
こ
う
の
山
を
見
て
い
る
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
の
主
語
は

「
山
」
で
あ
る
。
山
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
私
の
眼
に
移
っ
て
い
る
と

い
う
状
況
を
、
こ
の
日
本
語
は
表
現
し
て
い
る
。
日
本
語
で
は
「
私
」
が

出
て
こ
な
い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
他
力
」
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を

前
提
と
し
な
い
と
、
親
鸞
聖
人
の
救
い
の
理
念
と
い
う
も
の
は
わ
か
ら
な

い
。「
私
」
が
先
に
立
て
ば
、「
他
力
」
は
成
立
し
な
い
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
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隠
れ
て
し
ま
う
。

も
と
も
と
主
語
が
な
い
の
に
、
主
語
を
入
れ
な
け
れ
ば
英
語
に
な
ら
な

い
。
こ
こ
が
英
訳
で
最
も
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
日
本
人
の
発
想
の
仕
方

と
、
西
洋
の
発
想
の
仕
方
の
、
決
定
的
な
違
い
と
言
っ
て
も
い
い
。
従
っ

て
、
主
語
の
な
い
こ
と
ば
を
、
な
ん
と
か
辻�

�

褄�
�

を
合
わ
せ
て
主
語
の
あ
る

こ
と
ば
に
翻
訳
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
矛�

盾�
�
�

が
生
じ
る
。
こ
れ
は
、
自

己
否
定
の
文
化
と
自
己
主
張
の
文
化
の
違
い
で
あ
る
。

③
そ
の
ま
ま
の
救
い

「
如�

�

実�
�

知�

見�
�

」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
鈴
木
大�

�

拙�
�

先
生
や
長
尾
雅�

人�
�

先
生
は
、
仏
教
を
一
言
で
言
う
と
「
如
実
知
見
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
。
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
、
も
の
の
あ
る
が
ま
ま
の
と
こ
ろ
に
真

実
が
あ
る
、
究
極
的
な
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
に
か
特

殊
な
と
こ
ろ
、
現
実
を
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も

の
の
あ
る
が
ま
ま
が
真
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
に
一
貫
し
た
も
の
の
見

方
で
あ
る
。「
向
こ
う
に
山
が
見
え
る
」
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
究
極

的
な
事
実
で
あ
っ
て
、「
私
」
を
付
け
加
え
る
必
要
は
な
い
。
何
を
付
け

加
え
る
こ
と
も
、
何
を
差
し
引
く
こ
と
も
な
い
。
仏
教
の
究
極
的
な
真
理

は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
親
鸞
聖
人
の
救
い
も
同
じ
で
あ
る
。

「
そ
の
ま
ま
の
救
い
」、
そ
れ
が
浄
土
真
宗
の
ご
法
義
の
中
心
で
あ
る
。
阿

弥
陀
さ
ま
は
「
そ
の
ま
ま
で
い
い
」「
そ
の
ま
ま
来
な
さ
い
」
と
お
っ
し

ゃ
る
。
こ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
す
が
た
で
あ
る
。
私
は
こ
の
ま
ま
で
い

い
。
何
も
付
け
加
え
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
が
浄
土
真
宗
の
救
い
で
あ

る
。西

洋
的
な
発
想
と
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
聖
典
を
英
語
に
翻
訳
す

る
の
は
至
難
の
業�

�

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
翻
訳
作
業
を
通
し
て
、
親
鸞
聖

人
の
み
教
え
は
そ
の
ま
ま
の
救
い
で
あ
る
こ
と
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い

た
。

講演会・シンポジウム「親鸞聖人 ことばの織りなす力」開催報告

【講師紹介】徳永一道（本願寺派勧学寮頭）
1941年生まれ。本願寺派宗学院院長、京都女子大学
名誉教授。専門は真宗学。浄土真宗の現代的課題につ
いて多く提言するとともに、浄土真宗聖典の英訳に長
年携わる。主著は『浄土文類聚鈔講讃』（永田文昌堂、
2004年）、『親鸞聖人 その教えと生涯に学ぶ』（本願
寺出版社、2009年、共著）など。
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三
、
記
念
講
演
「
親
鸞
聖
人
の
漢
文
訓
読
」

佐
々
木
勇
先
生
（
広
島
大
学
大
学
院
教
授
）
は
、
同
時
代
の
各
派
宗
祖

の
資
料
と
比
べ
て
も
抜
き
ん
で
た
数
が
伝
存
し
て
い
る
親
鸞
聖
人
ご
自
筆

の
史
資
料
を
、
国
語
学
・
訓
点
語
学
の
視
点
か
ら
解
き
明
か
さ
れ
て
い
ま

す
。
本
会
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
漢
文
訓
読
の
方
法
や
歴
史
的
位
置
づ
け
に

つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
下
、
佐
々
木
先
生
の
ご
講
演
の
内

容
を
要
約
し
た
も
の
を
掲
載
し
ま
す
。

【
佐
々
木
先
生
記
念
講
演
の
概
要
】

①
浄
土
真
宗
聖
典
の
特
徴

浄
土
真
宗
聖
典
の
特
徴
は
、
１
つ
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
自
筆
本
が
大
量
に

伝
わ
る
こ
と
、
も
う
１
つ
は
親
鸞
聖
人
自
ら
、
読
み
を
加
点
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
我
々
は
、
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば
を
直
接
に
聞
く
こ
と
が
で
き

る
。②

漢
文
訓
読
の
前
提

親
鸞
聖
人
の
漢
文
訓
読
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
前
提

と
し
て
、
３
点
を
お
さ
え
て
お
く
。

第
１
に
、「
物
語
の
こ
と
ば
」（『
源
氏
物
語
』
な
ど
）
と
「
訓
読
の
こ
と

ば
」（
仏
書
）
は
違
う
。
親
鸞
聖
人
の
『
教�

�
�

行�
�
�

信�
�

証�
�
�

』
の
用
例
を
見
る

と
、「
訓
読
の
こ
と
ば
」
を
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。

第
２
に
、「
訓
読
の
こ
と
ば
」
に
も
変
遷
が
あ
る
。
小
林
芳�

�

規�
�

先
生
は

『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
１
９
６
７
年
）
を
書
き
、
九
十
歳
と
な
っ
た
現
在
も
『
平
安
時
代

の
佛
書
に
基
づ
く
漢
文
訓
読
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
２
０
１
１
年
～
）

を
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、「
訓
読
の
こ
と
ば
」
は
時
代
と
共
に
単
純
化
・

簡
略
化
を
遂
げ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第
３
に
、
同
時
代
の
訓
読
の
こ
と
ば
は
一
つ
で
は
な
い
。
同
じ
時
代
で

あ
っ
て
も
、
漢
籍
と
仏
書
の
訓
読
に
は
相
違
が
あ
り
、
藤
原
家
・
菅
原
家

な
ど
の
家
や
、
仏
教
の
宗
派
・
流
派
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
読
み
方
の
歴
史

が
あ
る
。

③
親
鸞
聖
人
の
漢
文
訓
読
法

親
鸞
聖
人
は
漢
籍
も
引
用
す
る
の
で
、
漢
籍
の
訓
読
を
交
え
た
仏
書
の

訓
読
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
親
鸞
聖
人
は
、
単
純
化
や
簡
略
化
と
い
う

訓
読
史
上
の
変
化
を
先
取
り
し
て
お
り
、
さ
ら
に
漢
字
の
音
を
表
す
声

�
�
�

点�
�

（
文
字
の
四
隅
に
付
し
た
記
号
で
、
清
濁
を
表
す
こ
と
も
あ
る
）
に
つ
い

て
は
、
若
き
日
に
修
学
に
励
ま
れ
た
天
台
宗
か
ら
起
こ
っ
た
濁
声
点
を
使

い
な
が
ら
、
清
濁
を
非
常
に
良
く
区
別
し
て
い
る
。

親
鸞
聖
人
の
漢
文
訓
読
法
は
、
単
純
化
と
い
う
時
代
の
流
れ
を
先
取
り

し
つ
つ
、
清
濁
を
徹
底
し
て
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
わ
か
り
や
す
さ
・
読
み
上

げ
や
す
さ
と
い
う
読
者
へ
の
配
慮
を
起
因
と
し
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
は
だ

れ
も
が
読
め
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
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④
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば

親
鸞
聖
人
は
、
漢
文
の
訓
読
に
際
し
、
独
自
の
経
文
解
釈
を
書
き
込
ん

で
い
る
。
例
え
ば
「
至�

心�
�

回�

向�
�

」
に
「
セ
シ
メ
タ
マ
ヘ
リ
」「
シ
タ
マ
ヘ

リ
」
と
徹
底
し
て
仏
の
側
で
訓
読
・
書
写
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

解
釈
を
し
た
か
。
こ
の
「
阿
弥
陀
さ
ま
が
回
向
す
る
」
と
い
う
解
釈
は
ど

こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
師
匠
で
あ
る
法�

�

然�
�

聖�
�
�

人�
�

は
自
筆
本
が
ほ

と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、「
至
心
回
向
」
の
訓
読
法
は
不
明
で
あ
る
。
龍

谷
大
学
蔵
『
黒�

�

谷�
�

上�
�
�

人�
�

語�

灯�
�

録�
�

』
元�

�

亨�
�

版
に
は
「
回
向
し
給�

�

ふ
」
と
読

む
箇
所
も
あ
る
が
、「
至
心
回
向
」「
回�

向�
�

発�
�

願�
�

心�
�

」
の
部
分
は
「
回
向
し

て
」
と
読
ん
で
い
る
。
親
鸞
聖
人
の
「
至
心
回
向
セ
シ
メ
タ
マ
ヘ
リ
」

は
、
親
鸞
聖
人
の
考
え
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば
を
直�

�

に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
世

界
の
宗
教
や
日
本
仏
教
の
諸
宗
の
中
で
も
希�

有�

な
こ
と
で
あ
る
。

『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
は
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
後
世
に

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

次
回
は
、
四
、「『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
の
魅
力
」
と
五
、「
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「『
聖
典
全
書
』
の
完
結
を
承
け
て
─
─
聖
典
の
編
纂
と
普
及

■

─
─
」
の
内
容
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

（
総
合
研
究
所
教
学
伝
道
研
究
室
〈
聖
典
編
纂
担
当
〉）

講演会・シンポジウム「親鸞聖人 ことばの織りなす力」開催報告

【講師紹介】佐々木勇（広島大学大学院教授）
1961年生まれ。比治山女子短期大学助教授等を経て
現職。博士（文学）。専門は国語学（訓点語学）。親鸞
聖人の真蹟等を対象資料とした、漢字音や仮名遣いな
どに関する論考や講演が多数ある。主著は『平安鎌倉
時代における日本漢音の研究』（汲古書院、2009
年）、『専修寺蔵『選擇本願念佛集』延書　影印・翻刻
と総索引』（笠間書院、2011年）など。
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