
は
じ
め
に

圏
公
開
講
座
の
開
催
趣
旨

浄
士
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
で
は
、

「
自
他
共
に
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る

社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
」
活
動
と
し
て
、
現

代
社
会
の
当
面
す
る
課
題
に
対
し
て
、
先
端
的

知
見
を
有
す
る
有
識
者
か
ら
多
角
的
な
提
言
を

い
た
だ
き
、
宗
教
的
立
場
か
ら
、
よ
り
良
い
社

会
の
創
造
の
た
め
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し

、
?
る
か
を
、
多
く
の
人
々
と
共
に
考
え
る
た
め

の
公
開
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

化
と
い
う
課
題
は
、
か
た
ち
を
変
え
都
市
に
お

い
て
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
課
題
は
社
会
全

体
を
と
り
ま
く
問
題
と
も
い
ぇ
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
浄
士
宙
葉
の
お
寺
に
ど
の

:
幸

よ
う
な
活
動
が
担
え
る
の
か
、
「
ム
ラ
の
お
寺
」

の
役
割
と
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ

と
を
目
的
に
公
開
講
座
を
企
画
し
ま
し
た
。

團
今
回
の
公
開
講
座
の
目
的

宗
派
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
過
疎
問

題
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
宗
門
が
二
0
0
九
年
に

実
施
し
た
第
九
回
宗
勢
基
本
調
査
報
告
に
ょ
っ

て
、
宗
門
寺
院
の
約
五
五
%
が
農
村
、
山
村
、

漁
村
に
所
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
農
山
漁
村
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

資
本
や
経
済
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
雜
村
に
ょ

る
高
齢
世
帯
の
孤
立
化
で
す
。
一
方
で
、
孤
立

た
し
ま
す
0

圏
生
産
年
齢
人
口
と
高
者
の
捉
え
方

図
1
は
、
現
在
ま
で
の
日
本
の
人
口
推
移
と

将
来
の
人
口
推
計
で
す
。
総
務
省
が
統
計
と
し

て
い
る
年
代
区
分
は
、
 
0
、
一
四
歳
、
一
五
S

六
四
歳
(
生
産
年
齢
人
口
)
、
六
五
歳
以
上
と
な

つ
て
い
ま
す
。
生
産
年
齢
人
口
と
は
、
国
内
の

"
 
0

圏
講
師
紹
介

今
回
の
ご
講
師
で
あ
る
徳
野
貞
雄
先
生
は
、

熊
本
大
学
教
授
と
し
て
教
鞭
を
と
ら
れ
る
一
方

で
、
「
道
の
駅
」
の
命
名
者
と
し
て
地
域
社
会

の
活
性
化
に
ご
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

「
集
落
点
検
」
と
い
う
、
独
自
の
調
査
か
ら
集

落
の
実
態
に
迫
り
、
具
体
的
な
活
動
を
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。

生
産
活
動
に
就
く
労
働
力
の
対
象
と
な
る
年
齢八

人
口
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
、
一
五
、
一

歳
の
人
口
の
ほ
と
ん
ど
は
高
校
に
通
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
高
校
生
の
八
割
以
上
が
大
学
や
専

門
学
校
に
進
学
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
在

の
一
五
S
一
三
歳
を
生
産
年
齢
人
口
に
当
て
は

め
て
考
え
る
の
は
現
状
に
あ
わ
な
い
と
先
生
は

指
摘
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
「
高
齢
者
」
と
呼
ば
れ
る
年

代
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
0
 
図
2
に
示
さ
れ
て

い
る
昭
和
三
0
年
代
ま
で
の
人
ロ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

を
見
る
と
六
五
歳
以
上
の
割
合
は
小
ノ
な
く
な
っ

て
い
ま
す
が
、
図
3
の
現
代
の
人
ロ
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
で
は
六
五
歳
以
上
が
他
の
年
代
よ
り
も
突
出

1
当
日
は
、
一
般
来
場
者
と
各
教
区
寺
院
振
興

対
策
委
員
・
各
教
区
教
務
所
職
員
を
含
め
約
二

0
0
名
の
方
が
受
講
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、

徳
野
貞
雄
先
生
の
当
日
の
講
演
内
容
を
報
告
い

.
し
て
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在

の
年
金
や
福
祉
の
考
凡
方
は
図
2
を
モ
デ
ル
に

計
画
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
こ
れ
は
現
状
に
は

あ
わ
な
い
と
い
ぇ
ま
す
。
加
え
て
、
昭
和
三
0

年
代
の
六
0
歳
以
上
と
比
べ
て
、
現
代
の
六
0

歳
以
上
は
元
気
で
ま
だ
ま
だ
余
力
の
あ
る
人
が

多
い
の
で
す
。
先
生
は
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
、

六
0
歳
か
ら
七
五
歳
ま
で
の
人
た
ち
を
地
域
や

お
寺
で
活
躍
し
て
も
ら
う
可
能
性
の
あ
る
「
プ

と
ら

レ
ミ
ア
ム
世
代
」
と
し
て
捉
え
て
お
ら
れ
ま
す
0

新
聞
記
事
や
テ
レ
ビ
の
報
道
で
も
こ
う
し
た

デ
ー
タ
は
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
の
生

活
の
現
場
か
ら
、
デ
ー
タ
を
捉
え
直
す
視
点
を

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

昭
料

ド
喪

ツミ
氏

ラ
雄

圏
「
人
の
動
き
」
を
つ
か
む
1
染
落
点
検
1

先
生
は
全
国
の
集
落
に
出
か
け
て
行
き
、
実

際
の
生
活
を
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
力
を

入
れ
て
お
ら
れ
る
の
は
集
落
点
検
で
す
。
集
落

点
検
で
は
集
落
に
出
入
り
す
る
「
人
の
動
き
」

を
調
査
し
ま
す
。
地
域
を
「
人
の
動
き
」
か
ら

、
』
.
、
乃

捉
え
直
す
新
し
い
試
み
で
す
。
た
と
え
ぱ
行
政

に
ょ
る
人
口
調
査
は
、
人
を
個
体
と
し
て
識
別

ν
'

、
、
、
氏

ラ
雄
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落
に
近
い
地
域
に
住
む
ケ
ー
ス
も
多
く
、
集
落

の
人
口
減
少
が
そ
の
ま
ま
集
落
の
衰
退
化
を
愆

味
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
孤
立
化

が
加
速
し
た
と
も
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
も
今
は
、
携
帯
電
話
を
使
え
ぱ
す
ぐ
に

家
族
が
自
家
用
車
で
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
技
術
が
進
ん
だ
こ
と
も
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
「
人
の
動
き
」
を
掌
握
す
る
こ
と
は
、

必
要
な
作
業
で
あ
る
と
先
生
は
考
え
て
い
る
の

で
す
。た

だ
し
、
個
人
情
報
の
問
題
な
ど
か
ら
、
行

政
が
踏
み
込
ん
で
占
稜
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
お
寺
で
集
落
点
検
を
お

こ
な
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
先
生
は
提
案
さ
れ

ま
し
た
0
 
お
寺
に
は
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

存
在
し
ま
す
し
、
点
検
を
す
す
め
る
こ
と
で
、

集
落
の
持
っ
て
い
る
潜
在
力
を
再
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

す
る
た
め
、
い
わ
ば
「
止
ま
っ
た
状
態
」
を
原

則
と
し
て
計
測
を
お
こ
な
い
ま
す
。
住
民
票
な

ど
か
ら
家
に
居
住
し
て
い
る
人
の
数
を
把
握

し
、
地
域
の
状
態
が
計
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
結
果
、
集
落
か
ら
人
が
一
人
出
て
行
け

ば
、
そ
の
地
域
は
「
人
口
減
」
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
0

と
こ
ろ
が
集
落
点
検
を
し
て
み
る
と
、
「
人

の
動
き
」
が
見
え
て
き
ま
す
。
集
落
か
ら
出
て

行
っ
た
家
族
が
、
親
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
集

高
齢
者
の
孤
立
化
の
心
配
が
絶
え
ず
、
住
民
も

将
来
に
悲
観
的
で
す
。
し
か
し
、
集
落
に
住
ま

う
老
夫
婦
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
居
住
地
を
聞
き

取
り
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
が
京
都
・
大
阪
・
神

戸
な
ど
車
で
一
時
問
圏
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
加
え
て
、
三
日
に
一
度

家
を
訪
ね
る
子
ど
も
が
い
た
り
、
週
末
に
は
野

菜
を
取
り
に
来
る
子
ど
も
や
孫
が
い
た
り
す
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
村
の
実
に
三
分

の
二
の
世
帯
に
お
い
て
、
村
外
に
住
む
家
族
が

出
入
り
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で

す
。

「
村
か
ら
若
者
が
出
て
行
っ
た
」
「
{
永
族
が
バ

ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
家
族

が
同
じ
空
問
に
^
住
し
な
く
な
っ
た
も
の
の
、

「
{
永
族
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
^
の
で
は
な
く
、

家
族
の
機
能
は
か
た
ち
を
変
え
て
、
以
前
と
変

わ
ら
ず
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
た

だ
、
そ
の
こ
と
を
住
民
が
認
識
で
き
て
い
な
い

と
い
、
つ
問
題
が
浮
き
上
が
り
ま
し
た
0
 
ま
た
、

「
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
」
と
い
う
表
現

ふ
ん
い

が
多
用
さ
れ
た
結
果
、
集
落
に
悲
観
的
な
雰
囲

、
、気

が
漂
う
よ
う
に
な
っ
た
と
先
生
は
見
て
お
ら

れ
ま
す
0

こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
先
生
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
集
落
点
検
で
は
、
現
状
の
認

識
を
す
す
め
、
孤
立
化
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

を
お
こ
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

む
た
よ

圏
家
族
と
世
帯
の
と
ら
え
方

先
生
は
実
際
に
過
疎
化
が
す
す
む
京
都
府
の

あ
る
村
を
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
地
域
は
若

い
世
代
が
小
ノ
な
く
、
老
夫
婦
が
多
い
こ
と
か
ら
、

徳
野
先
生
は
地
域
や
家
族
を
、
「
す
で
に
在

る
」
も
の
と
位
置
づ
け
ま
す
。
「
す
で
に
在
る
」

と
は
、
自
分
が
生
ま
れ
た
地
域
環
境
や
家
族
構

成
が
自
分
の
意
思
や
判
断
と
は
別
に
、
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
「
す
で
に
在
る
」

状
況
で
は
、
た
と
え
ぱ
家
族
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
起
こ
る
困
難
や
喜
び
を
共
有
す
る
必
然

性
に
追
わ
れ
ま
す
。
先
生
の
ご
指
摘
は
、
そ
う

し
た
被
動
態
と
し
て
の
現
状
を
再
確
認
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
す
。
そ
、
つ
す
る
こ
と
で
現
状
に

対
す
る
誤
解
や
問
題
点
が
見
え
て
き
ま
す
。

今
日
の
社
会
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
資
本

に
重
点
を
置
い
た
消
費
社
会
で
す
。
消
費
社
会

で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
資
本
と
し
て
識
別
さ

結
1
所
感
1

れ
、
人
も
そ
の
対
象
と
な
り
ま
す
0
 
こ
の
よ
う

な
価
値
観
の
中
で
、
過
疎
化
の
現
象
や
人
内
減

少
問
題
を
考
え
る
と
、
そ
の
対
応
は
、
労
働
力

"
f
上

や
金
銭
を
投
資
す
る
こ
と
に
偏
り
が
ち
に
な
っ

て
し
ま
、
つ
で
し
ょ
、
つ
0
 
過
疎
と
い
わ
れ
る
お
金

の
な
い
社
会
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
対
応
は
現

実
的
と
は
い
ぇ
ず
、
そ
の
こ
と
で
置
き
去
り
に

さ
れ
て
い
る
と
悲
観
的
に
考
え
て
し
ま
い
か
ち

で
す
0
 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
消
費
社
会
に
お

い
て
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

つ
な
が
り
の
^
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

浄
土
真
宗
の
お
寺
の
活
動
は
、
地
域
や
家
族

と
い
っ
た
「
す
で
に
在
る
」
状
況
を
基
礎
と
し

て
相
続
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
地
域
や

家
族
の
中
で
、
人
々
は
雑
談
を
し
た
り
、
情
報

交
換
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
共
に
体
を
動
か
す

こ
と
で
人
と
人
の
つ
な
が
り
を
感
じ
た
り
す
る

な
ど
、
人
や
自
分
自
身
に
つ
い
て
ょ
り
深
く
思

'
<

い
を
巡
ら
せ
て
き
ま
し
た
。
現
に
、
浄
土
声
<
{
示

の
多
く
の
お
寺
で
は
人
と
人
の
つ
な
が
り
を
深

め
る
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
徳
野
先
生

が
お
示
し
下
さ
っ
た
集
落
点
検
は
、
活
動
の
原

動
力
に
な
る
地
域
や
家
族
と
の
つ
な
が
り
を
再

確
認
す
る
一
っ
の
力
法
と
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
、
?
0

こ
の
再
確
認
の
作
業
に
ょ
う
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ム
ラ
に
お
け
る
お
寺
の
役
割
や
可
能
性
が
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
皆
様

の
お
寺
に
あ
る
つ
な
が
り
を
改
め
て
確
認
し
、

そ
こ
か
ら
具
体
的
な
活
動
の
方
向
性
を
さ
ぐ
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

(
那
須
公
昭
本
多
真
横
井
桃
子
)
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