


●講師略歴
　山

やま
内
うち

 小
さ

夜
よ

子
こ

愛媛県生まれ。大谷大学卒業。
真宗大谷派教学研究所研究員を経て、現在は解放運動推進

本部本部委員。大谷大学非常勤講師。

論文「近代における真宗大谷派の女性教化組織」（『教化
研究』135 号）他。共著に『高木顕明―大逆事件に連座し
た念仏者』 ( 真宗ブックレット )　『性と侵略』（社会評論社）  

『加害と赦し』（現代書館）他。

●表紙の写真　

　高
たか

木
ぎ

 顕
けんみょう

明が建設に反対した忠
ちゅうこんひ

魂碑
 日露戦争の後、新宮の仏教会が企画した忠魂碑建設に対し、
真宗大谷派僧侶の高木顕明一人が反対しました。
 当初は、現在の新宮高校の南東に建てられましたが、現在
は熊野速

はや

玉
たま

大社境内に移転されています。  本誌 23 頁参照

 「戦う国は祀ります。戦死者を祀る準備をしています。
戦わない国は戦争で死ぬ人がいないので祀る必要もないわ
けです。」                                               本誌 44 頁参照

非戦決議２０１５
　私たちは過去において、大日本帝国の名の下に、世界の人々、とりわけアジ
ア諸国の人たちに、言語に絶する惨禍をもたらし、佛法の名を借りて、将来あ
る青年たちを死地に赴かしめ、言いしれぬ苦難を強いたことを、深く懺悔する
ものであります。
　この懺悔の思念を旨として、私たちは、人間のいのちを軽んじ、他を抹殺し
て愧じることのない、すべての戦闘行為を否定し、さらに賜った信心の智慧を
もって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜
しまないことを決意して、ここに 「不戦の誓い」を表明するものであります。
　さらに私たちは、かつて安穏なる世を願い、四海同朋への慈しみを説いたた
めに、非国民とされ、宗門からさえ見捨てられた人々に対し、心からなる許し
を乞うとともに、今日世界各地において不戦平和への願いに促されて、その実
現に身を捧げておられるあらゆる心ある人々に、深甚の敬意を表するものであ
ります。
　私たちは、民族・言語・文化・宗教の相違を越えて、戦争を許さない、豊か
で平和な国際社会の建設にむけて、すべての人々と歩みをともにすることを誓
うものであります。　　　　　　　　　　　　　　　『不戦決議』（１９９５年）

　戦後５０年を経た１９９５年６月、真宗大谷派は、人類の願いを「不戦の誓い」
として表現しました。
　私たちは、この決議の重みを再確認し、あらためて平和の意味を問いたいと
思います。
　決議より２０年、戦争の悲惨さと愚かさに対する人々の感覚は風化してきて
います。その風化は、現在も、基地問題で苦しむ沖縄の人たちの心に向き合お
うとせず、戦争に向かう状況を生み出そうとしています。
　私たち人間の生きざまを憐れんで「国に地獄・餓鬼・畜生あらば、正覚を取
らじ」と誓い、法蔵菩薩は、浄土を建立されました。
　永い人類の歴史は、人が人を殺し、傷つけ合う悲しみの連続でありました。
如来の願心は、自我愛を正当化して「賜ったいのち」を奪い合うことを悲しみ、
私たちに「共に生きよ」と呼びかけておられます。
　この呼びかけに応じ、「殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ」という仏陀
の言葉を如来の悲願と受け取り、あらためてここに「非戦の誓い」を表明いた
します。
　そして、世界の人々と積極的な対話を通じて「真の平和」を希求してまいり
ます。
　上記決議いたします。

２０１５年６月　９日　　真宗大谷派　宗議会議員一同
２０１５年６月１０日　　真宗大谷派　参議会議員一同

なお、本誌の写真は全て「真宗大谷派解放推進本部」から
提供いただきました。
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は
じ
め
に

皆
さ
ん
今
晩
は
、
私
は
山や
ま
内う
ち
小さ

よ

こ
夜
子
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

私
は
京
都
の
東
本
願
寺
、
真
宗
大
谷
派
の
解
放
運
動
推
進
本
部
で
働
い
て
い
ま
す
。

今
日
は
「
戦
争
と
仏
教
」
と
い
う
講
題
に
、「
戦
争
は
戦
争
の
顔
を
し
て
こ
な
い
」
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
わ
か

り
に
く
い
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ま
し
た
。
皆
様
と
一
緒
に
戦
争
や
平
和
に
つ
い
て
、
ま
た
日
本
国
憲
法
（
以

下
憲
法
）
で
言
え
ば
、
第
九
条
と
、
第
二
十
条
の
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
条
文
で
表
現
さ
れ
て
い
る
問
題
を

確
か
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
、
私
の
所
属
す
る
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
の
歴
史
、
と
り
わ
け
戦
争
中
の
歴
史
と
、
そ
の
歴

史
を
戦
後
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
き
た
か
た
ど
る
中
で
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
一
緒
に
考
え
て
い
け
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

若
い
人
た
ち
を
戦
場
に

仏
教
の
教
え
の
中
で
、
初
期
の
頃
か
ら
大
事
な
戒か

い
律り
つ
、
戒い
ま
しめ
と
し
て
あ
り
ま
す
の
は
不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う
戒か
いで
す
。
仏
教

と
は
、「
殺
す
な
か
れ
、
殺
さ
し
め
る
な
か
れ
」
と
い
う
戒
め
を
持
つ
宗
教
で
す
。
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し
か
し
、
戦
争
中
は
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
戒
律

や
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
え
が
、
一
人
ひ
と
り
の
心
の

中
に
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
大
き
な
国
の
流
れ

の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

少
し
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
一

枚
の
写
真
（
資
料
１
）
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
に「
仏
具
の
供
出
」と
あ
り
ま
す
。

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
）
太
平
洋
戦
争
が
始
ま

り
ま
す
。
資
源
が
少
な
い
私
た
ち
の
国
は
、
戦
争
の

た
め
の
鉄
や
金
属
等
が
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
い
、
一

軒
一
軒
の
家
か
ら
鍋
や
釜
や
農
機
具
、
女
性
た
ち
の

装
飾
品
の
指
輪
や
首
飾
り
ま
で
供
出
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
写
真
は
、
岐
阜
県
池
田
町
温お

ん
知ち

小
学
校
講
堂

で
の
「
仏
具
の
供
出
」
法
要
の
様
子
で
す
。
梵ぼ

ん

鐘し
ょ
う、

花か

瓶ひ
ん
、
喚か
ん
鐘し
ょ
う、
燭し
ょ
く台だ
い等
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
か
ら
す
れ
ば
仏
具
は
、
仏
様
の
道
具
で
す
。
そ

資料１「仏具の供出」
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う
い
う
も
の
ま
で
が
供
出
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
の
中
で
、
お
寺
も
戦
争
に
巻

き
込
ま
れ
、
仏
様
の
道
具
ま
で
戦
争
の
道
具
と
し
て
供
出
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
一
方
、こ
の
よ
う
な
動
き
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
東
本
願
寺
の
大
門
前
の
写
真
（
資
料
２
）
で
す
。

大
門
に
「
挺

て
い
し
ん
じ
ゅ
ん
こ
く

身
殉
国
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。「
身
を
挺
し
て
国
に
尽
く
し
な
さ
い
」
と
い

う
言
葉
を
、
仏
教
教
団
が
不
殺
生
と
い
う
こ
と
を
言
い
な
が
ら
掲
げ
た
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

次
に
、
こ
の
「
大
谷
派
内
出
陣
学
徒
壮
行
会
」
の
写
真
（
資
料
３
）
な
ど
も
、
今
か
ら
見
れ
ば
非
常
に
痛
ま
し

い
写
真
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
の
学
徒
出
陣
の
写
真
で
す
。
戦
争
中
、
戦
争
が
終
わ
っ

た
後
の
未
来
の
日
本
社
会
の
中
核
と
な
り
国
を
担に

な
っ
て
い
く
の
が
若
い
学
生
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
当
初
は
徴

兵
を
猶
予
さ
れ
て
戦
場
に
は
い
く
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
い
よ
い
よ
戦

況
が
厳
し
く
な
っ
て
い
く
と
、
兵
隊
が
足
り

な
く
な
っ
て
、
学
生
ま
で
も
が
出
陣
し
ま
し

た
。
学
び
舎
を
出
て
、
真
宗
聖
典
や
万
年
筆

を
置
い
て
、
戦
場
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
写
真
は
、
足
に
ゲ
ー
ト
ル
を
巻

き
、
手
に
銃
剣
を
持
た
さ
れ
て
、
い
よ
い
よ

資料２「挺身殉國」
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「
戦
争
に
行
き
ま
す
」
と
い
う
学
生
た
ち
に
、
当
時
の

「
法ほ

っ
す主
」
が
、「
戦
場
で
頑
張
っ
て
こ
い
」
と
訓
話
を
し
、

戦
地
に
送
り
出
す
状
況
を
写
し
た
写
真
で
す
。

戦
争
が
始
ま
る
と
、
仏
教
教
団
も
戦
争
と
無
関
係
に
い

る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
い
人
た
ち
を
戦
場
に
送
り
出
し
、

ご
門
徒
の
方
々
に
は
「
仏
法
は
心
に
、
身
は
国
家
に
尽

く
し
な
さ
い
」
と
教
え
て
い
く
の
で
す
。

戦
争
を
信
仰
の
課
題
と
し
て

日
本
は
七
十
一
年
前
に
敗
戦
を
迎
え
ま
し
た
。
戦
争

で
お
よ
そ
三
二
〇
万
人
の
国
民
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
南
洋
諸
島

で
、
日
本
の
戦
争
に
よ
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
は

二
五
〇
〇
万
人
と
も
三
〇
〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
本
当
に
た
く
さ
ん
の
生
命
が
失
わ
れ
た
の
で
す
。

資料３「大谷派内出陣学徒壮行会」
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そ
の
戦
争
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
そ
れ
も
仏
教
者
と
し
て
ど
う
考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

長
い
間
、
日
本
社
会
の
中
で
、
戦
争
や
戦
争
責
任
を
仏
教
者
自
身
が
信
仰
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
敗
戦
国
と
し
て
、
戦
後
の
荒
れ
地
か
ら
の
復
旧
・
復
興
、
新
し
い
国
づ
く
り
に

懸
命
に
猛
進
し
た
七
十
年
間
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
戦
争
が
終
わ
っ
て
四
十
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
か
ら
、
自
分
た
ち
の
宗
門
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
仏
教
教

団
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
時
を
生
き
た
仏
教
徒
と
し
て
「
先
の
戦
争
を
ど
う
考
え
た
ら
良
い
の
か
。
戦
争
中

の
自
分
の
仏
教
徒
と
し
て
の
信
仰
と
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
の
仏
教
徒
と
し
て
の
信
仰
の
差
異
に
、
ど
う
や
っ

て
整
合
性
を
持
た
せ
る
の
か
」
と
、
信
仰
の
課
題
と
さ
れ
た
僧
侶
た
ち
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

そ
の
中
の
お
一
人
が
市い

ち
か
わ
は
く
げ
ん

川
白
弦
さ
ん
で
す
。
市
川
さ
ん
は
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
方
で
禅
の
研
究
者
で
あ
り
、
京

都
市
の
教
育
委
員
や
花
園
大
学
で
も
教
鞭
を
と
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
の
仏
教
徒
と
し
て
、
お
そ
ら
く
一
番
初
め

に
「
日
本
の
仏
教
徒
の
戦
争
責
任
」
を
自
ら
に
問
い
、
表
明
さ
れ
た
方
で
す
。『
仏
教
徒
の
戦
争
責
任
』
と
い
う

論
文
を
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
）
に
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
戦
争
体
験
と
は

何
で
あ
っ
た
の
か
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

戦
争
体
験
は
単
な
る
戦
争
体
験
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
天
皇
制
体
験
と
戦
争

体
験
と
の
統
合
と
し
て
の
聖
戦
体
験
と
し
て
捉
え
ら
れ
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
戦
争
責
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任
の
反
省
が
天
皇
制
に
対
す
る
批
判
と
我
々
の
内
な
る
天
皇
制
的
エ
ー
ト
ス
に
対
す
る
自
己
批
判
を
欠
く

な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
徹
底
と
い
う
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
　（『
仏
教
徒
の
戦
争
責
任
』
市
川
白
弦
・
法
藏
館
）

戦
後
生
ま
れ
の
私
た
ち
に
は
、
当
時
の
「
天
皇
制
」
と
か
「
天
皇
制
体
験
」
も
し
く
は
「
内
な
る
天
皇
制
的
エ

ー
ト
ス
」
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
、
実
感
と
し
て
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
戦
争
と
い
う
と
、
単
純
に
戦
場

で
兵
士
が
ど
う
い
う
戦
闘
を
し
た
の
か
、
も
し
く
は
兵
士
を
送
っ
た
後
の
家
族
が
ど
の
よ
う
な
銃
後
体
験
を
し

た
の
か
、
と
い
う
程
度
の
戦
争
体
験
し
か
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
市
川
先
生
か
ら
は
、
戦
争
体
験

と
は
、「
戦
争
体
験
」
と
「
天
皇
制
体
験
」
と
が
一
つ
に
合
わ
さ
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
、
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
視
点
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
（
日
本
国
憲
法
前
文
）

さ
て
、
今
か
ら
、
七
十
一
年
前
に
戦
争
が
終
わ
り
、
私
た
ち
の
国
は
戦
争
の
中
で
得
た
教
訓
を
新
し
い
憲
法
の

中
で
表
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
憲
法
の
前
文
で
す
。
こ
の
新
し
い
憲
法
を
も
っ
て
国
際
社
会
の
中
に
復
帰
し
た

わ
け
で
す
。

そ
の
前
文
に
は
、
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日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す

る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持

し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に

除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、

全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
最
後
の
一
行
に
あ
る
「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す

る
」
と
、
つ
ま
り
私
た
ち
は
平
和
な
社
会
に
生
き
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
部
分
で
す
。

こ
の
憲
法
は
、
学
徒
動
員
で
若
者
が
血
を
流
し
、
戦
争
の
中
で
国
民
一
人
ひ
と
り
が
経
験
し
た
み
じ
め
さ
、
苦

し
さ
、
悲
し
み
の
結
晶
と
し
て
誕
生
し
た
憲
法
で
す
。
そ
の
憲
法
の
前
文
に
「
一
人
ひ
と
り
が
平
和
の
う
ち
に

生
存
す
る
権
利
が
あ
る
」
と
謳
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
日
本
国
憲
法
の
前
文
が
素
晴
ら
し
い
と
こ

ろ
は
、
日
本
国
民
だ
け
で
な
く
、「
全
世
界
の
国
民
が
」
と
、
全
世
界
の
人
た
ち
が
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権

利
が
あ
る
と
表
明
し
た
こ
と
で
す
。
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憲
法
第
九
条
は
戦
争
を
棄
て
る
誓
い

さ
て
憲
法
第
九
条
で
す
。

第
九
条
　
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る

戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に

こ
れ
を
放
棄
す
る
。

２
　
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦

権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

第
九
条
は
何
を
定
め
て
い
ま
す
か
。
平
和
を
謳
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
も
「
第
九
条
は
平
和
を
謳
っ
て
い
る
条
文

で
す
」
と
い
う
表
現
で
は
不
十
分
で
す
。
第
九
条
が
謳
っ
て
い
る
の
は
「
戦
争
を
棄
て
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

戦
争
を
放
棄
し
た
。
大
阪
弁
で
い
う
と
「
戦
争
を
ほ
か
し
た
」
と
な
り
ま
す
。
戦
争
と
い
う
手
段
を
持
た
な
い
、

棄
て
た
の
で
す
。「
戦
争
を
し
な
い
」
で
は
な
い
の
で
す
。「
す
る
、
し
な
い
」
で
は
な
く
て
、
戦
争
と
い
う
手

段
そ
の
も
の
を
棄
て
た
、
ほ
か
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
第
九
条
は
誓
っ
て
い
る
の
で
す
。
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信
じ
な
く
て
も
い
い
自
由
（
憲
法
第
二
十
条
・
第
八
十
八
条
）

そ
し
て
今
日
、
こ
の
第
九
条
と
共
に
み
な
さ
ん
と
共
有
し
た
い
の
は
第
二
十
条
の
信
教
の
自
由
と
い
う
こ
と
で

す
。
第
九
条
と
第
二
十
条
は
兄
弟
姉
妹
、
ペ
ア
の
関
係
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
今
日
確
認
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

第
二
十
条
　
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。（
前
段
）

い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、国
か
ら
特
権
を
受
け
、又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。（
後
段
）

２
　
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

３
　
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
信
教
の
自
由
の
条
文
で
す
。

第
一
項
前
段
が
、
全
般
的
・
概
括
的
に
信
教
の
自
由
の
権
利
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
第
一
項
後
段
と
第
二
項
、

第
三
項
で
は
、
政
教
分
離
規
定
な
ど
、
信
教
の
自
由
の
具
体
的
な
内
容
を
述
べ
て
い
ま
す
。
信
教
の
自
由
が
侵

害
さ
れ
る
具
体
的
な
場
合
で
す
の
で
、「
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
れ
な
い
」
と
い
う
禁
止
言
葉
の
条
項
と
な
っ
て

い
ま
す
。
信
教
の
自
由
と
い
う
と
、
信
じ
る
自
由
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
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ん
。
何
を
信
じ
て
も
い
い
、
ど
う
い
う
宗
教
を
信
じ
て
も
い
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信

じ
る
自
由
と
同
時
に
、
信
じ
な
く
て
も
い
い
自
由
も
保
証
し
て
い
る
の
で
す
。
信
じ
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い

自
由
も
あ
る
の
で
す
。
信
じ
る
自
由
も
、信
じ
な
い
自
由
も
あ
る
の
で
す
。
何
か
信
じ
る
と
い
う
こ
と
を
他
か
ら
、

と
り
わ
け
国
か
ら
強
要
さ
れ
た
り
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
に
従
わ
な
く
て
い
い
、
従
う
必
要

は
な
い
と
い
う
自
由
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
第
二
十
条
の
信
教
の
自
由
の
条
文
を
、
財
政
の
と
こ
ろ
で
も
禁
止
し
て
い
る
条
文
が
第
八
十
九
条

で
す
。
政
教
分
離
原
則
と
言
わ
れ
ま
す
。
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
ま
で
、
靖
国
神
社
が
陸
軍
省
・
海
軍
省

の
管
轄
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
神
社
が
国
家
と
不
可
分
で
し
た
。
国
家
と
宗
教
を
分
離
す
る
と
わ
ざ
わ
ざ

強
く
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

第
八
十
九
条
　
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は

維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支

出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
第
二
十
条
の
第
三
項
「
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
活
動
も
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
こ
の
一
項
を
、
財
政
上
か
ら
も
禁
止
し
た
条
文
で
す
。
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第
九
条
も
そ
う
で
す
が
、
第
二
十
条
に
お
い
て
も
「
し
て
は
な
ら
な
い
」「
強
制
さ
れ
な
い
」
と
禁
止
の
言
葉

で
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
は
っ
き
り
と
厳
格
に
、
国
家
と
宗
教
の
分
離
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

条
件
付
き
信
教
の
自
由
（
大
日
本
帝
國
憲
法
）

信
教
の
自
由
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
明
治
の
「
大
日
本
帝
國
憲
法
」
の
中
で
も
規
定
は
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
維
新
を
経
て
鎖
国
を
解
い
た
日
本
が
、
他
の
諸
外
国
欧
米
列
強
と
肩
を
並
べ
て
い
く
た
め

に
は
、
江
戸
時
代
に
禁
制
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
、
そ
の
禁
制
を
解
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
日

本
帝
國
憲
法
で
は
、
次
の
よ
う
な
条
文
で
す
。

大
日
本
帝
國
憲
法
　
第
二
十
八
条

日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス

こ
れ
は
諸
外
国
か
ら
の
要
請
か
ら
で
き
た
条
文
で
す
け
れ
ど
も
、
一
応
の
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
と
言
え

ま
す
。「
日
本
臣
民
は
安
寧
秩
序
を
妨
げ
ず
及
び
臣
民
た
る
の
義
務
に
背
か
ざ
る
限
り
に
於
て
信
教
の
自
由
を
有

す
」
と
あ
り
、「
安
寧
秩
序
」
と
「
臣
民
の
義
務
」
に
背
か
な
い
限
り
に
お
い
て
信
教
の
自
由
を
持
っ
て
い
ま
す
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よ
と
い
う
内
容
で
す
。

こ
こ
の
「
臣
民
の
義
務
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
少
し
頭
に
置
い
て
お
き
な
が
ら
私
た
ち

の
宗
派
・
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
の
歴
史
を
た
ど
る
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
の
非
戦
の
誓
い

私
た
ち
の
宗
派
は
真
宗
大
谷
派
で
す
が
、
今
日
の
資
料
（
表
紙
裏
参
照
）
に
「
不
戦
決
議
２
０
１
５
」
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
上
の
段
に
書
か
れ
て
い
ま
す
「
不
戦
決
議
」
と
い
う
文
章
は
、
今
か
ら
二
十
一
年
前

の
一
九
九
五
年
（
平
成
七
）
に
真
宗
大
谷
派
が
社
会
に
向
け
て
発
信
し
誓
っ
た
非
戦
の
誓
い
で
す
。
そ
の
中
に
、

戦
争
中
に
教
団
は
何
を
し
て
き
た
の
か
。
そ
し
て
、
今
あ
る
私
た
ち
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

真
宗
大
谷
派
は
、
戦
争
中
に
戦
争
を
罪
悪
だ
と
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
教
団
で
す
。
そ
し
て
、
た
く
さ

ん
の
若
い
人
た
ち
を
戦
場
に
送
っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
こ
う
い
う
言
葉
で
謝
罪
し
、
非

戦
の
誓
い
と
し
た
わ
け
で
す
。
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不
戦
決
議

私
た
ち
は
過
去
に
お
い
て
、
大
日
本
帝
国
の
名
の
下
に
、
世
界
の
人
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人

た
ち
に
、
言
語
に
絶
す
る
惨さ

ん
禍か

を
も
た
ら
し
、
佛
法
の
名
を
借
り
て
、
将
来
あ
る
青
年
た
ち
を
死
地
に
赴

か
し
め
、
言
い
し
れ
ぬ
苦
難
を
強
い
た
こ
と
を
、
深
く
懺さ

ん
悔げ

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
懺
悔
の
思
念
を
旨
と
し
て
、
私
た
ち
は
、
人
間
の
い
の
ち
を
軽
ん
じ
、
他
を
抹
殺
し
て
愧は

じ
る
こ

と
の
な
い
、
す
べ
て
の
戦
闘
行
為
を
否
定
し
、
さ
ら
に
賜
っ
た
信
心
の
智
慧
を
も
っ
て
、
宗
門
が
犯
し
た

罪
責
を
検
証
し
、
こ
れ
ら
の
惨
事
を
未
然
に
防
止
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
決
意
し
て
、
こ
こ
に 

「
不
戦
の
誓
い
」
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
私
た
ち
は
、
か
つ
て
安あ

ん
穏の
ん
な
る
世
を
願
い
、
四し

海か
い
同ど
う
朋ぼ
う
へ
の
慈
し
み
を
説
い
た
た
め
に
、
非
国

民
と
さ
れ
、
宗
門
か
ら
さ
え
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
に
対
し
、
心
か
ら
な
る
許
し
を
乞
う
と
と
も
に
、
今
日

世
界
各
地
に
お
い
て
不
戦
平
和
へ
の
願
い
に
促
さ
れ
て
、
そ
の
実
現
に
身
を
捧
げ
て
お
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る

心
あ
る
人
々
に
、
深
甚
の
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
民
族
・
言
語
・
文
化
・
宗
教
の
相
違
を
越
え
て
、
戦
争
を
許
さ
な
い
、
豊
か
で
平
和
な
国

際
社
会
の
建
設
に
む
け
て
、
す
べ
て
の
人
々
と
歩
み
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

右
決
議
い
た
し
ま
す
。                 

一
九
九
五
年
六
月
十
三
日
　
真
宗
大
谷
派
　
宗
議
会
議
員
一
同

 

一
九
九
五
年
六
月
十
五
日
　
真
宗
大
谷
派
　
参
議
会
議
員
一
同
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真
宗
大
谷
派
は
、
毎
年
春
の
法
要
期
間
中
の
四
月
二
日
に
、
全
戦
没
者
追
弔
法
会
と
い
う
法
要
を
、
本
山
・

東
本
願
寺
で
お
勤
め
し
ま
す
。
こ
の
「
不
戦
決
議
」
を
今
日
お
配
り
し
ま
し
た
よ
う
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
し
て
、

繰
り
返
し
こ
の
言
葉
を
確
認
す
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
教
区
、例
え
ば
久
留
米
教
区
（
福

岡
県
・
佐
賀
県
の
範
囲
）
に
お
い
て
は
こ
れ
を
木
の
板
に
掘
っ
て
、
教
務
所
の
講
堂
に
掲
げ
た
り
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
）
に
は
奥
羽
教
区
（
秋
田
県
・
青
森
県
の
範
囲
）
が
、「
不
戦
決
議
」
を
啓
発
ポ
ス

タ
ー
に
し
て
全
国
の
寺
院
に
配
布
し
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
繰
り
返
し
こ
の
「
不
戦
決
議
」
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
特
に
「
こ
れ
ら
の
惨
事
を
未

然
に
防
止
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
決
意
し
て
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
も
う
二
度
と
こ
ん
な
に
悲
惨

な
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
。
未
然
に
、
起
こ
る
前
に
防
止
す
る
そ
の
努
力
を
惜
し
ま
な
い
の
が
私
た
ち
宗
派
の
仕

事
で
す
」
と
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

そ
し
て
、
今
、
私
た
ち
の
こ
の
社
会
で
「
戦
争
を
未
然
に
防
止
す
る
努
力
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
す
る
こ
と
な

の
か
、一
人
ひ
と
り
の
僧
侶
、一
人
ひ
と
り
の
門
徒
が
一
回
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
と
、呼
び
か
け
て
い
る
の
が
「
不

戦
決
議
」
の
言
葉
で
す
。
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宗
門
が
見
捨
て
た
人
た
ち

も
う
ひ
と
つ
「
不
戦
決
議
」
の
中
の
注
目
し
て
も
ら
い
た
い
部
分
が
、「
か
つ
て
安あ
ん
穏の
ん
な
る
世
を
願
い
、
四し

海か
い

同ど
う
朋ぼ
う
へ
の
慈
し
み
を
説
い
た
た
め
に
、
非
国
民
と
さ
れ
、
宗
門
か
ら
さ
え
見
捨
て
ら
れ
た
人
々
に
対
し
、
心
か

ら
な
る
許
し
を
乞
う
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

戦
争
中
、
も
し
く
は
戦
前
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
四
海
同
朋
と
い
い
ま
す
か
、
国
の
境
を
超
え
て
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
の
人
々
は
同
朋
だ
と
、
つ
ま
り
、
共
に
生
き
る
人
た
ち
だ
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
生
き
よ
う
と
し
た

が
た
め
に
「
非
国
民
」
に
さ
れ
、
国
家
か
ら
罪
人
（
つ
み
び
と
）
と
さ
れ
た
僧
侶
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い

う
僧
侶
を
私
た
ち
の
宗
門
は
見
捨
て
ま
し
た
。

そ
の
人
た
ち
に
「
心
か
ら
な
る
許
し
を
乞
う
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
許
し
を
乞
う
」
た
め
に
は
、
ま
ず
そ

の
人
た
ち
が
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
大
事
で
す
。

ど
ん
な
人
か
、
ど
う
い
う
名
前
か
、
ど
こ
の
人
な
の
か
。
そ
の
人
は
そ
の
時
何
を
し
た
の
か
、
そ
の
行
為
に

対
し
て
宗
門
は
ど
う
い
う
対
応
を
し
た
の
か
。
そ
の
結
果
、
そ
の
方
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
ご
家
族
は
ど

う
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
に
対
し
て
今
、
私
た
ち
は
何
を
す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
し
て
、

こ
の
歴
史
を
次
に
ど
う
伝
え
て
い
く
の
か
。「
許
し
を
乞
う
」
と
は
、
こ
う
い
う
取
り
組
み
を
継
続
し
続
け
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。



16

戦
争
に
反
対
し
た
僧
侶

真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
の
中
で
、
戦
争
中
、
戦
争
に
反
対
し
た
、
も
し
く
は
戦
争
が
始
ま
る
ま
で
の
時
代
社
会
の

中
で
戦
争
を
生
み
出
す
よ
う
な
事
柄
に
対
し
て
宗
祖
の
教
え
を
も
っ
て
反
対
し
た
、
そ
う
い
う
僧
侶
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

今
日
は
、
大
阪
教
区
の
お
一
人
で
あ
る
高た

か
木ぎ

顕け
ん
明み
ょ
うさ
ん
（
資
料
４
）
に
つ
い
て
お
伝
え
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
顕
明
さ
ん
が
生
ま
れ
た
の
は
、
江
戸
時

代
末
期
、
名
古
屋
の
ご
出
身
で
す
。
志
を
も
っ

て
僧
侶
と
な
り
、
和
歌
山
県
新
宮
市
の
浄

じ
ょ
う
泉せ
ん
寺じ

と
い
う
お
寺
の
ご
住
職
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

顕
明
さ
ん
が
生
き
ら
れ
た
時
代
は
、
明
治
維
新

を
経
て
、
日
本
は
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
で
も

っ
て
国
づ
く
り
を
し
て
い
く
時
代
で
も
あ
っ
た

わ
け
で
す
。

顕
明
さ
ん
は
、
人
生
の
中
で
大
き
な
戦
争
を

二
つ
経
験
し
て
い
ま
す
。
日
本
が
、
は
じ
め
て

資料４　「高木顕明」
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外
国
と
戦
争
を
し
た
の
が
日
清
戦
争
で
す
。
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
か
ら
一
八
九
五
年
に
清
国
、
今
の
中

国
と
戦
争
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
十
年
後
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
か
ら
一
九
〇
五
年
に
起
こ
っ
た

の
が
日
露
戦
争
で
す
。

日
露
戦
争
と
言
い
ま
す
と
、
今
か
ら
三
年
ほ
ど
前
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
を
覚
え
て
お
ら

れ
ま
す
か
。
主
人
公
の
秋あ

き
山や
ま
好よ
し
古ふ
る
、
真さ
ね
之ゆ
き
の
兄
弟
は
、
私
の
故
郷
の
愛
媛
県
の
松
山
出
身
の
方
で
日
露
戦
争
の

時
に
武
勲
を
挙
げ
た
軍
人
で
す
。
道
後
温
泉
の
近
く
に
は
「
坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
い
う
、
秋
山
兄

弟
を
顕
彰
す
る
記
念
館
が
あ
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
と
い
う
大
国
と
日
本
は
戦
争
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
原
因
は
中

国
の
「
満
洲
」
や
関
東
州
の
租
借
権
・
鉄
道
敷
設
権
等
を
巡
る
利
権
争
い
で
す
ね
。
戦
場
は
日
本
の
国
土
で
も

ロ
シ
ア
の
国
土
で
も
な
く
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
の
遼
東
半
島
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
日
露
戦
争
に
際
し
て
、
こ
の
顕
明
さ
ん
は
真
宗
の
教
え
に
基
づ
い
て
戦
争
に
反
対
を
し
ま
す
。
顕
明
さ
ん

が
残
さ
れ
た
『
余
が
社
会
主
義
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

極
楽
世
界
に
は
他
方
之
国
土
を
侵
害
し
た
と
云
う
事
も
聞
か
ね
ば
、
義
の
為
ニ
大
戦
争
を
起
し
た
と
云

ふ
事
も
一
切
聞
れ
た
事
は
な
い
。
依
て
余
は
非
開
戦
論
者
で
あ
る
。
戦
争
は
極
楽
の
分
人
の
成
す
事
で
無

い
と
思
ふ
て
居
る
。

（『
余
が
社
会
主
義
』・『
高
木
顕
明
の
事
跡
に
学
ぶ
学
習
資
料
集
』
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
所
収
）
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私
た
ち
は
、
極
楽
の
世
界
を
「
浄
土
」
と
言
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。「
浄
土
真
宗
」
の
浄
土
で
す
。

で
す
か
ら
、
顕
明
さ
ん
の
言
葉
は
、「
極
楽
（
浄
土
）
の
世
界
に
は
、
他
方
の
国
土
を
侵
害
し
た
と
い
う
こ
と

を
聞
い
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
正
義
の
た
め
に
大
戦
争
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
一
切
聞
い
た
こ
と
が
無
い
、

だ
か
ら
私
は
非
戦
論
、
非
開
戦
論
者
で
あ
る
」
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
「
戦
争
は
、
極
楽
（
浄
土
）
と
い
う
故

郷
を
心
に
分
か
ち
持
つ
人
間
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
、
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

顕
明
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
言
葉
で
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
戦
争
に
反
対
し
非
戦
を
説
い
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
教
え
は
教
え
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
娑し

ゃ
婆ば

の
世
界
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
戦
争
を
す

る
国
の
中
で
、「
仏
教
の
教
え
は
不ふ

殺せ
っ
生し
ょ
うで
あ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
で
戦
争
は
し
な
い
。
戦
争
せ
よ
と
聞
い

た
こ
と
が
な
い
」
と
ど
ん
な
に
表
明
し
て
い
て
も
、
戦
争
の
状
況
に
な
っ
た
時
に
は
、
教
え
に
生
き
た
い
と
願

っ
て
い
る
僧
侶
も
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。

教
義
に
照
ら
し
て
反
対

で
は
、
ど
う
い
う
形
で
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
か
。
こ
の
写
真
は
（
資
料
５
）、
顕
明
さ
ん
が
住
ま
わ
れ
て
い
た

こ
ろ
の
面
影
を
残
す
浄
泉
寺
の
旧
本
堂
で
す
。
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高
木
顕
明
さ
ん
と
同
じ
時
代
に
、
新
宮
教
会
で

牧
師
を
さ
れ
て
い
た
沖お

き
の
い
わ
ざ
ぶ
ろ
う

野
岩
三
郎
さ
ん
が
、
顕
明

さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
に
（
私
は
、
顕
明
さ
ん

は
殺
さ
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
が
）、
顕
明
さ
ん
の

事じ

績せ
き
を
た
く
さ
ん
の
小
説
で
書
き
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
の
『
煤す

す
び
た
提
ち
ょ
う
灯ち
ん
』
に
は
、
高
尾
と

い
う
名
前
で
顕
明
さ
ん
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
少

し
長
い
で
す
が
読
ん
で
み
ま
す
。

高
尾
が
町
内
真
宗
寺
院
の
僧
侶
達
か
ら
排

斥
さ
れ
始
め
た
の
は
日
露
戦
争
の
始
ま
っ
た

頃
か
ら
で
あ
つ
た
。

各
宗
十
一
ケ
寺
の
僧
侶
達
は
『
皇
国
戦
捷

敵
国
降
伏
大
祈
祷
会
』
を
聯
合
で
五
日
間
執

行
し
よ
う
と
い
ふ
事
の
相
談
会
を
開
い
た
。

夫
れ
は
町
の
有
志
か
ら
寄
附
金
を
募
集
し
て

資料５　「浄泉寺旧本堂」
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参
詣
者
に
は
御
供
の
餅
を
配
ら
う
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。

各
宗
の
僧
侶
達
は
一
も
二
も
無
く
夫
れ
に
賛
同
し
た
が
、
高
尾
は
独
り
其
の
相
談
に
賛
成
し
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。
彼
が
賛
成
し
な
か
つ
た
理
由
は
、
自
分
の
宗
旨
は
絶
対
他
力
で
あ
つ
て
、
決
し
て
禁
厭
祈
祷

の
如
き
事
を
な
す
べ
き
も
の
で
無
い
と
い
ふ
単
純
な
理
由
で
あ
つ
た
。
し
か
し
他
の
僧
侶
達
は
其
の
教
義

上
の
主
張
に
は
毫
も
耳
を
傾
け
な
い
で
、
頭
か
ら
忠
君
愛
国
と
い
ふ
言
葉
で
高
尾
に
も
強
い
て
賛
同
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
れ
が
平
信
徒
の
会
合
な
ら
兎
も
角
、
一
宗
一
派
の
僧
侶
で
あ
り
、
殊
に
其
中
に
は
宗
教
大
学
で
角
帽

を
被
た
事
の
あ
る
住
職
も
居
る
の
だ
か
ら
、
今
少
し
理
解
の
あ
る
議
論
も
出
さ
う
な
も
の
だ
と
思
つ
た
が
、

皆
と
い
ふ
皆
が
悉
く
白
い
眼
で
も
つ
て
高
尾
を
見
た
。
夫
れ
は
彼
が
近
頃
耶
蘇
教
の
牧
師
と
交
際
し
た
り
、

社
会
主
義
者
と
往
来
し
た
り
す
る
為
、
さ
う
云
ふ
連
中
の
議
論
に
気
触
れ
て
非
戦
論
を
主
張
す
る
の
だ
と

観
ら
れ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

会
議
の
結
果
は
矢
張
り
敵
国
降
伏
の
祈
祷
を
す
る
事
に
決
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
宴
会
に
移
る
と
云

ふ
時
、
高
尾
は
少
し
用
事
が
あ
る
か
ら
と
云
つ
て
直
ぐ
会
場
を
出
て
家
へ
帰
つ
た
。

帰
つ
て
見
る
と
隣
村
の
禅
寺
に
居
る
相
谷
と
い
ふ
若
い
僧
侶
が
来
て
ゐ
た
。
相
谷
は
高
尾
を
見
る
や
否

や
、「
お
い
、
敵
国
降
伏
を
や
り
に
行
つ
た
の
か
。」
と
素
見
す
や
う
に
言
つ
た
。「
い
や
、
此
方
が
降
伏
さ

せ
ら
れ
て
来
た
よ
。」と
高
尾
は
苦
笑
し
な
が
ら
言
つ
た
。「
矢
張
り
や
る
の
だ
ら
う
、馬
鹿
な
真
似
を
。」「
と
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う
と
う
や
る
事
に
決
つ
た
よ
。
し
か
し
僕
は
飽
ま
で
反
対
し
て
来
た
。」　
　
　
　
　
　
　

（『
煤
び
た
提
灯
』・『
失
は
れ
し
真
珠
』
所
収
　
沖
野
岩
三
郎
　
和
田
弘
栄
堂
・
警
醒
社
書
店
）　

市
内
に
は
十
一
の
寺
院
が
あ
り
ま
し
た
。
真
宗
の
お
寺
が
三
か
寺
、
他
に
日
蓮
宗
・
浄
土
宗
・
曹
洞
宗
の
お
寺

が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
ど
こ
の
町
内
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
寺
院
は
、
仏
教
会
と
い
う
形

で
宗
派
を
超
え
て
連
携
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

日
露
戦
争
が
始
ま
っ
て
、
地
元
の
仏
教
会
が
行
っ
た
の
は
、
敵
国
ロ
シ
ア
を
降
伏
さ
せ
日
本
の
勝
利
を
祈
祷
す

る
と
い
う
『
皇こ

う
国こ
く
戦せ
ん

捷し
ょ
う
敵て
き
国こ
く
降ご
う
伏ぶ
く
大だ
い
祈き

祷と
う
会か
い
』
で
す
。

各
宗
の
僧
侶
た
ち
が
、
一
も
二
も
な
く
そ
れ
に
賛
同
し
ま
し
た
が
、
高
木
顕
明
さ
ん
は
一
人
賛
成
し
な
か
っ
た

の
で
す
。
彼
が
賛
成
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
自
分
の
宗
旨
は
絶
対
他
力
で
あ
っ
て
、
祈
祷
の
類
を
な
す
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
単
純
な
理
由
で
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
様
以
外
は
た
の
ま
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
以
外

は
必
要
と
し
な
い
。
何
か
の
為
に
、
神
様
に
祈
願
す
る
と
か
、
も
の
忌
み
す
る
と
か
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
真

宗
門
徒
は
絶
対
に
し
な
い
と
い
う
単
純
な
理
由
で
す
。

し
か
し
、
周
り
の
僧
侶
た
ち
は
、
こ
と
ご
と
く
白
い
目
で
顕
明
さ
ん
を
見
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
最
近
、

耶や

蘇そ

教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
牧
師
、
こ
れ
は
沖
野
岩
三
郎
さ
ん
ご
本
人
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
牧
師
や
社
会
主

義
者
と
の
交
流
が
あ
る
た
め
、
そ
う
い
う
連
中
の
議
論
に
気か

触ぶ

れ
て
、
非
戦
論
を
主
張
す
る
の
だ
と
み
ら
れ
た
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か
ら
で
す
。
そ
れ
で
も
、
顕
明
さ
ん
は
一
人
最
後
ま
で
反
対
し
ま
す
。

し
か
し
、
た
ち
ま
ち
に
困
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
に
困
る
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
法
事
や
お
葬
式
が
あ
っ
て

も
、
も
う
呼
ば
れ
な
い
の
で
す
。
町
内
十
一
か
寺
の
和
を
乱
し
た
と
い
う
こ
と
で
様
々
な
場
面
で
敬
遠
さ
れ
て

い
き
ま
す
。
こ
の
町
で
大
谷
派
の
寺
院
は
浄
泉
寺
だ
け
で
す
。
や
が
て
孤
立
無
援
に
な
っ
て
お
寺
の
経
済
は
大

き
な
打
撃
を
受
け
る
わ
け
で
す
ね
。

お
経
を
誦よ

ん
で
戦
争
に
殺
さ
れ
た
亡
者
の
魂
が
浮
か
ば
れ
る
か

日
露
戦
争
は
、
日
本
の
勝
利
で
終
わ
り
ま
し
た
。
日
本
は
、
一
等
国
の
仲
間
入
り
を
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

日
清
戦
争
の
時
の
よ
う
に
は
ロ
シ
ア
か
ら
賠
償
金
を
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
清
戦
争
の
時
は
、
台
湾
を
植
民

地
に
し
て
、
さ
ら
に
清
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
賠
償
金
を
取
っ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
殖
産
興
業
に
資
し
て
、
八
幡

製
鉄
所
を
作
っ
た
り
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
日
露
戦
争
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
み
る
と
、
日
清
戦
争
の
時
よ
り
も
沢
山
の
戦
死
者
が
出
て
い
ま
し
た
。
高

木
顕
明
さ
ん
の
小
さ
な
村
、
新
宮
市
か
ら
も
戦
争
に
行
っ
て
亡
く
な
っ
た
人
が
出
ま
し
た
。
や
が
て
、
そ
の
亡

く
な
っ
た
方
の
処
遇
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
の
慰
霊
を
し
よ
う
と
い
う
動
き
が

起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
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写
真
（
資
料
６
）
は
、
現
在
熊く
ま
野の

速は
や

玉た
ま

大
社
に
移
設
さ
れ
た
忠
ち
ゅ
う
魂こ
ん
碑ひ

と
呼
ば
れ
る

塔
で
す
。
日
露
戦
争
後
に
こ
の
地
域
で
亡

く
な
っ
た
方
々
を
慰
霊
す
る
た
め
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
す
。

当
時
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
沖
野
岩
三

郎
さ
ん
が
『
彼
は
斯
う
し
て
死
ん
だ
』
と

い
う
小
説
の
中
に
、
書
き
遺
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

ち
ら
も
読
ん
で
み
ま
す
。

折
も
折
、
此
の
町
の
各
宗
寺
院
が
発
起
し
て
、
町
は
ず
れ
に
招
魂
碑
を
建
て
て
毎
年
春
秋
二
期
に
招
魂

祭
を
執
行
し
よ
う
と
云
ひ
出
し
た
。
そ
の
動
機
は
寺
院
の
方
で
先
鞭
を
つ
け
な
い
な
ら
、
神
官
の
方
で
官

幣
大
社
の
境
内
に
招
魂
碑
を
建
て
ら
れ
る
、
さ
う
な
れ
ば
仏
式
の
招
魂
祭
が
出
来
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る

と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。

九
ケ
寺
の
住
職
た
ち
は
一
も
二
も
な
く
此
の
建
議
に
賛
成
し
た
。
し
か
し
唯
ひ
と
り
彼
は
頑
然
と
し
て

資料６　「忠魂碑」
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反
対
し
た
。
し
か
も
、
彼
の
信
ず
る
真
宗
の
教
義
か
ら
賛
成
し
得
な
い
の
で
あ
る
こ
と
を
声
明
し
た
。
け

れ
ど
も
他
の
僧
侶
た
ち
は
彼
の
教
義
論
に
耳
を
傾
け
な
い
で
、
ヤ
ソ
教
に
か
ぶ
れ
た
不
忠
不
義
論
だ
と
云

つ
て
一
斉
に
け
な
し
つ
け
た
。
そ
の
中
に
物
の
わ
か
つ
た
禅
僧
侶
の
一
人
が
、
彼
の
肩
を
た
ゝ
い
て
、

「
そ
ん
な
に
生
真
面
目
な
こ
と
を
云
ふ
も
の
で
は
な
い
。
は
い
は
い
と
云
つ
て
賛
成
し
て
置
け
。
お
れ

な
ぞ
は
、
記
念
碑
だ
な
ん
て
、
平
べ
つ
た
い
石
を
建
て
ゝ
そ
の
前
で
生
臭
坊
主
ど
も
が
お
経
を
誦
ん
で
、

そ
れ
で
戦
争
に
殺
さ
れ
た
亡
者
の
魂
が
浮
ぶ
な
ん
て
、
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
事
を
思
つ
て
ゐ
や
し
な
い
。
た
ゞ

大
き
な
声
を
は
り
上
げ
て
南
無
た
あ
か
ん
の
う
と
呶
鳴
つ
て
置
け
ば
、
幾
ら
か
の
お
布
施
に
も
有
り
つ
く
、

祭
り
の
あ
と
で
は
み
ん
な
が
一
杯
飲
め
る
と
い
ふ
の
で
、
賛
成
々
々
と
、
云
つ
て
置
く
ん
だ
。
お
い
賛
成

と
云
へ
、
賛
成
と
云
へ
！
」
と
云
つ
て
笑
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
は
た
う
と
う
賛
成
し
な
か
つ
た
。

（『
彼
は
斯
う
し
て
死
ん
だ
』
沖
野
岩
三
郎
・『
文
芸
春
秋
オ
ー
ル
読
物
』
第
一
巻
第
一
号
所
収
）

こ
の
文
章
の
中
か
ら
、
神
道
と
仏
教
が
何
と
な
く
競
い
合
っ
て
い
る
気
配
が
う
か
が
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
神
道

に
先
だ
っ
て
招
魂
祭
を
行
お
う
と
い
う
声
が
仏
教
会
の
方
か
ら
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、「
彼
は
た
う
と
う
賛
成
し
な
か
っ
た
。」
高
木
顕
明
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
生
き
方
を
し
た
方
で
す
。
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遊
郭
設
置
に
断
固
反
対

も
う
ひ
と
つ
で
す
ね
、
顕
明
さ
ん
が
反
対
し
た
日

露
戦
争
が
始
ま
る
と
、
各
都
道
府
県
の
主
だ
っ
た

と
こ
ろ
に
兵
舎
が
設
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
兵
舎
が
設
け
ら
れ
る
と
、
悲
し
い
こ
と
に

そ
の
近
辺
に
は
遊
郭
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

当
時
、
公
の
遊
郭
が
な
い
の
は
群
馬
県
と
和
歌
山

県
だ
け
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
兵
舎
が
作

ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
遊
郭
が
誘
致
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（
資
料
７
）

顕
明
さ
ん
は
遊
郭
の
設
置
に
す
ご
く
反
対
さ
れ

ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
遊
郭
に
行
か
ざ
る
を
得
な

い
女
の
子
た
ち
は
貧
し
い
家
の
女
の
子
た
ち
で
す
。
顕
明
さ
ん
の
ご
門
徒
で
日
頃
か
ら
お
参
り
し
て
い
る
被
差

別
部
落
の
人
た
ち
、
そ
の
人
た
ち
は
、
親
鸞
聖
人
か
ら
お
預
か
り
し
て
い
る
御
同
行
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で

資料７　「当時の新宮の遊郭」
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本
当
に
爪
に
火
を
灯
す
よ
う
に
生
活
し
て
い
る
貧
し
い
家
の
女
の
子
た
ち
が
、
遊
郭
で
売
り
買
い
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
顕
明
さ
ん
は
遊
郭
設
置
に
対
し
て
強
く
反
対
さ
れ
た
の
で
す
。

大
逆
事
件
に
連
座

日
露
戦
争
に
反
対
し
た
人
た
ち
は
、
新
宮
に
は
何
人
も
い
ら
し
た
の
で
す
が
、
何
人
か
は
一
九
一
〇
年
（
明
治

四
三
）
に
起
こ
っ
た
大た

い

逆ぎ
ゃ
く
事
件
で
逮
捕
さ
れ
ま
す
。
大
逆
事
件
と
は
、
明
治
天
皇
暗
殺
を
計
画
し
た
首
謀
者
と

さ
れ
た
幸こ

う
徳と
く

秋し
ゅ
う
水す
い
さ
ん
ら
社
会
主
義
者
の
人
た
ち
と
、
彼
ら
に
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
者
が
連
座
し
て
逮
捕
さ
れ
た

事
件
で
す
。

そ
の
中
に
は
、
新
宮
地
方
の
人
た
ち
も
含
ま
れ
ま

し
た
。
大お

お

石い
し

誠せ
い
之の

助す
け
さ
ん
（
新
宮
・
死
刑
）、
成な
る

石い
し

平へ
い
四し

郎ろ
う
さ
ん
（
請う
け
川が
わ・
死
刑
）、高
木
顕
明
さ
ん
（
新
宮
・

無
期
懲
役
）、
峯み

ね
尾お

節せ
つ
堂ど
う
さ
ん
（
新
宮
・
無
期
懲
役
）、

崎さ
き

久く

保ぼ

誓せ
い

一い
ち
さ
ん
（
三
重
県
市
木
・
無
期
懲
役
）、

成な
る
い
し
か
ん
ざ
ぶ
ろ

石
勘
三
郎
さ
ん
（
請
川
・
無
期
懲
役
）
の
６
人
が
、

で
っ
ち
上
げ
の
容
疑
で
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。

資料８　「大石誠之助」
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こ
の
写
真
（
資
料
８
）、
大
石
誠
之
助
さ
ん
は
お
医

者
様
で
す
。「
ド
ク
ト
ル
（
毒
を
取
る
）
大
石
」
と

言
わ
れ
て
、
お
金
持
ち
か
ら
は
医
療
費
を
取
る
が
、

困
窮
し
て
い
る
貧
乏
な
人
か
ら
は
医
療
費
を
取
ら
な

か
っ
た
と
言
い
、
町
の
人
た
ち
か
ら
の
尊
敬
を
集
め

て
い
ま
し
た
。

こ
ち
ら
の
写
真
（
資
料
９
）
は
、
左
か
ら
崎さ

き
久く

保ぼ

誓せ
い
一い
ち
さ
ん
、
大お
お

石い
し

誠せ
い
之の

助す
け
さ
ん
、
高
木
顕
明
さ
ん
、

峯み
ね
尾お

節せ
つ
堂ど
う
さ
ん
、
こ
の
人
は
禅
宗
の
お
坊
様
。
そ
れ

か
ら
、
新に

い
村む
ら
忠た
だ
雄お

さ
ん
、
こ
の
人
は
信
州
の
人
で
す
。

そ
し
て
玉た

ま
置き

新し
ん
吉き
ち
さ
ん
、
こ
の
人
は
大
石
誠
之
助
さ

ん
と
親
交
が
あ
っ
た
た
め
大
逆
事
件
の
影
響
で
教
師

を
止
め
ざ
る
を
得
な
っ
た
人
で
す
。

「
大
審
院
の
公
示
」（
資
料
10
）
に
、
幸こ

う

徳と
く

傳で
ん
次じ

郎ろ
う
と
あ
り
ま
す
の
は
、
幸
徳
秋
水
さ
ん
の
本
名
で
す
。

管か
ん
野の

ス
ガ
さ
ん
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
須
賀
子
）
と
い
う

資料９　「大逆事件に関連した人々」
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女
性
が
一
人
お
り
ま
す
。
こ
の
方
は
、
日

本
基
督
教
団
天
満
教
会
で
洗
礼
さ
れ
て
い

た
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
が
、
新
聞
記
者

や
著
述
も
さ
れ
た
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
先
駆
け
の
お
一
人
で
す
。
高
木
顕
明
さ

ん
も
名
前
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。

大
審
院
（
現
在
の
最
高
裁
判
所
）
は
「
大

逆
罪
」
を
適
用
し
、
二
十
四
名
に
死
刑
判

決
を
下
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
十
二
名
は

死
刑
と
な
り
ま
す
が
、
残
り
の
十
二
名
は

減
刑
さ
れ
て
無
期
刑
に
な
り
ま
し
た
。
無
期
刑
に
な
っ
た
お
一
人
が
、
高
木
顕
明
さ
ん
で
し
た
。

大
谷
派
教
団
か
ら
追
放
す
る

戦
争
を
す
る
国
で
、
戦
争
に
反
対
す
る
こ
と
は
非
常
に
勇
気
が
い
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
高
木
顕
明
さ
ん
は

教
義
に
基
づ
い
て
戦
争
に
反
対
し
ま
し
た
。

資料 10　「大審院の公示」
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先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
と
お
り
、『
余
が
社
会
主
義
』
の
中
で
は
、「
自
分
の
信
仰
に
基
づ
い
て
極
楽
世
界
に
は

正
義
の
た
め
に
戦
争
し
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
浄
土
を
ふ
る
さ
と
に
思
う
者
は
戦
争
な
ど
す

る
も
の
で
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
日
々
の
生
活
の
中
で
、
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
戦
争
の
祈
祷
や
必

勝
祈
願
な
ど
は
し
な
い
。
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
を
特
別
に
忠
魂
碑
で
祀
っ
た
り
そ
の
前
で
お
祀
り
を
し
た
り

し
な
い
。
と
、
ど
こ
ま
で
も
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
大
切
に
し
た
生
き
方
を
さ
れ
た
の
で
す
。

宗
派
は
、
大
逆
事
件
の
直
後
、
高
木
顕
明
さ
ん
を
住
職
差
免
と
し
て
住
職
を
や
め
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
死

刑
判
決
が
出
た
途
端
に
、「
擯ひ

ん
斥せ
き
処し
ょ
分ぶ
ん
」
と
し
、
教
団
か
ら
追
放
し
ま
す
。
つ
ま
り
、「
非
国
民
は
あ
っ
ち
へ
い

け
、
宗
門
と
は
関
係
な
い
」
と
、
非
常
に
冷
た
い
処
遇
を
し
た
の
で
す
。
家
族
は
そ
の
中
で
路
頭
に
迷
い
ま
す
。

ご
門
徒
は
ご
住
職
を
失
い
「
逆
徒
の
寺
」
の
名
を
被
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

長
い
間
、真
宗
大
谷
派
は
、こ
の
よ
う
な
処
遇
を
し
た
こ
と
す
ら
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
一
九
九
六
年
（
平
成
八
）、

八
十
四
年
目
に
や
っ
と
高
木
顕
明
さ
ん
や
ご
家
族
、
ご
門
徒
に
対
し
謝
罪
し
、
復
権
・
名
誉
回
復
を
し
た
わ
け

で
す
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
ま
で
に
も
地
道
に
顕
明
さ
ん
の
事
績
を
掘
り
起
こ
す
研
究
調
査
を
続
け
ら
れ
た
方
々
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
こ
大
阪
教
区
で
も
教
区
の
事
業
と
し
て
高
木
顕
明
さ
ん
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
と
い
う

取
り
組
み
を
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。



30

一
九
一
〇
年
と
い
う
年

も
う
一
点
大
切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
逆
事
件
が
起
こ
っ
た
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
と
は
、
ど
う
い
う

年
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
年
に
、
日
本
は
韓
国
を
併
合
し
ま
し
た
。
大
韓
帝
国
と
い
う
国
が
地
図
か
ら
無

く
な
り
ま
し
た
。
韓
国
を
併
合
し
て
植
民
地
に
し
、
中
国
大
陸
に
進
出
す
る
大
き
な
足
場
に
し
た
の
で
す
。
詩

人
の
石
川
啄
木
さ
ん
は
、「
地
図
の
上 

朝
鮮
国
に 

く
ろ
ぐ
ろ
と 

墨
を
ぬ
り
つ
つ 

秋
風
を
聴
く
」
と
い
う
句
を
残

し
ま
し
た
。

そ
の
同
じ
年
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は
非
戦
や
平
等
、
社
会
主
義
や
自
由
を
唱
え
た
人
た
ち
を
弾
圧
し
殺
し

ま
す
。
新
宮
出
身
で
詩
人
で
あ
り
作
家
の
佐さ

藤と
う
春は
る
夫お

さ
ん
は
、
そ
の
当
時
「
わ
が
郷
里
な
る
紀
州
新
宮
の
町
は

恐き
ょ
う
く懼
せ
り
と
」と
、町
の
空
気
が「
恐
懼
」へ
と
変
質
し
た
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
近
代
史
の
中
で
、

大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
の
が
こ
の
年
な
の
で
す
。

人
格
の
根
幹
を
取
り
締
ま
る
特
高
警
察

高
木
顕
明
さ
ん
の
こ
と
を
も
う
少
し
見
て
い
き
た
い
わ
け
で
す
が
、
顕
明
さ
ん
は
、
罪
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
て
無

期
懲
役
と
な
り
、
秋
田
の
監
獄
に
収
監
さ
れ
、
二
年
後
に
監
獄
の
中
で
そ
の
命
を
終
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
縊い
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死し

（
首
吊
り
死
）
で
す
。
本
当
に
望
み
を
絶
た
れ
て
亡
く
な
ら
れ
ま
す
。
教
団
追
放
、
家
族
の
離
散
、
依
る
べ

き
場
を
奪
わ
れ
た
末
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
顕
明
さ
ん
亡
き
後
の
浄
泉
寺
で
の
出
来
事
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
読
む
、「
真
宗
門
徒
に
対
す
る
神
棚
設
置
運
動
の
状
況
」
と
い
う
資
料
は
、『
昭
和
特
高
弾
圧
史
』

に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、そ
の
内
容
は
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
）
年
六
月
の
『
特
高
月
報
』
の
記
録
で
す
。

大
逆
事
件
の
後
に
、
特
高
警
察
が
で
き
ま
し
た
。
戦
前
・
戦
中
の
社
会
を
知
ら
な
い
私
た
ち
に
は
「
特
高
」
と

い
う
言
葉
の
響
き
の
持
つ
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
争
を
経
験
し
た
祖
父
母
の
時
代
に
は
、

「
特
高
が
来
る
ぞ
」
と
聞
く
と
震
え
上
が
る
く
ら
い
怖
い
存
在
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

警
察
と
は
、
一
般
的
に
は
、
交
通
違
反
や
窃
盗
や
強
盗
、
殺
人
な
ど
の
罪
を
犯
し
た
人
を
取
り
締
ま
る
の
が
仕

事
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
特
高
警
察
が
取
り
締
ま
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、「
思
想
」
で
す
。
そ
の
人
が

考
え
た
り
、
行
動
の
判
断
基
準
と
し
た
り
し
て
い
る
思
想
と
か
信
条
で
す
。
何
を
大
事
に
思
う
か
、
ど
う
い
う

こ
と
を
一
番
大
切
に
し
た
い
か
、
行
動
や
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
、
そ
の
人
の
人
格
の
根
幹
の
部
分
と
な
る

も
の
が
思
想
・
信
条
で
す
。
そ
れ
を
取
り
締
ま
っ
た
の
が
特
高
警
察
で
、
大
逆
事
件
の
後
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

『
特
高
月
報
』
と
は
特
高
警
察
の
報
告
書
で
、
毎
月
の
成
果
を
月
報
と
し
て
報
告
し
て
い
ま
す
。『
特
高
月
報
』

は
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
す
ぐ
に
は
ア
メ
リ
カ
公
文
書
館
が
所
有
し
て
い
て
、
し
ば
ら
く
日
本
の
戦
争
犯
罪
の
研

究
調
査
に
利
用
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
後
に
日
本
に
返
還
さ
れ
て
、『
昭
和
特
高
弾
圧
史
』（
太
平
出
版
社
）
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と
い
う
本
に
も
な
っ
て
、
誰
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
『
昭
和
特
高
弾
圧
史
』
の
中
に
、
宗
教
者
関
係
が
二
冊
あ
り
、
宗
教
者
や
寺
院
や
教
会
等
を
特
高
警
察
が

調
査
し
た
報
告
書
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
資
料
は
、
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
）
六
月
の
『
特
高
月
報
』
で
す
。
こ
の
年
は
皇
紀
二
六
〇
〇
年
の

記
念
の
年
と
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
書
紀
の
神
武
天
皇
即
位
の
年
を
基
準
と
し
た
皇
暦
（
す
め
ら
こ
よ
み
）
で

二
六
〇
〇
年
の
年
で
す
。
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
国
あ
げ
て
お
祝
い
し
た
の
で
す
。「
紀
元
二
六
〇
〇
年
」
と
い
う

奉
祝
歌
や
そ
の
替
え
歌
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
年
生
ま
れ
た
方
は
、「
紀
子
」
と
か
「
紀
男
」
と
か
「
紀
」
と
い

う
字
が
使
わ
れ
た
と
お
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
年
、
あ
ら
た
め
て
「
大た

い
麻ま

（
神
宮
大
麻
）」
が
徹
底
的
に
配
布
さ
れ
ま
す
。「
大
麻
」
と
は
、
麻
薬
の
大

麻
と
同
じ
字
を
書
き
ま
す
が
、
伊
勢
神
宮
の
お
札
で
す
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
伊
勢
神
宮
が
国
民
の
中
心
的

な
神
社
と
な
り
、
神
宮
大
麻
す
な
わ
ち
伊
勢
神
宮
の
お
札
を
各
家
に
配
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

実
は
、
江
戸
時
代
ま
で
は
、
神
棚
が
無
い
お
家
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
神
宮
大
麻
の
配

布
を
明
治
天
皇
が
指
示
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
お
札
を
飾
る
場
所
と
し
て
、
家
に
神
棚
が
登
場
す
る
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
私
た
ち
真
宗
門
徒
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
、
阿
弥
陀
様
以
外
は
必
要
と
し
な
い
、
神
様
を
拝
ま
な
い

風
習
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
各
地
で
「
大
麻
不
受
」、
大
麻
は
い
り
ま
せ
ん
と
い
う
動
き
が
お
こ
り
ま
し
た
。
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と
り
わ
け
滋
賀
県
の
琵
琶
湖
の
周
辺
や
、
三
河
地
方
の
真
宗
門
徒
は
大
麻
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
読
む
資
料
に
は
「
日
本
主
義
青
年
同
盟
」
と
あ
り
ま
す
が
、
今
の
言
葉
で
言
え
ば
右
翼
団
体
で
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
な
団
体
か
ら
東
西
両
本
願
寺
に
宛
て
て
「
ど
う
し
て
真
宗
門
徒
は
、
国
の
祖
霊
を
祀
る
伊
勢
神

宮
の
大
麻
を
、
受
け
取
ら
な
い
ん
だ
」
と
い
う
公
開
質
問
状
が
届
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
）
頃
に
は
、
大
麻
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
真
宗
教
学
者
の
大
き
な

テ
ー
マ
に
な
っ
た
り
し
ま
し
た
。
教
団
ト
ッ
プ
は
、
受
け
取
る
よ
う
な
風
情
を
す
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
ご
門

徒
さ
ん
た
ち
は
、
受
け
取
ら
な
い
の
で
す
。
今
ま
で
そ
ん
な
風
習
は
な
か
っ
た
し
、
真
宗
門
徒
は
ご
本
尊
だ
け
、

神
棚
は
必
要
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

「
極
秘
裏
に
監
視
す
る
必
要
あ
り
」

そ
れ
で
は
、『
昭
和
特
高
弾
圧
史
３
』
の
該
当
部
分
を
読
ん
で
見
ま
す
。
と
て
も
貴
重
な
資
料
で
す
。

「
真
宗
門
徒
に
対
す
る
神
棚
設
置
運
動
の
状
況
」

新
宮
市
○
○
区
は
所
謂
要
改
善
地
区
に
し
て
戸
数
七
十
三
戸
、
人
口
三
百
三
十
余
名
を
数
へ
居
れ
る
が
、

全
区
民
悉
く
真
宗
の
檀
信
徒
に
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
信
仰
極
め
て
強
く
、
為
に
予
て
よ
り
諸
他
神
仏
を
祭
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祀
す
る
等
の
こ
と
絶
対
に
な
く
、
各
戸
神
棚
等
の
設
け
あ
る
を
見
ざ
る
実
情
に
あ
り
た
り
。
然
る
に
同
区

民
に
し
て
同
市
所
在
日
本
主
義
青
年
同
盟
の
幹
事
た
る
○
○
○
○
は
、
斯
く
の
如
き
伝
統
的
信
仰
風
習
は

我
国
固
有
の
惟

か
ん
な
が
ら
の
み
ち

神
道
的
精
神
に
背
き
、
敬
神
思
想
に
も
乖
離
し
て
つ
い
に
は
国
体
の
本
義
に
も
悖も
と
る
の

虞お
そ
れな
し
と
せ
ず
と
な
し
、
客
月
下
旬
以
降
各
戸
を
戸
別
に
訪
問
し
て
神
棚
設
置
慫し
ょ
う
慂よ
う
の
運
動
を
起
こ
す
に

至
れ
り
。

浄
泉
寺
の
ご
門
徒
は
真
宗
の
門
徒
で
あ
っ
て
、「
諸
他
神
仏
を
祭
祀
す
る
こ
と
絶
対
に
な
か
っ
た
」
と
、
神
棚

な
ど
を
祀
っ
て
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
ね
。

こ
の
日
本
主
義
青
年
同
盟
の
人
は
、「
我
国
固
有
の
惟
神
道
（
か
ん
な
が
ら
の
み
ち
）
の
精
神
に
背
い
て
い
る
、

神
を
敬
う
と
い
う
思
想
に
も
乖
離
し
て
い
る
、
そ
し
て
国
体
の
本
義
に
も
悖も

と
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
ご
門
徒
の

お
家
を
戸
別
訪
問
し
て
「
神
棚
を
ち
ゃ
ん
と
設
け
な
さ
い
」
と
推
進
す
る
運
動
を
起
こ
し
た
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
「
国
体
の
本
義
」
の
「
国
体
」
と
は
、「
国
民
体
育
大
会
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
国
の

体た
い
、国
の
形
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
当
時
の
国
の
形
と
は
、現あ
ら
人ひ
と
神が
み
で
あ
る
天
皇
が
治
め
る
国
と
い
う
形
で
す
。

そ
れ
に
も
悖も

と
る
と
い
う
こ
と
で
、
神
棚
を
設
け
な
さ
い
と
い
う
運
動
を
起
こ
し
た
と
い
う
の
で
す
。

続
い
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
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而
し
て
右
運
動
に
対
し
一
部
区
民
等
は
旧
来
の
真
宗
教
説
を
陋ろ
う
守し
ゅ
し
て
、「
信
仰
に
は
二
心
あ
っ
て
は
な

ら
ぬ
と
教
へ
ら
れ
、
今
日
迄
は
只ひ

た
管す
ら
阿
弥
陀
仏
に
縋す
が
っ
て
来
た
。
我
々
は
斯
く
信
仰
上
絶
対
に
二
心
を
持

た
ず
に
来
た
も
の
に
、
今
更
神
を
祀
れ
と
言
ふ
こ
と
は
直
ち
に
賛
同
致
し
兼
ね
る
」
云
々
等
、
反
対
意
向

を
漏
露
す
る
も
の
も
あ
る
や
の
模
様
な
る
が
、
一
般
に
は
内
心
的
信
仰
信
念
は
別
諭
と
し
て
一
応
右
運
動

に
賛
し
、
漸
次
新
に
神
棚
を
設
け
て
新
宮
大
麻
を
奉
斎
す
る
者
を
見
る
に
至
り
つ
つ
あ
り
。
因
に
真
宗
教

義
は
と
も
す
れ
ば
斯か

か
る
偏へ
ん
き
ょ
う
こ
ろ
う

狭
固
陋
の
信
仰
に
陥
る
の
虞お
そ
れな
し
と
せ
ざ
る
も
の
あ
る
を
以
て
、
各
地
に
於
け

る
真
宗
門
徒
等
の
信
仰
状
態
等
に
就
て
は
極
秘
裏
に
相
当
査
察
を
加
ふ
る
の
要
あ
る
べ
し
と
思
考
せ
ら
る
。

（
昭
和
十
五
年
六
月
分
）

（『
昭
和
特
高
弾
圧
史
３
ー
宗
教
人
に
た
い
す
る
弾
圧
　
上
』
明
石
博
隆
・
松
浦
総
三
編
　
太
平
出
版
社
）

最
後
の
部
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
青
年
同
盟
の
戸
別
訪
問
に
よ
っ
て
、
真
宗
の
信
仰
を
も
つ
人
た
ち
は

偏へ
ん
き
ょ
う
こ
ろ
う

狭
固
陋
（
偏
っ
て
い
て
頑
固
）
で
あ
っ
て
、現
在
の
惟
か
ん
な
が
ら
の
み
ち

神
道
に
は
合
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
、

真
宗
門
徒
の
信
仰
状
況
に
つ
い
て
は
、
極
秘
の
う
ち
に
監
視
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
青
年
同
盟
が
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
特
高
警
察
が
査
察
を
す
べ
き
で
あ
る
と
報
告
を
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
特
高
警
察
と
い
う
思
想
を
取
り
締
ま
る
警
察
が
、
監
視
や
査
察
の
対
象
と
し
て
真
宗

門
徒
を
見
て
い
た
こ
と
が
、
は
っ
き
り
読
み
取
れ
ま
す
。
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他
に
も
た
く
さ
ん
の
資
料
が
あ
る
の
で
す
が
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
で
は
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成

二
二
）、
大
逆
事
件
か
ら
百
年
と
い
う
節
目
の
年
に
、『
高
木
顕
明
の
事
績
に
学
ぶ
学
習
資
料
集
』
を
発
刊
し
ま

し
た
。
戦
争
す
る
国
が
、
戦
争
に
反
対
し
た
人
た
ち
に
ど
う
い
う
処
遇
を
し
た
の
か
、
詳
し
く
は
こ
の
学
習
資

料
集
を
見
て
い
た
だ
き
、
高
木
顕
明
さ
ん
の
事
績
を
訪
ね
る
一
助
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
神
道
指
令

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
国
で
は
、
今
か
ら
七
十
一
年
前
の
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
ま
で
は
神
社
や

神
さ
ま
は
「
公
」
の
も
の
で
国
家
と
一
体
だ
っ
た
の
で
す
。「
公
」
の
も
の
で
す
か
ら
神
主
さ
ん
は
公
務
員
で
す
。

今
は
神
道
と
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
独
立
し
た
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け

ど
も
、
一
九
四
五
年
ま
で
は
、
神
道
は
社
会
習
俗
で
あ
っ
た
り
社
会
通
念
で
あ
っ
た
り
、
も
っ
と
言
え
ば
国
民

が
道
徳
と
し
て
守
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
上
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

一
九
四
五
年
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
、
そ
の
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
軍
）
に
占
領
さ
れ
ま
す
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
そ
の
施
策
の

中
で
、
日
本
人
の
心
の
中
で
戦
争
を
推
進
す
る
精
神
的
な
支
柱
に
な
っ
た
も
の
が
何
か
を
研
究
し
ま
す
。
欧
米

の
社
会
か
ら
見
れ
ば
、
玉
砕
と
か
特
攻
と
か
、
自
ら
の
死
を
恐
れ
な
い
兵
士
た
ち
の
そ
の
精
神
は
認
識
し
が
た
く
、

そ
れ
ら
を
支
え
た
も
の
は
何
か
を
探
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
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昨
日
私
は
、
知
覧
の
特
攻
平
和
資
料
会
館
に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
若
者
が
命
を
賭
し
て
身
を
賭
し
て
、
犠

牲
を
強
い
て
ま
で
も
戦
争
を
遂
行
し
た
私
の
国
の
歴
史
を
改
め
て
学
び
ま
し
た
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
日
本
人
に
あ
の
無
謀
な
戦
争
を
遂
行
さ
せ
た
支
柱
は
国
家
神
道
で
あ
り
、
国
民
道
徳
の
姿
を
し
た

宗
教
だ
っ
た
と
結
論
付
け
ま
す
。
そ
し
て
出
さ
れ
た
の
が
神
道
指
令
で
す
。
一
般
的
に
神
道
指
令
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
正
式
名
称
は
「
国
家
神
道
、
神
社
神
道
に
対
す
る
政
府
の
保
障
支
援
、
保
全
監
督
並
び
に
交
付
の
廃
止

に
関
す
る
件
」
と
い
う
指
令
で
す
。

そ
し
て
何
が
止
め
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
ま
ず
政
治
と
宗
教
を
分
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
政
治
は
政

治
、
宗
教
は
宗
教
。
政
治
の
中
に
宗
教
を
持
ち
込
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
）、戦
争
が
終
わ
っ
た
翌
年
の
正
月
、天
皇
裕
仁
が
国
民
に
し
た
こ
と
は
「
人
間
宣
言
」

で
す
。
私
は
人
間
で
す
と
宣
言
を
し
ま
し
た
。

天
皇
ヲ
以
テ
現
御
神
ト
シ
、
且
日
本
国
民
ヲ
以
テ
他
ノ
民
族
ニ
優
越
セ
ル
民
族
ニ
シ
テ
、
延
テ
世
界
ヲ

支
配
ス
ベ
キ
運
命
ヲ
有
ス
ト
ノ
架
空
ナ
ル
観
念
ニ
基
ク
モ
ノ
ニ
モ
非
ズ
。

天
皇
は
人
間
宣
言
を
し
て
、
神
か
ら
人
間
に
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
人
間
に
な
っ
た
天
皇
を
ま
だ
神
に
し
続
け

た
い
人
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
国
家
神
道
を
廃
止
し
、
国
家
と
宗
教
、
政
治
と
宗
教
を
徹
底
的
に
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分
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
を
決
め
た
の
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
八
百
万
の
神
々
、
ど
こ
の
村
に
も
鎮
守
の
森
が
あ
り
神
社
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
神
社
は
民
間
の
宗
教
と
し
て
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
国
家
神
道
の
下
に
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
止
め
て
大
き
な

水
平
の
土
台
の
上
に
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
神
社
神
道
も
、
同
質
の
価
値
を
持
つ
宗
教
と
し
て
戦
後
は
行
き
ま

し
ょ
う
、
と
決
め
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
ま
で
の
宗
教
の
統
制
法
規
、
宗
教
団
体
法
、
そ
れ
か
ら
神
祇
院
管
制
、
神
社
関
連
の
全
法
規
を
停

止
し
て
国
家
神
道
体
制
と
い
う
も
の
を
無
く
し
ま
す
。

自
由
を
守
る
条
文

戦
争
の
終
わ
っ
た
年
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
は
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
く
か
を
問
わ
れ
ま
し
た
。
ち
な

み
に
、
東
京
九
段
坂
に
あ
る
靖
国
神
社
は
、
そ
れ
ま
で
陸
軍
省
、
海
軍
省
が
所
管
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
一
時

は
廃
止
す
る
案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
東
京
都
が
所
管
す
る
一
宗
教
法
人
と
し
て
残
る
と
い
う
選
択
を
し
ま
し
た
。

あ
く
ま
で
も
、
一
つ
ひ
と
つ
の
宗
教
法
人
は
憲
法
の
上
に
同
等
な
の
で
す
。

そ
し
て
憲
法
第
二
十
条
と
は
、
信
教
の
自
由
を
謳
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
と
宗
教
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
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を
保
障
す
る
条
文
な
の
で
す
。
そ
れ
は
信
じ
さ
せ
ら
れ
な
く
て
も
い
い
自
由
を
守
る
条
文
で
も
あ
り
ま
す
。
無

理
や
り
国
家
神
道
と
い
う
宗
教
を
信
じ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
国
憲
法
に
非
常
に
厳
格
な
政
教
分
離
規
定
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
神
道
体
制
が
歴
史
的
経
過
に

お
い
て
戦
争
遂
行
の
精
神
的
支
柱
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
は
も
う
止
め
ま
し
ょ
う
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

も
う
一
点
は
、
私
た
ち
日
本
人
の
非
常
に
多
元
的
・
重
層
的
な
信
仰
と
言
わ
れ
て
い
る
宗
教
状
況
を
鑑
み
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
多
く
の
日
本
人
は
、
お
正
月
は
神
社
に
初
詣
に
行
き
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う

な
お
祭
り
を
し
、
お
葬
式
は
仏
教
式
で
あ
っ
た
り
と
か
、
最
近
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
に
仮
装
し
た
り
と
か
、
非
常

に
無
自
覚
な
多
元
的
・
重
層
的
な
宗
教
状
況
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
中
で
は
、
少
数
者
と
言
わ
れ
る
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
を
守
っ
て
い
る
人
た
ち
、
も

し
く
は
私
た
ち
の
よ
う
な
浄
土
真
宗
、
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
で
他
の
神
々
は
特
に
必
要
な
い
と
思
っ
て
い
る
者

た
ち
が
、
生
き
に
く
い
状
況
が
あ
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
空
気
の
よ
う
な
同
質
化
を
要
求
さ
れ
る
中
、「
信
教
の
自
由
」
を
条
文
化
し
て
「
一
人
ひ
と
り
の
信

仰
を
大
切
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
信
じ
な
く
て
も
い
い
自
由
も
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
た

の
が
憲
法
第
二
十
条
で
す
。
今
日
は
そ
う
い
う
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
か
っ
た
の
で
す
。
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日
本
独
自
の
国
家
主
義

大
逆
事
件
の
翌
年
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）、
河
か
わ
か
み
は
じ
め

上
肇
さ
ん
と
い
う
経
済
学
者
が
、『
日
本
独
特
の
国
家
主
義
』

と
い
う
文
章
を
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
中
で
河
上
肇
さ
ん
は
「
学
者
は
そ
の
真
理
を
国
家
に
犠
牲
に
す
る
、

僧
侶
は
そ
の
信
仰
を
国
家
に
犠
牲
す
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

日
本
人
の
眼
中
脳
中
心
中
最
も
高
貴
な
も
の
は
国
家
を
お
い
て
他
あ
ら
ず
。
故
に
日
本
人
は
国
家
の
た

め
に
何
事
何
者
を
も
犠
牲
に
す
る
と
い
え
ど
も
、
何
事
何
者
の
た
め
に
も
国
家
を
犠
牲
に
す
る
を
肯が

え
ん
せ

ず
。
国
家
は
彼
ら
が
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
供
す
る
唯
一
神
に
し
て
、
彼
ら
は
国
家
を
犠
牲
と
す
べ
き
他
の
神

あ
る
こ
と
を
夢
想
だ
も
す
る
あ
た
わ
ず
。
彼
ら
に
と
り
て
最
上
最
高
最
大
の
権
威
を
有
す
る
も
の
は
国
家

に
し
て
、
国
家
以
上
に
権
威
を
有
す
る
者
あ
る
べ
し
と
は
彼
ら
の
決
し
て
想
像
し
あ
た
わ
ざ
る
所
な
り
。

ゆ
え
に
学
者
は
そ
の
真
理
を
国
家
に
犠
牲
し
、
僧
侶
は
そ
の
信
仰
を
国
家
に
犠
牲
す
。
こ
れ
即
ち
日
本
に

大
思
想
家
出
で
ず
大
宗
教
家
出
で
ざ
る
所
以
な
り
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
日
本
人
は
国
家
の
存
立
と
相
容

れ
ざ
る
が
如
き
思
想
宗
教
を
味
わ
う
の
要
求
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
、
彼
ら
は
か
か
る
大
思
想
家
大
宗
教
家

の
出
で
ざ
る
こ
と
悲
し
ま
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
悦
び
つ
つ
あ
り
と
い
う
を
得
べ
し
。

（『
日
本
独
特
の
国
家
主
義
』
河
上
肇
）
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こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
彼
ら
」
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
事
で
す
ね
。

河
上
肇
さ
ん
は
、
日
本
人
が
何
も
の
に
も
ま
し
て
一
番
大
事
に
し
て
い
る
の
は
国
家
で
あ
り
、
国
家
と
い
う
も

の
を
神
様
に
し
て
し
ま
っ
て
、
唯
一
の
大
事
な
も
の
に
し
て
い
ま
せ
ん
か
と
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
学
者
は
そ

の
学
問
的
な
真
理
を
国
家
の
犠
牲
に
し
、
宗
教
家
は
信
仰
・
信
心
と
い
う
も
の
ま
で
国
家
の
た
め
の
犠
牲
に
し

て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
今
の
時
代
で
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で

な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

先
月
の
四
月
十
四
日
に
熊
本
に
大
き
な
地
震
が
起
こ
っ
た
後
も
、
す
ぐ
近
く
に
あ
る
川
内
原
発
は
止
ま
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
一
か
月
間
に
千
回
以
上
の
大
地
の
揺
れ
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
原
発
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。
原

子
力
工
学
を
専
攻
す
る
専
門
家
や
学
者
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
恐
怖
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

原
子
力
発
電
所
を
止
め
よ
、
と
い
う
声
が
原
子
力
の
専
門
家
と
言
わ
れ
る
学
者
の
方
々
か
ら
出
て
き
ま
し
た
か
。
　

学
者
は
そ
の
真
理
を
国
家
の
犠
牲
に
し
て
い
な
い
か
と
、
少
し
思
う
わ
け
で
す
。

政
治
で
神
を
作
る
な

こ
れ
か
ら
読
む
の
は
、
昨
日
鹿
児
島
県
の
知
覧
に
あ
る
特
攻
平
和
会
館
を
訪
問
し
て
、
展
示
さ
れ
た
遺
品
の
中

に
見
つ
け
た
お
母
様
の
お
手
紙
で
す
。
特
攻
に
よ
り
、
十
六
歳
か
ら
二
十
三
歳
ま
で
の
若
い
人
た
ち
、
陸
軍
の
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特
攻
隊
だ
け
で
一
四
〇
〇
名
、
海
軍
の
特
攻
隊
は
二
二
〇
〇
名
以
上
が
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
か
ら
一
年

ほ
ど
の
間
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
海
軍
は
沖
縄
戦
を
戦
う
た
め
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
石い

し
倉く
ら
三さ
ぶ
郎ろ
う
さ
ん
と
い
う
方
は
、
二
十
三
歳
で
殺
さ
れ
て
い
ま
す
。
石
川
県
の
七
尾
市
の
出
身
と
い
う
こ

と
な
の
で
、
お
そ
ら
く
浄
土
真
宗
の
お
家
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
お
母
様
が
特
攻
に
向
か
う
息
子
に
宛
て
た

お
手
紙
で
す
。

ば
く
だ
ん
を
か
か
え
て
行
く
時
は

必
ず
わ
す
れ
ま
い
ぞ

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
を
と
な
え
て
く
れ

こ
れ
が
母
の
頼
み
で
あ
る

こ
れ
を
忘
れ
な
い
で
居
て
く
れ
た
ら
　

母
は
此
の
世
に
心
配
事
は
な
い

忘
れ
な
そ
　
と
な
え
て
く
れ
　

こ
ん
度
合
ふ
時
は

ア
ミ
ダ
様
で
合
ふ
で
は
な
い
か

こ
れ
が
な
に
よ
り
も
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母
の
頼
み
で
あ
る

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
よ
り

こ
の
「
母
よ
り
」
の
文
字
を
何
回
も
何
回
も
さ
す
っ
た
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
今
さ
ら
ど
う
考
え
て
も
生
き
て
帰

れ
な
い
、
死
地
へ
向
か
う
息
子
に
宛
て
た
手
紙
の
、
こ
ん
な
に
悲
し
い
南
無
阿
弥
陀
仏
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
言
葉
を
書
き
記
し
た
そ
の
心
を
思
い
ま
し
た
。
悲
し
い
南
無
阿
弥
陀
仏
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。

こ
の
知
覧
特
攻
平
和
会
館
を
参
観
し
た
後
に
思
い
出
し
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
蓬ほ

う
次し

祖そ

運う
ん
と
い
う
先

生
、
教
学
研
究
所
の
所
長
を
さ
れ
て
い
た
方
の
言
葉
で
す
。
蓬
茨
先
生
は
靖
国
神
社
問
題
に
関
し
て
論
文
に
こ

う
い
う
こ
と
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
普
通
人
で
は
で
き
そ
う
も
な
い
犠
牲
的
精
神
の
発
露
者
」
と
讃
美
す
る
と
は
、
な
ん
と
い
う
残
酷
な
心
で

あ
ろ
う
。

人
間
の
生
命
よ
り
も
国
家
を
至
上
と
す
る
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
だ
に
死
ん
だ
と
思

い
た
く
な
い
、
国
の
た
め
に
死
ん
だ
と
い
う
て
ほ
し
い
遺
族
の
心
は
同
情
に
値
い
す
る
が
、
そ
の
た
め
に

政
治
上
の
神
を
つ
く
る
の
は
大
き
な
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
過
去
の
政
治
家
の
あ
や
ま
ち
を
二
度
と
繰
り
返
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し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
い
い
た
い
の
は
、
た
だ
「
政
治
で
神
を
つ
く
る
な
」
と
い
う
一
言
で
あ
る
。

（「
政
治
で
神
を
つ
く
る
な
」
蓬
茨
祖
運
著
・『
教
化
研
究
』
五
十
八
号
　
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
　
所
収
）

「
普
通
人
で
は
出
来
そ
う
も
な
い
犠
牲
的
精
神
の
発
露
者
と
賛
美
す
る
と
は
、
な
ん
と
残
酷
な
心
で
あ
ろ
う
」。

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
「
残
酷
な
心
」
を
持
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
戦
争
に
行
か
さ
れ
て
亡
く
な
ら
れ

た
方
を
、
あ
る
い
は
平
和
維
持
と
い
う
言
葉
で
戦
地
に
赴
か
さ
れ
た
自
衛
隊
の
方
々
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
こ

う
い
う
こ
と
を
言
い
か
ね
な
い
の
が
私
た
ち
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
残
酷
な
心
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を

蓬
茨
先
生
の
言
葉
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
の
世
代
に

戦
う
国
は
祀
り
ま
す
。
戦
死
者
を
祀
る
準
備
を
し
て
い
ま
す
。
戦
わ
な
い
国
は
戦
争
で
死
ぬ
人
が
い
な
い
の
で

祀
る
必
要
も
な
い
わ
け
で
す
。
戦
争
放
棄
を
謳
っ
た
憲
法
第
九
条
と
信
教
の
自
由
を
規
定
し
た
憲
法
第
二
十
条

は
、
相
互
に
大
き
な
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
祀
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
や
戦
争
を
起
こ
し

た
国
が
、
国
家
が
、
個
人
の
信
仰
や
信
条
に
立
ち
入
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
今
日
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
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少
し
申
し
あ
げ
た
か
っ
た
の
で
す
。

今
、
本
当
に
や
や
こ
し
い
時
代
が
来
て
い
ま
す
。
戦
争
は
戦
争
の
顔
を
し
て
こ
な
い
の
で
す
。
高
木
顕
明
さ
ん

の
時
代
の
敵
国
降
伏
祈
願
、
若
し
く
は
戦
没
者
英
霊
の
顕
彰
法
要
、
こ
れ
ら
は
少
し
も
戦
争
の
顔
を
し
て
い
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
ち
ょ
っ
と
良
い
こ
と
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
気
が
付
け
ば
戦

争
に
つ
な
が
り
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
、
そ
う
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
起
こ
っ
て
い
な
い
の
か
、
見
つ
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。
あ
れ
だ
け
の
犠
牲
を
強
い
て
、
そ
れ
も
自
国
の
若
者
だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
方
々
の
血

を
流
し
て
生
ま
れ
た
憲
法
で
す
。
そ
の
憲
法
の
精
神
を
も
う
一
度
、
今
だ
か
ら
こ
そ
き
ち
っ
と
真
向
か
い
に
な

っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
た
だ
い
た
大
切
な
こ
と
を
伝
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
今
だ
け
、こ
こ
だ
け
、自
分
だ
け
」
が
良
い
生
活
を
し
て
い
け
ば
、と
い
う
自
身
の
在
り
方
を
今
一
度
省
み
て
、

こ
の
憲
法
の
精
神
を
次
の
世
代
に
伝
え
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
会
場
に
は
、
人
生
の
先
輩
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
い
ら
し
て
、
そ
の
方
々
を
前
に
非
常
に
僭
越
な
こ
と
を
申

し
ま
し
た
。
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
汲
み
取
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
長
い
間
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

合
掌
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発
刊
に
あ
た
り

本
書
は
、二
〇
一
六
年
五
月
十
七
日
、難
波
別
院
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
南
御
堂
シ
ア
タ
ー
「
第
一
〇
一
回
南
御
堂
ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」（
以
下
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
の
講
演
記
録
で
す
。

  

通
常
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
難
波
別
院
が
単
独
で
主
催
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
は
、
私
た
ち
大
阪
教
区
会
議
員
教

学
振
興
委
員
会(

以
下
教
学
振
興
委
員
会)

と
の
共
催
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

教
学
振
興
委
員
会
と
は
、
真
宗
大
谷
派
大
阪
教
区
会
議
員
の
自
主
学
習
会
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
今
期
は
、
二
〇
一
五
年

に
当
派
が
議
決
し
た
『
非
戦
決
議
２
０
１
５
』
を
機
縁
と
し
、
山
内
小
夜
子
さ
ん
（
真
宗
大
谷
派
解
放
運
動
推
進
本
部
・
本

部
委
員
）を
お
招
き
し
て
、三
回
の
公
開
講
座
を
開
催
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。本
書
は
そ
の
最
終
回
の
講
演
記
録
で
す
。

ち
な
み
に
第
一
回
は
二
〇
一
五
年
九
月
十
五
日
に
「
戦
後
七
〇
年
の
今
、
非
戦
を
確
か
め
る
」
集
い
と
し
て
開
催
し
、
講

題
は
「
大
谷
派
に
お
け
る
非
戦
・
平
和
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
第
二
回
は
、
二
〇
一
六
年
四

月
二
五
日
に
「
戦
後
七
一
年
の
今
、
非
戦
を
確
か
め
る
」
集
い
と
し
て
開
催
し
、
講
題
は
「
歴
史
の
検
証
と
念
仏
者
の
責
務
」

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
教
学
振
興
委
員
会
が
独
自
に
開
催
し
、
主
に
当
派
大
阪
教
区
内
の
寺
院
関
係
者
を
対
象
と
し
て

呼
び
か
け
を
行
い
ま
し
た
。

私
は
、
こ
の
二
回
の
講
座
を
通
し
、
過
去
多
く
の
方
々
が
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
礎
と
し
て
非
戦
を
訴
え
、
文
字
ど
お
り
生

命
が
け
で
平
和
を
求
め
て
歩
ま
れ
た
お
姿
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
お
姿
は
、
他
で
も
な
い
私
自
身
の
歩
み
を
問
う
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呼
び
か
け
で
あ
り
、
か
つ
、
私
が
生
活
す
る
現
代
社
会
へ
の
警
鐘
で
あ
る
と
受
け
取
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
今
回
は
、
よ
り
多
く
の
方
と
学
び
を
深
め
る
こ
と
を
願
い
、
難
波
別
院
と
共
催
の
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
。

さ
て
、
今
回
、
講
師
の
山
内
さ
ん
か
ら
は
、「
戦
争
と
仏
教
ー
戦
争
は
戦
争
の
顔
を
し
て
こ
な
い
ー
」
と
い
う
講
題
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
本
書
を
ご
一
読
い
た
だ
く
の
が
何
よ
り
と
考
え
ま
す
が
、
今
回
も
、
先
生
は
、
優
し
い

人
柄
が
溢
れ
る
よ
う
に
言
葉
を
紡
ぎ
な
が
ら
も
、
時
折
力
強
い
語
調
で
あ
り
ま
し
た
。
静
か
で
あ
り
な
が
ら
、
熱
い
思
い
が

顔
を
覗
か
せ
る
の
で
す
。

　
な
お
、本
書
は
学
習
資
料
と
し
て
も
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、で
き
る
限
り
講
演
を
再
現
い
た
し
ま
し
た
。本
書
が「
非

戦
・
平
和
」
の
学
び
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
力
量
不
足
は
否
め
ま
せ
ん
。
当
日

の
会
場
の
熱
気
を
含
め
、
お
伝
え
で
き
な
い
こ
と
が
数
多
く
あ
る
こ
と
を
ど
う
ぞ
お
許
し
く
だ
さ
い
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
講
師
の
山
内
小
夜
子
さ
ん
に
は
、
大
変
お
忙
し
い
中
を
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
厚
く
御

礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
共
催
を
ご
快
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
難
波
別
院
は
も
と
よ
り
、
ご

尽
力
賜
り
ま
し
た
関
係
各
位
に
深
く
感
謝
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

合
掌
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第１０１回　南御堂ヒューマン・フォーラム
戦争と仏教　ー戦争は戦争の顔をしてこないー

非売品



●講師略歴
　山

やま
内
うち

 小
さ

夜
よ

子
こ

愛媛県生まれ。大谷大学卒業。
真宗大谷派教学研究所研究員を経て、現在は解放運動推進

本部本部委員。大谷大学非常勤講師。

論文「近代における真宗大谷派の女性教化組織」（『教化
研究』135 号）他。共著に『高木顕明―大逆事件に連座し
た念仏者』 ( 真宗ブックレット )　『性と侵略』（社会評論社）  

『加害と赦し』（現代書館）他。

●表紙の写真　

　高
たか

木
ぎ

 顕
けんみょう

明が建設に反対した忠
ちゅうこんひ

魂碑
 日露戦争の後、新宮の仏教会が企画した忠魂碑建設に対し、
真宗大谷派僧侶の高木顕明一人が反対しました。
 当初は、現在の新宮高校の南東に建てられましたが、現在
は熊野速

はや

玉
たま

大社境内に移転されています。  本誌 23 頁参照

 「戦う国は祀ります。戦死者を祀る準備をしています。
戦わない国は戦争で死ぬ人がいないので祀る必要もないわ
けです。」                                               本誌 44 頁参照

非戦決議２０１５
　私たちは過去において、大日本帝国の名の下に、世界の人々、とりわけアジ
ア諸国の人たちに、言語に絶する惨禍をもたらし、佛法の名を借りて、将来あ
る青年たちを死地に赴かしめ、言いしれぬ苦難を強いたことを、深く懺悔する
ものであります。
　この懺悔の思念を旨として、私たちは、人間のいのちを軽んじ、他を抹殺し
て愧じることのない、すべての戦闘行為を否定し、さらに賜った信心の智慧を
もって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜
しまないことを決意して、ここに 「不戦の誓い」を表明するものであります。
　さらに私たちは、かつて安穏なる世を願い、四海同朋への慈しみを説いたた
めに、非国民とされ、宗門からさえ見捨てられた人々に対し、心からなる許し
を乞うとともに、今日世界各地において不戦平和への願いに促されて、その実
現に身を捧げておられるあらゆる心ある人々に、深甚の敬意を表するものであ
ります。
　私たちは、民族・言語・文化・宗教の相違を越えて、戦争を許さない、豊か
で平和な国際社会の建設にむけて、すべての人々と歩みをともにすることを誓
うものであります。　　　　　　　　　　　　　　　『不戦決議』（１９９５年）

　戦後５０年を経た１９９５年６月、真宗大谷派は、人類の願いを「不戦の誓い」
として表現しました。
　私たちは、この決議の重みを再確認し、あらためて平和の意味を問いたいと
思います。
　決議より２０年、戦争の悲惨さと愚かさに対する人々の感覚は風化してきて
います。その風化は、現在も、基地問題で苦しむ沖縄の人たちの心に向き合お
うとせず、戦争に向かう状況を生み出そうとしています。
　私たち人間の生きざまを憐れんで「国に地獄・餓鬼・畜生あらば、正覚を取
らじ」と誓い、法蔵菩薩は、浄土を建立されました。
　永い人類の歴史は、人が人を殺し、傷つけ合う悲しみの連続でありました。
如来の願心は、自我愛を正当化して「賜ったいのち」を奪い合うことを悲しみ、
私たちに「共に生きよ」と呼びかけておられます。
　この呼びかけに応じ、「殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ」という仏陀
の言葉を如来の悲願と受け取り、あらためてここに「非戦の誓い」を表明いた
します。
　そして、世界の人々と積極的な対話を通じて「真の平和」を希求してまいり
ます。
　上記決議いたします。

２０１５年６月　９日　　真宗大谷派　宗議会議員一同
２０１５年６月１０日　　真宗大谷派　参議会議員一同

なお、本誌の写真は全て「真宗大谷派解放推進本部」から
提供いただきました。
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