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一
、
教
学

と
現
場

の
乖
離

現
在
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
教
団
内
に
於

い
て
は
、
今
日
の
教
団

の
状
況
に

つ
い
て
、
ま
た
、
も

っ
と
普
遍
化
し
て
言
え
ぱ
、
宗
教
と
現

代
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
「教
学
と
現
場
の
乖
離
」
と
い
う

こ
と
が

一
つ
の
問
題
と
し
て
提
議
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
今
日
の
教
学
が
、

日
常
生
活
か
ら
分
離
す
る
よ
う
な
形
で
の
専
門
化
の
上
に
成
立
し
て
い

る
た
め
に
、
日
常
生
活
の
問
題
を
無
視
す
る
よ
う
な
形
で
、

三
人
歩
き

を
始
め
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

二
、

感
性

の
意
味

西
谷
啓
治
氏
は
、
現
代
の
状
況
に
関
わ
る
研
究
者
の
態
度
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

特
に
現
代
の
場
合
は
、
現
代
と
い
う
時
代
が
宗
教
不
在
の
時
代
で
あ
り
、
現

代
の
宗
教
は
現
代
不
在
の
宗
教
と
い
う
、
そ
う
い
う
引
き
裂
か
れ
た
状
況
の

な
か
で
、
引
き
裂
か
れ
る
よ
う
に
し
て
存
在
し
て
い
る
の
が
、
現
代
に
生
き

る
人

々
の
ラ
イ
デ

ン
で
す
ね
。

そ
う

い
う
苦
悩

と
い
う

こ
と
が
な
い
と
、
学

問
研
究

と

い
う

の
は
悪

い
意
味

で
の
遊

び
に
な

っ
て

し

ま

う

の

で

は

な

い

か
。

学
者

に
は
な

っ
て
も
、
真
宗

と
い
う
も
の
の
学
的
研
究

と
い
う

こ
と
に

は
な
ら
な

い
の
で
は
な

い
か
。

(
「浄

土
教

と
現

代
」)

西

谷

氏

は
、

こ

の
よ

う

に
、

真

宗

学

の
研

究

者

は
、

宗

教

と
現

代

の
矛

盾

し

た
関

係

を

自

覚

し
、

そ

の
苦

悩

の
上

に

立

つ

こ
と

の
重

要

性

を

指

摘

さ

れ

る
。

そ

し

て
、

研
究

者

が

こ

の
苦

悩

を
自

覚

す

る

そ

の
あ

り

方

に

つ

い

て
は
、

ラ
イ
デ

ン
と

い
う

こ
と
に
結

び

つ
い
て
、

ラ
イ
デ

ン

シ
ャ

フ
ト

L
e
id
en
sc
-

h
a
ft
と
い
う
言

葉
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
英
語

で

い
う
と

p
a
s
s
s
i
o
n
、

情
熱

と
い
う
言
葉

で
す
ね
。

パ

ッ
シ

ョ
ン
と

い
う

の
は

p
ass
iv
e
と
い
う
言
葉
と

も
結

び

つ
い
て
い
ま
す
か
ら
、

要
す
る
に
何
か

の
働
き
を
受

け
る
、

自
分

の

身
体

で
受
け
と
め

る
と

い
う

こ
と
、

身
体

と

い

っ
て
お
か
し
け
れ
ば
、

現
在

の
生

き
た
身

の
人
間
と
し

て
、
自

分

の
日

々
の
生
活

で
受
け
取

め
る
と

い
う

こ
と
で
す
ね
。

そ

こ
に
苦
悩
と

い
う

こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。

…
…
実

存

と

い
う
態

度
か
ら
言
え
ば
、

ラ
イ
デ

ン
と
か

ラ
イ
デ

ン
シ
ャ
フ
ト
と
か
、

要
す
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る
に
、
自
分
の
生
き
た
身
で
受
け
と
め
、
身
体
で
も
の
を
言
う
こ
と
が
、
ど

う
し
て
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
ん
で
は
な
い
か
。

(前
掲
論
文
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
宗
教
と
現
代
の
矛
盾
し
た
関
係
の
中

で
自
覚
さ
れ
る
苦
悩
と
は
、
身
体
的
で
受
動
的
な
実
存
的
態
度

の
基
礎

と
な
る
も

の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
、
西
谷
氏
の
指
摘
を
窺
う
時
、
教
団

の

「教
学
と
現
場
の
乖

離
」
と
い
う
問
題
は
、
西
谷
氏

の
言
わ
れ
る

「宗
教
不
在

の
現
代
、
現

代
不
在
の
宗
教
」
と
軌
を

一
に
す
る
問
題
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
解

る
。

つ
ま
り
、
教
学
と
現
場
の
乖
離
と
言
わ
れ
る
背
景
に
は
、
教
学
者

が
宗
教
と
現
代
と
の
矛
盾

の
関
係

の
上
に
成
立
す
る
実
存
的
な
苦
悩
を

自
ら
の
こ
と
と
し
て
担
わ
ず
、
ま
た
、
そ
の
苦
悩
が
今
日
の
教
学
の
中

で
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
情
熱
や
苦
悩
は
、
そ
の
性
格
上
、
受
動
的
で
自
ら
の
身
体
に
関
わ

っ

た
実
存
的
態
度

の
上
に
初
め
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
自

覚
を
呼
び
起
こ
す
も
の
が
感
性
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

三
木
清
は
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
バ
ト
ロ
ギ
ー
」

の
中

で
、

ロ
ゴ

ス

的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
を
定
義
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ロ
ゴ
ス
的
意
識
が
、
感
性
知
覚
の
如
き
も
の
か
ら
思
惟
の
方
向
に
高
ま
る
に

従
っ
て
、
そ
の
対
象
性
或
い
は
客
観
性
を
次
第
に
増
し
て
ゆ
く
の
と
は
反
対

に
、
パ
ト
ス
的
意
識
は
、
主
体
の
方
向
に
高
ま
る
に
従

っ
て
、
そ
の
対
象
を

失
い
、
次
第
に
無
対
象
と
な
っ
て
ゆ
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に

両
者
の
対
立
が
最
も
明
瞭
に
現
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ロ
ゴ
ス
的
意
識
が
意
識
そ
れ
自
身
を
対
象
化
、
客
観
化

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
思
惟

の
方
向
に
深
ま
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
方
向
と
は
逆
に
、
主
体

の
方
向
、
無
対
象
の
無
意
識
の
方

向
に
深
ま
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
次
第
に
そ
の
対
象
性
を
失
い
な
が
ら
存

在
す
る
の
が
、

パ
ト
ス
と
し
て
の
情
熱
や
苦
悩

で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ

の
情
熱
や
苦
悩
を
、

ロ
ゴ

ス
的
意
識
の
方
向
に
対
象
化
、
客
観
化
し
て

ゆ
く
も
の
が
、
知
性
や
、
我
々
が
感
性
と
呼
ん

で
い
る
感
情
や
感
覚
な

の
で
あ
る
。

鈴
木
大
拙
氏
は
、
こ
の
感
性
と
知
性
、

そ
れ
に
苦
悩
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
人
間
の
宗
教
的
意
識
の
覚
醒
の
過
程
の
中

で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
(『宗
教
経
験
の
事
実
』)

反
省
の
な
い
と
こ
ろ
に
思
想
は
な
い
。
反
省
は
組
織
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

知
識
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
反
省
は
ま
た
必
ず
感
性
で
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
。
感
性
の
伴
わ
ぬ
反
省
は
な
い
、
感
性
は
、
こ
こ
で
最
も
広
い
意
味
に

用
い
ら
れ
る
、
普
通
に
云
う
感
覚
も
感
情
も
共
に
含
む
広
い
感
じ
で
あ
る
、

或
い
は
深
い
感
じ
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
此
の
感
じ
が
反
省
に
伴
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
悩
み
と
云
う
、
悶
え
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
パ
ト
ス
-
情

熱
や
苦
悩
-
を

自
覚
化
さ
せ

る
も
の
と
し
て
、
感
性
は
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

真
宗
に
於

け
る
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三
、

真
宗

の
感
性

今
日
、
真
宗
学
の
学
問
方
法

の
研
究
に
於

い
て
は
、
信
楽
峻
麿
氏
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

真
宗
を
対
象
と
す
る
近
代
的
意
味
で
の
学
問
と
し
て
、
他
の
一
般
的
な
学
問

と
同
様
に
、
そ
の
対
象
と
し
て
の
真
宗
を
客
観
的
に
把
握
し
、
そ
れ
を
分
析

し
統
合
し
て
、
体
系
的
に
解
明
す
る
と
こ
ろ
の
科
学

(sc
ien
ce)
と
し
て
の

意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(「真
宗
学
研
究
序
説
」)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
近
代
的
学
問
方
法
に
の

っ
と

っ
た

「客

観
的
な
立
場
」
と
、
も
う

一
方

で
は
、

そ
の
対
象
と
し
て
の
真
宗
と
は
仏
教
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
私
自
身
が
仏
に

成
っ
て
ゆ
く
た
め
の
教
え
と
し
て
、
私
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
私
に
と
っ
て
主
体
的
に
領
納
さ
れ
る
べ
き
性
格
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(前
掲
論
文
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
自
ら
の
成
仏
を
目
的
と
し
た

「
主
体
的

な
立
場
」

の
、
こ
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
方
向

の
緊
張
関
係
の
中
で
成
立

し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
真
宗
学
に
於
け
る

「
主
体
的
な
立
場
」
を
よ
り
主
体
的
に

捉
え
、
ま
た
客
観
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
主
体
的
な
立
場
と
は
、

先
に
述
べ
た
ロ
ゴ

ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
の
矛
盾
し
た
関
係
の
上

に
捉
え
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
更
に
、
情
熱
や
苦
悩
を
根
拠
と
し
た
研

究
者
の
実
存
的
態
度
と
し
て
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
主
体

的
な
立
場
と
は
、

ロ
ゴ
ス
的
意
識

の
立
場
に
よ

っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
、
人
間

の
パ
ト
ス
ー

情
熱
や
苦
悩
i

よ

り
自
覚
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
知
性
と
同
様
、

よ
り
そ
れ
以
上

に
感
性
に
於

い
て
も
捉
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
、

ま
と
め

「教
学
と
現
場
の
乖
離
」
と
言
わ
れ
る
教
団
内
状
況
の
中
に
は
、
真

宗
学
が
思
考
中
心
の

「客
観
的
な
立
場
」
に
傾

い
た
と
こ
ろ
、

そ
こ
に

人
間
の
実
相
を
知
性
に
よ

っ
て
の
み
捉
え
、
感
性

の
問
題
を
欠
落
さ
せ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
原
因

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
我

々

は
、
感
性
の
問
題
を
欠
落
さ
せ
て
し
ま

っ
て
い
る
た
め
に
、
現
代
人

の

苦
悩
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、

そ
の
苦
悩
に
対
し
て
答

え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、

真
宗
学
に
於
い
て
は
、
客
観
的
な
立
場
の
矛
盾
統
合
の
中
で
、
よ
り
主

体
的
な
立
場
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

そ
の
立
場
が
知
性
的
客

観
的
な
思
惟
に
よ

っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
か

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
主
体
的
な
立
場
は
、
そ
の
思
考
の

根
底
に
於

い
て
、
感
性
の
問
題
を
通
し
て
、
よ
り
深
く
パ
ト
ス
、
無
意

識

の
領
域
に
関
わ

っ
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
、

自
ら
の
身
体
に
関
わ

っ

た
実
存
的
態
度

の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

(龍
谷
大
学
大
学
院
)
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