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平
成
十
八
年
三
月

「日
蓮

宗
」

の
宗
号
を

め
ぐ

る
意
識

に

つ
い
て

寛
政
年
間
岡
山
藩
で
の
論
争
を
中
心
に

坂

輪

宣

政

「日
蓮
宗
」
と
い
う
称
呼
は
明
治
初
年
に
新
居
日
薩
ら
を
中
心
と
し

た
当
時

の
宗
門
当
局
に
よ
っ
て
、
明
治
新
政
府
の
も
と
改
称
さ
れ
、
現

在
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の

「日
蓮
宗
」
と
い
う
呼
称
は
中
世
よ
り
用

い
ら
れ
た
が
、
中
世
で
は

「日
蓮
党
」
の
呼
称
と
同
様
、
し
ば
し
ぼ
否

定
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
籠
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
宗
門
側
か
ら
忌
避

・
反

発
し
た
様
子
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
法
華
宗
の
宗
号
は
比
叡
山
と
の

軋
轢
の
も
と
と
な

っ
た
。
本
稿
で
は
、
本
能
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
を

中
心
に
、
寛
政
年
間
に
岡
山
藩
で
、
藩
と
宗
門
寺
院
の
問
で
起

こ
っ
た

「法
華
宗
」
と

「日
蓮
宗
」

の
呼
称
を
め
ぐ
る

一
連
の
や
り
と
り
を
通
じ

て
、
当
時

の
宗
号
観
念
の

一
端
を
検
証
す
る
。

事
件

の
発
端
は
岡
山
藩
か
ら
の
通
達
で
あ
っ
た
。
寛
政
八
年
に
岡
山

藩
の
寺
社
御
役
所
よ
り
呼
び
出
し
が
あ
り
、
出
頭
し
た
藩
内
の
日
蓮
宗

諸
寺

の
代
表
に
対
し
、
藩
か
ら
通
達
が
あ
っ
た
。
後
に
在
京
の
本
山
本

能
寺

へ
末
寺
か
ら
出
し
た
報
告

の
書
状
で
は

「去
る
八
月
切
支
丹
御
改

に
付
き
、
津
高
郡

・
和
気
郡

・
磐
梨
郡
同
宗
の
寺
院
、
例
年
の
通
り
宗

門
書
上
相

い
認
め
差
し
出
し
候
節
、
今
年
迄
法
ヶ
宗
と
書
き
来
た
り
候

処
、
明
年
よ
り
日
蓮
宗
と
相
い
改
め
、
向
後
法
華
宗
と
書
上
致
す
ま
じ

く
と
の
御
事
に
御
座
候
。
L
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
従
来
は

「法
華

宗
」
で
あ
っ
た
呼
称
を
今
年
か
ら
は

「日
蓮
宗

」
と
変
更
せ
よ
、
今
後

公
式
文
書
に
は

「法
華
宗
」
と
記
し
て
は
い
け
な
い
、
と
の
も
の
で

あ
っ
た
。
代
表
達
は
即
答
せ
ず

に
退
出
し
、
門
流
を
越
え
て
藩
内
の
末

寺
中
で
合
議
を
し
た
が
、
結
局
、
岡
山
藩
中
の
末
寺
は
こ
の
通
達
に
た

い
し
、
本
山
へ
は
連
絡
を
せ
ず
に
藩
内
寺
院
の
み
で
対
処
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
方
策
は
藩

へ
の
愁
訴

・
嘆
願
で
あ

っ
た
。
こ
の
報
告
に
よ

る
と
、
当
初
は
領
内

の
「
一
宗
門
の
寺
院
評
談
仕
り
」
法
華
宗

の
号
が

前
来
通
り
通
用
す
る
よ
う
に

「御
歎
き
申
し
上
げ
候
事
、
平
和
に
致
し

た
く
存
じ
、
蓮
昌
寺

・
正
福
寺
御
国
中

一
宗
門

の
惣
代
と
し
て
御
内
意

申
し
上
ぐ
る
に
相

い
決
し
、
去
る
九
月
十
八
日
に
両
寺
御
会
所
え
罷
り

出
で
、
御
内
意
申
し
上
げ
候
処
」
と
蓮
昌
寺

・
正
福
寺
が
総
代
と
し
て

内
々
に
願
出
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
門
流

と
い
う
縦
の
関
係
に
よ

ら
ず
、
藩
内
と
い
う
地
域
内
の
評
議
で
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ

は
、
岡
山
藩
の
宗
教
政
策
に
も
影
響
さ
れ
た
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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岡
山
藩

は
寛
文
年
間
の
池
田
光
政
の
破
仏
以
来
、
佛
教
特
に
日
蓮
宗
に

好
意
的

で
な
か

っ
た
。
中
世
以
来
の
在
地
社
会
に
根
付
い
て
継
承
さ
れ

た
備
前
法
華
と
近
世
に
な
っ
て
か
ら
移
封
し
て
き
た
藩
と
の
軋
轢
に
由

来
す
る
部
分
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
藩
が
他
の
地
域
に
比

べ
て
独
自
性
の
強
い
方
針
を
と
る
の
に
対
応
す
る
形
で
、
藩
内

の
宗
門

寺
院
も
藩

の
領
域
内
で
連
合
し
て
対
策
を
と
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の

で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
嘆
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
藩
の

姿
勢
は
変
わ
ら
ず
、
寺
社
方
か
ら

「先
達
て
申
し
候
通
り
、
日
蓮
宗

一

号
に
相

い
決
し
申
さ
る
べ
き
の
由
、
厳
重
に
仰
せ
渡
さ
れ
」
代
表
の
両

寺
は
恐
れ
入
っ
て
引
き
下
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。

末
寺
で
事
態
を
打
開
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
時
が
経
過
し
、
後

に
京
の
本
山
方
に
も
風
聞
が
達
す
る
こ
と
と
な
る
。
本
山
の
一
つ
の
本

能
寺
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
本
能
寺

の
末
寺
中

へ
宛

て
た
書
状
で

「宗
号
の
儀
は
、
末
寺
共
如
何
心
得
罷
り
在
り
候
哉
、
実
に

一
宗
の
大

事
、
宗
旨
の
家
銘
軽
か
ら
ざ
る
事
に
候
」
と
、
宗
号
は

一
宗
の
大
事
で

あ
る
と
の
認
識
を
示
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
重
要
な
問
題
を
末
寺
の
み
で
対

処
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
不
満
を
示
し
て
い
る
。
以
下
し
ぼ
ら
く
本
能

寺
文
書
を
み
る
と

「誠
に
宗
号
の
儀
は
、
宗
門

の
元
祖
宗
旨
を
開
き
、

法
を
弘

る
本
源

の
家
銘
、

一
宗
門
の
門
家
相
続

の
惣
名

二
御
座
候
」
・

「当
宗
号

の
正
統
は
法
花
宗
と
相
い
用

い
、
日
蓮
宗
と
申
す
儀
、
正
意

の
宗
号

に
は
用
い
ず
候
」
・
「勅
許
の
宗
号
は
法
華
宗
の

一
名
に
相
い
限

り
、
寛
永
の
御
上
意
は

一
天
下

の
法
華
宗
と
厳
命
を
蒙
り
奉
る
」
な
ど

「日
蓮
宗
」
の
宗
号
を
め
ぐ
る
意
識
に
つ
い
て

(坂

輪
)

と
宗
号
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
再
三
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。
法

華
宗
の
名
称
は
、
仏
法
そ
の
も
の
の
観
念
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
変
更
は
単
な
る
名
義

の
問
題
で
は
な
く
、

実
体
に
関
わ
る
問
題
と
認
識
さ
れ
重
視
し
て

い
た
様
子
が
わ
か
る
。
ま

た
、
こ
の
書
状
に
は

「法
華
宗
」
が
正
統
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
拠
を

具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。
①
日
蓮
聖
人
に

「妙
宗
弘
通
」
を
認
め
る

鎌
倉
執
権

の
御
教
書
が
下
さ
れ
た
②
日
像
に
法
華
宗
宗
号
の
論
旨
が
下

さ
れ
、
妙
顕
寺
が
勅
願
寺
と
な
っ
た
③
本
圀
寺
日
静
が
論
旨
を
う
け
本

圀
寺
が
勅
願
寺
と
な

っ
た
④
応
永

・
天
文

・
慶
長
の
三
度
の
宗
号
論
争

で
以
上
の
証
拠
に
よ
り
、
法
華
宗
の
宗
号
が
公
認
さ
れ
た
⑤
元
禄
年
中
、

久
遠
寺
が
東
山
院
よ
り

「日
蓮
法
華
宗
」
と
の
論
旨
を
う
け
た
⑥
寛
永

年
中

の
不
受
不
施
裁
許
の
際
に
、
将
軍
家
よ
り
仰
せ
渡
さ
れ
た
条
目
に

「
一
天
下
之
法
華
宗
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
⑦

従
来
も
、
江
戸
公
儀

へ
法

華
宗

の
名

で
年
々
書
出
を
済
ま
せ
て
い
る
⑧
近
く
は
寛
政
二
年

の
宗
門

人
別
御
改
で
も
諸
国

一
統
に
法
華
宗
を
用
い
て
い
る
⑨
宗
門

の
者
が
日

蓮
宗
を
用
い
る
の
は

「日
蓮
法
華
宗
」
の
略

称
と
し
て
用
い
る
の
で
あ

る
か
ら
正
式
の
も

の
で
は
な
い
、
等
々
で
あ
る
。
な
か
に
は
①

の
よ
う

に
史
実

で
は
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
種
々
の
論
拠
を
挙
げ
、
法
華
宗
の

宗
号
が
私
的
な
も
の
で
は
な
く
、
朝
廷
や
幕

府
に
よ
り
公
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
重
点
を
置

い
て
力
説
し
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
の
教
え
を
継
承

す
る
者
と
し
て
は
法
華

の
名
を
冠
し
た
自
称
を
し
た
い
と
考
え
る
こ
と

は
ご
く
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
論
争

の
中

で
示
さ
れ
た

「法
華

二
五
三
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二
五
四

「日
蓮
宗
」
の
宗
号
を
め
ぐ
る
意
識
に
つ
い
て

(坂

輪
)

宗
」
の
宗
名
の
根
拠
か
ら
は
、
朝
廷

・
幕
府
と
い
う
こ
の
国
の

「公
的

機
関
」

に
よ
り
、
自
ら
の
教
団
の
存
在
が
認
知
さ
れ
て
き
た
の
で
、
そ

の
名
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
論
理
構
造
に
な

っ
て

い
る
。

こ
の
こ
と
は
近
世
の
秩
序
の
中
で
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ

る
が
、
備
前
を
中
心
地
の
一
つ
と
し
て
き
た
近
世
初
期

の
不
受
不
施
と

考
え
あ
わ
せ
る
と
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
同
書
状
に
は

「誠
に
宗
号
の

儀
は

一
宗

の
綱
領
、
門
家
相
続
の
惣
名
に
御
座
候
」
・
「右
法
華
宗
号
通

用
相
止

ま
り
候
時
は
、
宗
旨

の
家
銘
断
絶
の
筋
合

こ
も
相
成
り
」
・
「進

ん
で
は
勅
語

・
御
上
意
に
違
背
し
奉
り
、
退

て
は
宗
意
を
失
い
、
先
哲

之
薫
功

を
蔑
如
す
る
事
眼
前
也
」
と
も
述

べ
ら
れ
、
宗
号

の
変
更
は

「勅
語

・
御
上
意
」
に
も
違
背
し
、
先
哲

の
法
功
を
無
に
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
な
ん
と
し
て
も

「日
蓮
宗
」
の
呼
称
は
撤
回
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
、
と
末
寺
を
鼓
舞
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際

の
方
途

と
し
て
は
、
以
前
の
末
寺
中
と
同
様
に
愁
訴
を
指
示
し
て
い
る
。
書
状

に
よ
る
と

「当
地
の
役
人
が

一
旦
言
い
出
し
た
こ
と
に
背

い
て
は
末
寺

の
面
々
が
迷
惑
」
で
あ
ろ
う
と
し
て

「平
地
に
波
を
起
こ
し
、
騒
動
致

し
候
儀
、
末
寺
共
無
用
た
る
べ
く
、
只
幾
重
に
も
有
り
来
た
り
候
様
に

愁
訴
悲
歎

の
趣
申
し
立
て
、
御
国
恩
大
切
に
存
ぜ
ら
れ
、
其
の
御
地
御

役
人
中

へ
願
書
指
し
出
さ
れ
候
て
然
る
べ
き
由
」
指
示
を
し
た
の
で
あ

る
。
御
国
恩
=
寺
を
た
て
お
い
て
も
ら
っ
て
い
る
藩

の
恩
を
大
切
に
し

関
係
を
壊

さ
な
い
よ
う
に
穏
便
に
繰
り
返
し
願

い
出
よ
と
薦
め
て
い

る
。

こ
れ
は
最
も
平
凡
な
対
応
で
あ
る
。
本
山
で
も
在
地
の
実
情
を
察

す
る
に
至
り
、
可
能
な
限
り
穏
便
に
愁
訴

・
嘆
願
す
る
事
を
勧
め
た
の

で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
再
度

の
嘆
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藩

の
意
思
は
固
く
、
当
地

の
住
僧
は
板
ば
さ
み
の
よ
う
な
立
場
と
な

っ
た
。
「御
国
命
に
相
背
き

申
し
候
は
ぼ
、
御
国
恩
亡
失
の
罪
過
」
「本
山

よ
り
宗
意
粗
略

二
存
ず

よ
う
に
相
答
め
候
時
は
、
法
華

一
宗
の
僧
中
の
交
わ
り
成
し
難
く
」
「進

ん
で
は
御
国
恩
亡
失
の
罪
、
退
て
は
宗
儀
本
山
違
背
の
答
に
て
御
座
候
」

と
、
藩
の
領
内

の
寺
院
と
し
て
は
藩
命
に
背
く

わ
け
に
は
い
か
ず
、
か

と
い
っ
て
宗
号
の
変
更
を
甘
受
す
れ
ば
本
山
や
宗
中

に
顔
向
け
が
で
き

な

い
、
と
い
う
難
儀
な
状
況
と
な
つ
て
悩
む
こ
と
と
な

っ
た
。
藩
か
ら

の
宗
号
変
更
の
達
を
、
末
寺
中
が
最
初
は
各
本

山
へ
連
絡
せ
ず
に
、
「御

地

の
諸
寺
院
如
何
相
心
得
候
哉
、
是
ま
で
諸
山

へ
相
窺
い
候
事
も
之
無

き
の
段
、
甚
だ
不
審

の
至
り
に
候
」
と
後
に
本
山
か
ら
批
判
さ
れ
た
の

も
、
末
寺
中
が
当
初
か
ら
藩

の
強
硬
な
姿
勢
を
看
取
し
、
こ
の
よ
う
な

状
況
を
予
見
し
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

結
局
、
在
地
末
寺

の
願
い
出
が
不
成
功
に
お
わ
っ
た
結
果
、
各
門
流

の
上
部
機
構

で
の
動
き
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
本
能
寺
書
状
で
は

「諸
寺
愁
訴
之
儀
届
き
え
ず
候
え
ば
、
終

に

一
宗
門
の
騒
動
に
も
成
る

べ
き
行
義
に
て
諸
山

一
統
、
悲
歎
此
事
に
候
」
と
宗
号
の
問
題
は
重
要

な
の
で
、
愁
訴
が
退
け
ら
れ
た
う
え
は

一
宗
全
体
の
問
題
と
し
て
対
応

す
る
と
の
見
通
し
が
示
さ
れ
、
「是
れ
又
た
吾

宗
の
瑕
候

に
候
問
、
然

る
上
は
是
非

に
及
ぼ
ず
十
六
本
山
会
合

の
上
、
何
分
致
す
べ
き
様
有
る
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べ
き
事
か
に
候
」
と
、
具
体
的
に
は
京
都
十
六
本
山
の
会
合
組
織
で
の

評
議
に
よ

っ
て
幕
府

へ
の
上
訴
な
ど
の
強
硬
な
対
策
を
と
る
で
あ
ろ
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
も
結
局
は
、
江
戸
で
の
幕
府

へ
の
訴
訟
を
も

示
唆
し
た
宗
門
側
に
藩
が
譲
歩
す
る
形
で
決
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
途

中
の
経
過
を
見
れ
ば
、
藩
の
強
硬
な
姿
勢
が
目
立
っ
て
い
た
。

こ
の
時

期
に
藩
が
正
式
な
通
告
と
し
て
末
寺
中
に
示
し
た
意
図
や
背
景
に
つ
い

て
は
後
に
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

但
し

一
言
付
記
す
れ
ぼ
、
実
際
に
は
こ
の
以
前
か
ら
、
日
蓮
宗

の
名

称
は
藩
の
文
書
で
頻
繁
に
用

い
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
事
件

の
後
に
も
逆
に
法
華
宗

の
名
を
用
い
た
藩
の
文
書
も
し
ば
し
ば
あ
る
の

で
あ
る
。
実
例
を
挙
げ
れ
ば

「大
崎
屋
敷
宗
門
御
改
」
と
題
す
る

一
冊

の
書
が
池
田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
岡
山
藩

の
江
戸
下
屋
敷
に
勤

務
す
る
侍

の
宗
門
改
の
記
録
で
あ
る
が
、
宗
旨
に

.「日
蓮
宗
」
と
記
す

者
と
少
数
な
が
ら

「法
華
宗
」
と
記
す
者
が
混
在
し
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
の
表
記

は
、
こ
の
寛
政
八
年

の
事
件
の
前
後
を
比
べ
て
も
変
化
が
な

い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
興
味
深

い
の
は
、
法
華
宗
と
記
す

の
は
二
、

三
の
特
定

の
寺
院

の
檀
家

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宗
門
改

の
内
容
は
各
個
人
か
ら
藩
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
華

宗
と
記
さ
れ
た
者
は
、
提
出
時

に
自
ら
そ
う
記
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
そ
の
菩
提
寺
の
指
導

に
因

っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
藩

の
文
書
中
に
お
け
る
実
情
と
し
て
は

「日
蓮
宗
」
の
呼
称

が
や
や
優
勢
で
あ
り
迎
合
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の
風
潮
に
あ

「日
蓮
宗
」
の
宗
号
を
め
ぐ
る
意
識
に
つ
い
て

(坂

輪
)

え
て
抗
す
る
人
々
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
述

べ
て
き
た

一
連

の
文
書
の
内
容
か
ら
、
当
時
の
宗
門
内
で
は

「法
華
宗
」
の
名
称
を
、
継
承
さ
れ
て
き
た
法

理
の
正
統
性
の
象
徴
と

教
団
存
在
が
公
的
に
認
定
さ
れ
た
証
と
し
て
の
二
つ
の
意
味
か
ら
、
重

要
視
し
て
い
た
様
子
が
明
確
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
逆
に

「日
蓮

宗
」
に
は
拒
絶
反
応
が
あ

っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
但
し
、
そ
の

一
因
と

し
て
、
こ
こ
で
は
明
確
に
顕
れ
な
か

っ
た
が
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た

「日
蓮

の
私
儀
の
法
門
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
へ
の
抵
抗
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

「蔑
称
」
を
強
要
す
る

こ
と
が
、
藩
の
名
称
変
更
命
令

の
意
図
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
現
在
で
は
あ
ま
り
気
に
も
さ
れ
な
い

「
日
蓮
宗
」
の
名
称
で
あ

る
が
、
当
時
の
社
会
状
況
で
は
大
変
重
視
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
と

な
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
近
世

に
お
い
て

「日
蓮
宗
」

は

一
般
的
に
は
か
な
り
用
い
ら
れ
た
呼
称
で
、
自
称
す
る
宗
門
僧
も
い

た
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
後
考
を
期
し
た
い
。
(注
記
略
)

〈キ
ー
ワ
ー
ド
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日
蓮
宗
、
法
華
宗
、
岡
山
藩
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正
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教
学
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所
研
究
員
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it is recorded that concerning the choice of the pilgrimage temples and the 

way of numbering the temples he inevitably followed the suggestion of Osa-
ka-ko. Osaka-ko was a group of pilgrims and their leader was a merchant 

from Osaka. Osaka-ko donated pictures of St. Honen and pilgrim songs to 
the temple, published books of pilgrim songs and erected many memorial 

stones and signposts. In this way, Osaka-ko contributed to the establishment 

of the twenty-five historical holy places of St. Honen's activities and to the 
development of this pilgrimage. 

147. Consciousness of the Sect Name in Nichiren Buddhism: A dispute in 

Okayama. 

Sensho SAKAWA 

In the eighth year of Kansei (1896) occurred an incident between the 

Okayama clan and Nichiren sect temples concerning the name of the sect. 
The Okayama clan tried to forbid the use of the name Hokeshu as the sect's 

official name. However, in the face of the objection of Nichiren sect, they 

gave up their efforts. The Nichiren temple of those days considered the ap-
pellation Hokeshu to be extremely important. 

148. Kiyozawa Manshi's Genzai-anju (Peaceful Settlement in the Present 
Time): Consideration of its aspect of time 

Yusetsu NISHIMOTO 

The purpose of this study is to clarify the aspect of time in Kiyozawa 

Manshi's Genzai-anju. In the early part of my study, I refer to the criticism 
of Soga Ryojin against Kiyozawa's Seishin-shugi (Spiritual Activism). The 

main point of the criticism by Soga, in short, is the lack of the practice of 

compassion and the norm of conduct for the future in Kiyozawa's Genzai-
anju. 

In the second part of this paper, I consider "Seishinshugi-to-sanze" as Ki-

yozawa's reply to the criticism of Soga. Kiyozawa responds to this criticism,
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