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いとう・ゆいしん 1931年 滋賀県生ま

れ 同志社大大学院文学研究科修了 文学

博士 佛教大学長 京都文教学園学園長

浄土宗大本山清浄華院法主などを経て20

10年 浄土門主・総本山知恩院門跡に就

任 著書に 浄土宗の成立と展開 ほか

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

仏教が説く命とは 過去から未

来に続く大きな命の流れのこ

と 死とは その大きな流れに合

流することであって 不滅の命

への再生にほかならない

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊇
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∧ ⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂ ∩

∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪
∪

⊃

戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

戦
後
、
日
本
は
驚
異
的
な
物
質
的
繁
栄
を
遂

げ
ま
し
た
。
そ
れ
に
目
を
奪
わ
れ
て
多
く
の
人

々
が
現
世
主
義
に
陥
り
、
生
の
み
に
執
着
す
る

傾
向
が
強
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

と
く
に
、
若
者
は
生
死
の
問
題
を
遠
く
へ
追

い
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
現
世
の
み
を
中
心
に
考
え
「
死
ん
だ
ら
そ

れ
で
お
し
ま
い
。
あ
の
世
（
後
世
）
な
ん
て
認

め
な
い
」
と
、
考
え
が
ち
で
す
。

病
院
で
死
を
迎
え
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り
、

身
近
な
人
の
死
を
見
つ
め
る
機
会
が
減
っ
た
こ

と
が
、
一
つ
の
原
因
で
し
ょ
う
。
昔
は
、
人
の

臨
終
に
家
族
や
親
戚
が
枕
元
に
集
ま
り
ま
し

た
。死

に
い
く
者
は
、
残
る
者
に
感
謝
の
言
葉
を

伝
え
、
訓
戒
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
ま
し
た
。

亡
く
な
る
と
、

僧
侶
の
枕
経
や

通
夜
な
ど
の
儀

礼
が
行
わ
れ
ま

す
。そ
こ
で「
死

ん
だ
後
に
何
か

が
あ
る
か
ら
儀

礼
が
あ
る
」
と

気
付
か
さ
れ
た

の
で
す
。

心
の
領
域
を

軽
視
す
る
風
潮

も
、
あ
の
世
の
存
在
感
を
衰
弱
さ
せ
た
原
因
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
現
代
人
は
、
父
祖
を
は
じ
め

過
去
の
人
た
ち
が
発
す
る
あ
の
世
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
力
が
衰
え
た
。
だ
か
ら
後

世
を
見
据
え
て
現
世
を
考
え
る
こ
と
が
難
し

い
。
生
死
は
連
続
し
て
い
て
、
現
世
と
後
世
を

考
え
る
こ
と
は
同
等
の
重
さ
を
持
っ
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
べ
き
で
す
。

後
世
を
忘
れ
る
と
、
生
死
の
問
題
が
見
え
な

く
な
り
ま
す
。
仏
教
で
は
、
死
は
命
の
再
生
だ

と
考
え
ま
す
。
命
と
は
目
に
見
え
る
肉
体
的
な

命
で
は
な
く
て
過
去
か
ら
未
来
に
続
く
大
き
な

命
の
流
れ
の
こ
と
。
死
と
は
、
よ
り
大
き
な
命

の
流
れ
に
合
流
す
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
死

は
不
滅
の
命
へ
再
生
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、「
死

ん
だ
ら
終
わ
り
」
で
は
決
し
て
な
い
の
で
す
。

浄
土
教
で
は
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
、
誰

で
も
あ
の
世

浄
土
へ
往

い

っ
て
生
ま
れ
る
こ
と

（
往
生
）
が
で
き
る
、
と
教
え
ま
す
。
念
仏
を

声
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
念
仏
の
環
境
の
中
で

大
き
な
命
の
中
へ
入
っ
て
い
く
。
浄
土
で
は
、

「
倶

く

会
え

一
い
っ

処
し
ょ

」
と
い
っ
て
、
菩
薩
や
亡
き
肉
親

な
ど
と
も
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
俱
会
一

処
に
思
い
を
い
た
せ
ば
、
現
世
の
迷
い
や
執
着

を
断
つ
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

法
然
上
人
は
、
浄
土
の
様
子
よ
り
も
、
「
日

頃
、
念
仏
申
し
て
極
楽
へ
参
る
心
」
の
大
事
さ

を
繰
り
返
し
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
忙
し
い
人
に

は
、
仕
事
と
念
仏
の
一
体
化
を
説
か
れ
た
。
そ

の
よ
う
に
死
後
を
意
識
し
て
念
仏
す
る
こ
と

で
、
人
は
現
世
で
の
生
き
方
を
も
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
は
こ
と
し
、
東
日
本
大
震
災
と
い
う
災

厄
に
見

わ
れ
ま
し
た
。
被
災
地
で
は
、
初
盆

に
踊
り
な
ど
地
元
の
古
い
芸
能
が
復
活
し
て
、

み
ん
な
が
元
気
を
取
り
戻
す
機
会
に
な
っ
た
と

聞
き
ま
す
。
海
で
は
精
霊
流
し
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
「
あ
の
世
を
思
い
や
る
」
心
は
や
は
り
、

い
ざ
と
い
う
時
に
は
大
き
な
力
と
な
る
の
で

す
。尊

い
命
を
亡
く
さ
れ
た
人
々
は
帰
っ
て
来
ま

せ
ん
が
、
大
き
な
命
、
俱
会
一
処
を
思
い
、
残

っ
た
者
で
支
え
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

誰
で
も
自
分
が
貢
献
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
い

ま
す
。
介
護
が
で
き
る
、
力
仕
事
が
で
き
る
。

そ
れ
を
わ
が
網
の
目
と
す
る
の
で
す
。

自
分
が
一
つ
の
網
の
目
に
な
り
、
他
の
一
人

一
人
が
つ
く
る
網
の
目
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い

く
。
そ
う
し
て
大
き
な
救
い
の
網
を
広
げ
ま
し

ょ
う
。
あ
の
世
の
人
た
ち
が
私
た
ち
を
見
守
っ

て
い
ま
す
。

除
夜

國
生

義
子
さ
ん

ポ
ー
セ
レ
ン
・

ア
ー
テ
ィ
ス
ト

■
人
を
つ
な
ぐ
力

京
都
は
、
人
を
つ
な
ぐ
天
才
で
あ
る
。

人
と
人
と
を
つ
な
ぎ
、
生
か
し
、
育
み
、

そ
し
て
幾
重
も
の
可
能
性
を
生
み
出
し
て

い
く
。
京
都
が
伝
統
を
誇
り
つ
つ
新
し
い

も
の
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
の
は
、
人
の

力
を
生
か
し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
１

２
０
０
年
を
超
す
伝
統
と
文
化
は
、
こ
の

力
な
く
し
て
は
存
在
し
え
な
い
。

博
多
か
ら
京
都
に
居
を
移
す
に
際
し
て

言
わ
れ
た
の
は
、
「
京
の
ぶ
ぶ
づ
け
」
や

「
一
見
さ
ん
お
断
り
」
な
ど
若
干
の
揶

や

揄
ゆ

を
込
め
た
京
都
人
評
で
あ
っ
た
。
長
い
歴

史
と
文
化
を
持
つ
土
地
柄
だ
け
に
、
人
間

関
係
の
煩
雑
さ
を
覚
悟
し
て
移
り
住
ん

だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
杞

き

憂
ゆ
う

に
過
ぎ
な
か

っ
た
。

京
都
人
の
矜

き
ょ
う

持じ

に
学
び
な
が
ら
、
今
、

私
は
ポ
ー
セ
レ
ン
・
ア
ー
ト
と
い
う
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
陶
磁
器
の
技
法
を
使
っ
た
上
絵

付
け
を
指
導
し
て
い
る
。
伝
統
工
芸
が
ひ

し
め
く
こ
の
地
で
、
趣
味
で
し
か
な
か
っ

た
西
洋
絵
付
け
を
、
多
く
の
出
会
い
を
通

じ
て
、ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
し
得
た
の
は
、

人
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
京
都
人
の

懐
の
深
さ
で
あ
る
。

こ
と
し
は
、
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
自

然
災
害
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
年
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
に
発
揮
さ
れ
た
人

と
人
の
繋

つ
な

が
り

「
絆
」
の
大
切
さ
、
重

さ
が
再
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
次
回
１
月
８
日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
フ
ラ
ワ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

浦
沢
美
奈
さ
ん
で
す
）
。

震
災
と
津
波
、原
発
事
故
、風
水
害
と
、

空
前
の
災
厄
に
見

わ
れ
た
２
０
１
１
年

も
、
あ
と
６
日
で
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。一

年
最
後
の
夜

除
夜
は
「
旧
年
を
除

く
夜
」
と
い
う
意
味
で
す
。
古
い
も
の
を

捨
て
て
新
し
い
も
の
に
移
る
時
。こ
の
夜
、

一
年
の
罪
を
懺
悔
し
て
煩
悩
を
払
い
、
清

ら
か
な
心
で
新
年
を
迎
え
る
た
め
に
打
ち

鳴
ら
さ
れ
る
の
が
「
除
夜
の
鐘
」
で
す
。

気
が
か
り
な
の
は
仮
設
住
宅
や
避
難
先

で
暮
ら
す
被
災
者
の
人
々
。
ど
ん
な
思
い

で
１
０
８
つ
の
鐘
の
音
を
聞
く
の
か
。
わ

ず
か
で
も
、
旧
年
の
つ
ら
さ
や
悲
し
み
を

捨
て
ら
れ
た
ら
、
何
か
希
望
を
抱
い
て
新

年
を
迎
え
ら
れ
た
ら
と
、
願
わ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。
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