








発行／真宗大谷派名古屋教区教化センター（No.76）

寺
報
イ
ラ
ス
ト
カ
ッ
ト
集

寺
報
や
チ
ラ
シ
な
ど
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

※あくまでもイメージです。ご了承の上お使いください。

釈

尊

伝

お
釈
迦
様
の
生
涯

釈尊伝釈尊伝



センタージャーナル No.76

１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年
７
月
７
日
、「
満

州
事
変
」
は
日
中
戦
争
へ
と
拡
大
し
た
。
当
然

大
谷
派
の
戦
争
協
力
に
も
拍
車
が
か
か
る
こ
と

に
な
る
。

１
９
３
８
（
昭
和
13
）
年
１
月
13
日
、
大
谷

派
「
法
主
」
は
、
中
国
大
陸
へ
日
本
軍
慰
問
の

た
め
出
発
し
た
。京
都
へ
の
帰
着
は
３
月
９
日
。

二
か
月
に
わ
た
る
慰
問
行
で
あ
っ
た
。
ま
た
裏

方
も
１
月
30
日
か
ら
２
月
26
日
ま
で
、「
法
主
」

と
は
別
行
程
で
慰
問
行
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
「
法
主
」
の
慰
問
行
は
、
大
谷
派
製
作

の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画
『
東
洋
平
和
の
黎れ

い
め
い明　

（
皇
軍
感
謝
慰
問
の
旅
）』
と
し
て
記
録
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
映
画
は
１
９
３
８
（
昭
和
13
）
年
６
月

４
日
に
内
務
省
の
検
閲
が
終
わ
り
、
完
成
し
て

い
る
。
全
10
編
（
14
巻
）
の
無
声
映
画
で
あ
る
。

全
部
で
60
分
強
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
は
、「
法

主
」
の
神
戸
港
出
発
か
ら
始
ま
り
、
中
国
「
北

支
」、「
満
州
国
」、
中
国
「
中
支
」
と
行
程
の

ま
ま
に
編
集
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
「
平
和
展
」
で
は
、
映
画
を
「
慰
問

行
出
発
」・「
大
谷
派
と
日
本
軍
」・「
大
谷
派
の

宣
撫
工
作
」・「
大
谷
派
の
神
道
教
育
」・「
風
景
」

と
分
類
し
構
成
し
て
い
る
。

　

２
．
大
谷
派
と
日
本
軍

「
大
谷
派
と
日
本
軍
」
で
は
、
中
国
済
南
の

大
谷
派
布
教
所
で
の
「
日
本
軍
戦
没
将
士
慰
霊

祭
」
の
厳
修
（『
朝
日
グ
ラ
フ
』
よ
り
）、
日
本

軍
戦
死
者
の
遺
骨
を
納
め
た
「
忠
霊
奉
安
所
」

の
訪
問
。
ま
た
最
も
「
慰
問
」
ら
し
い
も
の
と

し
て
、
軍
病
院
の
慰
問
を
展
示
し
た
。

そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
海
の
日
本
軍

「
特
務
機
関
」
訪
問
で
あ
る
。
こ
の
「
特
務
機

関
」
と
は
、
戦
闘
部
隊
で
は
な
い
。
占
領
地
で

の
占
領
行
政
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
機
関
で

あ
る
。
中
国
大
陸
で
の
占
領
地
で
は
日
本
の
宗

教
団
体
が
、
日
本
軍
の
占
領
地
行
政
に
協
力
す

る
た
め
の
「
宣せ

ん
ぶ撫
工
作
」
を
盛
ん
に
行
っ
て
い

た
。
そ
し
て
こ
の
「
宣
撫
工
作
」
を
指
導
・
管

理
す
る
の
が
、こ
の
「
特
務
機
関
」
で
あ
っ
た
。

「
宣
撫
工
作
」
を
行
う
た
め
の
訪
問
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

３
．
大
谷
派
の
宣
撫
工
作

そ
の
「
宣
撫
工
作
」
に
つ
い
て
は
、
二
種
類

の
工
作
を
紹
介
し
て
い
る
。
一
つ
は
日
本
語
教

育
。
中
国
「
北
支
」
の
塘と

う
こ沽
布
教
所
の
「
協
和

日
語
学
校
」
訪
問
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
日
本

軍
の
傀か

い
ら
い儡

を
作
る
た
め
の
人
材
教
育
は
、
ま
ず

日
本
語
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
北
京
に
誕
生
し
た
日
本

傀
儡
政
権
が
経
営
す
る
「
北
京
青
年
訓
練
所
」

の
訪
問
・
見
学
。
中
国
人
を
日
本
の
協
力
者
に

す
る
教
育
機
関
へ
の
訪
問
は
、
大
谷
派
が
「
宣

撫
工
作
」
を
担
う
役
割
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
当
然
の
訪
問
先
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、「
法
要
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

場
所
は
占
領
直
後
の
南
京
。
法
要
は
、「
支
那

戦
死
者
供
養
塔
」
の
除
幕
式
で
あ
る
。

南
京
は
、
占
領
直
前
、
お
よ
び
直
後
に
い
わ

ゆ
る
「
南
京
大
虐
殺
」
が
あ
っ
た
場
所
で
あ

る
。
こ
の
地
で
の
「
宣
撫
工
作
」
は
日
本
軍
に

と
っ
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。
労
働
力
の
確
保
、

物
資
の
確
保
。
そ
し
て
反
日
活
動
の
封
じ
込
め

は
、
武
力
に
頼
む
だ
け
で
な
く
、「
宣
撫
工
作
」

も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
法
主
」

の
南
京
入
り
に
合
わ
せ
、
日
本
兵
の
供
養
塔
で

は
な
く
、
中
国
兵
の
供
養
塔
が
作
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

日
本
兵
の
供
養
（
慰
霊
）
は
、
な
に
も
僧
侶

で
な
く
で
も
で
き
る
。
南
京
で
は
、
神
職
に
よ

る
日
本
兵
慰
霊
祭
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し

神
道
は
民
族
宗
教
。
異
民
族
の
中
国
人
の
供
養

（
慰
霊
）
は
僧
侶
の
手
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
神
職
と
僧
侶
、
そ
の
戦
争
協
力
の

役
割
分
担
が
見
て
取
れ
る
。

　

４
．
大
谷
派
の
神
道
教
育

映
画
に
は
、
天
津
神
社
参
拝
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
神
職
の
先
導
の
下
、「
法
主
」
一
行
が
参

道
を
歩
く
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
を
上
映
す

る
こ
と
は
、「
神
社
参
拝
は
す
る
も
の
」
と
真

宗
門
徒
に
対
し
て
教
育
・
宣
伝
す
る
効
果
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
で
の
戦
争
協
力
は
、

そ
の
記
録
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
内
で
も

教
育
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
い
え
る
。

（
研
究
員　

大
東 

仁
）

⑤

大谷派塘沽布教所の訪問。塘沽布教所には「協和日語学校」が
設置され、現地中国人に日本語を教授していた。日本軍の要請も
あり、大谷派の宣撫工作活動の中心は「日語学校」での日本語教
育であった。（『戦争は罪悪である　ある仏教者の名誉回復』ＮＨ
Ｋ教育テレビ　2009（平成 21）年 10 月 12 日放送）
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１
９
９
５
年
３
月
20
日
、
東
京
都
の
地
下
鉄

に
お
い
て
、
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
の
手
に
よ
る

無
差
別
殺
人
テ
ロ
が
起
こ
さ
れ
た
。
こ
の
事
件

を
契
機
に
、
マ
ス
コ
ミ
は
オ
ウ
ム
真
理
教
を
毎

日
の
よ
う
に
取
り
上
げ
、
事
件
の
全
体
像
と
、

そ
の
背
景
と
な
る
教
団
の
内
情
を
繰
り
返
し
報

道
す
る
こ
と
に
な
る
。

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
犯
人
と
警
察
の
捜
査

状
況
。
教
団
に
都
合
の
悪
い
人
間
の
口
を
封
じ

る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
多
く
の
殺
人
事
件
。

こ
れ
ら
の
事
件
を
指
示
し
た
一
人
の
人
間
、
オ

ウ
ム
真
理
教
教
祖
・
麻
原
彰
晃
と
い
う
存
在
。

そ
の
麻
原
彰
晃
に
従
う
信
者
の
姿
な
ど
。
日
々

の
報
道
に
よ
り
、
私
た
ち
は
オ
ウ
ム
に
関
す
る

多
く
の
情
報
を
得
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
事
実
の
一
面
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

そ
し
て
、
私
た

ち
は
得
た
情
報
を
も
と
に
、
ど
う
す
れ
ば
オ
ウ

ム
真
理
教
の
一
連
の
問
題
が
解
決
す
る
と
考
え

て
い
た
の
か
？
ど
の
よ
う
な
結
末
を
望
ん
だ
の

だ
ろ
う
か
？
今
回
ご
紹
介
す
る
『
Ａ
』
に
は
、

私
に
こ
れ
ら
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
映

像
が
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
作
品
は
監
督
の
森
達
也
氏
が
、
当

時
28
歳
の
若
さ
で
オ
ウ
ム
真
理
教
広
報
副
部
長

と
し
て
マ
ス
コ
ミ
の
前
に
立
ち
、
対
応
を
す
る

荒
木
浩
氏
と
行
動
を
と
も
に
し
映
像
を
撮
り
続

け
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
あ
る
。
そ
れ

故
、『
Ａ
』
で
は
非
常
に
近
い
距
離
で
の
信
者

の
日
常
生
活
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
食
事
風

景
や
修
行
風
景
だ
け
で
は
な
く
、
報
道
で
は
決

し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
信
者
の
笑
顔
や
冗
談
な

ど
。
ま
た
、
映
画
の
主
軸
で
あ
る
荒
木
氏
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
会
話
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
、

そ
こ
で
語
ら
れ
る
彼
の
出
家
の
き
っ
か
け
や
家

族
と
の
関
わ
り
、
広
報
副
部
長
と
し
て
社
会
と

向
き
合
う
上
で
生
ず
る
苦
悩
な
ど
も
、
見
て
い

て
興
味
の
わ
く
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
森
達
也
監
督
は
人
々
が
オ
ウ
ム
を
見

直
す
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
、
そ
の
よ
う
な

場
所
か
ら
撮
影
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
見
方

に
よ
っ
て
、『
Ａ
』
は
オ
ウ
ム
真
理
教
を
擁
護

す
る
た
め
の
映
画
、
も
し
く
は
、
荒
木
浩
と
い

う
一
人
の
青
年
が
送
っ
た
激
動
の
日
々
を
映
し

た
青
春
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
も
受
け
取
れ

る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
以
降
に
表
面
化
さ
れ
た
日
本
社
会
の
問

題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
オ
ウ
ム
の
内
に

入
り
、
荒
木
氏
を
主
軸
と
し
て
撮
影
す
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

荒
木
氏
と
行
動
を
と
も
に
し
な
が
ら
撮
影
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
オ
ウ
ム
に
関
わ
る
外
の

人
達
の
姿
を
、
荒
木
氏
や
他
の
信
者
の
視
点
か

ら
映
す
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
我
々
に
少
し

で
も
多
く
の
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
、
熱
心
に

荒
木
氏
に
食
い
下
が
る
マ
ス
コ
ミ
の
姿
。
治
安

を
守
る
た
め
に
オ
ウ
ム
信
者
を
見
張
る
（
職
務

を
全
う
す
る
）
警
察
・
公
安
の
姿
。
そ
し
て
、

自
分
た
ち
の
身
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
声

を
挙
げ
る
住
民
の
姿
な
ど
。

こ
れ
ら
は
今
ま
で
の
報
道
で
見
慣
れ
た
は
ず

の
風
景
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
視
点
を
「
外

（
日
本
社
会
）
か
ら
オ
ウ
ム
へ
」
で
は
な
く
「
オ

ウ
ム
か
ら
外
（
日
本
社
会
）
へ
」
と
変
え
た
だ

け
で
、
衝
撃
的
な
映
像
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ス
コ
ミ
も
公
安
も
、
自
身
が
為
す
べ
き
こ

と
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、『
Ａ
』
に
映

し
出
さ
れ
た
彼
ら
の
姿
か
ら
は
、「
殺
人
テ
ロ

集
団
オ
ウ
ム
」
へ
の
恐
怖
と
、
そ
の
恐
怖
を
除

く
た
め
の
憎
悪
を
強
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
治

安
の
た
め
に
行
わ
れ
た
不
当
逮
捕
、
身
の
安
全

の
た
め
に
叫
ば
れ
る
オ
ウ
ム
排
除
、
そ
れ
ら
の

恐
怖
や
憎
し
み
を
増
長
さ
せ
る
た
め
の
報
道
。

こ
の
よ
う
な
感
情
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
、

一
つ
の
方
向
へ
と
流
さ
れ
て
い
く
日
本
社
会
の

危
う
さ
こ
そ
、
森
達
也
監
督
が
撮
り
た
か
っ
た

も
の
だ
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

事
実
、『
Ａ
』
の
撮
影
期
間
は
地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
後
の
１
９
９
６
年
か
ら
１
９
９
７
年
の

約
一
年
間
で
あ
る
が
、
そ
の
一
年
の
間
に
日
本

社
会
は
オ
ウ
ム
信
者
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。
権
力
・
法

律
（
破
防
法
）・
一
般
の
目
な
ど
、
作
品
中
に

は
信
者
へ
の
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
映
さ
れ
て

い
る
が
、
人
々
が
望
む
オ
ウ
ム
信
者
の
結
末
は

一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ス
コ
ミ
の
前
に
広
報
副
部
長
と
し
て
姿
を

さ
ら
し
、
日
本
社
会
の
憎
悪
を
浴
び
続
け
た
荒

木
氏
は
、『
Ａ
』
の
中
で
「
私
が
家
に
帰
っ
た
ら
、

そ
れ
で
片
付
く
問
題
だ
と
思
い
ま
す
か
？
」
と

問
い
か
け
る
。『
Ａ
』
に
映
さ
れ
た
事
実
を
考

慮
し
て
言
え
ば
「
問
題
は
全
く
片
付
か
な
い
」

で
あ
る
。
ど
こ
へ
言
っ
て
も
オ
ウ
ム
信
者
へ
の

監
視
の
目
は
無
く
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
場

合
に
よ
っ
て
は
追
い
出
さ
れ
る
。
オ
ウ
ム
信
者

の
排
除
が
問
題
の
解
決
と
さ
れ
る
社
会
の
中
で

は
、
対
話
の
テ
ー
ブ
ル
（
解
決
の
糸
口
）
す
ら

作
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
本
当
の
意
味

で
彼
ら
が
帰
る
場
所
な
ど
存
在
し
な
い
。ま
た
、

社
会
は
そ
の
よ
う
な
場
所
を
作
ら
せ
な
い
よ
う

に
動
い
て
い
る
。

私
自
身
、
こ
の
原
稿
を
書
き
な
が
ら
、「
オ

ウ
ム
を
弁
護
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
」
と
い
う

前
置
き
を
入
れ
た
く
な
る
。
オ
ウ
ム
信
者
の
味

方
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
地
下
鉄

サ
リ
ン
事
件
か
ら
16
年
経
っ
た
今
で
も
、
問
題

は
解
決
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
教
化
推
進
要
員　

飯
田
真
宏
）

教
化
セ
ン
タ
ー

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
紹
介「
Ａエ

ー

」
森 

達
也
監
督
作
品

1997年4月までの約1年間をかけて撮影された
「A」は、自主上映という場を離れ、DVDとして
1998年、一般に発売された。

ベルリン国際映画祭をはじめ、プサン国際映
画祭などに正式に招待され、一定の評価を受け
た。続いて「A2」が2001年に発売され、それぞ
れの本も出版された。2010年秋には「A3」が出
版され、オウム事件を改めて捉えなおし、現代
の日本の姿に警鐘を鳴らしている。

教化センターではDVDの「A」「A2」を貸し出
ししている。
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３
月
８
日
、
真
宗
門
徒
講
座
「
真
宗
門
徒
の

く
ら
し
と
つ
と
め
」
に
お
い
て
、
多
く
の
ご
門

徒
さ
ん
の
前
で
語
る
機
会
を
得
た
。
今
回
の
テ

ー
マ
は
「
真
宗
同
朋
会
運
動
と
は
何
か
？
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
今
年
度
の
講

座
の
総
括
を
兼
ね
た
最
終
回
で
も
あ
り
、
私
自

身
も
「
１
年
間
を
通
し
て
何
を
学
ん
で
き
た
の

か
？
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
振
り
返
る
、
大

変
良
い
機
会
と
な
っ
た
。

「
真
宗
同
朋
会
運
動
と
は
何
か
？
」
と
い
う

テ
ー
マ
は
、
私
た
ち
研
究
生
の
３
年
間
と
い
う

任
期
の
間
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。

し
か
し
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
真
剣
に
考
え
る
機

会
は
、
正
直
言
っ
て
無
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
真

宗
同
朋
会
運
動
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ま
り
に
も

漠
然
と
し
て
い
た
た
め
に
「
何
を
も
っ
て
真
宗

同
朋
会
運
動
と
す
る
の
か
？
」と
い
う
こ
と
が
、

私
の
中
で
明
確
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

し
か
し
、
今
回
改
め
て
真
宗
同
朋
会
運
動
が

発
足
す
る
ま
で
の
歴
史
を
学
び
直
す
中
で
、
私

は
大
き
な
思
い
違
い
に
気
付
か
さ
れ
た
。
真
宗

同
朋
会
運
動
と
は
「
あ
な
た
は
本
当
に
真
宗
の

教
え
と
出
遇
っ
て
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い

掛
け
で
あ
り
、
願
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
誰
か

が
明
確
な「
答
え
」や「
形
」を
与
え
て
く
れ
る
、

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
た

ち
一
人
ひ
と
り
が
自
分
自
身
に
問
い
返
し
、
見

つ
け
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
今
年
度
の
真
宗
門
徒
講
座

で
学
ん
で
き
た
こ
と
と
同
じ
だ
っ
た
。
こ
の
講

座
は
１
回
１
回
の
内
容
ご
と
に
明
確
な「
答
え
」

が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
学
び
に

来
て
い
る
私
た
ち
自
身
に
「
あ
な
た
は
ど
う
で

す
か
？
」
と
問
い
掛
け
て
く
る
も
の
ば
か
り
だ

っ
た
の
だ
。

研
究
生
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
１
年
半
。

遠
回
り
で
は
あ
っ
た
が
、
今
回
の
学
び
を
通
し

て
、
よ
う
や
く
本
当
の
意
味
で
の
ス
タ
ー
ト
地

点
に
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
第
６
期
研
究
生　

寺
西 

賢
静
）

研
究
生
に
な
り
、
名
古
屋
教
区
解
放
運
動
推

進
要
員
研
修
に
参
加
し
て
差
別
の
問
題
に
つ
い

て
学
ん
で
い
ま
す
。

子
供
の
頃
、
私
は
差
別
と
い
う
も
の
を
感
じ

る
こ
と
が
な
く
、
差
別
が
あ
る
と
い
う
事
も
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学
生
に
な
っ
て
同
和
教

育
と
い
う
授
業
を
受
け
、
初
め
て
差
別
と
い
う

も
の
を
知
り
、
同
和
地
区
と
呼
ば
れ
て
い
た
所

が
自
分
の
家
か
ら
父
親
の
実
家
へ
行
く
途
中
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
車
の
中

か
ら
見
る
風
景
に
、
同
和
問
題
が
隠
さ
れ
て
い

た
と
衝
撃
を
受
け
て
以
後
、
こ
の
解
放
運
動
推

進
要
員
研
修
に
参
加
す
る
ま
で
は
同
和
問
題
を

一
番
身
近
な
差
別
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派
で
は
戦
後
、
同
朋
生
活
運
動
が

ス
タ
ー
ト
し
、
１
９
６
２
年
同
朋
会
運
動
が
発

足
し
た
。
宗
門
を
あ
げ
て
差
別
と
い
う
問
題
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
中
で
難
波
別
院
輪

番
差
別
事
件
、「
中
道
」
誌
差
別
事
件
、
全
推

協
叢
書
「
同
朋
社
会
の
顕
現
」
差
別
事
件
な
ど

の
差
別
問
題
が
起
こ
り
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
と

い
う
、共
に
歩
も
う
と
す
る
同
朋
の
間
で
さ
え
、

気
付
か
ず
に
差
別
し
傷
つ
け
て
い
た
現
実
が
あ

っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
差
別
さ
れ
た
人
々
か
ら

糾
弾
を
受
け
た
の
で
す
。
糾
弾
者
達
は
私
達
に

機
の
深
心
と
い
う
信
心
の
課
題
に
つ
い
て
問
い

か
け
、
差
別
す
る
者
も
差
別
さ
れ
る
者
も
一
人

一
人
が
尊
い
存
在
で
あ
り
、
独
尊
す
る
人
間
で

あ
れ
と
願
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
そ
ん
な
一
人
一
人
が
独
尊
で
き
る

社
会
の
実
現
こ
そ
が
同
朋
会
運
動
の
趣
旨
で
は

な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。

講
義
で
は
差
別
と
い
う
も
の
は
、
自
分
が
差

別
の
対
象
と
な
る
枠
の
外
に
い
て
、
自
分
が
差

別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
安
心
で
き
る
も
の
で

し
か
差
別
が
う
ま
れ
て
こ
な
い
、
と
聞
き
ま
し

た
。
私
は
、
差
別
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
、
使
っ
て
は
な
ら
な
い
言
葉
が

あ
る
と
い
う
こ
と
も
頭
で
は
分
か
っ
て
い
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
差
別
を
受
け
た
人
の
気
持
ち

に
思
い
至
ら
な
く
、
悲
し
み
や
哀
れ
み
と
い
っ

た
目
で
見
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。そ
れ
は
、

差
別
さ
れ
て
い
る
人
の
独
尊
を
認
め
ず
、
枠
の

外
か
ら
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
車
の
中
と
い
う
閉

ざ
さ
れ
た
枠
の
外
か
ら
見
て
、
同
和
地
区
と
い

う
も
の
が
物
理
的
に
一
番
近
く
に
存
在
し
て
い

た
か
ら
、
一
番
身
近
に
感
じ
る
差
別
で
あ
る
と

勘
違
い
し
て
い
た
の
で
す
。
今
ま
で
断
片
的
な

事
実
を
見
て
、
差
別
と
い
う
も
の
を
傍
観
的
に

眺
め
て
い
る
こ
と
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

（
第
７
期
研
究
生　

安
部 

淳
）

名
古
屋
教
区
解
放
運
動

推
進
要
員
研
修
に
参
加
し
て

「
過
去
の
差
別
か
ら
、
私
の
差
別
の
問
題
へ
」

-

真
宗
同
朋
会
運
動
と
は
何
か
？

研
究
生
実
習
報
告



■名古屋教区・名古屋別院ホームページ［お東ネット］
■名古屋教区教化委員会ホームページ［いのちきらきら］

http://www.ohigashi.net/
http://www.inochikirakira.com/

教化センター日報
2010年12月～2011年2月

12月３日

７日
10日

13～18日

17日
28日

2011年1月
11日
14日
１9日

25日

26日

２8日
31日
2月4日
8日
16日
18日
24日

25日

公開講座にご参加ください（聴講無料）
◆聖教研修「『正信念佛偈』に学ぶ」 ※どなたでもどうぞ

荒山 淳（教化センター主幹）
２０１１年４月１４日㈭、５月１３日㈮
午後４時３０分～６時
名古屋教務所２階　講義室
『正信偈』（東本願寺出版部刊）

《編集子雑感》
　３月１１日、東北で大地震が起きた。それは平和展開
会式の直後であった。どうにか平和展を閉会し、ここに
報告できたことで、素直にほっとしている。また、震災は
ちょうど今号の編集を行っている時であった。急遽巻
頭言を震災に関するテーマに設定し直し、原稿を差し
替えた。
　その日はまた、御遠忌オープニングを迎える前日でも
あった。救援金が募られ、御遠忌（第一期）が中止とな
り、「被災者支援のつどい」と銘打った法要が被災者
支援として行われることになった。
　いても立ってもおられず、本山に集う。同じ気持ちで
１面の原稿を差し替えた。宗祖の前に身を据える時、
宗祖は一体何を呼びかけてくれるのだろうか。（C）

講 師
期 日
時 間
会 場
テキスト

お見舞
東北太平洋沖地震により被災されたすべての皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。

真宗大谷派名古屋教区教化センター
－東北地方太平洋沖地震災害救援金のお願い－

真宗大谷派では、このたびの災害に関する救援金を下記の口座にて募っております。
皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

加入者名　真宗大谷派宗務所　財務部（救援金）
郵便振替口座　０１０３０－４－２２４４

（注意）振込用紙の通信欄に「東北地方太平洋沖地震　災害救援金」と明記くださいますよう
お願いいたします。

■教化センター
〈開　館〉
 月～金曜日 10:00～21:00
 土曜日 10:00～13:00
 （日曜日・祝日休館 ※臨時休館あり）

〈貸し出し〉
 書籍・2週間、視聴覚・１週間
～お気軽にご来館ください～

研究業務・「自死者追悼法要」
（教化委員、別院と協力）
ＨＰ「お東ネット」会議
研究生・実習「真宗門徒講座」
「真宗本廟御影堂御修復展」
（教務所、別院と協力）

研究生・実習「別院報恩講参拝」
教化センター報恩講勤修

ＨＰ「お東ネット」会議
研究生・実習「真宗門徒講座」
研究業務・「平和展」学習会
（教化委員主催）
研究業務・「現代社会における自死
について」学習会
研究生・教化研修「伝道スタッフ養成講座」

研究生・聖典研修（荒山淳センター主幹）
研究生・実習「お内仏のお給仕研修」
研究生・教化研修「伝道スタッフ養成講座」
ＨＰ「お東ネット」会議
教務所・教化センター報恩講
研究生・実習「真宗門徒講座」
研究業務・「現代社会における自死
について」調査
研究生・特別学習「平和学習」
（教化委員主催・研究員出向）

INFORMATION
教化センターの研究業務「現代社会と真宗教化」の一環として、自死の問題
に携わっている。この度、『自殺対策に取り組む僧侶の会』（超宗派有志僧
侶）が主催する自死遺族の分かち合い「いのちの集い」に研究員が参加した。
毎月開かれているこの集いは、大切な人を自死で亡くした参加者に、仏さまの
前に座って、ゆっくりと“いのち”を見つめる時間を共に過ごしてもらいたいと
願うものである。今回はその会の様子と見えてきた課題を報告する。

　本堂内は、慌ただしい都会とは別世界のように静寂であった。椅
子に座ったまま、眠っている人もいる。お香の香りと煙が漂う中、私は
正面の阿弥陀如来に手を掌わせた。少しの間たたずんでいると「よ
く来たね」という声が聞こえてきそうなほど、その場がやさしく私を迎
え入れ、包み込んでくれていた。
　会場には僧侶スタッフが10数名、大切な人を自死で亡くしてしまっ
た方の来訪を待っていた。グランドピアノから流れる緩やかな旋律が、
心を和ませてくれる中、１人、２人と参加者が集い始めた。
　５分程度の法話の後、スタッフ２名を含む６人程の班に分かれて
テーブルを囲んだ。参加者から、自らの思いを語っていただき、僧侶
スタッフは「無言の行」と言われるほどに、ただ聞くことに徹していた。
そして、参加者がご自身の気持ちをそのままに語ることのできるよう、
進行に努めるのであった。
　すすり泣く声、自責の念を吐露する声、亡き人への謝罪の声、社

会に対しての憤りの声、他の参加者に同調し、励まし合うかのような
かすかな笑い声など、さまざまな声が聞こえてきた。１時間半ほどの
分かち合いの後、当会代表から短い法話と挨拶があり、ご本尊にむ
かって手を合わせ、会は終了した。
　会の終了後直ちに、スタッフ反省会が開かれた。沈黙を守ってい
た各スタッフからは、堰を切ったように活発な議論が交わされた。会
の持ち方についての提案、反省などの意見交換の中、とりわけ「ただ
聞くことに徹するならば、僧侶がこの場を開く意味があるのか？」との
意見には、私自身も同感の念があった。しかしながら釈尊のようには
対機説法ができない私がまずできることは「ただ聞く」「気持ちをそ
のまま受け止める」ということである。それはつまり、静寂な本堂で感
じた「よく来たね」と包み込んでくれるような「場」に徹するということ
なのかもしれない。

（研究員　前田健雄）

築地本願寺  聞法ホール  2011年2月24日（木）

自死遺族の分かち合い
「いのちの集い」
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