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No.100センタージャーナル
真
実
の
学
び
か
ら
、

今
を
生
き
る「
人
間
」と
し
て
の

責
任
を
明
ら
か
に
し
、

と
も
に
そ
の
使
命
を
生
き
る
者
と
な
る
。

一
九
九
一
年
四
月
十
五
日
に
創
刊
さ
れ
た

「
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
が
、
一
〇
〇
号
を

迎
え
た
。
紙
面
を
通
じ
て
諸
先
輩
・
諸
氏
方

が
、
そ
の
時
代
の
非
常
を
身
に
感
じ
、
こ
こ

ろ
を
傷い

た

め
本
気
で
悔
い
て
き
た
姿
が
見
ら
れ

る
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
姿
が
如
来
光
明
と

な
り
、
常
に
こ
の
身
を
照
ら
し
続
け
て
下
さ

る
事
に
頭
が
下
が
る
の
で
あ
る
。

本
誌
六
・
七
面
で
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
災
害
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
前
研
修
で
、

佐
々
木
道
範
さ
ん
は
、
境
内
の
桜
を
除
染
の

た
め
に
伐
採
し
た
時
の
こ
と
を
話
し
て
く
だ

さ
っ
た
。「
幼
稚
園
が
開
園
し
て
以
来
、
ず
っ

と
子
ど
も
た
ち
を
見
守
り
続
け
て
き
た
桜
の

樹
。
何
度
も
除
染
を
試
み
た
が
、
ど
う
し
て

も
線
量
が
下
が
ら
な
い
。
一
年
間
悩
み
続
け

た
末
に
伐
採
を
決
意
。
伐
採
は
、
桜
に
と
ど

ま
ら
ず
、
爺
ち
ゃ
ん
が
大
事
に
育
て
た
庭
樹

の
ほ
と
ん
ど
を
伐
採
し
ま
し
た
。
今
ま
で
そ

れ
ほ
ど
感
じ
な
か
っ
た
が
、
伐
る
覚
悟
を
決

め
た
時
、
初
め
て
美
し
い
と
感
じ
ま
し
た
」

と
、
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

そ
の
話
を
聞
か
せ
て
戴
き
な
が
ら
、
お
預

り
す
る
恵
林
寺
の
再
建
工
事
の
時
の
こ
と
が

思
い
起
こ
さ
れ
た
。
祖
父
が
十
八
歳
で
都
市

開
教
の
も
と
建
立
し
た
本
堂
を
、
父
が
「
重

機
で
壊
し
て
は
な
ら
ん
。
柱
一
本
、
壁
板
一

枚
に
御
門
徒
の
念
仏
の
声
が
沁
み
て
い
る
か

ら
」
と
手
壊
し
で
行
っ
た
。
そ
の
作
業
を
見

守
り
な
が
ら
、
家
族
皆
で
止
め
ど
な
く
涙
を

流
し
た
。
私
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
開
か
れ
て

い
た
聞
法
道
場
。
幼
い
頃
、
境
内
で
兄
と
野

球
や
サ
ッ
カ
ー
を
す
る
姿
を
見
守
っ
て
く
れ

た
御
堂
。
そ
の
御
堂
に
、
苦
悩
の
中
に
あ
っ

て
念
仏
を
称
え
、
生
き
る
意
味
と
歓
喜
を
回

復
し
て
い
か
れ
た
、
そ
の
人
々
と
の
想
い
出

が
涙
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

莫
大
な
国
費
を
投
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
除

染
作
業
が
進
み
、
こ
の
四
月
か
ら
帰
還
困
難

区
域
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か

し
思
い
出
の
場
所
は
除
染
に
よ
り
姿
を
変
え
、

放
射
性
廃
棄
物
の
山
と
な
っ
て
い
る
。
も
う

す
で
に
元
の
故
郷
で
は
な
い
。
ど
ん
な
に
辛

か
っ
た
だ
ろ
う
、
ど
ん
な
に
悲
し
か
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
も
続

く
。「

何
を
『
忘
れ
な
い
』
の
か
？
」（
本
誌
六
・

七
面
）
の
問
い
か
け
に
対
し
、
木
ノ
下
秀
俊

さ
ん
は
、「
み
な
さ
ん
が
守
り
た
い
、
抱
き

し
め
た
い
と
想
っ
た
そ
の
人
と
そ
の
想
い
を

『
忘
れ
な
い
』
で
く
だ
さ
い
」
と
語
ら
れ
た
。

失
っ
て
初
め
て
気
づ
く
大
事
な
人
、
大
事
な

こ
と
。
哀
れ
に
も
自
身
の
愚
か
さ
が
照
ら
さ

れ
る
。
罪
業
の
身
を
生
き
る
あ
い
だ
、
悲
し

み
は
続
く
。

一
つ
に
は
衆
生
縁
、
こ
れ
小
悲
な
り
。

二
つ
に
は
法
縁
、
こ
れ
中
悲
な
り
。

三
つ
に
は
無
縁
、
こ
れ
大
悲
な
り
。

（『
真
仏
土
』
聖
典
三
一
五
頁
）

せ
っ
か
く
戴
い
た
悲
し
み
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
悲
し
み
を
縁
と
し
て
「
後
生
の
一
大
事
」

を
忘
れ
る
な
と
如
来
は
、
我
が
小
悲
を
包
み

常
行
大
悲
し
て
い
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。

（
主
幹　

荒
山　

淳
）
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依
報
荘
厳
に
は
四
種
の
荘
厳
が
説
か
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
根
本
は
、
前
回
ま
で
お
話
し
し

て
き
た
「
宝
樹
荘
厳
」
と
「
宝
池
荘
厳
」
だ
と

言
え
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
れ
ら
の
荘

厳
の
冒
頭
が
「
極
楽
国
土
に
は
」（『
聖
典
』
一

二
六
頁
）
と
始
ま
る
の
に
対
し
て
、「
天
楽
地
華

荘
厳
」
は
「
か
の
仏
国
土
に
は
」（『
聖
典
』
一

二
七
頁
）、「
化
鳥
風
樹
荘
厳
」
は
「
か
の
国
に

は
」（
同
頁
）
と
、
変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
、
前
の
二
種
の
荘
厳
（
宝
樹
・
宝
池
）
を
後

の
二
種
の
荘
厳
（
天
楽
地
華
・
化
鳥
風
樹
）
が
、

さ
ら
に
豊
か
な
こ
と
と
し
て
開
い
て
い
っ
て
い

る
も
の
と
受
け
取
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
内
容

を
少
し
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
天
楽
地
華
荘
厳
」
で
す
が
、
素
晴
ら

し
い
音
楽
が
奏か
な

で
ら
れ
る
中
、
空
か
ら
降
っ
て

き
た
曼ま
ん

陀だ

羅ら

華け

を
衣え

裓こ
く

（
華
皿
）
に
受
け
、
他

国
の
十
万
億
の
仏
を
供
養
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
こ
の
「
十
万
億
の
仏
」
と
は
、
極
楽
荘

厳
が
説
か
れ
る
冒
頭
に
説
か
れ
て
い
ま
し
た「
こ

れ
よ
り
西さ
い

方ほ
う

に
、十

じ
ゆ
う

万ま
ん

億お
く

の
仏ぶ

つ

土ど

を
過
ぎ
て
、世

界
あ
り
」（『
聖
典
』
一
二
六
頁
）
の
仏
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。

善
導
大
師
は
こ
の
個
所
の
「
過
ぎ
て
」
を
「
超

過
し
て
」
と
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
一
度
は

超
え
過
ぎ
た
十
万
億
の
様
々
な
価
値
観
の
世
界

を
讃た
た

え
敬
う
（
供
養
す
る
）
こ
と
が
「
天
楽
地

華
荘
厳
」
の
内
容
だ
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。
過

ぎ
た
世
界
が
も
う
一
度
復
活
し
て
き
て
い
る
わ

け
で
す
。
浄
土
に
身
を
置
い
た
者
は
、
様
々
な

価
値
観
の
世
界
を
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
を
敬
い
学
ぶ
中
で
、
人
間
の
事こ
と

と
し
て
、

本
願
の
信
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。「
行
巻
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

台た
い

教き
よ
うの
祖そ

師し

山さ
ん

陰い
ん　

慶け
い
文ぶ
ん

法ほ
つ

師し　

の
云い

わ
く

…　

律り
っ

宗し
ゅ
うの

祖そ

師し

元が
ん

照じ
よ
うの

云い

わ
く
…

�

（『
聖
典
』
一
八
四
頁
）

等
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
諸
師
の
文
を
お
引
き

に
な
る
中
で
、
わ
ざ
わ
ざ
宗
名
を
挙
げ
て
お
ら

れ
ま
す
。
様
々
な
思
想
・
宗
教
と
縁
を
切
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
の
関
わ
り
の
中
で
い
よ

い
よ
念
仏
の
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
念
仏

に
生
き
て
い
か
れ
た
方
々
と
い
う
の
は
、
そ
う

い
う
一
つ
の
柔
ら
か
さ
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
し
大
事
な
こ
と
は
、「
す
な
わ
ち
食じ
き

時じ

を

も
っ
て
、
本
国
に
還か
え

り
到い

た

り
て
、
飯ぼ

ん

食じ
き

し
経

き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

す
」（『
聖
典
』
一
二
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
よ
う

に
、
食
事
の
時
間
に
な
れ
ば
浄
土
に
還
っ
て
き

て
、
食
事
を
摂と

る
と
い
う
こ
と
で
す
。『
願
生

偈
』
に
は
「
仏ぶ
っ

法ぽ
う

の
味
を
愛あ

い

楽ぎ
ょ
うし

、
禅ぜ

ん

三ざ
ん

昧ま
い

を

食じ
き

と
す
」（『
聖
典
』
一
三
六
頁
）
と
し
て
、
仏

さ
ま
の
智
慧
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
説
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
教
え
の
学
び
を

は
ず
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
日
々
の
読
誦
を
示
し

て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
を
は
ず
さ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
「
天
楽
地

華
荘
厳
」
は
、
聞
法
生
活
の
内
容
を
さ
ら
に
豊

か
に
説
く
も
の
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

次
の
「
化
鳥
風
樹
荘
厳
」
は
「
化
鳥
」
と
「
風

樹
」
が
一
つ
の
こ
と
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す

が
、
経
文
を
見
ま
す
と
「
変へ
ん

化げ

し
て
作な

し
た
ま

う
と
こ
ろ
な
り
。」（『
聖
典
』
一
二
八
頁
）
ま
で

が
「
化
鳥
荘
厳
」。
そ
し
て
「
舎
利
弗
、
か
の
仏

国
土
に
は
」（
同
頁
）
と
改
ま
っ
て
「
風
樹
荘

厳
」
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
し

て
、
二
つ
の
荘
厳
を
一
つ
に
し
て
説
か
れ
て
い

る
と
言
え
ま
す
。

「
化
鳥
荘
厳
」
で
、「
鳥
」
と
し
て
説
か
れ
て

い
る
も
の
は
、
念
仏
に
生
き
る
人
の
自
在
性
で

し
ょ
う
。
法
が
開
い
て
く
る
無
碍
性
と
言
え
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
、
特
に
表
し
て
い
る
の
が
「
共ぐ

命み
ょ
う

鳥ち
ょ
う」

で
す
。
考
え
方
が
真
反
対
、
個
性
も
全

く
違
う
二
つ
の
頭
が
、
一
つ
の
体
で
生
き
て
い

る
と
い
う
存
在
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
世
界
で

は
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
浄
土
に
お
い
て
は
共
命
鳥
と
し
て
、
共

に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
で
す
か
ら
、
自

在
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
在
り
方
を
認
め
る

と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
排
除
が
あ
る
と
こ
ろ
に
自

在
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。

そ
し
て
「
風
樹
荘
厳
」
で
す
が
、
こ
れ
は
風

が
樹
に
当
た
る
と
樹
か
ら
微
妙
な
音こ
え

が
出
る
と

い
う
も
の
で
す
。
私
の
了
解
で
申
し
上
げ
れ
ば
、

こ
の
「
風
」
は
時
代
社
会
の
問
題
等
様
々
な
問

題
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
宝
樹
荘
厳
」
の

と
こ
ろ
で
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
樹
」
は

聞
法
生
活
を
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
様
々
な
問

題
を
通
し
て
、
仏
法
を
聞
い
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
く
か
。
そ

れ
は
各
々
に
お
い
て
の
事
柄
で
あ
り
、
個
性
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
問
題
を
通
し
て
方
向
を
見

出
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
は
、
各
人
の
悪
戦
苦
闘

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で

表
現
さ
れ
て
い
く
仏
法
に
は
表
現
上
の
異
な
り

を
持
っ
て
き
ま
す
。
社
会
問
題
に
比
重
を
お
い

て
問
題
と
す
る
人
、
一
人
一
人
の
抱
え
て
い
る

悲
し
み
を
問
題
と
さ
れ
る
方
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

が
抱
え
て
お
ら
れ
る
問
題
を
通
し
て
、
表
さ
れ

て
く
る
仏
法
の
表
現
は
違
っ
て
き
ま
す
。
同
じ

本
願
を
い
た
だ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
持

っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
「
風
樹
荘
厳
」

の
内
容
と
は
、
問
題
を
通
し
て
の
仏
法
の
表
現

と
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。

聞
法
生
活
の
内
容

時
代
の
問
題
を
通
し
て

第
十
九
回

二
〇
一
六
年
十
一
月
十
七
日（
木
）

　

天
楽
地
華
・
化
鳥
風
樹
荘
厳

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺し
ず
か�

氏
（
同
朋
大
学
特
任
教
授
）

聖
典
研
修

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
―
そ
の
教
義
と
真
宗
の
儀
式
―
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前
回
、親
鸞
聖
人
は
臨
終
来
迎
に
つ
い
て
、有

る
か
無
い
か
で
判
断
し
て
お
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
臨
終

来
迎
の
背
景
に
あ
る
私
た
ち
の
問
題
を
、
親
鸞

聖
人
の
お
言
葉
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
『
末
燈
鈔
』
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

来ら
い

迎こ
う

は
諸し

よ

行ぎ
よ
う

往お
う

生じ
よ
うに

あ
り
。
自じ

力り
き

の
行

ぎ
よ
う

者じ
や

な
る
が
ゆ
え
に
。
臨り

ん

終じ
ゆ
うと

い
う
こ
と
は
、諸し

よ

行ぎ
よ
う

往お
う

生じ
よ
うの
ひ
と
に
い
う
べ
し
。（
中
略
）

こ
の
自じ

力り
き

の
行

ぎ
よ
う

人に
ん

は
、
来ら

い

迎こ
う

を
ま
た
ず
し

て
は
、
辺へ

ん

地じ

・
胎た

い

生し
よ
う・

懈け

慢ま
ん

界が
い

ま
で
も
、
う

ま
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
ゆ
え
に
、
第
十
九

の
誓せ

い

願が
ん

に
、
諸し

よ

善ぜ
ん

を
し
て
浄

じ
よ
う

土ど

に
回え

向こ
う

し

て
往お

う

生じ
よ
うせ
ん
と
ね
が
う
ひ
と
の
臨り

ん

終じ
ゆ
うに
は
、

わ
れ
現げ

ん

じ
て
む
か
え
ん
と
ち
か
い
た
ま
え

り
。�

（『
聖
典
』
六
〇
〇
頁
）

こ
れ
は
つ
ま
り
、
臨
終
来
迎
は
自
力
の
者
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
文
中
、修

諸
功
徳
の
願
と
言
わ
れ
る
第
十
九
願
に
触
れ
て

お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
自
分
が
思

う
善
い
こ
と
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
に
生

ま
れ
よ
う
と
す
る
、
私
た
ち
の
問
題
に
応
え
る

願
で
す
。
自
分
が
想
定
す
る
善
が
中
心
に
あ
る

時
に
は
、
お
念
仏
も
救
い
の
原
因
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
お
念
仏
と
い
う
善
い
こ
と
を
し

た
か
ら
救
わ
れ
る
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
大
切

に
す
る
私
は
正
し
い
か
ら
救
わ
れ
る
。
そ
れ
が

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
第
十
九
願
の
姿
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
自
分
の
善
悪
そ
の
も
の
を
問
題
に

は
せ
ず
、
そ
の
善
悪
に
沿
う
よ
う
な
形
で
人
生

を
受
け
と
り
、
理
解
し
ま
す
。
そ
れ
が
私
た
ち

の
暗
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
頑
張
っ
て
努
力
し
て
、

善
い
こ
と
を
し
て
、
結
果
が
出
な
け
れ
ば
納
得

で
き
な
い
。
そ
し
て
納
得
で
き
な
け
れ
ば
、
自

分
の
人
生
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
こ
れ

は
本
当
の
私
の
人
生
じ
ゃ
な
い
」
と
、
自
分
で

自
分
を
苦
し
め
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本

当
の
自
分
と
、今
の
自
分
と
は
違
う
の
だ
と
、自

分
が
分
離
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
う
い
っ
た
問
題
の
一
つ
の
応
え
と
し
て
、

「
臨
終
来
迎
」
や
「
生
死
輪
廻
」
と
い
う
こ
と
が

説
か
れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
努

力
を
し
て
も
全
く
結
果
が
出
な
い
時
、「
あ
な
た

の
人
生
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
、
前
世
で
罪

を
犯
し
た
か
ら
だ
。
で
も
現
世
で
頑
張
っ
て
い

る
か
ら
、
次
の
世
で
は
必
ず
幸
せ
に
な
れ
る
」

と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
首
を
か
し
げ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
は
こ
う
い
っ
た

努
力
が
報
わ
れ
な
い
こ
と
の
理
由
を
求
め
、
納

得
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
努
力
が

必
ず
報
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
願
う
の
で
し
ょ

う
。
そ
う
い
っ
た
煩
悩
が
死
後
の
救
い
と
い
う

も
の
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
善
い
悪
い
で
は
な
く
、
往
生
浄
土
に
は

こ
う
い
っ
た
側
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
親

鸞
聖
人
は
「
自
力
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
問
題
を
考
え
て
い
く
上
で
、
善

導
大
師
が
『
観
経
』
を
ど
う
見
た
か
、
と
い
う

こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
少
し
説
明
し
ま
す

と
、
王お

う

舎し
や

城じ
よ
うの

悲
劇
の
後
、
お
釈
迦
様
は
韋い

だ
い提

希け

の
歎
き
を
受
け
て
浄
土
を
見
せ
ま
し
た
。
そ

の
世
界
を
見
た
韋
提
希
が
「
釈
尊
亡
き
後
の
者

た
ち
が
浄
土
を
見
た
い
時
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
」
と
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対
し
て
説
か
れ

た
の
が
『
観
経
』
の
本
文
で
あ
る
「
定
善
」「
散

善
」
の
部
分
で
す
。「
定
善
」
は
定
・
三
昧
、
こ

の
身
で
浄
土
を
観
察
す
る
善
。「
散
善
」
は
、
普

通
の
心
の
状
態
で
の
往
生
浄
土
を
目
指
す
と
い

う
善
で
す
。
そ
の
中
で
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
人

間
が
九
種
類
に
分
け
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の

区
分
に
よ
っ
て
行
者
が
臨
終
来
迎
を
受
け
る
様

子
も
変
わ
っ
て
く
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
善
に
よ
る
救
い
は
、
釈

尊
が
本
当
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
、

善
導
大
師
は
了
解
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を

重
ん
じ
た
親
鸞
聖
人
は
、

善
導
大
師
証
を
こ
い

　

定
じ
よ
う

散さ
ん

二
心
を
ひ
る
が
え
し

　

貪と
ん

瞋じ
ん

二に

河が

の
譬ひ

喩ゆ

を
と
き

　

弘ぐ

願が
ん

の
信
心
守
護
せ
し
む

（『
聖
典
』
四
九
五
頁
）

と
表
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

『
観
経
』
の
本
文
の
大
部
分
に
は
、
自
力
で
浄

土
に
往
生
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、「
善
い
こ
と
を
し
た
ら
浄
土
へ
行
け
る

と
い
う
考
え
は
正
し
い
」
と
い
う
心
（
定
散
二

心
）
を
持
っ
て
『
観
経
』
で
説
か
れ
る
救
済
を

見
て
し
ま
い
ま
す
。
善
導
大
師
は
そ
れ
に
対
し
、

『
観
経
』
の
結
び
の
言
葉
「
汝

な
ん
じ

好よ

く
こ
の
語こ

と
ばを

持た
も

て
。
こ
の
語こ

と
ばを

持た
も

て
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
こ

れ
無む

量り
よ
う

寿じ
ゆ

仏ぶ
つ

の
名み

な

を
持た

も

て
と
な
り
」（『
聖
典
』

一
二
二
頁
）
を
受
け
、
仏
は
「
定
善
・
散
善
」

と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
実
は
念
仏
と
い
う
こ

と
を
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
。
自
力
で
は
な
く
、

他
力
な
の
だ
と
、
内
容
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い

る
の
で
す
。

「
定
善
・
散
善
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
自
力
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
、
善

導
大
師
の
示
さ
れ
た
救
い
な
の
で
す
。
善
い
こ

と
を
し
て
善
い
結
果
が
出
る
と
い
う
こ
と
を
死

後
に
ま
で
求
め
て
い
る
私
だ
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
第
十
九
願
を
第
十
八
願
が
摂
取

す
る
と
い
う
形
で
『
観
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で

い
く
と
い
う
立
場
こ
そ
、
親
鸞
聖
人
が
善
導
大

師
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

思
い
通
り
の
人
生
？

自
力
と
他
力

第
二
十
回

二
〇
一
六
年
十
二
月
九
日（
金
）

な
ぜ
臨
終
来
迎
は
自
力
な
の
か

講
師　

竹た
け

橋は
し　

太ふ
と
し�

氏
（
儀
式
指
導
研
究
所
研
究
員
）
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一
、
内
仏
本
尊
の
は
じ
ま
り

ま
ず
、
脊
古
氏
の
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
戦

国
時
代
の
証
如
上
人
期
の
本
尊
・
阿
弥
陀
如
来

絵
像
［
方
便
法
身
尊
像
（
形
）］
に
、
そ
れ
以
前

の
も
の
と
は
違
う
特
徴
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
は
道
場
本
尊
で
は
な
く
、「
家
」
の
本
尊
―

内
仏
本
尊
と
し
て
下
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と

い
う
。
具
体
的
に
は
証
如
上
人
期
に
、
夫
婦
と

推
測
さ
れ
る
男
女
が
願
主
と
し
て
連
記
さ
れ
た

裏
書
の
あ
る
、
方
便
法
身
尊
像
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
方
便
法
身
尊
像
の
像

様
そ
の
も
の
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
以
下
、
紙
幅
の
都
合
も

あ
る
の
で
、方
便
法
身
尊
像
の
像
様
の
変
化
、そ

れ
も
特
に
小
幅
の
方
便
法
身
尊
像
が
多
く
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
実
際
の
戦
国
時
代

の
内
仏
本
尊
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
本
願
寺
下
付
の
方
便
法
身

尊
像
・
御
影
に
は
裏
書
が
施
さ
れ
、
主
題
名
、
本

願
寺
住
持
の
署
判
（
署
名
と
花
押
）、
下
付
年
月

日
、
そ
し
て
充
所
と
願
主
名
が
記
さ
れ
る
。
そ

の
裏
書
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
付
年
代
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
訳
だ
が
、
本
稿
執
筆
に

あ
た
り
筆
者
は
、
当
セ
ン
タ
ー
の
旧
蓮
如
上
人

研
究
班
ス
タ
ッ
フ
が
所
蔵
す
る
、
証
如
上
人
裏

書
・
小
幅
方
便
法
身
尊
像
三
幅
、
ま
た
後
継
の

顕
如
上
人
裏
書
・
小
幅
方
便
法
身
尊
像
四
幅
を

調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ど
れ
も
「
百
五
十

代
」
程
度
の
大
き
さ
で
あ
り
、
内
仏
本
尊
と
し

て
相
続
さ
れ
て
き
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
脊
古

氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
小
幅
方

便
法
身
尊
像
は
最
初
か
ら
道
場
本
尊
で
は
な
く
、

内
仏
本
尊
と
し
て
下
付
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
よ

う
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
七
幅
の
う
ち
、
後
世
の

補
修
が
あ
ま
り
加
わ
っ
て
い
な
い
も
の
を
、
証

如
上
人
期
、
顕
如
上
人
期
と
も
に
一
幅
ず
つ
紹

介
し
て
お
き
た
い
〔
写
真
Ａ
・
Ｂ
〕。

二
、内
仏
の
流
布
―
本
尊
と『
御
文
』

で
は
、
証
如
上
人
期
に
誕
生
し
て
く
る
内
仏

本
尊
が
、
門
徒
宅
に
ひ
ろ
く
普
及
す
る
の
は
い

つ
頃
の
こ
と
な
の
か
。
名
古
屋
教
区
に
は
、
そ

れ
を
窺
う
の
に
最
適
な
史
料
が
伝
存
し
て
い
る
。

一
宮
市
・
正
福
寺
蔵
の
『
御
本
尊
之
帳
』
で
あ

る
⑷
。
こ
れ
は
正
福
寺
門
徒
の
本
尊
裏
書
記
録

で
、
寛
永
二
（
一
六
二
五
）
年
よ
り
書
き
始
め

ら
れ
、
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
二
月
二
十

日
付
の
記
録
で
終
わ
っ
て
い
る
。
方
便
法
身
尊

像
九
三
幅
の
裏
書
記
録
が
あ
り
、
脇
掛
の
名
号

や
『
御
文
』
の
存
在
、
門
徒
の
在
所
と
俗
名
ま

で
も
が
書
き
込
ま
れ
、
六
字
名
号
を
本
尊
と
し

て
い
る
三
軒
の
記
録
も
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、木

仏
尊
像
一
体
、
親
鸞
聖
人
御
影
二
幅
、
蓮
如
上

人
真
影
二
幅
、
教
如
上
人
真
影
二
幅
の
裏
書
記

録
が
あ
る
が
、
た
だ
こ
れ
ら
は
、
正
福
寺
末
の

道
場
か
そ
れ
が
寺
院
化
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
と

推
測
さ
れ
る
⑸
。
さ
ら
に
、
元
禄
年
間
に
「
御
名

号
持
佛
堂
御
祝
」、「
御
聖
教
持
佛
堂
御
祝
」、「
持

佛
堂
御
祝
」
⑹
と
記
さ
れ
た
例
が
一
軒
ず
つ
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
『
御
本
尊
之
帳
』
に
あ
る
方

便
法
身
尊
像
九
三
幅
の
下
付
年
代
を
整
理
し
て

み
た
い
。
た
だ
、
こ
の
う
ち
最
も
古
い
実
如
上

人
期
の
一
幅
と
証
如
上
人
期
の
一
幅
は
、
内
仏

本
尊
で
は
な
く
道
場
本
尊
と
推
測
さ
れ
、
な
お

④

尾張の真宗史

真
宗
門
徒
と
お
内
仏
の
歩
み

―
名
古
屋
教
区
内
の
法
宝
物
を
通
し
て
―

研
究
員　

小こ

島じ
ま　

智さ
と
し

　

真
宗
門
徒
の
家
に
あ
る
お
内
仏
（
仏
壇
）
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今

回
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
そ
の
経
緯
を
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
二
〇
〇
六
年
に
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
に
お
い
て
、

「
真
宗
道
場
か
ら
寺
院
へ
、
仏
壇
へ
―
実
物
資
料
に
学
ぶ
仏
教
文
化
Ⅱ
」
と
題
す
る
企
画
展
示
が
催

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
図
録
に
は
蒲
池
勢
至
氏
の
「
真
宗
道
場
の
発
展
と
収
縮
―
寺
院
と
仏
壇
の
成
立

―
」、
並
び
に
脊
古
真
哉
氏
の
「
道
場
本
尊
と
内
仏
の
分
離
」
と
い
う
解
説
論
文
も
収
録
さ
れ
て
い

る
⑴
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
同
展
の
成
果
に
学
び
つ
つ
、
名
古
屋
教
区
内
に
伝
わ
る
法
宝
物
史
料
を
例

に
あ
げ
な
が
ら
、
真
宗
門
徒
と
お
内
仏
の
歩
み
を
垣
間
見
る
こ
と
に
す
る
。

Ａ　

方
便
法
身
尊
像
（
証
如
上
人
裏
書
）��

絹
本
着
色
・
掛
幅
装　

縦
三
四
・
五
×
横
一
五
・
三

総
高
二
〇
・
九
、
仏
身
高
一
四
・
〇
（
単
位
㎝
）
⑵

＊
個
人
蔵

　

�　
「
方
便
法
身
尊
形
」
の
主
題
と
証
如
上
人
の
署
判
の
み
が
木
版
で
付
さ
れ
、
下
付
年
月
日
、

充
所
、
願
主
名
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
証
如
上
人
期
以
降
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
裏
書
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
⑶
、
そ
れ
だ
け
本
尊
の
需
要
が
増
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
ま

た
、
阿
弥
陀
如
来
絵
像
の
截
金
文
様
は
斜
格
子
文
で
、
脊
古
氏
に
よ
れ
ば
こ
れ
も
証
如
上
人

期
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

�

本
願
寺
釋
證
如
（
花
押
）

方
便
法
身
尊
形

同　

裏
書　

紙
本
墨
書

　
　

�

縦
二
六
・
八
×
一
七
・
五
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か
つ
一
如
上
人
署
判
で
、
同
じ
方
便
法
身
尊
像

を
別
の
門
徒
が
受
け
継
ぎ
、
重
複
し
て
い
る
事

例
が
一
つ
あ
る
⑺
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
三
幅
を
除

い
た
、
内
仏
本
尊
と
判
断
す
る
九
〇
幅
の
下
付

年
代
を
、
下
付
者
で
あ
る
本
願
寺
住
持
別
に
ま

と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

＊記録は元禄15年で終了
＊教如上人以降は東本願寺歴代

歴代住持（尊称略）［就任］ 方便法身尊像
証如［10代　大永５（1525）年〜］ ７幅
顕如［11代　天文23（1554）年〜］ ３幅
教如［12代　文禄元（1592）年〜］ 13幅
宣如［13代　慶長19（1614）年〜］ 30幅
琢如［14代　承応２（1653）年〜］ ４幅
常如［15代　寛文４（1664）年〜］ 11幅
一如［16代　延宝７（1679）年〜］ 21幅
真如［17代　元禄13（1700）年〜］ １幅

こ
れ
に
よ
り
、
教
如
上
人
期
以
降
、
そ
れ
も
近

世
初
期
に
内
仏
本
尊
が
急
速
に
流
布
し
て
い
く
様

子
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
蒲
池
氏
も
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
、
中
世
真
宗
の
念
仏
道
場
が
寺
院
化

し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、「
御
文
教
如
判
廿
八
通
」
⑻
と
い
う
よ

う
に
、『
御
文
』
に
つ
い
て
も
本
尊
記
録
に
付
随

し
て
二
三
点
記
録
さ
れ
て
い
る
。
本
願
寺
下
付
の

『
御
文
』
も
末
尾
に
住
持
の
署
判
が
施
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

下
付
者
が
不
明
な
二
点
を
除
い
て
、
教
如
上
人
期

八
点
、
宣
如
上
人
期
一
〇
点
、
琢
如
上
人
期
二
点
、

一
如
上
人
期
一
点
の
記
録
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ

か
ら
教
如
上
人
期
以
降
、『
御
文
』
も
門
徒
宅
へ

流
布
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
⑼
。

最
後
に
、「
持
佛
堂
御
祝
」
の
記
録
に
触
れ
て

お
き
た
い
。
こ
の
「
持
佛
堂
」
は
蒲
池
氏
が
言
わ

れ
る
と
お
り
仏
壇
の
こ
と
で
、「
御
祝
」
も
仏
壇

開
き
（
入
仏
法
要
）
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
註
⑴
図
録
で
蓮
如
上
人
末
子
・

実
従
の
日
記
『
私
心
記
』
の
孔
版
本
が
掲
載
さ

れ
（
番
号
一
三
）、
そ
の
解
説
（
脊
古
氏
担
当
）

に
、
天
文
二
十
（
一
五
五
一
）
年
九
月
二
日
条
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は

「
持
仏
堂
、
下
ヘ
ヲ
ロ
ス
。
奥
ニ
コ
シ
ラ
ヘ
、
本

尊
・
蓮
能
懸
申
候
。
太
夜
申
候
」
⑽
と
の
文
言
で

あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
持
仏
堂
」
を
、「
下
ヘ
ヲ
ロ

ス
」
こ
と
の
で
き
る
仏
壇
や
厨
子
に
近
い
も
の
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、『
御
本
尊
之
帳
』

に
あ
る
「
持
佛
堂
」
も
、
方
便
法
身
尊
像
、
名

号
本
尊
、
そ
し
て
聖
教
断
簡
を
奉
掛
す
る
仏
壇

の
こ
と
で
、
そ
れ
が
元
禄
期
に
は
門
徒
宅
へ
も
普

及
し
始
め
、
次
第
に
「
持
仏
堂
」
と
は
表
現
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
⑾
。

む
す
び
に
か
え
て

概
略
、
こ
の
よ
う
な
歩
み
で
、
真
宗
門
徒
の
お

内
仏
は
普
及
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
真

宗
の
信
仰
文
化
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
近
年
の
住
宅
事
情
な
ど
に
よ

り
、
相
続
さ
れ
て
き
た
お
内
仏
を
手
放
す
ケ
ー
ス

が
増
え
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

場
合
で
も
、
新
た
に
迎
え
る
お
内
仏
が
受
け
継
が

れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
な
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
法
義

相
続
の
象
徴
と
し
て
の
「
法
宝
物
」
な
の
で
あ
る
。

⑴�　

同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
二
〇
〇
六
年
秋
期

企
画
展
示
『
真
宗
道
場
か
ら
寺
院
へ
、
仏
壇
へ
―
実

物
資
料
に
学
ぶ
仏
教
文
化
Ⅱ
』
展
図
録
所
収
。

⑵�　

総
高
は
阿
弥
陀
如
来
像
の
光
輪
頂
点
か
ら
蓮
台
最

下
部
ま
で
、
仏
身
高
は
頭
部
頂
点
か
ら
爪
先
ま
で
の

高
さ
で
あ
る
。

⑶�　
『
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究

報
告　

第
四
集　

蓮
如
上
人
と
尾
張
』（
二
〇
〇
〇

年
）
参
照
。

⑷�　

こ
れ
は
『
正
福
寺
門
徒
本
尊
控
帳
』
の
題
名
で
、

『
新
編
一
宮
市
史　

資
料
編
六
』（
一
九
七
〇
年
）
に

翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
の
表
題
は
『
御
本
尊
之

帳
』
で
あ
り
、
註
⑴
図
録
で
も
そ
の
名
称
で
一
部
写

真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
（
番
号
一
六
）、
そ
れ
に

従
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
六
年
の
真
宗
大
谷
派
名

古
屋
教
区
・
名
古
屋
別
院�

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
法
要
記
念
『
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
―
そ

の
信
仰
の
す
が
た
―
』
展
図
録
に
も
掲
載
さ
れ
て
い

る
（
番
号
六
三
）。
な
お
内
容
に
つ
い
て
も
、
す
で
に

蒲
池
勢
至
氏
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
お
り
［『
真
宗
と

民
俗
信
仰
』（
一
九
九
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）
第
一
章

第
四
節
「
オ
ソ
ー
ブ
ツ
と
真
宗
仏
壇
の
成
立
」］、
前

掲
論
文
で
も
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
改
め

て
論
及
す
る
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
お
内
仏

の
普
及
状
況
を
知
る
重
要
史
料
な
の
で
、
蒲
池
氏
の

論
稿
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
紹
介
の
意
味
で
筆
者
な

り
に
少
し
論
じ
て
み
た
い
。

⑸�　
『
新
編
一
宮
市
史　

資
料
編
六
』
二
八
三
、
二
八
五
、

二
八
九
〜
二
九
二
、
二
九
八
頁
。
註
⑷
蒲
池
氏
論
稿

参
照
。

⑹�　
『
新
編
一
宮
市
史　

資
料
編
六
』三
〇
六
、三
〇
九
頁
。

⑺�　
『
新
編
一
宮
市
史　

資
料
編
六
』
二
九
七
、
二
九
八
、

三
〇
五
、
三
〇
八
頁
。
註
⑷
蒲
池
氏
論
稿
参
照
。

⑻　
『
新
編
一
宮
市
史　

資
料
編
六
』
二
七
一
頁
。

⑼�　

正
福
寺
門
徒
で
は
な
い
が
、
実
際
に
門
徒
宅
へ
下

付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
教
如
上
人
判
『
御
文
』
が
、
註

⑷
図
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
番
号
六
七
）。

⑽�　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
三
巻
（
一
九
八
三
年
、
同
朋

舎
出
版
）
七
五
七
頁
。

⑾�　

ま
た
『
御
本
尊
之
帳
』
に
あ
る
、
先
述
の
一
如
上

人
署
判
の
方
便
法
身
尊
像
が
別
の
門
徒
に
受
け
継
が

れ
た
事
例
で
、
元
禄
六
年
十
一
月
十
日
に
「
持
佛
堂

并
三
ツ
具
足
共
ニ
」
受
け
継
が
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
の
に
も
注
目
さ
れ
る
（『
新
編
一
宮
市
史　

資

料
編
六
』
三
〇
八
頁
、
註
⑷
蒲
池
氏
論
稿
参
照
）。

⑤

Ｂ　

方
便
法
身
尊
像
（
顕
如
上
人
裏
書
）�

絹
本
着
色
・
掛
幅
装　

縦
三
五
・
〇
×
横
一
三
・
一

総
高
二
二
・
九
、
仏
身
高
一
六
・
一
（
単
位
㎝
）　

＊
個
人
蔵

　

�　

表
画
の
上
下
両
端
が
、
後
世
の
仏
壇
に
合
わ
せ
て
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「

便
法

身
尊
形
」
の
主
題
と
顕
如
上
人
の
署
判
が
木
版
で
付
さ
れ
、
下
付
年
月
日
、
充
所
は
省
略
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
願
主
名
の
「
願
主
釋
」
が
木
版
で
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
に
墨
書
で
願

主
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
阿
弥
陀
如
来
絵
像
の
截
金
文
様
は
Ａ
同
様
斜
格
子
文
で
あ
る
。

�

本
願
□
釋
顕
如
（
花
押
）

□
便
法
身
尊
形

�

願
主
釋
□
□

同　

裏
書　

紙
本
墨
書

　
　

�

縦
二
九
・
八
×
一
五
・
二



センタージャーナル No.100⑥
【“
直
ち
に
健
康
に
影
響
は
な
い
”】�

福
島
県
二
本
松
市
の
眞
行
寺
住
職
、
佐
々
木

道み
ち

範の
り

さ
ん
は
原
発
事
故
当
時
を
ふ
り
か
え
り
、

「
政
府
の
“
直
ち
に
健
康
に
影
響
は
な
い
”
と
い

う
言
葉
に
ど
こ
か
気
持
ち
悪
さ
を
感
じ
て
い
た
。

し
か
し
原
発
か
ら
50
㎞
離
れ
て
い
る
二
本
松
で

は
、
大
半
の
人
々
が
そ
の
言
葉
を
信
じ
て
い
た
」

と
語
る
。

正
し
い
情
報
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
が
断
た
れ
た
人
々
は
放
射
性
物
質
の
降
り

注
ぐ
中
、
各
地
に
設
置
さ
れ
た
給
水
所
に
並
ん

だ
。
ミ
ル
ク
や
オ
ム
ツ
が
無
く
な
っ
て
い
く
不
安

に
駆
ら
れ
た
母
親
た
ち
は
、
乳
飲
み
子
や
未
就

学
児
を
家
で
留
守
番
さ
せ
て
お
く
こ
と
も
で
き

ず
、
一
緒
に
何
時
間
も
外
で
順
番
待
ち
を
し
た
。

佐
々
木
さ
ん
は
「
外
へ
出
な
い
で
く
だ
さ
い
、

マ
ス
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
と
、
な
ぜ
伝
え
て
く

れ
な
か
っ
た
の
か
。
今
で
も
僕
の
中
に
怒
り
は

あ
り
ま
す
」
と
語
っ
た
。

【
最
初
は
他
人
事
だ
っ
た
】

佐
々
木
さ
ん
の
義
理
の
姉
、大
橋
さ
ん
も「
放

射
能
の
危
険
性
も
分
か
ら
な
か
っ
た
し
、
二
本

松
ま
で
飛
ん
で
く
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
浜

通
り
（
福
島
県
沿
岸
部
）
の
人
た
ち
は
気
の
毒

だ
な
、
と
他
人
事
の
よ
う
だ
っ
た
」
と
語
る
。
そ

し
て
「
無
関
心
で
無
知
だ
っ
た
自
分
を
悔
や
ん

だ
」
と
、
我
が
子
に
対
す
る
自
責
の
念
を
吐
露

さ
れ
た
。

そ
し
て
、震
災
当
時
中
学
一
年
生
だ
っ
た
次
女

が
高
校
へ
進
学
す
る
の
を
契
機
に
、
神
奈
川
の

叔
母
の
元
に
預
け
、
母
子
離
れ
ば
な
れ
の
生
活

を
決
断
。
義
理
の
母
か
ら
は
「
み
ん
な
大
丈
夫

っ
て
言
っ
て
い
る
し
、
私
の
周
り
の
人
は
誰
も
避

難
な
ん
か
し
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
責
め
ら
れ
、

「
孫
の
成
長
を
傍
で
見
守
る
こ
と
を
楽
し
み
し
て

い
た
義
母
の
生
き
が
い
を
奪
っ
た
自
身
の
決
断

に
苦
し
ん
だ
」
と
、
涙
な
が
ら
に
語
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
避
難
し
た
次
女
は
い
じ
め
に
あ
っ

て
い
た
。「
月
一
回
会
う
た
び
、
も
う
高
校
生
に

な
る
の
に
膝
枕
を
求
め
た
り
、
私
の
手
を
ず
っ

と
握
っ
て
離
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
健
康
第
一
で

決
断
し
た
避
難
で
す
が
、
本
当
に
よ
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
と
悩
み
ま
し
た
」。

【
い
つ
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
】

震
災
時
、
お
腹
に
臨
月
の
赤
ち
ゃ
ん
を
宿
し

た
妻
と
二
人
の
お
子
さ
ん
を
妻
の
実
家
へ
避
難

さ
せ
た
松
本
さ
ん
は
、
震
災
か
ら
六
年
弱
が
経

過
し
た
今
も
離
れ
ば
な
れ
で
暮
ら
し
て
い
る
苦

悩
を
語
ら
れ
た
。

「
毎
月
一
回
、
青
森
ま
で
車
で
五
時
間
か
け
て

妻
子
に
会
い
に
行
き
ま
す
。
往
き
は
い
い
ん
で

す
。
で
も
帰
り
が
辛
い
。
五
年
間
、
ず
っ
と
同

じ
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
い
つ
ま
で
こ
れ
が

続
く
の
か
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
一
緒
に
暮
ら
せ

る
の
だ
ろ
う
か
っ
て
。
こ
の
ま
ま
車
を
ぶ
つ
け

て
楽
に
な
り
た
い
と
、
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
は
い
つ
の
間
に
か
大
き
く
な
っ
て
、僕

の
知
ら
な
い
津
軽
弁
も
話
し
ま
す
。
や
っ
ぱ
り

寂
し
い
で
す
ね
」

そ
ん
な
分
断
さ
れ
た
生
活
の
中
、
青
森
の
学

校
で
中
二
の
次
男
が
い
じ
め
に
あ
っ
た
。
不
登

校
と
な
り
、
一
年
間
ず
っ
と
一
人
で
部
屋
に
引

き
こ
も
っ
た
。「
男
の
子
な
ん
で
、
理
由
は
言
い

ま
せ
ん
。
最
初
『
父
ち
ゃ
ん
の
代
わ
り
を
頼
む
。

お
母
ち
ゃ
ん
の
こ
と
頼
む
』
と
言
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
子
ど
も
が
辛
い
時
、
父
親
と
し
て
何

も
し
て
や
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
、
声
を
詰
ま

ら
せ
た
。

妻子を青森に避難させ、一人で二本松に残って仕
事を続ける松本さん
「離ればなれってこういうことなんだな」と辛い思
いを話してくださった

【
子
ど
も
を
放
射
能
か
ら
守
り
た
い
】

避
難
す
る
こ
と
な
く
福
島
県
で
生
活
を
続
け

る
決
断
を
し
た
渡
辺
さ
ん（
二
児
の
母
）は
、
子

ど
も
た
ち
を
放
射
能
か
ら
守
る
こ
と
に
必
死
だ

っ
た
。

「
ど
う
し
て
外
で
遊
べ
な
い
の
？
マ
ス
ク
な
ん

か
い
ら
な
い
よ
！
」
と
い
う
子
ど
も
た
ち
に
、
目

に
見
え
ず
、
匂
い
も
な
く
、
痛
み
も
な
い
「
放

射
能
」
の
危
険
性
を
ど
う
や
っ
て
伝
え
た
ら
い

い
の
か
。
親
た
ち
の
葛
藤
は
増
す
ば
か
り
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
外
で
遊
ば
せ
ら
れ
な
い
状
況
を
補

填
す
る
た
め
、
休
日
に
遠
方
の
公
園
へ
連
れ
て

い
く
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
た
。

「誰も信用できなかった」から、NPO法人チーム二本松
を立ち上げ、現在も除染や放射線測定など活動を続け
る佐々木さん

子どもを避難させることを決断
「私の家庭でも分断が起きてしまった」と語ら
れた二本松市の大橋さん

今
年
で
五
回
目
を
数
え
る
名
古
屋
教
区
教
化
委
員
会
都
市
教
化
部
門
の
災
害
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

研
修
。
今
回
は
「“
助
け
て
く
だ
さ
い
”
か
ら
五
年
半　

も
う
一
度
聞
こ
う　

福
島
の
声
」
と

い
う
テ
ー
マ
の
も
と
開
催
さ
れ
た
。
事
前
学
習
会
（
一
月
十
一
日
）、
現
地
研
修
（
一
月
三
十

日
〜
三
十
一
日
）、
ふ
り
か
え
り
学
習
会
（
二
月
二
十
二
日
）
の
中
で
出
あ
っ
た
「
福
島
の
声
」

を
紹
介
す
る
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
６
年

　

何
を
「
忘
れ
な
い
」
の
か
？

�

名
古
屋
教
区
教
化
委
員
会�

災
害
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修

現代社会と
真宗教化
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そ
れ
は
「
子
ど
も
た
ち
の
た
め
と
い
う
よ
り
、

自
分
の
安
心
感
の
た
め
だ
っ
た
」。
親
の
責
任
と

い
う
ス
ト
レ
ス
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
だ
っ
た
。

何
気
な
い
家
族
の
お
出
か
け
す
ら
、
い
つ
し
か

当
た
り
前
の
楽
し
い
日
常
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

二本松市で家族一緒に暮らすことを決断
した渡辺さん
今、福島では放射能のことを話しづらく
なっていると語られた

【
も
う
帰
れ
ま
せ
ん
】

福
島
第
一
原
発
か
ら
３
㎞
ほ
ど
に
あ
る
正
福

寺
（
仙
台
教
区
浜
組
）
で
は
、
本
堂
が
地
震
に

よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
国
か
ら
の
避

難
指
示
範
囲
が
３
㎞
、
10
㎞
、
20
㎞
と
ど
ん
ど

ん
拡
が
っ
て
い
く
中
で
、
避
難
場
所
を
転
々
と

し
た
。
六
月
頃
に
な
り
、
散
り
散
り
に
な
っ
た

ご
門
徒
か
ら
法
務
の
連
絡
が
入
り
だ
す
。
参
列

者
の
姿
は
綺
麗
な
喪
服
で
は
な
く
、
汚
れ
た
服

で
の
葬
儀
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
、

多
く
の
ご
門
徒
が
避
難
し
て
い
る
い
わ
き
市
か

ら
車
で
一
時
間
半
の
範
囲
に
土
地
を
探
し
お
寺

の
再
建
に
動
き
出
し
た
。
福
島
県
須
賀
川
市
に

仮
本
堂
を
建
て
、
二
〇
一
五
年
に
は
報
恩
講
を

勤
め
た
。
二
日
間
で
延
べ
百
人
ほ
ど
の
ご
門
徒

が
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
し
か
し
「
な
ぜ

こ
ん
な
遠
い
と
こ
ろ
に
し
た
ん
だ
」
と
い
う
声

に
胸
を
痛
め
た
。
坊
守
の
柗ま
つ

本も
と

さ
ん
は
「
も
う

双
葉
に
は
帰
れ
ま
せ
ん
。
震
災
前
に
比
べ
て
三

割
ほ
ど
の
ご
門
徒
と
縁
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
。で

も
こ
こ
で
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
」
と
必
死
に

前
を
向
こ
う
と
し
て
い
た
。

【
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
】

佐
々
木
さ
ん
は
「
僕
の
感
覚
で
す
が
、
二
本

松
市
で
は
七
割
く
ら
い
の
人
が
“
も
う
大
丈
夫
”

と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
そ
れ
は
「
も
う
こ

れ
以
上
放
射
能
の
こ
と
を
考
え
た
く
な
い
」
と

い
う
悲
痛
な
声
の
裏
返
し
だ
ろ
う
。
松
本
さ
ん

は
「
ず
っ
と
放
射
能
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る

気
が
す
る
。
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
抜
け
出
せ
な

い
。
逃
げ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
放
射
能
の
危

険
性
よ
り
、
た
だ
家
族
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
い

と
い
う
思
い
が
ど
ん
ど
ん
強
く
な
っ
て
い
く
」

と
内
心
を
語
る
。
渡
辺
さ
ん
は
「
だ
ん
だ
ん
慣

れ
て
き
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
た
だ
の

温
度
計
に
見
え
て
く
る
」、「
保
養
事
業
な
ど
は
、

福
島
が
ま
だ
危
険
だ
と
い
う
こ
と
の
証
だ
か
ら

や
ら
な
い
で
く
れ
、
復
興
の
妨
げ
に
な
る
、
と

い
う
人
も
い
る
」
と
話
さ
れ
た
。
積
も
り
つ
も

っ
た
疲
労
の
末
の
、
も
う
忘
れ
た
い
と
い
う
気

持
ち
を
み
な
理
解
で
き
る
だ
け
に
、
不
安
や
葛

藤
な
ど
、
本
音
を
素
直
に
分
か
ち
合
え
る
場
が

な
く
な
っ
て
い
く
。
正
し
さ
も
ゴ
ー
ル
も
見
え

な
い
中
で
、
各
々
の
苦
悩
を
抱
え
こ
ん
だ
ま
ま
、

次
第
に
孤
立
化
が
加
速
し
て
い
る
と
感
じ
た
。

今
回
の
同
朋
社
会
支
援
事
業
で
聞
い
た
声
は
ご
く
一
部
で
あ
り
、
ま
だ
届
か
な
い
無
数
の
声

が
あ
る
。
そ
の
一
人
ひ
と
り
の
声
の
背
景
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
あ
り
、
苦
悩
が
あ
る
。
そ

の
無
数
の
声
と
私
自
身
と
の
、
ど
こ
に
「
同
」
が
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。

親
鸞
聖
人
は
『
五
会
法
事
讃
』
の
「
如
来
尊
号
甚
分
明
」
と
い
う
言
葉
を
釈
し
、

　
　
「
分
」
は
、
わ
か
つ
と
い
う
、
よ
ろ
ず
の
衆
生
ご
と
に
と
わ
か
つ
こ
こ
ろ
な
り

�

（『
唯
信
鈔
文
意
』　

真
宗
聖
典　

五
四
七
頁
）

と
、
如
来
の
名
号
が
開
く
世
界
を
教
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
の
「
わ
か
つ
」
と
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち

の
孤
立
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
わ
が
身

を
引
き
受
け
た
独
尊
の
歩
み
が
、
各
々
に
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
聖
人

が
語
る
同
朋
と
は
、
何
か
に
依
存
し
あ
っ
た
限
定
的
な
仲
良
し
集
団
で
は
な
い
。

佐
々
木
さ
ん
は
「
踏
ん
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
何
か
を
踏
ん
づ
け
て
き
た
自
分
に
ハ
ッ
と

し
た
。
踏
ん
づ
け
ら
れ
、
踏
ん
づ
け
続
け
る
自
分
に
『
わ
れ
ら
』
と
呼
び
か
け
、『
俺
た
ち
幸
せ

に
な
り
た
い
よ
な
』
と
背
中
を
さ
す
る
聖
人
の
声
が
聞
こ
え
た
」
と
語
ら
れ
た
。

そ
の
、
傍
観
者
で
も
中
立
者
で
も
迎
合
者
で
も
敵
対
者
で
も
な
い
、
去
来
現
の
あ
ら
ゆ
る
人
々

と
朋
な
る
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
大
地
は
、
生
き
る
意
義
と
生
ま
れ
た
喜
び
を
喪
失
し
た
私
自
身

の
「
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
叫
び
の
先
に
開
か
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
二
日
目
の
日
程
に
同
行
し
、
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
木
ノ
下
秀
俊
（
仙
台
教
務
所

非
常
勤
嘱
託
）
さ
ん
の
声
を
紹
介
し
た
い
。「
被
災
地
や
我
々
現
地
の
者
を
『
忘
れ
な
い
』
の
で

は
な
く
、
あ
の
日
あ
の
時
、
み
な
さ
ん
が
守
り
た
い
、
抱
き
し
め
た
い
と
想
っ
た
そ
の
人
と
そ

の
想
い
を
『
忘
れ
な
い
』
で
く
だ
さ
い
」�

（
研
究
員　

大
河
内�

真
慈
）

須賀川市に建立された正福寺仮本堂お話しくださった正福寺住職と坊守の柗本洋子さん

車中、佐々木さんは、放射線量計測器をずっと握りしめていた



　■教化センター
〈開　館〉月～金曜日 10：00～21：00
（土曜日・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～
■名古屋別院・名古屋教区・教化センターホームページ［お東ネット］http://www.ohigashi.net
■お東ネット内で、教化センター所蔵図書・視聴覚教材を検索できます。 お東ネット 検索

《雑感》
　『センタージャーナル』が、このたび第100号を迎えた。
100号を記念して『インフォメーション蓮如』No.3（本願寺
歴代花押一覧）を、あらためてレイアウトを変えて挟み込
みとさせていただいた。
　月忌参りなどで古いお内仏にお参りさせていただくと、
不思議と様々な妄想が頭をよぎる。たとえば、「釋宣如」
と書かれた『御文』を拝読していると、車も新幹線もない
350年程前、京都の本山からどのように、この『御文』が
辿り着いたのか。そして、その間にこの仏前で脈 と々営ま
れてきた家族の歴史など・・・。
　近頃、先祖が建てた家を処分し、マンションなどに移り
住む方が増えてきた。これに伴い尾張地方に相続され
てきた「お内仏」も失われつつある。たとえ住宅事情が変
わっても、「お内仏」が相続されてきた歴史の重みは伝え
たい。挟み込みの「御歴代花押一覧」と「本願寺関係略
系図」が、先達の願いに触れる一助になればと思う。

（H）

INFORMATION

教化センター日報
2016年12月～2017年２月

研究業務  現代社会と真宗教化「自死者追悼法要」後援
研修業務  研究生実習「真宗門徒講座④」
研究業務  平和展学習会
研修業務  研究生研修「聖典研修⑳」竹橋太氏
研究業務  平和展学習会
研究業務  現代社会と真宗教化「自死者追悼法要反省会」参加
研究業務  平和展学習会（構成会議）
研修業務  研究生研修 教化委員会「災害ネットワーク研修」に参加

12月5日
6日
8日
9日

19日
22日

1月10日
11日

研修業務  研究生実習「真宗門徒講座⑤」
研修業務  研究生研修「聖典研修㉑」廣瀬惺氏
図書整理（～2月9日）
教務所・教化センター報恩講
研修業務  教化委員会「災害ネットワーク現地研修」に参加
研修業務  研究生研修「全国人権啓発研究集会（～3日）」に参加
研修業務  研究生研修「真宗本廟（東本願寺）団体参拝引率事前研修」
教務所・教化センター職員研修
研修業務　研究生実習「真宗門徒講座⑥」
研究業務　平和展学習会（平和展パンフレット校正会議）
研修業務　研究生研修「聖典研修㉒」竹橋太氏
研修業務　研究生研修 教化委員会「災害ネットワーク研修」に参加

　

13日
19日
23日

30日～31日
2月2日

8日
10日
13日
15日
17日
22日

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

4月1日（土）から土曜日も休館いたします

はじめての「歎異抄」― 親鸞聖人のお言葉にふれよう ―
荒山淳（教化センター主幹）と教化センター研究生および研究生OBによる真宗門徒講
座（名古屋別院主催）がはじまります。有縁の方お誘いあわせの上、ご参加ください。

４月27日（木）序分
５月26日（金）第１条
６月30日（金）第２条
７月21日（金）第３条
９月15日（金）第４条
10月20日（金）第５条

11月15日（水）第６条
12月６日（水）第７条
2018年
１月26日（金）第８条
２月16日（金）第９条
３月13日（火）第10条

「名古屋教区教化センター使用規程」の変更に伴い、教化センターの使用及び書籍・視
聴覚教材の利用の受付について、日曜日（祝日及び別に定める休日を含む）に加えて、
土曜日も休館とさせていただきます。
これまで土曜日にご利用いただいておられた皆様方にはご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。

　名古屋別院主催のもと、教化センター研究生の案内による真宗本
廟日帰り参拝を行った。総勢47名の参加者と共に、両堂のお荘厳に
表現される意味と作法を確認した。
　午後からは渉成園（閬風亭）にて研究生による真宗本廟クイズ大
会を開催し、「親鸞聖人御真影の念珠の持ち方は？」「真宗の本尊は
どれ？」などを出題。司会者が台本を忘れるハプニングもあったが、か
えって場が和み、静かな渉成園に笑い声が響き渡った。
　参加者からは「今度は私が出題者となって友達にクイズを出した
い」「今回の御修復で降ろされた明治瓦が、境内のベンチや花壇な
どにも再利用されていることを聞き、知らずに参拝していたときとは違
う思いがわいてきた」という言葉が印象に残った。

研究生 現地研修　2017年3月6日

私にとって真宗本廟とは
－両堂の歴史を学び、御修復の願いにふれる－

　今年の平和展は、【十五年戦争】と呼ばれる時代の前期にあたる
「満洲事変」期を中心に、当時の大谷派と社会との関わりを確認。七
日間でおよそ600名を数えた来場者とともに、大谷派が「戦時」という
時代社会に応じて「満洲」の地で行った「活動」の軌跡を、現代という
時代社会に生きる私たち一人ひとりの在り方を照らす鏡として見つめ
る機会となりました。
　また、開催二日目にあたる3月18日（土）には、長野県の満蒙開拓平
和記念館から講師を招き、特別学習会として「満蒙開拓」の概説を
学びました。僧侶とは異なる視座から大谷派の「活動」について学ぶ
ことで、「大谷派と戦争」という研究テーマについて、新たな問いを与
えられたように思います。（※特別学習会の抄録は次号に掲載予定）

第28回平和展　報告
「仏教の社会活動
－『満洲侵略』と大谷派－」

期間：2017年3月17日（金）～23日（木）　会場：名古屋教務所1階　議事堂

2017年度真宗門徒講座

講　師：荒山　淳（教化センター主幹）・
　　　　教化センター研究生および研究生OB
会　場：名古屋教務所議事堂
時　間：午後2時～4時
参加費：1回300円

年間予定

事前に準備したパネルでクイズを盛り上げた 「晒された生首」と題された写真を見つめる観覧者
隣の名号には「朝家の御ため国民のため」と記されている

さ ら

センタージャーナル No.100⑧
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教
如
上
人 

署
判（
写
真
）

あ
な
た
の
家
に
伝
わ
る
お
内
仏
の
ご

本
尊
・
お
名
号
・『
御
文
』
を
確
認
し

て
時
代
を
調
べ
て
み
ま
せ
ん
か
？

※真宗大谷派名古屋教区教化センター『インフォメーション蓮如』No.3 より転載
※達の異体字　※琢の異体字

達
※ ※

蓮
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日 野 家

範
綱

①親
鸞

⑨実
如

⑩證
如

⑪顕
如

⑫教
如

⑬宣
如

⑭琢
如

⑮常
如

⑰真
如

⑯一
如

⑲乗
如

⑳逹
如

㉑厳
如

㉒現
如

㉓彰
如

②如
信

③覚
如

④善
如

⑤綽
如

⑥巧
如

⑦存
如

⑧蓮
如

恵
信
尼

尋
有

兼
有

有
意

行
兼

順
如

円
如

玄
如

一
円

⑱従
如

応
如

顕
尊

准
如

範
意女

子
（
小
黒
女
房
）

善
鸞
（
慈
信
房
）

明
信
（
栗
沢
信
蓮
房
）

有
房
（
益
方
入
道
）

小
野
宮
禅
念

唯
善

覚
恵

存
覚従

覚

女
子
（
高
野
禅
尼
）

信
綱

広
綱

覚
信
尼

宗
業

有
範

親鸞聖人・本願寺関係略系図
（○の中の数字は真宗大谷派の本願寺歴代の数え方）

㉔闡
如

㉕浄
如

※真宗大谷派名古屋教区・名古屋別院　宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要記念
　『親鸞聖人と尾張門徒－その信仰のすがた－』展図録より転載


