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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
。

No.101

「
都
会
の
人
は
、
都
会
に
な
い
も
の
を
求
め

て
こ
こ
に
来
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
に
し
て
み

れ
ば
、
常
に
あ
る
も
の
で
す
。
他
所
の
人
が

来
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
に
気
づ
か
さ

れ
ま
す
」
五
月
末
、
門
信
徒
と
共
に
白
川
郷

を
訪
れ
た
と
き
地
域
ガ
イ
ド
さ
ん
か
ら
伺
っ

た
言
葉
で
あ
る
。

山
に
囲
ま
れ
、
冬
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
寒
さ

に
打
ち
震
え
る
白
川
郷
の
人
々
は
、
海
に
面

し
温
和
な
気
候
と
エ
ア
コ
ン
の
あ
る
マ
ン
シ

ョ
ン
生
活
に
憧
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
都
会

に
暮
ら
す
者
は
、
自
然
と
う
ま
く
折
合
い
を

つ
け
、
囲
炉
裏
の
灯
火
を
生
活
の
中
心
に
し

て
き
た
人
々
の
知
恵
と
風
情
に
憧
れ
る
。“
地

の
人
に
と
っ
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
”
そ
れ
は

数
々
の
試
練
を
経
て
、
た
ど
り
着
い
た
一
つ

の
達
成
で
あ
る
と
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
は
、

じ
つ
は
他
所
の
人
だ
と
仰
る
。

何
百
年
と
囲
炉
裏
の
煙
に
燻
さ
れ
た
合
掌

造
り
の
柱
や
壁
は
、
漆
黒
の
装
い
を
醸
し
出

し
重
厚
で
あ
る
。
何
百
年
の
間
、
一
度
も
絶

や
し
た
こ
と
が
な
い
囲
炉
裏
の
火
は
、
単
に

煮
炊
き
す
る
火
で
は
な
い
。
一
日
の
終
り
、

一
家
団
欒
を
過
ご
す
心
の
灯
火
で
あ
り
、
過

酷
な
生
活
の
中
に
自
分
を
見
失
う
こ
と
な
く

生
き
続
け
て
い
き
た
い
と
願
う
人
生
の
燈
炬

な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
晩
年
の
宗
祖
は
、

い
ま
庶ね

が

わ
く
は
道
俗
等
、
大
悲
の
願
船

は
清

し
ょ
う

浄じ
ょ
う

信し
ん

心じ
ん

を
し
て
順
風
と
す
、
無む

明み
ょ
う

の
闇あ

ん

夜や

に
は
功
徳
の
宝ほ

う

珠じ
ゅ

を
し
て
大だ

い

炬こ

と
す
。

�

（『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
聖
典
四
〇
九
頁
）

と
、
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
人
生
に
四
苦
八
苦

し
、
涙
す
る
我
身
。
そ
の
身
を
つ
つ
ん
で
如

来
は
大
悲
し
た
ま
い
、
如
来
大
悲
の
願
船
は

一
人
も
漏
ら
さ
ず
乗
じ
て
順
風
と
す
る
。
悲

し
み
を
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
悲
し
み
を

抱
く
人
間
そ
の
も
の
を
救
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
囲
炉
裏
に
は
坐
る
「
座
」
が

決
め
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
。
母
の
坐
る
「
嬶か

か

座ざ

」、
家
長
の
坐
る
「
横よ

こ

座ざ

」、
そ
の
向
か
い

の
席
が
「
客
座
」。
そ
し
て
子
た
ち
の
座
は
、

大
人
の
「
膝
の
上
」
だ
そ
う
で
あ
る
。
子
た

ち
は
、
前
は
囲
炉
裏
の
暖
か
さ
、
背
中
は
親

の
温
も
り
を
感
じ
な
が
ら
座
る
。

出
仕
に
お
け
る
着
座
作
法
で
も
、
坐
る
べ

き
竪
畳
に
対
し
深
々
と
頭
を
下
げ
「
座ざ

礼ら
い

」

す
る
。
与
え
ら
れ
た
座
を
敬
い
、
座
を
尽
く

す
行
為
で
あ
る
。

私
の
坐
す
る
と
こ
ろ
も
、
家
庭
・
職
場
・

地
域
の
中
で
他
者
が
温
め
て
い
て
く
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
座
に
対
し
て
、
私
は
座
を

尽
く
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
与
え
ら
れ
た
座

に
愚
痴
を
言
い
、
ち
っ
と
も
頭
の
下
が
ら
ん

懈
怠
の
私
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
せ
、
無
明
の

闇
夜
に
大
炬
を
掲
げ
庶
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の

も
、
じ
つ
は
法
を
求
め
来
た
っ
た
道
俗
等
な

の
で
あ
る
。「
さ
あ
、
頭
が
下
が
る
ま
で
南
無

阿
弥
陀
仏
と
申
せ
」
と
、
在
る
も
の
の
大
事

を
教
え
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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センタージャーナル No.101②

依
報
荘
厳
が
終
わ
り
、
正
報
荘
厳
に
入
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
で
説
か
れ
る
内
容
は
、
阿

弥
陀
仏
、
声
聞
、
菩
薩
で
す
。
私
た
ち
か
ら
見

て
、
主
体
を
具そ

な

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
荘
厳
が

中
心
と
な
り
ま
す
。
特
に
、
正
報
荘
厳
で
説
か

れ
る
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。『
聖
典
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

舎し
や

利り

弗ほ
つ

、
汝な

ん
じ

が
意こ

こ
ろ

に
お
い
て
云い

か
ん何

。
か
の

仏
を
何
の
ゆ
え
ぞ
阿あ

弥み

陀だ

と
号
す
る
。

�

（『
聖
典
』
一
二
八
頁
）

こ
れ
ま
で
、
ず
っ
と
「
舎
利
弗
」
と
名
前
を

呼
び
続
け
て
こ
ら
れ
た
お
釈
迦
様
が
、
突
然
「
汝

が
意
に
お
い
て
云
何
」
と
注
意
を
促
さ
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。「
こ
の
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
の
か
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
、
舎
利
弗
は

ド
キ
ッ
と
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
信
仰
の
悩

み
を
抱
え
て
い
る
舎
利
弗
に
と
っ
て
、
大
変
重

要
な
事
柄
で
あ
る
か
ら
こ
そ
注
意
を
促
さ
れ
た

の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
内
容
が
阿
弥
陀
の
名

み
ょ
う

義ぎ

（
名
の

い
わ
れ
）、
つ
ま
り
「
阿
弥
陀
仏
と
は
如
何
な
る

仏
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る

の
で
す
。
私
た
ち
が
仏
法
を
学
ん
で
ま
い
り
ま

す
場
合
、
私
た
ち
の
心
は
常
に
揺
れ
動
い
て
変

わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
自
分
の
思
い

に
惑
い
流
さ
れ
て
信
仰
の
道
を
見
失
う
私
た
ち

に
対
し
、
道
理
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
を
明
確
に

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

曽
我
先
生
は
、
私
た
ち
が
道
を
求
め
て
歩
む

上
で
常
に
立
ち
返
る
こ
と
の
で
き
る
「
目め

標じ
る
し」

の
大
切
さ
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。『
阿

弥
陀
経
』
が
信
心
を
回
復
し
て
く
だ
さ
る
経
典

だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
時
、
こ
こ
で
道
理

と
し
て
説
か
れ
る
阿
弥
陀
の
名
義
が
、
ま
さ
に

そ
の
「
目め

標じ
る
し」

を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と

言
え
ま
す
。

名な

号の

る
仏

そ
れ
で
は
阿
弥
陀
の
名
義
に
つ
い
て
で
す
が
、

舎
利
弗
、
か
の
仏
の
光
明
、
無
量
に
し
て
、

十
方
の
国
を
照
ら
す
に
、
障

し
よ
う

碍げ

す
る
と
こ

ろ
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
号
し
て
阿あ

弥み

陀だ

と

す
。
ま
た
舎
利
弗
、
か
の
仏
の
寿
命
お
よ

び
そ
の
人に

ん

民み
ん

も
、
無む

量り
よ
う

無む

辺へ
ん

阿あ

僧そ
う

祇ぎ

劫こ
う

な

り
、
か
る
が
ゆ
え
に
阿あ

弥み

陀だ

と
名
づ
く
。　

�

（『
聖
典
』
一
二
八
頁
）

こ
の
よ
う
に
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
で
「
無

量
光
」
と
「
無
量
寿
」
の
仏
で
あ
る
こ
と
を
表

し
て
い
る
と
説
か
れ
ま
す
。
こ
こ
で
光
明
無
量

は
「
号
し
て
」、
寿
命
無
量
は
「
名
づ
く
」
と
文

字
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、「
名
」
と
「
号
」
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

名み
よ
うの

字
は
、
因
位
の
と
き
の
な
を
名み

よ
う

と
い

う
。
号
の
字
は
、
果
位
の
と
き
の
な
を
号

と
い
う
。

�

（『
聖
典
』
五
一
〇
頁
）

こ
れ
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
基
づ
い
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
「
光
明
無
量
」
を
果

位
の
時
の
御
名
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。「
寿
命
無
量
」
は
因
位
の
時
の
御
名
、
で
す

か
ら
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
、
つ
ま
り
本
願
を
表
し

て
い
る
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
名
づ

く
」
と
「
号
し
て
」
で
す
か
ら
、
文
字
通
り
名

号
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
は
私
た
ち
の
上
に
名な

号の

る
仏
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
名な

号の

る
仏
は
因
位
の
本
願
で
あ
る
こ

と
が
大
事
で
す
。
で
は
光
明
と
は
何
か
と
申
し

上
げ
れ
ば
、
本
願
に
出
あ
っ
た
人
の
上
に
本
願

が
取
る
相す

が
たで

す
。
本
願
は
、
本
願
に
目
覚
め
た

人
の
上
に
光
明
と
い
う
相
を
取
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

本
願
に
救
わ
れ
る

こ
こ
で
明
確
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ど
こ

ま
で
も
本
願
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
こ
と
を
徹
底
し
て
き
た
歴
史
が
七
高
僧
の
伝

統
だ
と
言
え
ま
す
。
宗
教
一
般
の
問
題
と
し
て

は
、
超
越
と
内
在
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
し
ょ

う
。
両
方
に
依
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ど
ち
ら
を
立
場
と
す
る
の
か
、
決
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
願
と
光
明
の
両
方
を
依
り
所
と

し
て
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
実
際
問
題

と
し
て
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
依
り
所
は
一
つ

で
す
。
二
つ
で
す
と
、
股ま

た

裂ざ

き
状
態
で
す
。

で
は
な
ぜ
光
明
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
は
救

わ
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
光
明
は
ど
う
し
て
も

対
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
何
も
問
題

が
無
い
時
は
、
光
明
に
有
難
さ
を
感
じ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
光
明
を
い
た
だ
い

て
い
る
自
分
自
身
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
時
、

危
機
に
陥
っ
た
時
、
そ
の
光
明
は
真
の
救
い
に

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
と
共
に
あ
っ
て
自
分
を
支
え
て
く
だ

さ
り
、
危
機
を
内
か
ら
開
い
て
く
だ
さ
る
も
の
、

そ
れ
が
本
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
共
に
あ
っ
て

危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
る
私
を
内
か
ら
開
き
、

そ
し
て
未
来
を
展
開
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
は

た
ら
き
。
そ
こ
に
、
特
に
教
え
が
学
ば
れ
て
き

た
こ
と
の
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
光
明
を

い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
救
い
が
も
た
ら

さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
日
本

な
ど
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
教
え
は
い
ら
な
い
と
言

っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
こ
の
こ
と
が
聞
法
の
中
心
テ
ー
マ
だ

と
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
ど
う
し
て

も
光
明
に
よ
っ
て
信
仰
を
立
て
て
い
こ
う
と
す

る
傾
向
が
抜
き
難
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
転
じ

て
本
願
に
依
っ
て
立
つ
と
い
う
、
そ
の
こ
と
が

ど
こ
ま
で
徹
底
で
き
る
か
が
聞
法
の
課
題
で
は

な
い
か
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を

確
立
す
る
た
め
に
、『
阿
弥
陀
経
』
も
説
か
れ
て

い
る
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
。

信
心
回
復
の
目め

標じ
る
し

第
二
十
一
回
二
〇
一
七
年
一
月
十
九
日（
木
）

　

阿
弥
陀
の
名み
ょ
う

義ぎ

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺
し
ず
か�
氏
（
大
垣
教
区
妙
輪
寺
住
職
）

聖
典
研
修

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
―
そ
の
教
義
と
真
宗
の
儀
式
―
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今
日
は
『
阿
弥
陀
経
』
を
翻
訳
し
た
鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ゅ
う（

以
下
、
羅
什
）
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
羅
什
は
三
五
〇
年
～
四
〇
九
年
、

つ
ま
り
空
思
想
を
説
い
た
龍
樹
菩
薩
よ
り
後
、

唯
識
思
想
を
説
い
た
天
親
菩
薩
よ
り
前
（
あ
る

い
は
同
時
代
）
と
い
う
、
両
者
の
間
の
時
代
に

生
涯
を
送
り
ま
し
た
。
出
生
は
中
央
ア
ジ
ア
の

砂
漠
の
オ
ア
シ
ス
国
、
亀き

茲じ

国こ
く

で
す
。

イ
ン
ド
の
僧
侶
で
あ
る
ク
マ
ー
ラ
ヤ
ー
ナ
が

修
行
の
旅
の
中
、
亀
茲
国
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
国
王
の
妹
で
あ
る
ジ
ー
ヴ
ァ
ー
と
結
婚

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
僧
侶
で
す
か
ら

当
然
、
結
婚
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
伝
記
を
見
る

と
、
妹
の
強
い
願
い
か
ら
国
王
が
無
理
や
り
頼

み
こ
ん
で
、
二
人
は
結
ば
れ
た
よ
う
で
す
。
そ

し
て
、
羅
什
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

羅
什
が
七
歳
に
な
っ
た
時
、
母
ジ
ー
ヴ
ァ
ー

は
羅
什
と
共
に
出
家
し
、
九
歳
に
な
っ
た
時
に

は
父
ク
マ
ー
ラ
ヤ
ー
ナ
を
置
い
て
、
母
子
二
人

で
留
学
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
亀
茲
国
で
は
ア

ビ
ダ
ル
マ
と
い
わ
れ
る
説
一
切
有
部
の
仏
教
が

学
ば
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
羅
什
は
幼
く
し
て

そ
れ
を
す
っ
か
り
マ
ス
タ
ー
す
る
ほ
ど
の
天
才

で
し
た
。
そ
こ
で
母
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
本

拠
地
で
あ
る
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
へ
留
学
す
る
こ
と

を
決
め
た
の
で
す
。

羅
什
は
十
二
歳
ま
で
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
理
な

ど
を
母
と
共
に
学
び
、
帰
途
に
就
い
た
と
言
わ

れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
カ

シ
ュ
ガ
ル
に
て
『
般
若
経
』
の
空
思
想
な
ど
大

乗
仏
教
を
学
び
、
十
三
歳
頃
に
亀
茲
国
に
戻
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
二
十
歳
に
な
り
、
一
人

前
の
僧
侶
（
比
丘
）
と
な
り
ま
し
た
。

「
羅
什
の
才
能
は
す
ご
い
」
と
い
う
評
判
は
、

ま
た
た
く
間
に
近
隣
諸
国
に
も
伝
わ
り
ま
し
た
。

当
時
の
中
国
は
五
胡
十
六
国
時
代
と
も
呼
ば
れ
、

多
く
の
国
が
互
い
に
争
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
同
時
に
、
立
派
な
国
だ
と
評
価
さ
れ
る
た
め

に
も
、
諸
国
の
王
達
は
文
化
人
で
あ
る
僧
侶
を

自
国
に
招
く
の
で
す
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
た

の
が
羅
什
で
し
た
。

前ぜ
ん

秦し
ん

の
王
で
あ
る
符ふ

堅け
ん

は
、
呂り

ょ

光こ
う

と
い
う
将

軍
に
命
じ
、
亀
茲
国
を
滅
ぼ
し
て
羅
什
を
連
れ

て
く
る
よ
う
七
万
の
兵
を
与
え
ま
し
た
。
亀
茲

国
は
滅
ぼ
さ
れ
、
羅
什
は
連
れ
て
い
か
れ
ま
す
。

呂
光
は
羅
什
が
若
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
偉
大

な
僧
侶
と
は
考
え
ず
、
女
性
と
結
婚
す
る
よ
う

迫
る
な
ど
、
手
荒
く
扱
っ
た
と
伝
記
に
は
書
か

れ
て
い
ま
す
。
羅
什
は
拒
否
し
続
け
た
の
で
す

が
、
最
後
に
は
無
理
や
り
お
酒
を
飲
ま
さ
れ
た

後
、
女
性
と
一
緒
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
破
戒
し

た
と
言
わ
れ
ま
す
。
最
終
的
に
は
呂
光
も
姚よ
う

秦し
ん

の
王
に
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
、
羅
什
は
姚
秦
の
首
都
、

長
安
に
招
か
れ
、
訳
経
作
業
に
入
っ
て
い
き
ま

し
た
。

さ
て
、
羅
什
が
破
戒
を
し
た
の
は
三
十
五
歳

の
時
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
伝
記
に
は
そ
れ
に

関
し
て
興
味
深
い
記
録
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
幼

い
羅
什
が
母
と
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
行
っ
た
時
、
あ

る
僧
侶
か
ら
「
三
十
五
歳
ま
で
破
戒
を
し
な
け

れ
ば
、
偉
大
な
僧
侶
に
な
る
だ
ろ
う
。
破
戒
し

た
な
ら
ば
、
少
し
ば
か
り
才
知
の
あ
る
と
い
わ

れ
る
僧
侶
に
し
か
な
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
予
言

を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
破
戒
を
し
た
か
ら

こ
そ
偉
大
な
翻
訳
三
蔵
に
な
っ
た
と
思
う
の
で

す
。
あ
る
い
は
、
破
戒
を
し
た
「
立
派
で
は
な

い
」
僧
侶
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。

研
究
者
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
は
羅
什
が
三
十
五

歳
で
破
戒
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、羅

什
の
生
ま
れ
年
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
の
出
来

事
の
意
味
は
い
く
つ
か
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

羅
什
は
諸
宗
の
根
本
的
な
依
所
と
な
る
経
論

を
数
多
く
翻
訳
し
ま
し
た
。
今
日
、
注
目
し
た

い
の
は
羅
什
が
翻
訳
し
た
『
維ゆ
い

摩ま

経
』
の
次
の

一
文
で
す
。

諸
の
煩
悩
、
是
れ
道
場
な
り
、
如
實
を
知

る
が
故
に
。

（『
大
正
蔵
』
十
四
巻
・
五
四
二
頁
・
Ｃ
段
）

つ
ま
り
「
全
て
の
煩
悩
が
道
場
で
あ
る
、
真

実
を
知
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で

す
。
一
方
で
、
同
じ
く
訳
経
僧
と
し
て
有
名
な

玄げ
ん

奘じ
ょ
う

三
蔵
は
、
同
じ
部
分
を
「
煩
悩
を
お
さ
め

る
こ
と
が
す
ぐ
れ
た
さ
と
り
だ
」
と
訳
し
て
い

ま
す
。
他
の
訳
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
な
ど
を
見
て
も

同
様
で
あ
り
、
煩
悩
を
静
め
る
と
い
う
こ
と
が
、

さ
と
り
で
あ
る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

文
献
学
的
な
問
題
と
し
て
、
羅
什
の
持
っ
て

い
た
原
典
に
「
煩
悩
を
静
め
る
こ
と
が
道
場
で

あ
る
」
と
い
う
一
言
が
抜
け
て
い
た
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
羅
什
は
あ
え
て
こ
の
よ

う
に
訳
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
煩
悩
を
静
め
る
こ
と
が
、
さ
と
り
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

羅
什
の
訳
に
お
い
て
は
、
よ
り
深
い
仏
教
理
解

が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、

羅
什
の
生
涯
を
辿
る
と
、
な
お
の
こ
と
そ
の
よ

う
に
思
え
る
の
で
す
。

自
分
が
煩
悩
の
身
で
あ
る
こ
と
を
嫌
と
い
う

ほ
ど
知
ら
さ
れ
た
の
が
羅
什
で
す
。
そ
の
生
涯

に
お
い
て
、
自
身
が
煩
悩
で
出
来
上
が
っ
て
い

る
と
い
う
、
私
た
ち
の
真
実
の
姿
を
、
仏
か
ら

知
ら
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
真
実
と
は
、
分
か

る
（
対
象
と
な
る
）
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

身
が
煩
悩
成
就
の
身
だ
と
知
ら
せ
る
は
た
ら
き

を
真
実
と
言
う
の
で
す
。

そ
し
て
、
羅
什
は
煩
悩
ま
み
れ
の
人
間
が
救

わ
れ
て
い
く
も
の
が
仏
教
な
の
だ
と
言
っ
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
破
戒
し
て
僧
侶
失
格
と

な
ろ
う
が
、
過
ち
を
犯
そ
う
が
、
そ
の
自
覚
の

も
と
で
仏
は
救
っ
て
く
だ
さ
る
。「『
こ
う
で
な

け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
』
と
い
う
の
は
仏
教
で
は

な
い
」
と
い
う
仏
教
観
が
、
羅
什
の
生
涯
や
訳

文
か
ら
伺
え
る
の
で
す
。

天
才
僧
侶　

鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ゅ
う

破
戒

煩
悩
が
道
場
で
あ
る

第
二
十
二
回
二
〇
一
七
年
二
月
十
七
日（
金
）

『
阿
弥
陀
経
』の
翻
訳
者
を
知
っ
て
い
ま
す
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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私
の
方
が
元
気
を
も
ら
っ
た

高
速
道
路
も
伸
び
、
海
産
物
の
加
工
施

設
も
で
き
、
少
し
ず
つ
復
興
は
進
ん
で
い

る
と
感
じ
る
。
そ
の
一
方
で
、
妻
子
を
避

難
さ
せ
た
方
、
進
学
を
機
に
娘
だ
け
を
避

難
さ
せ
た
方
、
家
族
で
福
島
に
残
る
決
断

を
し
た
方
々
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
た
。
震
災
か
ら
六
年
が
経
っ
た
今
で
も
、

放
射
能
の
影
響
は
残
る
。

今
回
の
研
修
で
も
新
し
い
出
会
い
や
久

し
ぶ
り
の
再
会
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
い

つ
も
名
古
屋
の
保
養
（
福
島
と
名
古
屋
を

む
す
ぶ
子
ど
も
会
in
東
別
院
）
に
参
加
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
遊
び

に
来
て
く
れ
て
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。

同
朋
幼
稚
園
の
お
母
さ
ん
や
子
ど
も
た
ち
、

仮
設
住
宅
の
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
。

毎
回
優
し
く
し
て
い
た
だ
き
、
私
の
方
が

元
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
た
ち
の

こ
と
を
忘
れ
ず
、
ま
た
現
地
に
足
を
運
び

た
い
。

�

鍋
野�

了
悟
（
第
11
期
生
）

「
ま
た
会
い
た
い
」
と
い
う
思
い

今
回
初
め
て
福
島
県
に
赴
き
、「
ま
た
会
い
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
が
芽
生
え
た
。
メ
デ
ィ
ア

で
聞
い
て
い
た
事
と
違
う
現
状
を
も
っ
と
自
分

の
目
で
確
認
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、一

番
の
理
由
は
、
こ
の
機
会
で
つ
な
が
っ
た
人
た

ち
と
ま
た
会
い
た
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

当
時
の
こ
と
は
思
い
出
す
の
も
辛
い
は
ず
だ
。

し
か
し
自
分
の
よ
う
な
若
輩
に
真
剣
に
お
話
し

し
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
聞
き
、「
私
に
何
か
で
き

る
事
は
な
い
の
か
」
と
考
え
て
み
た
が
、
し
っ

く
り
く
る
答
え
は
思
い
つ
か
な
い
。
そ
ん
な
自

分
に
笑
っ
て
話
し
て
く
れ
る
人
た
ち
の
優
し
さ

や
パ
ワ
ー
に
「
何
か
し
な
い
と
」
と
焦
っ
て
い

た
私
が
、
逆
に
元
気
を
も
ら
っ
て
い
た
。

だ
が
、
こ
の
気
持
ち
を
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ

ば
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
忘
れ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
は
な
ら
な
い
よ
う
に
願
う

自
分
が
い
る
。

�

加
藤�
博
証
（
第
12
期
生
）

震
災
を
利
用
し
て
い
る

自
分
が
い
る
の
で
は
？

福
島
の
現
地
に
行
き
、
心
が
動
か
さ
れ
た
自

分
が
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
声
を
聞
く
私
自
身

は
、
ど
こ
に
立
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
心
の

ど
こ
か
で
、
被
災
者
と
被
災
者
で
は
な
い
私
と

を
分
け
、「
自
分
に
何
か
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

何
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
う
思
い
な
が
ら
も
、
結

局
、
頭
で
色
々
と
考
え
て
言
い
訳
を
し
な
が
ら

立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
。

真
行
寺
の
佐
々
木
道
範
さ
ん
が
「
い
の
ち
が
ひ

か
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

そ
の
言
葉
か
ら
、
現
地
の
人
た
ち
は
、
苦
し
み
悩

み
の
中
で
も
確
か
に
生
き
て
い
る
と
強
く
感
じ
た
。

帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
震
災
の
こ

と
を
忘
れ
て
生
活
を
し
て
い
る
自
分
が
い
る
。

他
方
、
今
も
苦
し
み
悩
み
の
中
で
生
活
を
し
て

い
る
多
く
の
人
が
い
る
。
私
は
、
何
を
求
め
て

生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
都
合
で
、
震

災
を
問
い
と
し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

�

小
塚　

順
（
第
12
期
生
）

④

前
号
で
お
伝
え
し
た
災
害
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修
（
二
〇
一
七
年
一
月
三
十
日
〜
三
十
一
日
／

教
化
委
員
会
都
市
教
化
部
門
主
催
）
に
参
加
し
て
聞
い
て
き
た
「
福
島
の
声
」。

今
号
で
は
、
研
究
生
が
、
見
聞
き
し
て
感
じ
た
こ
と
を
、
報
告
し
ま
す
。

研究生報告

災
害
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修

�
福
島
の
今　

見
て　

聞
い
て　

感
じ
た
こ
と

浪江駅前商店街
原発事故の影響で、まだ手付かずの被災家
屋が多数残っていた
� （双葉郡浪江町）

真行寺（二本松市）

�

除
染
作
業
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
、
い
た
る
所
に
山
積
み
さ
れ
て
い

る
放
射
性
廃
棄
物
（
飯
舘
村
）
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不
安
を
口
に
で
き
な
い
空
気

山
積
み
に
さ
れ
た
除
染
後
の
黒
い
袋
や
、
人

の
見
当
た
ら
な
い
商
店
街
の
ほ
か
は
、
ど
こ
に

で
も
あ
る
景
色
な
の
に
、
そ
こ
に
今
ま
で
と
同

じ
よ
う
に
住
む
こ
と
は
も
う
で
き
な
い
。
何
も

変
わ
ら
な
い
の
に
、
す
べ
て
が
変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
。

正
福
寺
の
柗ま

つ

本も
と

さ
ん
は
「
こ
れ
か
ら
も
福
島

で
」
と
い
う
言
葉
を
何
度
も
話
さ
れ
た
。
そ
の

言
葉
の
力
強
さ
や
決
意
か
ら
、
一
人
ひ
と
り
不

安
や
葛
藤
を
抱
え
、
時
に
は
大
切
な
何
か
を
切

り
捨
て
る
選
択
を
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な

い
厳
し
い
現
実
を
知
ら
さ
れ
た
。

今
の
福
島
県
に
は
不
安
（
放
射
能
）
を
口
に

で
き
な
い
空
気
が
あ
り
、
大
多
数
の
人
は
、「
も

う
大
丈
夫
」
だ
と
言
わ
な
い
と
や
っ
て
い
け
な

い
と
聞
い
た
。
大
多
数
の
「
大
丈
夫
」
と
い
う

空
気
の
中
で
、
不
安
に
思
う
気
持
ち
を
押
し
殺

し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
は
な
い
か
。

今
こ
の
瞬
間
も
、
一
人
ひ
と
り
に
震
災
が
重
く

の
し
か
か
り
続
け
て
い
る
と
感
じ
た
。

�

寺
西�

修
司
（
第
12
期
生
）

「
寄
り
添
い
た
い
」
と
思
う
が
…

地
震
、
津
波
、
放
射
能
に
よ
っ
て
人
々
が
苦

し
む
惨
状
を
知
る
こ
と
は
、
と
て
も
恐
ろ
し
い

も
の
だ
っ
た
。
六
年
経
っ
た
今
も
な
お
、
故
郷

に
戻
れ
ず
、
終
わ
ら
な
い
生
活
を
続
け
る
こ
と

の
し
ん
ど
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。

国
は
福
島
の
現
状
に
向
き
合
う
こ
と
を
徐
々

に
放
棄
し
始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
佐
々

木
道
範
さ
ん
の
「
自
分
た
ち
の
存
在
っ
て
な
ん

だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

子
ど
も
た
ち
は
自
由
に
外
で
遊
ぶ
こ
と
も
で

き
ず
、
家
族
バ
ラ
バ
ラ
で
辛
い
暮
ら
し
を
し
て

い
る
上
に
、
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
と

聞
い
た
。「
福
島
出
身
」
と
い
う
言
葉
を
声
に
出

す
こ
と
す
ら
難
し
い
現
状
に
胸
が
痛
ん
だ
。

「
な
ん
と
か
福
島
の
今
の
現
状
に
寄
り
添
い
た

い
」
と
思
う
一
方
で
、「
そ
ん
な
こ
と
で
き
る
わ

け
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
私
が
い
る
。
そ
う

い
う
自
分
が
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
今
回
の
研

修
で
知
ら
さ
れ
た
。

�

水
野�

拓
磨
（
第
12
期
生
）

正福寺（双葉町で被災し、現在、福島県須
賀川市に仮本堂を建立）
このたびの研修では坊守の柗本洋子さんに、
今の心境を語っていただいた

研修スケジュール
◯第一日目（１月30日）
 ・福島県郡山駅集合
 ・正福寺仮本堂訪問（須賀川市）（柗本坊守よりお話）
 ・真行寺訪問（二本松市）（二本松市在住の３人の方からのお話）

◯第二日目（１月31日）
 ・飯館村〜南相馬小高地区までバス移動（車中で木ノ下氏からお話）
 ・請戸海岸〜浪江市街を視察
 ・ 相馬市松川浦で漁具倉庫、原釜、尾浜海岸、慰霊碑、鎮魂祈念館、磯

部水産加工場を視察
　（語り部と漁協の太田課長からお話）
 ・仙台駅にて解散

聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ　

震
災
後
六
年
を
過
ぎ
た
東
北
で
は
、
次
第
に
支
援
者
は
減
少
し
、
国
の
補
助
も
打
ち
切
ら
れ
、
の

し
か
か
る
各
々
の
生
活
苦
に
孤
立
が
深
ま
り
、「
も
う
放
射
能
（
現
実
）
を
考
え
た
く
な
い
」
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
本
当
は
家
族
や
子
ど
も
の
健
康
が
心
配
で
な
い
は
ず
な

ど
な
い
の
に
。

「
愚
禿
釈
」
と
名
の
ら
れ
た
宗
祖
の
眼
差
し
は
、
必
死
に
現
実
に
向
き
合
お
う
と
す
る
人
々
の
み

な
ら
ず
、「
人
間
だ
か
ら
ね
」
と
一
括
り
の
一
般
論
で
自
ら
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
々
さ
え
包

み
込
ん
で
い
る
。
否
、
む
し
ろ
「
も
う
大
丈
夫
」「
考
え
て
も
仕
方
な
い
」
と
、「
本
当
の
こ
と
」

に
目
を
背
け
て
開
き
直
ら
ず
に
は
立
っ
て
い
ら
れ
な
い
人
々
に
、
よ
り
強
い
共
感
を
抱
い
た
よ
う

に
思
う
。

「
愚
禿
」
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
、
仏
弟
子
で
あ
り
た
い
と
願
う
宗
祖
の
声
が
、
東
北
の
人
々
の

姿
と
重
な
っ
て
私
に
響
く
。「
あ
な
た
が
今
思
う
こ
と
は
本
当
で
す
か
。
聞
き
続
け
よ
。
他
者
の
苦

悩
の
声
を
。
問
い
続
け
よ
。
他
の
誰
で
も
な
い
、
あ
な
た
の
本
当
の
願
い
を
。」

 

（
研
究
員
　
大
河
内 

真
慈
）

海水浴場の再開をめざして復興整備が急がれていた　�（相馬市：原釜尾浜海水浴場）

犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑の前で手を合わ
せる研究生
� （相馬市：伝承鎮魂記念館）
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「
満
蒙
開
拓
」
に
向
き
合
う
視
点

私
の
両
親
は
満
蒙
開
拓
団
の
開
拓
団
員
で
あ
り

ま
し
た
。
一
番
上
の
兄
は
現
地
で
、
僅わ

ず

か
一
歳
で

命
を
落
と
し
て
お
り
ま
す
。
か
つ
て
『
大
地
の

子
』
と
い
う
ド
ラ
マ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
も
し
兄

が
今
も
生
き
て
い
れ
ば
あ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か

な
…
と
、
他
人
事
で
は
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
、

長
野
の
満
蒙
開
拓
平
和
記
念
館
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。

私
自
身
は
戦
後
の
国
内
生
ま
れ
で
あ
り
、
現
地

の
開
拓
地
で
暮
ら
し
た
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

両
親
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
開
拓
団
員
の
方
々

か
ら
お
聞
き
し
て
き
た
こ
と
な
ど
を
元
に
、
お
話

し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
満
洲
」
と
い
う
国

中
国
の
黒
龍
江
省
、
吉
林
省
な
ど
を
ま
た
ぐ
広

範
囲
な
地
域
に
、
か
つ
て
「
満
洲
」
と
い
う
国
が

作
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
一
九
三
二
（
昭
和
七
）

年
に
建
国
さ
れ
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
ま

で
、
僅
か
十
三
年
間
だ
け
存
在
し
ま
し
た
。
二
〇

〇
万
人
以
上
と
言
わ
れ
る
日
本
人
が
「
満
洲
」
に

来
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
約
二
十
七
万
人

※
１
と
言
わ
れ
る
開
拓
団
員
が
、
主
に
は
農
業
移
民

と
し
て
渡
り
ま
し
た
。

「
満
洲
国
」
は
、
日
本
人
・
漢
民
族
・
朝
鮮
族

な
ど
が
仲
良
く
相
和
し
て
理
想
の
国
を
作
る
「
五

族
協
和
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
て
い
ま
し
た

が
、
現
地
で
は
、
民
族
差
別
も
実
際
に
は
あ
り
ま

し
た
。
日
本
人
が
一
等
民
族
、
現
地
の
朝
鮮
人
が

二
等
民
族
、
現
地
の
「
満
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

中
国
人
た
ち
が
三
等
民
族
と
分
け
ら
れ
て
、
労
働

賃
金
に
も
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。

多
く
の
開
拓
民
を
出
し
た
長
野
県

開
拓
団
は
、
全
て
の
都
道
府
県
か
ら
渡
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
総
数
が
約
三
十
二
万
人
※
２
と
い

う
史
料
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
一
番
多
い
の
が

長
野
県
で
三
七
，
八
五
九
人
で
す
。
二
番
目
の
山

形
県
の
、
一
七
，
一
七
七
人
の
二
倍
以
上
の
多
さ

で
す
。
山
岳
地
帯
で
農
地
が
少
な
い
地
形
と
い
う

事
情
も
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の

長
野
県
内
の
リ
ー
ダ
ー
に
推
進

論
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
私
ど
も
の
記
念
館
が

あ
る
下
伊
那
地
域
が
、
全
国
で

最
も
多
く
の
開
拓
団
員
を
送
り

出
し
た
場
所
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

開
拓
団
は
大
き
く
二
つ
に
分

か
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
一
般

開
拓
団
」
と
、
十
四
歳
か
ら
十

七
歳
の
「
青
少
年
義
勇
軍
」
で

す
。
国
の
方
か
ら
「
あ
る
程
度

の
数
を
出
せ
」
と
い
う
割
り
当

て
が
来
て
、
学
校
の
先
生
方
も

そ
の
ノ
ル
マ
を
果
た
す
た
め
に

一
生
懸
命
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
満
洲
」
に
行
け
ば
非
常
に
広
い

農
地
が
も
ら
え
る
と
い
う
謳う

た

い

文
句
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
余
剰

人
口
の
人
減
ら
し
と
い
う
背
景

も
あ
り
ま
し
た
。

「
満
洲
」
と
い
う
地
域
に
日
本
が
権
益
を
持
っ

た
の
は
、
日
露
戦
争
で
日
本
が
辛
う
じ
て
勝
っ
て

か
ら
で
す
。
ロ
シ
ア
が
「
満
洲
」
に
持
っ
て
い
た

権
益
、
特
に
、
後
に
「
満
鉄
（
南
満
洲
鉄
道
）」

と
呼
ば
れ
る
鉄
道
を
手
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
民

間
人
の
開
拓
団
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国

防
の
一
端
を
開
拓
団
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
が

「
満
蒙
開
拓
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
で
し
た
。
ソ

連
（
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
）
と
「
満
洲
」
と
の
国
境
に

近
い
方
に
多
く
の
開
拓
団
が
入
っ
て
お
り
、
い
わ

ば
人
間
の
防
波
堤
、
人
間
の
盾
と
し
て
送
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

敗
戦
直
前
ま
で
続
い
た
移
民

『
望
郷
の
鐘
』
と
い
う
、
満
蒙
開
拓
団
を
取
り

上
げ
た
映
画
が
あ
り
ま
す
。
主
人
公
は
「
残
留
孤

児
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
山
本
慈
昭
さ
ん
で
す
。
記

念
館
の
近
く
に
あ
る
、
長
岳
寺
と
い
う
お
寺
の
住

職
を
務
め
た
方
で
す
。
阿
智
村
な
ど
か
ら
出
た

「
阿
智
郷
開
拓
団
」
の
、
現
地
の
学
校
の
先
生
と

し
て
渡
り
、
戦
後
、
残
留
孤
児
を
日
本
へ
帰
す
た

め
の
活
動
を
さ
れ
た
こ
と
を
映
画
化
し
た
の
で
す
。

「
阿
智
郷
開
拓
団
」
は
ソ
連
と
の
国
境
近
く
に

送
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
開
拓
地
に
入
っ
た
時
期

は
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
五
月
の
こ
と
で

教
化
セ
ン
タ
ー
は
、
第
28
回
平
和
展
「
仏
教
の
社
会
活
動
︱
『
満
洲
侵
略
』
と
大
谷
派
︱
」
の
開

催
に
合
わ
せ
て
、
平
和
展
学
習
会
特
別
講
義
を
行
っ
た
。
満
蒙
開
拓
平
和
記
念
館
副
館
長
（
専
務
理

事
）
の
寺
沢
秀
文
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
満
蒙
開
拓
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
︱
満
蒙
開
拓
の
史
実
か

ら
学
ぶ
も
の
︱
」
を
テ
ー
マ
に
、
約
80
人
の
聴
講
者
と
と
も
に
現
在
の
中
国
・
東
北
部
近
辺
に
位
置

し
た
「
満
蒙
」
を
「
開
拓
」
し
た
日
本
人
の
実
情
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

こ
こ
に
当
日
の
講
義
を
抄
録
す
る
。

　

講
義
抄
録

  
満
蒙
開
拓
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か

�

―
満
蒙
開
拓
の
史
実
か
ら
学
ぶ
も
の
―

�
寺て

ら

沢さ
わ�

秀ひ
で

文ふ
み

氏
（
満
蒙
開
拓
平
和
記
念
館
副
館
長
・
専
務
理
事
）

大谷派の
近現代史
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し
た
。
終
戦
の
僅
か
三
ヶ
月
前
で
す
。
そ
ん
な
時

期
に
、「
ソ
満
国
境
」
と
い
う
危
険
な
所
に
民
間

人
ば
か
り
の
開
拓
団
が
送
り
込
ま
れ
た
の
で
す
。

実
は
、
こ
の
「
阿
智
郷
開
拓
団
」
が
最
後
の
開

拓
団
で
は
な
く
、
も
っ
と
遅
く
に
東
京
か
ら
行
っ

た
開
拓
団
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
ら
が
「
満
洲
」
に

渡
る
た
め
に
敦
賀
港
を
出
た
の
は
、
終
戦
の
僅
か

二
週
間
前
の
八
月
二
日
で
す
。
彼
ら
は
自
分
た
ち

の
開
拓
地
に
到
着
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
逃

避
行
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

宗
教
団
体
と
移
民

開
拓
団
に
は
様
々
な
形
が
あ
り
ま
し
た
。
キ
リ

ス
ト
教
が
派
遣
し
た
開
拓
団
や
、
天
理
教
の
青
年

部
が
中
心
と
な
っ
た
開
拓
団
、
本
門
佛
立
と
い
う

日
連
系
の
宗
派
が
中
心
と
な
っ
た
開
拓
団
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
し
て
真
宗
大
谷
派
も
、「
満
洲
」
に

は
深
く
関
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

実
は
、
真
宗
大
谷
派
、
あ
る
い
は
仏
教
界
は
、
か

な
り
早
い
時
期
か
ら
「
満
洲
」
に
関
わ
り
を
持
っ
て

い
ま
す
。
私
の
知
る
限
り
で
は
、
特
に
日
露
戦
争
が

終
わ
っ
た
後
、
多
く
の
戦
死
者
の
慰
霊
も
込
め
て
仏

教
界
か
ら
現
地
に
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
お

り
ま
す
。
今
回
の
「
平
和
展
」
で
も
そ
の
事
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
哈は

爾る

濱ぴ
ん

駅
の

北
側
に
、
東
本
願
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
母
親

が
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
兄
を
抱
え
て
開
拓
団
の
皆

様
と
逃
避
行
し
て
、
逃
げ
場
と
い
う
か
、
駆
け
込

み
寺
と
し
て
匿

か
く
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
の
が
こ
の
東
本
願

寺
で
す
。
そ
の
附
属
の
桃
山
小
学
校
と
い
う
一
九
〇

九
（
明
治
四
十
二
）
年
に
建
て
ら
れ
た
日
本
人
学
校

も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
建
物
は
、
兆
麟
小
学
校
と

名
を
変
え
て
、
今
も
現
役
で
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
。

開
拓
団
の
悲
劇

「
満
蒙
開
拓
」
に
は
、
悲
劇
が
待
っ
て
い
ま
し

た
。
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
八
月
九
日
、
ソ

連
が
「
ソ
満
国
境
」
を
越
え
て
「
満
洲
」
へ
と
攻

め
込
ん
で
き
ま
し
た
。
当
時
、
日
本
と
ソ
連
は
不

可
侵
条
約
を
結
ん
で
い
ま
し
た
が
、
一
説
に
は
、

日
本
が
負
け
る
こ
と
が
確
定
し
た
段
階
で
、
ソ
連

が
予
定
を
早
め
て
攻
め
込
ん
で
き
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

ソ
連
が
国
境
を
越
え
て
攻
め
込
ん
で
き
た
時
、

開
拓
団
の
中
に
年
頃
の
男
性
の
姿
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
日
本
の
戦
局
が
不
利
に
な
る
と
、
主
力

部
隊
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
戦
や
沖
縄
戦
な
ど
の
南
方
戦

線
、
あ
る
い
は
本
土
の
防
衛
の
た
め
に
出
て
い
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
穴
埋
め
の
た
め
に
、
十

八
歳
か
ら
四
十
五
歳
ま
で
の
、
ま
と
も
な
軍
事
訓

練
も
受
け
た
こ
と
が
な
い
開
拓
団
員
の
男
性
た
ち

が
、
全
て
徴
兵
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の

「
根
こ
そ
ぎ
動
員
」
に
よ
っ
て
、
開
拓
団
か
ら
は

若
い
男
性
が
姿
を
消
し
て
い
ま
し
た
。
私
の
父
親

も
、
終
戦
の
僅
か
二
週
間
前
の
七
月
三
十
一
日
に

招
集
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
後
に
は
軍
隊
に
入
っ
た

も
の
の
、
武
器
や
兵
器
は
全
く
無
か
っ
た
そ
う
で

す
。
程
な
く
し
て
ソ
連
軍
が
攻
め
込
ん
で
き
て
、

開
拓
団
の
男
性
も
含
め
て
全
て
ソ
連
軍
の
捕
虜
と

な
り
、
平
均
し
て
三
年
間
ほ
ど
シ
ベ
リ
ア
へ
抑
留

さ
れ
ま
し
た
。

同
時
に
、
襲
い
掛
か
っ
て
き
た
の
は
ソ
連
軍
だ

け
で
な
く
、
現
地
の
中
国
人
た
ち
の
姿
も
あ
り
ま

し
た
。
よ
く
体
験
談
の
中
で
、「
匪ひ

賊ぞ
く

」
が
襲
っ

て
き
た
、
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
ま
す
が
、
盗
賊

的
な
「
匪
賊
」
ば
か
り
が
い
る
は
ず
も
な
く
、
日

頃
か
ら
日
本
人
の
こ
と
を
恨
ん
で
い
た
、
現
地
の

中
国
農
民
な
の
で
す
。

「
開
拓
」
で
す
か
ら
、
私
の
父
も
原
野
を
切
り

拓
い
て
開
墾
す
る
の
か
と
思
っ
て
現
地
へ
行
っ
て

み
た
ら
、
そ
こ
に
は
も
う
家
も
畑
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
現
地
の
中
国
農
民
の
家
や
畑
で
あ
り
、

そ
れ
を
非
常
に
安
い
値
段
で
買
い
上
げ
る
な
ど
の

形
で
入
っ
て
行
っ
た
形
態
の
開
拓
団
が
、
か
な
り

の
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
後
か
ら

入
っ
た
開
拓
団
の
一
部
に
は
実
際
に
原
野
を
開
墾

し
た
例
も
あ
り
ま
す
。

開
拓
団
を
守
る
べ
き
軍
隊
が
い
な
く
な
っ
て
し

ま
い
、
若
い
男
性
も
い
な
い
、
女
性
や
子
ど
も
や

老
人
ば
か
り
の
開
拓
団
の
悲
惨
な
逃
避
行
が
始
ま

り
ま
す
。
そ
の
中
で
多
く
の
集
団
自
決
も
起
き
ま

し
た
。
敵
の
手
に
か
か
る
前
に
自
分
た
ち
の
手
で

…
と
い
う
こ
と
で
、
青
酸
カ
リ
な
ど
の
毒
薬
や
、

あ
る
い
は
円
陣
を
組
ま
せ
て
手
榴
弾
を
爆
発
さ
せ

る
な
ど
の
方
法
で
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
逃
避
行
に
成
功
し
た
開
拓
団
も
あ

り
ま
し
た
が
、
多
く
の
犠
牲
を
出
し
て
、
旧
「
満

洲
」
の
歴
史
は
こ
う
し
て
閉
じ
て
い
き
ま
す
。

現
地
に
留
ま
れ
と
言
う
日
本
政
府

生
き
残
っ
た
開
拓
団
の
人
々
は
、
す
ぐ
に
日
本

へ
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
当

時
の
日
本
政
府
の
方
針
は
、「
外が

い

地ち

」、
つ
ま
り
国

外
に
い
る
日
本
人
は
現
地
に
留
ま
っ
て
生
き
延
び

ろ
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

そ
の
こ
と
を
示
す
ふ
た
つ
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
終
戦
の
前
日
、
八
月
十
四
日
の
も
の
で

す
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
敗
戦
す
る
こ
と

が
決
定
し
た
そ
の
日
に
、
外
務
省
が
「
外
地
」
に

い
る
日
本
人
に
対
し
て
「
居
留
民
は
出
来
得
る
限

り
定
着
の
方
針
を
執
る
」
と
し
た
の
で
す
。
も
う

ひ
と
つ
は
八
月
二
十
六
日
の
大
本
営
の
も
の
で
、

こ
こ
に
は
「
満
鮮
に
土
着
す
る
者
は
日
本
国
籍
を

離
る
る
も
支
障
な
き
も
の
と
す
」
と
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
本
国
籍
を
捨
て
て
も
い
い
か
ら
現
地

に
留
ま
っ
て
生
き
延
び
ろ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

多
く
が
開
拓
団
員
の
子
女
で
あ
る
「
中
国
残
留

孤
児
」
た
ち
は
、「
国
か
ら
三
度
捨
て
ら
れ
た
」

「
農
業
移
民
と
し
て
『
満
洲
』

へ
渡
っ
た
の
に
、
結
果
と
し

て
国
に
よ
っ
て
棄
民
と
な
っ

た
」
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
日
本
も

焼
け
野
原
で
大
変
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、「
満
洲
」
が

本
当
に
理
想
の
国
で
あ
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て

こ
の
よ
う
な
悲
し
い
子
ど
も

た
ち
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
た

ち
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

満蒙開拓青少年義勇軍の少年たち。あどけない笑顔を浮かべ
る彼らには、後に大きな悲劇が待っていた。

一般社団法人　満蒙開拓平和記念館
（長野県下伊那郡阿智村駒場711番地10）
Tel・Fax　0265-43-5580
http：//www.manmoukinenkan.com

※
１　

終
戦
時
に
開
拓
団
に
在
籍
し
た
実
数

※
２　

訓
練
中
の
未
渡
満
者
、
終
戦
前
帰
国
者
等
含
む



　■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

INFORMATION

教化センター日報 2017年３月～５月

研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒のくらしとつとめ⑦）」
研究生・実習「真宗本廟一日参拝」
研究業務「第28回平和展 仏教の社会活動－『満洲侵略』と大谷派－」（～23日）
研究業務「第28回平和展」特別学習会
研究業務「第28回平和展」反省会

3月１日
３日
６日
17日
18日
31日

研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習
研修業務「聖典研修㉓」（竹橋太氏）
研究生・学習会「都市教化・災害ネットワーク研修」事後学習
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』①）」
研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習
研究業務「自死遺族わかちあいの会」学習会
研修業務「聖典研修㉔」（廣瀬惺氏）
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』②）」

４月10日
14日
20日
27日

５月12日
16日
18日
26日

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

聖典研修
「『仏説阿弥陀経』―その教義と
真宗の儀式―」を終えて

2017年度 聖典研修　親鸞聖人の御生涯に聞く

2017 あいち・平和のための戦争展
平和展資料を展示し、平和展スタッフが参加します。

【日　時】８月10日㈭～13日㈰　午前10時～午後６時（※最終日～午後５時）
【会　場】市民ギャラリー矢田（名古屋市東区大幸南１-10）
【入場料】500円（高校生以下、障がい者（介助者含）無料）
【問合せ】2017 あいち・平和のための戦争展実行委員会　電話:052-931-0070／FAX:052-933-3249

平和展スタッフ募集
　教化センターでは、大谷派と戦争の関わりについて調査研究し、その成果を平和展
にて報告・展示しています。平和展スタッフを募集しますので、ご関心のある方はお
問い合わせください。
【要　項】
　・条　件　真宗大谷派の僧侶・門徒
　・内　容　月２回の学習会へ参加し、平和展を企画・運営していただきます。
【問合せ】名古屋教区教化センター（担当：新野、寺西）
　　　　　電話：052-323-3686 ／ FAX：052-332-0900

2017年度からは、東舘紹見氏（大谷大学教授）をお招きし、親鸞聖人のご生涯と、聖
人が生きられた時代について学びます。親鸞聖人は、どのような人々と生き、どのよ
うな人々に教えをお説きになられたのか。名古屋教区・名古屋別院宗祖親鸞聖人750
回御遠忌を終えた今、改めて宗祖の歩みに訪ねていきたいと思います。

期　　日 第１回　９月25日（月）「親鸞聖人のご生涯に聞く」とは
 第２回　11月６日（月）親鸞聖人が生きた時代
 　　　  2018年
 第３回　１月22日（月）誕生と出家
 第４回　３月５日（月）比叡山修学
 第５回　４月23日（月）六角堂参篭
 第６回　５月21日（月）吉水入室
時　　間 午後６時～午後８時
聴 講 料  １回500円／全６回券2,500円
 （教師陞補のための聴講証発行対象研修）
テキスト 『真宗聖典』 講師：東舘紹見氏

ひがしだてしょうけん

センタージャーナル No.101⑧

５月18日をもって、３年間に渡り廣
ひろ

瀬
せ

惺
しずか

先生と竹
たけ

橋
はし

太
ふとし

先生
をお招きして学んだ『仏説阿弥陀経』の講義が終了した。内
容は、これまでのジャーナル掲載紙面（91号以降の２・３面）
に譲り、今回は最終講議後の謝恩会において、両先生からい
ただいた「私たちへの宿題」をご紹介したい。
廣瀬惺先生は「どこまでも教えに尋ね続けてください。そ

して読書ノートを付け、自身が感銘を受けた言葉を留めてお
いてください。その言葉があなたの歩みを後押ししてくれま

す」と、これまでの自身の歩みをふま
え、お話しくださった。
そして竹橋太先生は「仏教とは、本

当の意味での自由を私たちに教えてく
ださるものでしょう。いろいろなもの
に縛られ、身動きできずに苦しんでい
る現代だからこそ、その教えを必要と
している方が大勢いるはずです」と、僧
侶として生きることに戸惑い続ける私
たちの背中を押してくださった。
両先生から提示された宿題を、改めていただいていきたい

と思う。
� （業務嘱託　飯田�真宏）

新任職員　挨拶

　2017年４月11日付で教区事務嘱託に
任命されました。

事務職員　服
はっとり

部�岩
いわ

光
みつ

　教化センターで図書管
理を担当させていただく
ことになりました。共に
学んでまいりたいと思い
ます。どうぞよろしくお
願いいたします。

《雑感》
この４月、３歳の息子が幼稚園に入園し
た。ところが、５月になり、「行きたくな
い」と大泣き。嫁は「元気なら行くべき」
と言い、ぼくは「行きたくないなら行か
せなくていい」と大喧嘩。喧嘩は、嫁の
勝利。息子は、１週間、幼稚園を休んだ。
そのあとは、嫁が無理やり幼稚園バスに
乗せたり、車で幼稚園へ送迎したりした。
今朝も、息子は、「行きたくない」と言っ
ていた。この問題は、まだまだ尾を引き
そうだ。

（Ｉ.Ｈ）
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◦差支えなければ、イラストを使用された場合、教化センターまで
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