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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.102

「
お
寺
が
消
え
て
い
く
」。
衝
撃
的
な
題
名

で
過
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
そ
の
内
容

は
、
法
要
行
事
の
参
詣
者
の
減
少
、
ご
門
徒

の
転
居
に
よ
る
寺
院
と
の
無
縁
化
な
ど
、
昨

今
の
寺
院
を
取
り
巻
く
問
題
を
浮
き
彫
り
に

し
て
い
た
。
番
組
で
は
二
〇
四
〇
年
ま
で
に

三
分
の
一
の
寺
が
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
へ

の
対
応
策
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
結
局
の
と

こ
ろ
解
決
方
法
は
定
ま
ら
ず
。
精
神
文
化
の

変
容
に
対
す
る
注
意
喚
起
で
結
ば
れ
た
。

抗
う
こ
と
の
で
き
ぬ
「
時
の
流
れ
」
の
中

で
寺
を
住
持
す
る
私
は
何
を
す
れ
ば
い
い
の

だ
ろ
う
か
。「
さ
あ
、
皆
で
お
寺
へ
参
り
ま
し

ょ
う
」
と
い
う
話
で
も
な
い
し
、
ま
し
て
や

伽
藍
と
い
う
建
築
物
の
維
持
管
理
で
抗
え
る

問
題
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
思
い

を
巡
ら
す
時
、「
身
を
す
て
て
、
平
坐
に
て
」

人
々
と
接
し
た
蓮
如
上
人
を
憶
う
。

室
町
の
世
、
こ
の
国
は
応
仁
の
乱
に
よ
っ

て
悶
死
の
現
実
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
う

し
た
戦
乱
の
な
か
、
蓮
如
上
人
は
積
極
的
に

民
衆
の
間
に
入
り
、

朝ち
ょ
う

夕せ
き

、『
正

し
ょ
う

信し
ん

偈げ

』・『
和わ

讃さ
ん

』
に
て
念
仏

も
う
す

�

（『
聞
書
三
一
』
聖
典
八
六
〇
頁
）

こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
お
勤
め
の
最

後
に
は
『
御
文
』
を
「
上
段
」
に
坐
っ
て
拝

読
す
る
の
で
は
な
く
、
御
同
朋
御
同
行
と
身

を
同
坐
の
と
こ
ろ
に
据
え
て
読
む
よ
う
勧
励

し
て
い
か
れ
た
。
ま
た
御
法
談
已
後
、

四
五
人
の
衆し

ゅ
う

、
寄
り
合
い
談だ

ん

合こ
う

せ
よ
。

必
ず
、
五
人
は
五
人
な
が
ら
、
意い

巧ぎ
ょ
うに

き
く
物
な
り

�

（『
聞
書
一
二
〇
』
聖
典
八
七
七
頁
）

一
句
一い

ち

言ご
ん

を
聴

ち
ょ
う

聞も
ん

す
る
と
も
、た
だ
、
得え

手て

に
法
を
き
く
な
り

�

（『
聞
書
一
三
七
』
聖
典
八
七
九
頁
）

と
、
四
五
人
の
御
兄
弟
・
同
行
と
聞
法
す
る

時
に
陥
り
が
ち
な
問
題
を
誡
め
「
談
合
せ
よ
」

と
勧
め
る
。

こ
れ
ら
は
「
一
宗
の
繁
昌
」
を
願
う
蓮
如

上
人
の
自
戒
の
言
葉
だ
。
他
力
の
宗
旨
を
乱

す
自
見
の
了
解
に
注
視
し
、
一
人
に
て
も
信

を
獲
る
、
弥
陀
の
本
願
を
本
と
す
る
場
・
本

願
寺
が
開
か
れ
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
願
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
蓮
如
上
人
の
姿
勢
こ
そ

が
、
人
々
を
集
め
、
上
人
亡
き
後
、
五
百
年

を
超
え
た
今
で
も
御
影
道
中
が
続
け
ら
れ
て

い
る
所
以
な
の
だ
ろ
う
か
。

お
寺
が
消
え
て
無
く
な
る
こ
と
が
問
題
な

の
で
は
な
い
。
私
が
聴
聞
し
て
も
意
巧
に
聞

く
。
自
分
が
言
い
当
て
ら
れ
て
恥
ず
か
し
い

と
思
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
だ
け
の
こ
と
。

自
分
の
得
手
勝
手
な
見
解
で
、
了
解
し
た
つ

も
り
に
語
る
こ
と
が
、
聴
聞
し
談
合
し
あ
う

僧
伽
を
乱
し
、
破
壊
し
て
い
た
こ
と
か
。
自

身
の
姿
勢
が
一
番
の
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。

「
お
寺
が
消
え
る
」
と
聞
き
、「
門
徒
一
人

も
あ
ら
じ
」
の
慚
愧
は
あ
る
か
。
身
分
を
す

て
て
、
平
坐
に
て
、
皆
と
出
あ
い
、
民
衆
に

教
わ
り
聞
き
続
け
た
再
興
の
上
人
、
蓮
如
に

我
が
身
を
憶
う
の
で
あ
る
。

�

（
主
幹　

荒
山　

淳
）
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『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
、
釈
尊
は
三
十

八
回
「
舎し

ゃ

利り

弗ほ
つ

」
と
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
舎
利
弗
が
大
き
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
同
時
に
押
さ
え

て
お
き
た
い
の
は
、
鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ゅ
う（

以
下
、
羅
什
）

が
翻
訳
し
た
他
の
経
典
に
も
、
舎
利
弗
は
登
場

し
、
一
つ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
故
、
当
時
の
中
国
の
人
た
ち
は
、
そ

れ
ら
諸
経
典
に
表
さ
れ
た
舎
利
弗
の
姿
を
総
合

し
て
考
え
た
上
で
、『
阿
弥
陀
経
』
に
登
場
す
る

舎
利
弗
も
見
て
い
た
と
想
像
で
き
ま
す
。

舎
利
弗
が
智
慧
第
一
と
讃
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
教
団
を
任
せ
て
も
良
い
と
思
う
く

ら
い
釈
尊
か
ら
の
信
頼
が
篤
い
仏
弟
子
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。『
阿
弥
陀
経
』

で
も
「
長
老
舎
利
弗
」（『
聖
典
』
一
二
五
頁
）

と
、
対
告
衆
の
中
で
最
初
に
名
前
が
挙
が
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
優
れ
た
仏
弟
子
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
大
乗
経
典
に
お
い
て
、
舎
利
弗
を
含
む

仏
弟
子
と
言
わ
れ
る
方
々
が
、「
大
乗
（
菩
薩
）」

に
対
す
る
「
小
乗
（
声
聞
・
縁
覚
）」
と
い
う
方

向
の
意
を
含
ん
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、注

意
が
必
要
で
し
ょ
う
。「
小
乗
」の
原
語
は「
ヒ
ー

ナ
ヤ
ー
ナ
」、
つ
ま
り
立
派
な
大
乗
の
教
え
に
対

し
て
「
劣
っ
た
乗
り
物
」
と
い
う
意
味
が
あ
る

の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
羅
什
が
訳
し
た
『
妙

み
ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
ょ
う』「

方ほ
う

便べ
ん

品ぼ
ん

」
に
お
い
て
、
舎
利
弗
に
対

し
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

窺
え
ま
す
。

又
舎
利
弗
よ
、
是
の
諸
の
比
丘
・
比
丘
尼

に
し
て
自
ら
已
に
阿
羅
漢
を
得
た
り
。
是

れ
最
後
身
な
り
、
究
竟
の
涅
槃
な
り
と
謂

い
て
、
便
ち
復
た
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

を
志
求
せ
ず
ん
ば
、
当
に
知
る
べ
し
、
此

の
輩
は
、
皆
是
れ
増
上
慢
の
人
な
り
。

�

（『
大
正
蔵
』
九
巻
・
七
頁
・
Ｂ
〜
Ｃ
段
）

仏
弟
子
と
し
て
最
高
の
位
で
あ
る
「
阿あ

羅ら

漢か
ん

果
」
を
得
て
満
足
し
、
自
分
は
分
か
っ
た
と
閉

じ
こ
も
る
在
り
方
を
「
増ぞ

う

上じ
ょ
う

慢ま
ん

」
だ
と
仏
は
指

摘
さ
れ
ま
す
。
一
方
、
大
乗
の
さ
と
り
で
あ
る

「
阿あ

の

耨く

多た

羅ら

三さ
ん

藐み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

」
と
は
、
全
て
の
人
を

救
う
仏
の
世
界
、
つ
ま
り
自
分
だ
け
で
終
わ
ら

ず
に
全
て
の
人
の
さ
と
り
に
繋
が
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
仏
は
阿
羅
漢
の
代
表
で
あ
る
舎

利
弗
を
諭
す
こ
と
を
通
し
て
、
大
乗
の
方
向
を

示
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
、
異
な
る
経
典
を
見
て
い
き
ま
し

ょ
う
。
羅
什
訳
『
維ゆ

い

摩ま

詰き
つ

所し
ょ

説せ
つ

経き
ょ
う』（

以
下
、『
維

摩
経
』）
に
は
「
維
摩
」
と
い
う
在
家
信
者
が
、

「
出
家
し
な
け
れ
ば
さ
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
考
え
る
比
丘
た
ち
を
沈
黙
さ
せ
る
こ
と
を
通

し
て
、
大
乗
の
教
え
を
説
く
部
分
が
あ
り
ま
す
。

次
の
文
章
は
『
維
摩
経
』「
弟
子
品
」
に
説
か
れ

る
部
分
で
す
が
、
今
回
は
現
代
語
訳
さ
れ
た
石い

し

田だ

瑞み
ず

麿ま
ろ

氏
の
著
書
か
ら
引
用
し
ま
し
た
。

や
あ
、
舎
利
弗
さ
ん
。
坐
わ
る
こ
と
が
坐

禅
（
宴
坐
）
と
き
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
。
…

中
略
…
さ
と
り
の
道
を
あ
る
き
な
が
ら
、世

俗
の
日
常
生
活
（
凡
夫
事
）
を
送
る
こ
と

が
、
坐
禅
な
の
で
す
し
、
…
中
略
…
煩
悩

を
断
ち
切
ら
な
い
で
、
究
極
の
さ
と
り（
涅

槃
）
に
入
る
こ
と
が
坐
禅
な
の
で
す
。
も

し
こ
の
よ
う
に
坐
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
仏

は
よ
ろ
し
い
と
お
ゆ
る
し
に
な
る
で
し
ょ

う
。

（『
維
摩
経　

不
思
議
の
さ
と
り
』

�

二
七
〜
二
八
頁
）

座
禅
を
し
て
い
た
舎
利
弗
に
対
し
、
維
摩
は

こ
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
の
で
す
が
、
舎
利
弗

は
何
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
で
言
う
座
禅
と
は
、
座
っ
て
行
わ
れ
る

瞑
想
の
こ
と
で
す
。
維
摩
は
、
座
禅
の
次
第
を

守
っ
て
修
行
す
れ
ば
答
え
が
出
る
と
い
う
自
力

的
な
考
え
を
批
判
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
煩

悩
を
断
た
な
く
と
も
、
仏
は
向
こ
う
か
ら
や
っ

て
き
て
く
だ
さ
る
。
こ
ち
ら
か
ら
向
か
う
の
で

は
な
く
、
い
た
だ
い
て
い
く
仏
道
を
示
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

『
維
摩
経
』
に
お
い
て
舎
利
弗
は
度
々
登
場
し

ま
す
。
座
具
も
な
い
維
摩
の
部
屋
に
入
り
、「
い

っ
た
い
ど
こ
に
座
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
」
と

か
、
別
の
仏
国
に
お
い
て
は
「
こ
の
仏
国
の
人

は
何
を
食
べ
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
余

計
な
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
者
と
し
て
、
ま

た
、
こ
の
土
が
釈
迦
仏
の
浄
土
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
て
い
な
い
無
知
な
者
と
し
て
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
（
小

乗
仏
教
）
に
対
す
る
批
判
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
対
告
衆

み
な
さ
ん
も
聞
法
し
て
い
て
「
な
る
ほ
ど
」

と
思
っ
た
瞬
間
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

次
の
瞬
間
に
は
「
私
は
分
か
っ
た
」
と
な
り
、
解

釈
の
違
う
人
に
対
し
て
は
「
あ
の
人
は
分
か
っ

て
い
な
い
」
と
な
り
ま
す
。
い
つ
で
も
仏
の
側

に
一
歩
で
も
近
づ
こ
う
と
考
え
、
時
に
は
、
覚

り
に
近
づ
い
た
と
思
う
煩
悩
を
生
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
「
増
上
慢
」
な
の
で
す
。

他
力
の
仏
教
と
聞
き
、自
力
を
否
定
す
る
。
仏

道
と
は
、
仏
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
、
自
分

の
中
で
定
ま
っ
た
答
え
を
持
ち
、
そ
れ
に
向
か

っ
て
行
こ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
仏

教
を
人
間
の
側
へ
と
引
き
戻
し
て
し
ま
う
こ
と

し
か
で
き
な
い
の
で
す
。
舎
利
弗
に
対
し
て
、
釈

尊
が
、
問
わ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら

「
舎
利
弗
よ
、
浄
土
が
あ
る
」
と
何
度
も
述
べ
ら

れ
た
の
が
『
阿
弥
陀
経
』
で
す
。
釈
尊
の
声
は

一
体
だ
れ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
老
な
の
か
？　

増
上
慢
な
の
か
？

舎
利
弗
、
沈
黙
さ
せ
ら
れ
る

第
二
十
三
回
二
〇
一
七
年
四
月
十
四
日（
金
）

私
た
ち
の
代
表
で
あ
る「
舎
利
弗
」

講
師　

竹た
け

橋は
し　

太
ふ
と
し�
氏
（
儀
式
指
導
研
究
所
研
究
員
）

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
「
本
願
に
救
わ
れ
る
」
と
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
そ
こ
に
は
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
本
願

の
信
心
が
開
か
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
「
念
仏
往
生
を
勧
め
る
」
一

段
の
、
次
の
教
説
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。舎し

や

利り

弗ほ
つ

、
も
し
善ぜ

ん

男な
ん

子し

・
善ぜ

ん

女に
よ

人に
ん

あ
り
て
、

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
説
く
を
聞
き
て
、
名
号
を
執

し
ゆ
う

持じ

す
る
こ
と
、
も
し
は
一
日
、
も
し
は
二

日
、
も
し
は
三
日
、
も
し
は
四
日
、
も
し

は
五
日
、
も
し
は
六
日
、
も
し
は
七
日
、
一

心
に
し
て
乱み

だ

れ
ざ
れ
ば
、
そ
の
人
、
命

み
よ
う

終じ
ゆ
う

の
時
に
臨の

ぞ

み
て
、
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

、
も
ろ
も
ろ

の
聖

し
よ
う

衆じ
ゆ

と
、
現
じ
て
そ
の
前
に
ま
し
ま
さ

ん
。
こ
の
人
、
終
わ
ら
ん
時
、
心
顛て

ん

倒ど
う

せ

ず
し
て
、
す
な
わ
ち
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
極
楽
国

土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得え

ん
。

�

（『
聖
典
』
一
二
九
頁
）

私
た
ち
に
本
願
の
信
を
開
こ
う
と
す
る
仏
陀

の
大
悲
と
い
い
ま
す
か
、
非
常
な
力
を
感
じ
る

一
段
で
す
。「
も
し
は
一
日
、
も
し
は
二
日
、
も

し
は
三
日
…
…
」
と
し
て
、
仏
は
力
を
こ
め
て

説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信

証
』
に
お
い
て
、
こ
の
個
所
を
『
阿
弥
陀
経
』

の
中
心
に
な
る
教
説
と
し
て
い
た
だ
い
て
お
ら

れ
ま
す
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
信
心
が
開
か
れ
る

の
か
で
す
が
、
結
論
を
先
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、

こ
こ
に
説
か
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
聞
法
と
称

名
念
仏
で
す
。
本
願
が
、
私
た
ち
の
救
い
と
し

て
い
た
だ
か
れ
る
道
は
、
こ
の
事
に
尽
く
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
以
外
に
、
本

願
の
信
心
が
開
か
れ
る
方
法
は
な
い
と
教
え
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
阿
弥
陀
仏
を
説
く
を
聞
き
て
」
と
し
て
、
聞

法
が
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
名
号
を

執
持
す
る
」
と
し
て
、
称
名
念
仏
が
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と

を
獲
信
の
因
縁
と
し
て
押
さ
え
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

「
正
信
偈
」
に
「
光
明
名
号
顕
因
縁
」（『
聖

典
』
二
〇
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
「
光

明
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
教
え
で

し
ょ
う
。
こ
の
「
正
信
偈
」
の
出
拠
で
あ
り
ま

す
善
導
大
師
の
文
に
つ
い
て
記
し
て
お
ら
れ
ま

す
、「
行
巻
」
の
お
言
葉
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

か
る
が
ゆ
え
に
宗
師
は
、「
光こ

う

明み
よ
う

名み
よ
う

号ご
う

を
も

っ
て
十
方
を
摂せ

つ

化け

し
た
ま
う
。
た
だ
信し

ん

心じ
ん

を
し
て
求
念
せ
し
む
」（
礼
讃
）
と
言の

た
ま

え
り
。

ま
た
「
念
仏
成じ

よ
う

仏ぶ
つ

こ
れ
真
宗
」（
五
会
法
事

讃
）
と
云い

え
り
。
ま
た
「
真
宗
遇あ

い
が
た

し
」（
散
善
義
）
と
云い

え
る
を
や

�

（『
聖
典
』
一
九
〇
〜
一
九
一
頁
）

と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
の
善
導
大
師
の
文
の
み
で
申
し
ま
す
と
、

「
真
宗
遇
い
が
た
し
」
と
い
う
『
散
善
義
』
の
お

言
葉
は
「
云
え
る
を
や
」
と
記
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
同
じ
善
導
大
師
の
文
で
あ
り
ま
す

『
往
生
礼
讃
』
の
「
光
明
名
号
を
も
っ
て
…
…
」

の
文
は
、「
言の

た
まえ

り
」
と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
経
典
の
文
を
お
引
き
に
な
る
時

に
「
言
」
の
字
を
用
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら

し
て
、
こ
の
『
往
生
礼
讃
』
の
文
は
善
導
大
師

の
文
で
す
が
、
そ
れ
を
仏
の
お
言
葉
と
し
て
い

た
だ
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
仏

の
金
言
（
不
変
の
言
葉
）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
に
、
人
生
の
根
拠
と
な
り
往
生
成
仏

の
生
活
を
実
現
す
る
本
願
の
信
心
は
、
聞
法
と

称
名
念
仏
が
因
縁
と
な
っ
て
、
私
た
ち
の
思
い

は
か
ら
い
を
超
え
て
発
起
す
る
心
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。

こ
の
個
所
の
今
一
つ
の
問
題
は
、
こ
の
一
段

に
は
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が

説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
往
生
に
つ
い
て
「
命

終
の
時
に
臨
み
て
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
こ
の
教
説
を
ど
の
よ
う
に
い
た
だ
く
の
か

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、親

鸞
聖
人
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
浄
土
は
、私

を
立
場
と
す
る
在
り
方
が
終
わ
る
時
、
私
た
ち

に
開
か
れ
て
く
る
世
界
で
あ
り
生
活
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
で
す
か
ら
こ
こ
で
親
鸞
聖

人
は
、「
命
終
」
を
肉
体
の
命
終
で
は
な
く
て
、

自
力
の
命
終
と
受
け
取
っ
て
お
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

『
一
念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
親
鸞
聖
人
は
、

『
阿
弥
陀
経
』
の
こ
の
個
所
に
相
当
し
ま
す
『
往

生
礼
讃
』
の
「
恒
に
願
は
く
は
一
切
臨
終
の
時
、

勝
縁
・
勝
境
こ
と
ご
と
く
現
前
せ
ん
」
と
の
偈

文
、
つ
ま
り
、
命
終
わ
る
と
き
に
素
晴
ら
し
い

境
界
が
現
れ
ま
す
よ
う
に
と
い
う
一
文
を
、
次

の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
一い

つ

切さ
い

臨り
ん

終じ
ゆ
う

時じ

」
と
い
う
は
、
極ご

く

楽ら
く

を
ね
が

う
よ
ろ
ず
の
衆
生
、
い
の
ち
お
わ
ら
ん
と

き
ま
で
、
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。

�

（『
聖
典
』
五
三
四
頁
）

『
往
生
礼
讃
』
に
「
臨
終
の
時
」
と
あ
り
ま
す

の
を
、「
い
の
ち
お
わ
ら
ん
と
き
ま
で

4

4

」
と
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
宗
祖
は
「
ま
で
」
と
い
う
二
文

字
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
生
を
現

在
の
こ
と
、
信
の
一
念
の
時
の
こ
と
と
し
て
い

た
だ
い
て
お
ら
れ
る
と
申
し
上
げ
て
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

浄
土
や
往
生
に
つ
い
て
、
私
た
ち
人
間
の
思

い
で
対
象
化
し
て
未
来
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え

る
の
で
は
な
く
、
迷
い
の
身
と
し
て
生
き
て
い

る
私
た
ち
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
し
て
発
起

し
て
く
る
信
の
一
念
に
お
け
る
こ
と
と
し
て
、す

な
わ
ち
、
信
の
一
念
に
お
け
る
自
覚
的
な
事
柄

と
し
て
明
瞭
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
親
鸞

聖
人
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
―
そ
の
教
義
と
真
宗
の
儀

式
―
」
の
抄
録
は
今
号
で
終
了
で
す
。

＊�

次
号
か
ら
は「
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く
」

（
講
師
：
東

ひ
が
し

舘だ
て

紹し
ょ
う

見け
ん

氏
）
を
テ
ー
マ
と
し
た

聖
典
研
修
の
抄
録
を
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

仏
が
特
に
力
を
込
め
た
一
段

命
終
時
の
往
生

第
二
十
四
回
二
〇
一
七
年
五
月
十
八
日（
木
）

　

本
願
の
信
心
を
開
く
も
の

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺
し
ず
か�

氏
（
大
垣
教
区
妙
輪
寺
住
職
）



センタージャーナル No.102

は
じ
め
に

二
〇
一
五
年
、
筆
者
は
名
古
屋
教
区
第
四

組
・
推
進
員
養
成
講
座
前
期
教
習
の
講
師
と
な

り
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
蓮
如
上
人
御

影
道
中
を
歩
く
御
縁
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は

御
下
向
の
み
の
、
そ
れ
も
一
日
（
四
月
二
十
二

日
）
だ
け
の
参
加
で
あ
っ
た
が
、
何
も
の
に
も

代
え
が
た
い
体
験
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
今
年
に

な
り
、
上
人
御
影
の
吉
崎
別
院
御
到
着
に
も
出

会
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
改
め
て
真
宗

の
信
仰
文
化
を
考
え
る
貴
重
な
機
縁
と
も
な
っ

た
。
本
稿
で
は
、
第
四
組
で
行
っ
た
御
影
道
中

事
前
講
義
の
う
ち
、
と
く
に
道
中
の
起
源
に
つ

い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

＊
＊
＊

こ
の
御
影
道
中
は
周
知
の
と
お
り
、
真
宗
大

谷
派
吉
崎
別
院
（
福
井
県
あ
わ
ら
市
）
に
て
毎

年
四
月
二
十
三
日
か
ら
五
月
二
日
ま
で
勤
め
ら

れ
る
蓮
如
上
人
御
忌
法
要
に
際
し
、
本
山
（
東

本
願
寺
）所
蔵
の
上
人
御
影
を
御
櫃
に
収
め
、さ

ら
に
御
輿
に
載
せ
て
、
吉
崎
別
院
ま
で
の
間
を

往
復
徒
歩
で
お
運
び
す
る
仏
事
で
あ
る
［
表
紙

写
真
参
照
］。
吉
崎
別
院
へ
の
御
下
向
は
四
月
十

七
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
、
寺
院
・
門
徒
宅
に
立

ち
寄
り
な
が
ら
進
む
六
泊
七
日
の
行
程
で
あ
り
、

復
路
で
あ
る
本
山
へ
の
御
上
洛
は
、
五
月
二
日
か

ら
五
月
九
日
ま
で
の
七
泊
八
日
の
行
程
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
運
ば
れ
て
い

た
の
が
上
掲
写
真
の
蓮
如
上
人
御

影
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
御
影
は
、

一
九
九
九
年
十
月
に
所
有
権
が
真

宗
大
谷
派
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
為
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
吉

崎
別
院
に
奉
掛
さ
れ
て
い
た
享
保

六
（
一
七
二
一
）
年
下
付
の
御
影

を
「
御
帰
山
」
さ
せ
、
以
後
そ
ち

ら
を
お
運
び
し
御
忌
法
要
が
勤
修

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
御
影
道
中
の
由
来
を
尋
ね

る
に
は
、
や
は
り
そ
も
そ
も
の
上

人
御
影
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
ま
ず
は
そ
の
裏
書
を
確
認
し

て
お
こ
う
。

上
の
裏
書
記
録
か
ら
こ
の
御
影

は
、
本
願
寺
が
東
西
分
派
し
て
し
ば
ら
く
の
慶

長
十
六
（
一
六
一
一
）
年
、
東
本
願
寺
教
如
上

人
か
ら
「
越
前
国
坂
北
郡
細
呂
宜
郷
吉
崎
惣
道

場
」
に
下
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
文
明
七
（
一
四
七
五
）
年
八
月
に
蓮
如
上

人
が
退
去
し
て
か
ら
の
吉
崎
坊
舎
は
、
永
正
三

（
一
五
〇
六
）
年
、
越
前
朝
倉
氏
に
よ
っ
て
破
却

さ
れ
廃
坊
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
坊
舎
跡
山

下
に
二
つ
の
道
場
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
が
本
願

寺
の
東
西
分
派
と
と
も
に
東
派
と
西
派
に
分
か

れ
た
と
い
う
①
。
こ
の
裏
書
に
あ
る
「
吉
崎
惣

道
場
」
と
は
そ
の
う
ち
の
東
派
道
場
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
道
場
が
吉
崎
惣
道
場
願
慶
寺
と
な

り
、
吉
崎
御
坊
願
慶
寺
、
そ
し
て
御
坊
と
願
慶

寺
が
切
り
離
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
期
に
御
坊
が

別
院
と
改
称
さ
れ
て
現
在
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

＊
＊
＊

で
は
、
御
影
道
中
は
い
つ
か
ら
始
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
れ
に
関
し
て
は
今

ま
で
明
確
な
記
録
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
伝
承
に
基
づ

く
い
く
つ
か
の
説
が
語
ら
れ
て
お
り
、
主
に
延

宝
年
間
（
一
六
七
三
〜
八
一
）、
享
保
七
（
一
七

二
二
）
年
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
六
四
）

の
三
説
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
②
。
ち
な

み
に
、
真
宗
大
谷
派
と
し
て
は
今
年
で
三
四
四

回
目
と
し
て
い
る
の
で
、
年
一
回
行
わ
れ
て
き

た
と
す
る
と
、
そ
の
開
始
は
延
宝
二
（
一
六
七

四
）
年
と
な
り
、
延
宝
年
間
説
に
よ
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
延
宝
年
間
説
は
真
宗
大
谷
派

宗
務
所
出
版
部
発
行『
蓮
如
上
人
絵
伝
の
研
究
』

（
一
九
九
四
年
）
の
扉
絵
に
あ
る
、
蓮
如
上
人
御

影
解
説
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
に
同

出
版
部
よ
り
発
行
さ
れ
た
『
蓮
如
上
人
行
実
』

所
収
の
「
蓮
如
上
人
年
譜
」
で
は
、
宝
暦
四
（
一

七
五
四
）
年
に
始
ま
る
と
あ
り
（
二
三
三
頁
）、

必
ず
し
も
見
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
も
な

さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
筆
者
と
し
て
は
享
保
七

年
説
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
福
井
県
金
津
町

吉
崎
史
編
纂
委
員
で
あ
っ
た
朝
倉
喜
祐
氏
に
よ

っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
吉
崎
別
院

に
隣
接
す
る
願
慶
寺
所
蔵
の
膨
大
な
古
文
書
に

基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
著
書
『
吉
崎
御
坊
の
歴

史
』（
一
九
九
五
年
、
国
書
刊
行
会
）
に
詳
述
さ

れ
て
い
る
。
願
慶
寺
の
古
文
書
群
は
現
在
そ
の

一
部
が
北
西
弘
氏
に
よ
り
翻
刻
出
版
さ
れ
③
、御

影
道
中
に
関
連
す
る
記
録
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
特
に
享
保
六
年
の
次
の
文
書
は
御
影
道

中
の
起
点
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
　

端
書
無
之

　

�

往
古
其
道
場
へ
被
成
御
免
候　

信
證
院
御

影
漸
く
可
及
損
却
付
今
度
右
之　

尊
影
御

写
被
成
下
候
間
難
有
被
存　

渇
仰
尤
候　

御
賛���

御
名　

御
裏
書
等
者
追
而　

可
被

成
下
候���

為
其
如
是
候
也

　

享
保
六
丑
年
八
月
廿
八
日

　
　
　
　

若
林
蔵
人　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

�

七
里
弾
正
重
順　
　
　
　
（
花
押
）

�

下
間
治
部
卿
法
橋
頼
伴　
（
花
押
）

　
　

越
前
国
坂
北
郡

　
　

細
呂
宜
郷
吉
崎

　
　
　
　
　
　

御
坊
④

こ
れ
は
東
本
願
寺
坊
官
よ
り
吉
崎
御
坊
に
宛

て
ら
れ
た
文
書
で
、
先
述
の
享
保
六
年
下
付
蓮

如
上
人
御
影
の
添
状
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ

天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
、
吉
崎
惣
道
場
は
寺

号
を
授
与
さ
れ
「
吉
崎
惣
道
場
願
慶
寺
」
と
な

り
、
さ
ら
に
享
保
六
年
、
願
慶
寺
は
御
坊
に
取

り
立
て
ら
れ
「
吉
崎
御
坊
願
慶
寺
」
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
が
⑤
、
そ
れ
に
際
し
て
八
月
二

十
八
日
付
で
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
御
坊
取
り
立
て
と
同
時
に
、
古
く
損

傷
の
あ
る
慶
長
十
六
年
教
如
上
人
下
付
の
蓮
如

④

研 究 員
特別レポート

蓮
如
上
人
御
影
道
中
の起源

に
関
す
る
覚
書

研
究
員　

小こ

島じ
ま　

智
さ
と
し

　
　
　
　
　
　
　

本
願
寺
釈
教
如
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

慶
長
拾
六
亥辛
稔
二
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
前
国
坂
北
郡
細
呂
宜
郷

蓮
如
上
人
真
影　
　
　

吉
崎
惣
道
場
物
也

蓮如上人御影（真宗大谷派旧蔵）御影裏書

＊�「東本願寺および大谷大学所蔵優品展　特別展　蓮如上人」図録
（1997年、大谷大学図書館）26頁より転載。
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上
人（
信
證
院
）御
影
は
本
山
へ
上
納
さ
れ
、
代

わ
っ
て
そ
の
写
し
が
下
付
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
⑥
。

＊
＊
＊

し
か
し
、
教
如
上
人
下
付
の
御
影
は
、
延
宝

五
（
一
六
七
七
）
年
、
東
西
本
願
寺
の
吉
崎
山

上
所
有
権
を
め
ぐ
る
争
い
に
対
し
、
江
戸
幕
府

が
そ
の
山
上
を
直
轄
地
と
し
て
双
方
の
管
理
を

禁
ず
る
ま
で
、
蓮
如
上
人
御
忌
法
要
の
際
に
は

山
上
に
移
さ
れ
仮
屋
に
奉
掛
さ
れ
て
、
お
勤
め

が
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
⑦
。
延
宝
六

年
か
ら
は
山
下
の
惣
道
場
に
て
勤
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
吉
崎
の
門
徒
衆
に
し
て
み
れ

ば
、
山
上
御
旧
跡
地
で
蓮
如
上
人
と
相
ま
み
え

る
「
生
身
の
御
影
」
と
し
て
、
語
り
継
が
れ
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
故
に
、
御
忌
法
要

に
は
こ
の
御
影
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
り
、
法
要
期
間
の
み
本
山
よ
り
「
お
返
し
」

い
た
だ
き
、
法
要
後
に
は
ま
た
本
山
へ
上
納
す

る
御
影
道
中
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
文

政
七
（
一
八
二
四
）
年
十
月
に
本
山
へ
提
出
さ

れ
た
願
慶
寺
の
由
緒
書
が
あ
る
。
た
だ
残
念
な

が
ら
、
全
体
を
翻
刻
し
た
も
の
が
刊
行
さ
れ
て

お
ら
ず
、
実
際
の
文
書
も
管
見
に
及
ん
で
い
な

い
。
し
か
し
、
朝
倉
喜
祐
氏
の
前
掲
書
に
、
同

氏
翻
刻
の
も
の
が
一
部
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

関
係
箇
所
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

�

慶
長
年
中
、
祐
念
よ
り
四
世
祐
親
は
教
如

様
に
御
帰
依
申
し
あ
げ
、
同
拾
六
年
二
月
、

蓮
如
様
御
影
、
教
如
様
御
自
画
、
御
銘
御

裏
等
御
染
筆
あ
そ
ば
さ
れ
祐
親
へ
御
手
ず

か
ら
御
授
与
な
し
下
さ
れ
候
事
。

　
�

但
し
此
の
御
影
享
保
六
丑
年
よ
り
御
本
山

へ
御
引
上
げ
に
相
成
り
毎
年
三
月
御
下
向

の
事
⑧
。

こ
こ
か
ら
、
少
な
く
と
も
文
政
七
年
ま
で
は
、

蓮
如
上
人
御
影
道
中
は
、
享
保
六
年
の
本
山
へ

の
教
如
上
人
下
付
御
影
「
御
引
上
げ
」
が
起
点

と
な
り
、
翌
年
よ
り
始
ま
っ
た
と
認
識
さ
れ
て

い
た
と
分
か
る
の
で
あ
る
⑨
。

さ
て
、
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
九
月
、
新

た
に
吉
崎
御
坊
本
堂
が
落
成
す
る
。
こ
れ
以
後
、

吉
崎
御
坊
と
願
慶
寺
は
分
離
、
願
慶
寺
は
「
御

坊
列
座
役
留
守
居
」
と
な
り
⑩
、
御
忌
法
要
も

御
坊
本
堂
に
て
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

先
述
の
よ
う
に
筆
者
は
こ
の
四
月
、
蓮
如
上

人
御
影
の
吉
崎
別
院
御
到
着
に
初
め
て
出
会
い
、

「
お
腰
延
ば
し
の
儀
」
と
初
夜
勤
行
に
も
参
詣
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
内
陣
御
代
前
に
御
影
が
奉

掛
さ
れ
、
満
堂
の
参
詣
者
が
親
し
く
贍
仰
す
る

姿
を
拝
見
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
一
人
一
人
が

「
蓮
如
さ
ん
」
と
改
め
て
出
会
わ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
何
も
本
堂
内
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
通
り
過
ぎ
行
く
御
影
に

合
掌
す
る
沿
道
の
人
々
や
、
お
立
ち
寄
り
所
で

お
迎
え
す
る
人
々
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
随
行

の
教
導
と
道
中
責
任
者
た
る
宰
領
・
供
奉
人
、さ

ら
に
自
主
参
加
で
歩
く
人
々
の
姿
は
、
ま
さ
に

生
身
の
「
蓮
如
さ
ん
」
と
対
話
を
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
り
、
筆
者
自
身
も
そ
の
思
い
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
御
影
道
中
を
伝
え
て

き
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
そ
の
時
そ
の
時
が
重

要
な
の
で
あ
り
、
始
ま
り
が
い
つ
な
の
か
は
二

の
次
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
伝
統
的
な
仏
事
が
伝
わ
り
に
く
く

な
っ
て
い
る
現
実
も
あ
る
。
次
代
へ
受
け
渡
す

に
は
、
願
い
と
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
為
に
も
、
こ
の

稀
有
な
仏
事
に
関
す
る
記
録
を
、
網
羅
的
に
調

査
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
た
次
第
で

あ
る
。

お立ち寄り所では、教導が調声人となってお勤めし、御文を拝読
したあと短い法話を行う。門徒宅での様子。（2015年4月撮影）

道中、沿道のいたるところから懇志が差し出される。（2015年4月撮影）

①�

　
金
龍
静
著
『
蓮
如
』（
一
九
九
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
一

二
七
・
八
頁
、
網
田
義
雄
著
・
真
宗
大
谷
派
福
井
教
区
教

学
研
究
所
補
訂
『
補
訂
　
越
前
真
宗
誌
』（
二
〇
一
一
年
、

法
蔵
館
）
二
五
五
〜
八
頁
参
照
。

②��

　
阿
部
法
夫
著
『
蓮
如
信
仰
の
研
究
―
越
前
を
中
心
と
し

て
―
』（
二
〇
〇
三
年
、
清
文
堂
出
版
）
三
二
〜
四
頁
参
照
。

な
お
、
古
老
の
語
り
と
し
て
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
説

も
あ
る
と
い
う
。

③�

　
北
西
弘
編
著
『
吉
崎
御
坊
願
慶
寺
文
書
』（
二
〇
〇
五
年
、

清
文
堂
出
版
）。

④
　
註
③
書
、
一
五
四
・
五
頁
。

⑤�

　
朝
倉
喜
祐
前
掲
書
、
第
四
章
・
第
五
章
参
照
。
な
お
、
享

保
二
十
（
一
七
三
五
）
年
九
月
十
四
日
付
の
東
本
願
寺
坊

官
沙
汰
書
に
は
、「
然
者
吉
崎
御
坊
之
儀
、
去
秋
冬
両
度
　

御
下
知
之
節
茂
各
承
知
之
通
、
願
慶
寺
　
寺
庵
、
御
坊
と

御
改
」（
註
③
書
一
六
二
・
三
頁
）
と
あ
る
。

⑥�

　
こ
の
時
下
付
さ
れ
た
蓮
如
上
人
御
影
が
、
現
在
御
影
道

中
で
依
用
さ
れ
て
い
る
御
影
で
あ
る
。

⑦�

　
こ
の
寛
文
十
三
（
一
六
七
三
）
年
か
ら
延
宝
五
（
一
六

七
七
）
年
ま
で
の
、「
吉
崎
山
上
一
件
」
と
称
さ
れ
る
争
い

に
つ
い
て
は
、「
延
宝
五
巳
年
　
山
上
一
件
公
訴
江
戸
御
坊

日
記
之
写
」
並
び
に
「
粟
津
家
藏
記
写
之
　
延
宝
年
中
山

上
一
件
記
」
に
詳
し
い
。
ど
ち
ら
も
註
③
書
に
翻
刻
所
収
。

な
お
、御
影
道
中
の
創
始
を
延
宝
年
間
に
求
め
る
説
は
、こ

の
吉
崎
山
上
の
争
論
に
そ
の
起
源
を
見
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

⑧�

　
朝
倉
喜
祐
前
掲
書
、
二
五
〇
頁
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
旧

暦
三
月
二
十
五
日
が
蓮
如
上
人
の
命
日
で
あ
る
。

⑨�

　
ま
た
、
こ
れ
を
遡
る
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
九
月
に

願
慶
寺
よ
り
福
井
藩
に
出
さ
れ
た
由
緒
書
の
下
書
き
が
、

『
福
井
県
史
　
資
料
編
四
』（
一
九
八
四
年
、
福
井
県
）
に

「
願
慶
寺
文
書
」
の
一
つ
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
（
五
二

〇
頁
）。
こ
れ
も
御
影
道
中
に
関
す
る
部
分
を
引
用
し
て
お

く
。

　
　
　�

夫
ゟ
六
世
祐
意
ニ
本
山
ゟ
願
慶
寺
と
寺
号
被
下
罷
有

候
所
、
七
世
祐
恵
之
代
ニ
罷
成
本
山
ゟ
被
仰
越
候
ハ
、

何
卒
当
吉
崎
ニ
掛
所
建
立
被
成
度
旨
ニ
御
座
候
ヘ
共
、

天
和
二
年
ゟ
新
地
御
堂
相
立
候
儀
公
儀
ゟ
御
停
止
ニ

付
、
右
願
慶
寺
御
堂
を
掛
所
御
堂
ニ
建
立
有
之
候
、

尤
其
節
本
山
ゟ
公
儀
江
御
達
有
之
候
所
、
御
許
容
有

之
候
、
夫
ゟ

毎
年
三
月
蓮
如
上
人
御
影

京
都
ゟ
御
指
下
、
御
法
会
有
之
候
御
事
、

　�

　「
掛
所
」
と
は
「
御
坊
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も

享
保
六
年
に
願
慶
寺
が
御
坊
に
取
り
立
て
ら
れ
て
、
当
初

の
蓮
如
上
人
御
影
が
上
納
さ
れ
、
そ
の
写
し
が
下
付
さ
れ

た
の
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
吉
崎
御
坊
御
忌
法
要
へ
の
御

影
御
下
向
が
始
ま
っ
た
と
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑩
　
朝
倉
喜
祐
前
掲
書
、
第
五
章
参
照
。
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カ
ル
ト
と
は

「
ｃ
ｕ
ｌ
ｔ
」（
以
下
、
カ
ル
ト
）
と
は
先
祖

祭
祀
や
儀
式
、
儀
礼
を
意
味
し
、
元
来
悪
い
意

味
を
含
み
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は

主
流
派
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
以
外
の
宗
教

に
対
し
て
「
伝
統
的
な
宗
教
団
体
と
は
異
な
る

特
別
な
儀
式
、
見
慣
れ
な
い
儀
式
を
行
う
団
体
」

と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、一

九
七
〇
年
代
に
「
人
民
寺
院
」
と
い
う
キ
リ
ス

ト
教
系
の
団
体
が
南
ア
フ
リ
カ
の
ガ
イ
ア
ナ
共

和
国
で
起
こ
し
た
約
九
百
二
十
人
の
集
団
自
殺

を
発
端
に
、「
社
会
問
題
化
す
る
宗
教
」
と
い
う

意
味
で
の
〝
カ
ル
ト
〟
と
い
う
言
葉
が
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
で
定
着
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

表
現
が
日
本
に
も
入
っ
て
き
た
の
で
す
。

日
本
で
は
、
韓
国
で
生
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教

系
の
新
宗
教
で
あ
る
「
統
一
教
会
」
が
話
題
に

な
っ
た
一
九
九
〇
年
前
後
に
カ
ル
ト
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
壺
や
数

珠
を
売
る
霊
感
商
法
で
有
名
な
団
体
で
す
。
他

に
は
長
野
県
松
本
市
で
サ
リ
ン
を
散
布
し
て
市

民
を
殺
害
し
、
一
九
九
五
年
に
東
京
の
地
下
鉄

で
サ
リ
ン
を
撒
い
て
十
三
人
を
殺
害
し
、
六
千

人
の
方
に
重
軽
傷
を
与
え
た
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」

も
カ
ル
ト
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

特
徴
的
な
活
動
は
勧
誘
で
す
。
一
般
に
布
教

活
動
と
は
、
自
分
た
ち
の
教
義
や
宗
教
活
動
を

伝
え
て
「
よ
か
っ
た
ら
ど
う
ぞ
」
と
い
う
も
の

で
す
。
し
か
し
、
カ
ル
ト
は
自
分
た
ち
の
教
義

や
活
動
を
伝
え
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
正
体
を

隠
し
た
勧
誘
は
違
法
行
為
で
す
。

自
分
の
信
念
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
他
者
に
伝

え
る
布
教
の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
を
受
け
る
側
の
信
教
の
自
由
も
考

え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
布
教
さ

れ
た
時
に
そ
こ
に
入
る
べ
き
か
否
か
、
時
間
的

余
裕
を
持
っ
て
熟
慮
す
る
自
由
も
保
障
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ル
ト
団

体
は
「
今
、
決
断
し
な
さ
い
」「
家
族
や
友
達
に

相
談
し
て
は
い
け
な
い
」「
セ
ミ
ナ
ー
受
講
料
の

う
ち
千
円
で
も
今
す
ぐ
納
め
て
」
と
い
う
言
い

方
を
し
て
ゆ
っ
く
り
考
え
さ
せ
な
い
の
で
す
。
こ

の
即
断
即
決
と
か
手
付
金
を
払
わ
せ
る
と
い
う

や
り
方
は
詐
欺
商
法
と
全
く
共
通
し
て
い
ま
す
。

他
者
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
信
教
の
自

由
と
い
う
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、

日
本
で
は
布
教
す
る
主
体
の
信
教
の
自
由
ば
か

り
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
、
受
け
る
側
の
信
教
の

自
由
が
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
す
。
受
け
手
に
敬

意
を
払
わ
な
い
布
教
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。

伝
統
宗
教
は
風
景
で
あ
る

オ
ウ
ム
真
理
教
は
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
ヨ

ガ
団
体
と
し
て
生
ま
れ
、
信
者
が
増
え
る
に
従

い
宗
教
団
体
へ
と
変
転
し
ま
し
た
。
最
終
解
脱

者
と
名
の
っ
た
教
祖
、
麻
原
彰
晃
が
様
々
な
本

を
出
版
し
た
り
メ
デ
ィ
ア
に
出
て
、
一
九
九
〇

年
に
は
「
真
理
党
」
と
し
て
衆
議
院
選
挙
に
出

馬
し
ま
し
た
。
し
か
し
約
五
千
票
し
か
取
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
彼
ら
は
票
が
す
り
替
え
ら
れ

た
と
妄
想
し
、
自
分
た
ち
を
権
力
や
謀
略
組
織

の
犠
牲
者
、
抑
圧
さ
れ
た
者
だ
と
被
害
妄
想
を

膨
ら
ま
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
サ
リ
ン
を
製
造
し
、

武
装
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
教
祖
の
妄

想
に
信
者
が
共
鳴
し
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
共
鳴
の
背
景
に
は
、
一
九
九
〇
年
前
後

の
バ
ブ
ル
経
済
の
好
景
気
が
あ
り
ま
す
。
当
時

私
が
勤
め
て
い
た
大
学
で
は
、
学
生
一
人
あ
た

り
の
求
人
は
十
六
倍
で
し
た
。
ど
こ
に
で
も
就

職
で
き
る
と
い
う
空
気
感
が
、「
私
に
は
も
っ
と

別
の
才
能
が
あ
る
」「
こ
こ
は
私
の
居
場
所
で
は

な
い
」
と
、
欲
求
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
仕
事
は
食
べ
る
た
め
で
は
な
く
自
分
を

活
か
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
し

な
い
仕
事
は
辞
め
て
も
い
い
の
だ
と
。
フ
リ
ー

タ
ー
と
い
う
言
葉
が
出
始
め
た
の
も
こ
の
時
期

で
す
。

こ
の
バ
ブ
ル
の
物
質
主
義
的
な
時
代
の
中
で
、

本
当
の
幸
せ
を
求
め
、
世
の
中
を
よ
く
し
た
い

と
い
う
使
命
感
に
燃
え
た
人
た
ち
が
現
れ
ま
し

た
。
そ
の
人
た
ち
が
、
一
見
す
る
と
禁
欲
主
義

的
な
オ
ウ
ム
真
理
教
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

当
時
オ
ウ
ム
信
者
が
伝
統
宗
教
を
「
日
本
の
風

景
で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
ま
し
た
。「
宗
教
は

今
苦
悩
し
て
い
る
人
の
た
め
に
何
か
す
べ
き
だ
」

と
考
え
た
宗
教
に
関
心
を
持
っ
た
若
者
た
ち
が
、

伝
統
宗
教
で
は
な
く
オ
ウ
ム
に
身
を
投
じ
た
の

で
す
。

自
分
で
考
え
な
い

麻
原
は
「
真
理
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

を
悟
っ
た
者
が
い
る
。
そ
の
悟
っ
た
真
理
の
内

容
を
、
あ
な
た
方
信
者
は
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ

ば
絶
対
に
幸
せ
に
な
る
し
、
解
脱
で
き
る
」
と

い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
灌か

ん

頂じ
ょ
うを

真
似
て
、
シ
ャ
ク
テ
ィ
パ
ッ
ト

（
弟
子
の
額
に
手
を
当
て
て
念
を
送
る
）
と
い
う

こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
信
者
が
増
え
た

煩
わ
し
さ
か
ら
、
極
め
て
安
易
に
当
時
の
情
報

科
学
を
転
用
し
ま
し
た
。
自
分
の
脳
波
を
記
録

（
真
理
の
デ
ー
タ
を
コ
ピ
ー
）
さ
せ
て
、
弟
子
に

ヘ
ッ
ド
ギ
ア
を
か
ぶ
せ
て
、
電
極
を
つ
な
い
で

脳
波
を
流
す
（
イ
ン
プ
ッ
ト
）。
こ
の
ヘ
ッ
ド
ギ

ア
セ
ッ
ト
に
百
万
円
払
っ
た
人
も
い
ま
す
。
あ

る
い
は
、
麻
原
の
脳
波
を
水
の
中
に
流
し
た
も

の
を
甘
露
水
と
称
し
て
販
売
し
た
り
、
彼
が
入

っ
た
風
呂
の
湯
を
水
で
希
釈
し
て
、
悟
り
を
得

る
た
め
の
特
別
な
ド
リ
ン
ク
と
し
て
高
額
で
売

る
。
ま
さ
に
霊
感
商
法
的
な
団
体
に
変
容
し
て

い
き
ま
し
た
。

自
分
で
物
事
を
考
え
な
い
人
間
を
作
り
出
す

さ
る
二
月
九
日
、
櫻
井
義
秀
氏
を
講
師
に
迎
え
て
カ
ル
ト
問
題
学
習
会
（
教
区
教
化
委
員
会
都

市
教
化
部
門
主
催
）
が
開
催
さ
れ
た
。

現
代
社
会
に
お
い
て
「
カ
ル
ト
」
と
い
う
言
葉
が
耳
慣
れ
て
久
し
い
が
、
私
た
ち
は
ど
れ
だ
け

そ
の
内
実
を
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ル
ト
問
題
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
私

た
ち
真
宗
門
徒
が
親
鸞
聖
人
の
示
さ
れ
た
念
仏
者
・
僧
伽
の
あ
り
方
に
相
応
し
て
い
る
か
を
問
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
課
題
の
共
有
を
願
い
、
抄
録
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

カ
ル
ト
か
ら
問
わ
れ
る

�

宗
教
的
涵か

ん

養よ
う

�

北
海
道
大
学
教
授　

櫻さ
く
ら

井い�

義よ
し

秀ひ
で�

氏

現代社会と
真宗教化

講義抄録
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手
法
は
、
カ
ル
ト
特
有
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
す
。

「
人
間
は
自
分
で
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
、
自
分
の

欲
望
に
従
っ
て
し
ま
い
道
を
踏
み
外
す
。
そ
し

て
人
類
は
悲
惨
な
歴
史
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

だ
か
ら
自
分
の
欲
求
に
従
っ
て
は
い
け
な
い
。

神
様
の
言
葉
に
従
い
な
さ
い
。
し
か
し
、
あ
な

た
方
は
魂
の
水
準
が
低
い
た
め
に
直
接
神
の
言

葉
を
聞
け
な
い
の
で
、
神
様
の
代
理
人
で
あ
る

私
（
教
祖
や
そ
の
意
思
を
忖そ

ん

度た
く

し
て
い
る
弟
子

た
ち
）
の
言
う
こ
と
を
聞
き
な
さ
い
」
と
い
う

理
屈
、
要
す
る
に
自
分
の
上
司
が
最
高
の
権
威

の
代
理
人
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
に
は
絶
対
に
従

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
仕
組
み
で
す
。
だ

か
ら
自
分
で
何
か
を
考
え
た
り
、
や
り
た
い
と

い
う
問
い
や
欲
求
を
持
っ
た
瞬
間
、
そ
れ
を
押

し
殺
す
。
そ
れ
こ
そ
が
信
仰
で
あ
り
、
解
脱
へ

の
近
道
だ
と
教
え
ら
れ
続
け
る
の
で
す
。

麻
原
に
従
っ
て
サ
リ
ン
を
撒
い
た
心
臓
外
科

医
の
林
郁
夫
と
い
う
人
は
手
記
の
中
で
「
自
分

は
こ
れ
ま
で
い
ろ
ん
な
形
で
人
を
助
け
て
き
た

が
限
界
が
あ
っ
た
。
し
か
し
宗
教
的
な
教
え
に

従
え
ば
、
限
界
を
超
え
て
あ
の
世
ま
で
含
め
て

人
助
け
が
で
き
る
。
そ
の
大
義
の
た
め
に
は
、
目

の
前
の
人
た
ち
が
サ
リ
ン
で
亡
く
な
っ
て
も
い

い
と
考
え
て
い
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
統
一
教
会
の
元
信
者
は
、
密
室
で
取
り

囲
ん
で
壺
な
ど
を
買
わ
せ
る
時
、
目
前
の
人
が

通
帳
に
五
百
万
円
持
っ
て
い
た
ら
、た
と
え「
子

供
の
た
め
の
預
金
で
す
」
と
泣
き
崩
れ
よ
う
が
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
「
地
獄
に
落
ち
る
」「
祟

り
だ
」
と
言
い
た
て
て
徹
底
的
に
追
い
詰
め
る
。

元
信
者
は
、「
私
が
命
令
す
る
の
で
は
な
く
、
神

の
言
葉
の
通
過
点
だ
っ
た
。
そ
れ
が
信
仰
だ
と

思
っ
て
い
た
」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

自
分
を
殺
し
て
何
か
に
従
う
こ
と
が
信
仰
だ

と
錯
覚
し
、自
分
を
通
過
点
に
し
て
し
ま
う
。
何

も
頭
で
考
え
ず
、
ル
ー
ル
や
規
則
、
上
位
の
意

思
や
組
織
に
従
え
ば
自
分
は
正
し
い
（
間
違
わ

な
い
）
し
、
自
分
に
責
任
は
な
い
。
こ
れ
は
戦

前
の
軍
隊
の
仕
組
み
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま

す
。
正
し
い
こ
と
は
世
の
中
に
一
つ
で
あ
り
、そ

れ
に
従
わ
な
い
の
は
非
国
民
で
あ
る
。
あ
な
た

の
選
択
は
従
う
の
か
従
わ
な
い
の
か
の
二
つ
で

あ
り
、
そ
の
他
の
意
見
は
排
除
さ
れ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、「
考
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
実

は
楽
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
問
題
は
カ
ル

ト
だ
け
で
は
な
く
、
官
僚
制
的
な
役
所
や
会
社

の
組
織
や
様
々
な
社
会
問
題
に
通
底
し
て
い
ま

す
。
注
意
を
怠
れ
ば
、
人
を
育
て
る
教
育
現
場

や
宗
教
に
携
わ
る
者
で
さ
え
、
組
織
の
中
で
は

そ
う
変
容
し
か
ね
ま
せ
ん
。
突
然
で
は
な
く
、
少

し
ず
つ
小
さ
な
集
団
か
ら
、
ひ
い
て
は
日
本
全

体
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

承
認
し
あ
う
場
の
喪
失

オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
は
あ
る
種
、
使
命
感

に
燃
え
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
「
ア
レ
フ
（
Ａ

ｌ
ｅ
ｐ
ｈ
、
オ
ウ
ム
破
産
後
の
改
名
団
体
）」
の

信
者
は
異
な
り
ま
す
。
単
純
に
居
心
地
が
い
い

か
ら
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
ア
レ
フ
の
道
場
に

通
う
と
、
上
の
信
者
の
人
た
ち
が
と
こ
と
ん
話

を
聞
い
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
ま
で
自
分

の
事
を
認
め
て
く
れ
る
場
は
、
実
は
他
に
あ
ま

り
な
い
の
で
す
。
カ
ル
ト
と
い
う
の
は
、
ど
う

す
れ
ば
人
の
心
が
動
く
の
か
よ
く
理
解
し
て
い

ま
す
。
現
代
人
の
欲
求
は
、
個
別
指
導
塾
の
よ

う
に
一
対
一
で
自
分
の
存
在
を
認
め
て
も
ら
う

こ
と
、
心
理
学
の
言
葉
で
い
う
「
承
認
」
だ
と

見
抜
い
て
い
ま
す
。

今
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）
が
流
行
っ
て
い
る
理
由
は
、

容
易
に
相
互
承
認
し
あ
え
る
ツ
ー
ル
だ
か
ら
で

す
。
し
か
し
あ
く
ま
で
仮
想
空
間
で
の
承
認
な

の
で
、
や
は
り
現
実
に
人
か
ら
「
い
い
ね
！
」

と
認
め
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
い
う
日
常
生
活

の
中
で
な
か
な
か
承
認
を
得
ら
れ
な
い
人
た
ち
、

つ
ま
り
友
だ
ち
が
い
な
い
若
者
や
、
シ
ン
グ
ル

マ
ザ
ー
な
ど
の
、
日
々
仕
事
や
生
活
に
追
わ
れ

て
友
人
と
会
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
た

ち
が
今
、
ア
レ
フ
に
通
っ
て
い
ま
す
。
過
去
に

あ
れ
ほ
ど
の
犯
罪
を
し
た
団
体
に
も
関
わ
ら
ず
、

足
を
運
ぶ
理
由
は
承
認
欲
求
な
の
で
す
。

今
、
大
学
で
も
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
す
る
と

「
大
学
が
楽
し
く
な
い
」「
友
人
が
い
な
い
」
と

い
う
学
生
が
一
割
ほ
ど
い
ま
す
。
自
己
承
認
を

求
め
な
が
ら
も
、
し
か
し
自
分
か
ら
人
間
関
係

を
作
れ
な
い
学
生
た
ち
は
、
い
く
ら
「
カ
ル
ト

に
ご
注
意
」
と
啓
発
し
て
も
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に

う
ま
く
応
え
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
カ
ル
ト
に

ど
う
し
て
も
入
っ
て
し
ま
う
。

若
者
で
も
中
高
年
の
人
で
も
、
友
人
や
近
所

付
き
合
い
や
趣
味
の
会
な
ど
で
、
互
い
に
「
こ

の
人
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
関
係
が
複
数
あ

れ
ば
、
す
ぐ
に
は
カ
ル
ト
に
行
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
現
代
社
会
は
そ
の
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
が
喪
失

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
学
校
や
家
庭
だ
け
で
は

な
く
、
地
域
の
教
育
力
や
人
間
関
係
が
必
要
な

の
で
す
。

宗
教
に
問
わ
れ
る
涵
養
力

カ
ル
ト
の
問
題
性
は
、「
自
分
で
考
え
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
教
え
る
こ
と
な
の
で

す
。
宗
教
的
な
粉
飾
を
加
え
て
、
そ
の
人
の
自

主
性
や
自
立
性
を
剥
奪
し
、
人
格
を
変
え
て
し

ま
う
こ
と
が
カ
ル
ト
の
恐
ろ
し
さ
で
す
。
カ
ル

ト
で
は
信
者
が
入
信
し
、
す
ぐ
に
自
分
で
布
教

に
行
き
ま
す
。
そ
の
人
自
身
が
充
分
「
こ
れ
が

い
い
」
と
理
解
し
た
上
で
、
他
の
人
に
布
教
す

る
こ
と
は
い
い
。
し
か
し
、
人
が
成
長
す
る
に

は
多
く
の
時
間
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
の
成
長

を
外
側
か
ら
見
守
り
な
が
ら
、
そ
の
人
が
自
分

で
成
長
し
て
い
く
力
や
考
え
る
力
を
ど
れ
だ
け

養
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
宗
教
の
根
幹
の
役
割

で
し
ょ
う
。
ゆ
え
に
宗
教
と
カ
ル
ト
の
違
い
は
、

そ
の
人
に
正
し
さ
を
そ
の
ま
ま
仕
込
ん
で
変
え

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
人
を
育
て
る
」
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
現
在
の
大
学
教
育
の
課
題
で
あ
り
、

地
域
教
育
の
課
題
で
あ
り
、
宗
教
が
本
来
担
っ

て
い
る
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

◆カルト問題でお困りの方◆
本山の青少幼年センターでは、カルト
問題に関する相談窓口を開設するととも
に、さまざまな情報提供や取り組みを進
めています。

真宗大谷派�青少幼年センター�相談窓口
ＴＥＬ：075-354-3440�　
ＨＰ：http://www.higashihonganji.or.jp/oyc/cult/

青少幼年センター発行
パンフレット



　■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　出〉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６月～８月

研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
研究生・学習会「教と財」
研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習
教化センター運営会議
研究業務「平和展」学習会
研究業務「自死遺族支援者団体全国交流会」後援
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』③）」

6月1日
9日

15日
20日
21日
27日
30日

研究業務「平和展」学習会
研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』④）」
第11期研究生 修了式
研究業務「平和展」学習会

研究業務「平和展」学習会
「2017 あいち・平和のための戦争展」出展
名古屋別院「御坊夏まつり」出店（研究生有志）
研究生・研修「真宗本廟一日参拝 事前研修」

　

7月7日
10日
21日
25日
26日

8月3日
10～13日
19～20日

30日

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

教化センターの
人事がありました
〈新任〉

業務嘱託
高木 祐紀

（2017年８月１日 付）
〈異動〉

非常勤嘱託
田中 真理

（2017年８月１日 付）
名古屋教務所へ

大谷派の近現代史 報告
「２０１７ あいち・

平和のための戦争展」に出展
主催：あいち・平和のための戦争展実行委員会　会場：市民ギャラリー矢田

研究生 活動報告

「御坊夏まつり」に出店
会場：真宗大谷派名古屋別院

センタージャーナル�No.102 ⑧

８月10日から13日にかけて「2017�あいち・平和のための戦
争展」が開催された。この展示会は、戦争の実体を調査・記
録し、戦争に反対する立場の約40団体からなる実行委員会に
より企画・運営され、今年で26回目を数える。
教化センターは「大谷派の戦争協力」をテーマに出展し、戦
時中の「海外開教」および従軍僧侶の役割と実績についてパ
ネル展示した。大谷派は過去の戦争に協力したことが知られ
ているが、従軍僧侶はその一例である。軍隊に帯同し戦死者
の儀式に携わっただけでなく、占領地にそのまま留まって開
教拠点を設置する者もいた。
戦利品を日本に持ち帰って誇らしげに披露する僧侶の写真
パネルが特に目を引き、来館者からは「平和の教えを説く僧
侶が戦争協力をしたことを知り驚いた」「どうして人殺しを正
義とする戦争に賛同したのか」といった声が聞かれた一方で、
「僧侶であっても日本人として戦争協力することは当然」とい
った意見もあり、過去の事実を通じて現代を見つめ直すこと
の大切さが改めて浮き彫りとなった。�（研究員　新

にい

野
の

�和
かず

暢
のぶ

）

８月19日から20日にかけて、名古屋別院で「御坊夏まつり」
が開催され、私たち教化センター研究生（有志）は昨年に引
き続き、福島県双葉郡浪江町の名物「浪江太っちょ焼きそば」
を出店した。期間中は晴天にも恵まれ、友人や、別院事業で
知り合った子どもたち、そして毎年この焼きそばを楽しみに
してくれている方々など、たくさんの方にご来場いただき、両
日ともに300食を超える大盛況だった。ピーク時には長い行列
もでき、たくさんの方に「美味しかったよ」と言っていただ
いたことが嬉しかった。
今回の出店を通して、いろんな方が楽しみにしてくださっ
ていることに改めて気づき、また来年以降も出店したいとい
う思いが強くなった。そして、この「浪江太っちょ焼きそば」
を通して、一人でも多くの方が福島のことを思ってくれたら
いいなと願っています。� （第11期研究生　鍋

なべ

野
の

�了
りょう

悟
ご

）

※�収益の一部は「浪江太っちょ焼きそば」の製造元に寄付さ
せていただきました

《雑感》
　私が所属している名古屋教区児童教化連盟の活動の一つ
に「夏のつどい」がある。気がつけばスタッフとして10年
関わり、子どもたちと学び、遊ぶことを経験させてもらっ
ている。昨年に続き、今年も大学生にスタッフとして参加
していただき、初対面だと思い「はじめまして、よろしく
お願いします」と挨拶したら、その中の一人から「お変わ
りないですね」と返ってきた。その方が小学生の時に、私
が班担として関わっていたことを聞き、驚きと同時に恥ず
かしい思いをした。その後、二人の大学生スタッフからも、
私が班担をしていたことを教えられた。二度の驚きと反省。
子どもとの関わり方をもう一度、見つめ直す「夏のつどい」
になりました。� （H²）
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◦データを希望される場合はお問い合わせください。
◦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
　お知らせいただくとともに、イラストを使用した印刷物などもお寄せください。

寺
報
や
チ
ラ
シ
な
ど
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

※�用途にあわせて、切り貼りなどしてご使用いただけます。
※あくまでもイメージです。ご了承の上お使いください。


