
真宗大谷派名古屋教区教化センター

〒460-0016
名古屋市中区橘二丁目 8 番 55 号
TEL（052）323-3686
FAX（052）332-0900

■発行人／荒山 淳
■発行所／真宗大谷派名古屋教区教化センター

2017.12.25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
。

No.103

名
古
屋
別
院
か
ら
御
正
忌
報
恩
講
に
参
拝

さ
せ
て
戴
い
た
（
本
誌
８
面
）。
御
影
堂
に

は
、
既
に
大
勢
の
参
詣
人
が
座
っ
て
お
ら
れ

る
。
見
知
ら
ぬ
人
々
の
中
に
身
を
置
き
な
が

ら
も
、
不
思
議
な
安
ら
ぎ
に
包
ま
れ
た
よ
う

に
感
じ
る
。
同
席
し
た
御
同
行
が
、

お
か
げ
と
、
報
恩
講
さ
ま
に
お
参
り
が
で

き
ま
し
た
。
私
が
今
こ
こ
に
お
参
り
で
き

る
の
も
、
祖
母
に
手
を
ひ
か
れ
て
お
参
り

し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
祖
母
は
、「
お

寺
の
報
恩
講
に
参
れ
た
年
は
そ
れ
だ
け
で

尊
い
一
年
だ
っ
た
し
、
本
山
参
り
が
叶
っ

た
我
が
生
涯
は
、
思
い
貽の

こ

す
こ
と
の
な
い

無
上
の
生
涯
だ
っ
た
」
と
、
語
っ
て
い
た

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
き
ま
す
。

と
、
涙
を
浮
か
べ
な
が
ら
亡
き
祖
母
の
想
い

出
話
を
語
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、

『
正
信
偈
』
を
唱
和
す
る
人
々
の
念
仏
の
声
が

「
十
方
無
量
の
諸
仏
」
と
な
っ
て
私
を
囲
み
、

私
に
喚
び
か
け
教
化
す
る
諸
仏
「
化
仏
」
と

し
て
座
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
改
め
て
気
付

か
さ
れ
る
。

阿
弥
陀
の
仏
国
土
は
、
い
つ
か
、
ど
こ
か

に
阿
弥
陀
の
国
と
し
て
閉
じ
ら
れ
て
あ
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
。
諸
仏
の
国
土
・
諸
智
土
・

無
量
光
明
土
と
し
て
十
方
に
開
か
れ
て
い
る

世
界
で
あ
る
。
我
ら
衆
生
を
、
十
方
無
量
の

諸
仏
が
百
重
千
重
に
囲
み
め
ぐ
ら
し
、
問
い

か
け
照
ら
し
だ
す
と
い
う
こ
と
は
、
現
世
の

生
活
が
限
り
な
く
本
願
念
仏
の
教
え
に
教
化

さ
れ
導
か
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
が
身
の
事
実
が
知
ら
さ
れ
た
と

し
て
も
、
す
ぐ
様
、
自
分
の
思
い
で
捉
え
る

〝
我
が
計
い
の
世
界
〟
へ
逃
げ
込
ん
で
し
ま
う

の
で
あ
る
。
如
来
は
、
私
を
喚
び
覚
ま
そ
う

と
本
願
の
名
号
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
喚
び

か
け
ま
し
ま
す
。

念
仏
を
申
し
て
い
て
も
、
い
ま
申
し
て
い

る
念
仏
そ
の
も
の
が
自
分
を
助
け
る
と
は
思

え
な
い
。
聞
法
し
て
き
た
自
分
の
体
験
、
聴

聞
し
て
蓄
積
し
た
知
識
と
自
分
の
解
釈
、
そ

し
て
、
長
年
、
真
剣
に
念
仏
す
る
自
分
の
努

力
が
自
分
を
助
け
る
と
思
っ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
他ひ

者と

の
念
仏
や
聴

聞
と
比
較
し
て
高
慢
に
な
る
か
卑
下
す
る
か
、

は
た
ま
た
、
疲
れ
は
て
て
懈
怠
と
な
る
か
で

あ
る
。
聞
法
も
『
正
信
偈
・
和
讃
』
の
勤
行

も
、
他
者
の
在
り
様
を
見
て
、
比
較
し
優
劣

を
思
う
だ
け
で
、
宗
祖
の
如
実
の
言み

こ
と

が
自
分

の
心
に
響
く
こ
と
も
、
三
千
大
千
世
界
を
揺

る
が
す
感
動
も
な
い
。
こ
の
姿
勢
こ
そ
〝
我

が
計
い
の
世
界
〟
へ
逃
げ
込
む
こ
と
な
の
で

あ
る
。

七
五
六
年
前
、
各
々
十
余
か
国
の
境
を
超

え
て
、
廟
堂
に
詣
し
た
遺
弟
た
ち
の
末
裔
が
、

逃
げ
る
私
を
今
も
尚
、
十
方
無
量
の
諸
仏
と

な
っ
て
百
重
に
も
千
重
に
も
囲
み
め
ぐ
ら
し
、

よ
ろ
こ
び
ま
も
り
、
我
が
生
涯
を
「
思
い
貽

す
こ
と
の
な
い
無
上
の
生
涯
で
あ
れ
」
と
願

い
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）

真宗門徒講座にて『歎異抄』について「私の受け止め」を語る研究生（４・５面）
� （写真の無断転用はご遠慮ください）
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私
は
歴
史
学
を
専
門
と
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
そ
の
視
点
か
ら
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
つ

い
て
お
話
し
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
根

底
に
あ
る
の
は
一
人
の
念
仏
者
と
し
て
生
き
ら

れ
た
宗
祖
の
お
姿
で
す
。
全
て
の
人
間
存
在
に

お
け
る
普
遍
的
課
題
、
真
実
の
救
い
と
い
う
も

の
を
、
身
を
も
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
ら
こ

そ
、
私
た
ち
は
宗
祖
と
お
呼
び
す
る
の
で
し
ょ

う
。
こ
の
普
遍
的
課
題
の
追
求
は
ど
の
よ
う
な

歩
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
歴
史

的
な
考
察
も
ふ
ま
え
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
を
見
て
い
く
時
に
留
意

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
事
な
こ
と
の
一
つ
と

し
て
、
親
鸞
聖
人
が
御
自
身
の
世
系
・
出
身
に

関
し
て
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
同
時
代
の
家
族
・
門
弟
も
様
々

な
書
き
物
を
残
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

宗
祖
の
お
生
ま
れ
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な

い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
え
て
語
ら
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
に
は
、
と
て
も
大
切
な
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
親
鸞
聖

人
の
歩
み
と
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
窺
え
る
の

で
す
。

さ
て
、
親
鸞
聖
人
は
御
自
身
に
つ
い
て
ほ
と

ん
ど
語
ら
れ
ま
せ
ん
が
、『
教
行
信
証
』「
後
序
」

に
お
い
て
、
二
つ
の
事
柄
だ
け
は
書
い
て
お
ら

れ
ま
す
。
一
つ
は
二
十
九
歳
の
時
の
、
法
然
上

人
と
の
出
遇
い
を
通
じ
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ

の
値
遇
。
も
う
一
つ
は
三
十
五
歳
の
時
の
、
専

修
念
仏
の
弾
圧
で
す
。
四
人
の
方
が
死
罪
、
そ

し
て
法
然
上
人
は
土
佐
（
実
際
に
行
か
れ
た
の

は
讃
岐
）、
親
鸞
聖
人
は
越
後
、
そ
の
ほ
か
の

方
も
ご
流
罪
と
な
り
、
吉
水
教
団
は
解
散
し
ま

し
た
。
こ
の
二
つ
の
み
を
御
自
身
の
こ
と
と
し

て
語
ら
れ
る
宗
祖
の
姿
勢
に
大
切
な
意
味
が
あ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
当
時
の
記
録
に
親
鸞
聖
人
の
お
名
前

が
全
く
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
事

柄
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
記
録
と
は

日
記
の
こ
と
で
す
が
、
平
安
時
代
の
貴
族
は
、

自
分
の
日
々
の
感
想
を
残
す
た
め
で
は
な
く
、

仕
事
の
業
務
日
誌
、
本
人
や
子
孫
が
政
務
や
儀

式
な
ど
の
手
順
を
間
違
え
な
い
た
め
の
記
録
と

し
て
日
記
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
記
録
の

中
に
、
当
時
の
世
の
中
の
動
き
や
、
そ
れ
に
関

わ
っ
た
人
物
な
ど
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
三さ

ん

条じ
ょ
う

長な
が

兼か
ね

の
『
三さ
ん

長ち
ょ
う

記き

』
に
は
、

念
仏
弾
圧
の
経
緯
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
際
、
法
然
上
人
や
門
下
の
お
弟
子
の

方
々
の
名
前
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
親
鸞
聖

人
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
法

然
上
人
と
親
交
の
あ
っ
た
九く

条じ
ょ
う

兼か
ね

実ざ
ね

の
『
玉ぎ

ょ
く

葉よ
う

』
で
も
、
そ
の
他
の
日
記
を
見
て
も
、
法
然

上
人
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
親

鸞
聖
人
は
や
は
り
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
そ
れ

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。浄
土
宗
関
係
の
史
料
、

つ
ま
り
、
法
然
門
下
の
同
門
の
方
々
の
記
録
を

見
て
も
、
多
く
の
門
弟
の
名
前
が
挙
が
る
中
、

親
鸞
聖
人
の
名
前
だ
け
は
出
て
こ
な
い
の
で

す
。こ

う
い
っ
た
事
柄
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
活
動

範
囲
が
窺
え
ま
す
。
公
的
な
記
録
（
貴
族
の
日

記
）
に
名
前
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

社
会
的
地
位
の
高
い
人
々
と
の
関
係
に
重
き
を

置
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し

関
わ
り
が
あ
る
な
ら
ば
、
貴
族
が
そ
の
記
録
を

残
さ
ぬ
は
ず
は
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
同
門
の
史
料
に
名
前
が
出
て
こ
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
当
時
の
仏
教
の

主
流
と
は
異
な
る
立
場
を
貫
か
れ
た
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
平
安
末
に
正
統
的

な
仏
教
の
中
心
と
し
て
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て

い
た
の
は
、
天
台
宗
や
真
言
宗
、
そ
れ
か
ら
奈

良
の
仏
教
諸
宗
で
し
た
。
そ
し
て
、
浄
土
宗
の

主
流
を
為
し
て
い
る
流
派
は
、
こ
の
当
時
中
心

で
あ
っ
た
仏
教
と
親
和
性
の
あ
る
教
え
の
受
け

止
め
方
を
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
正

統
的
な
仏
教
の
立
場
と
一
線
を
引
か
れ
た
親
鸞

聖
人
と
は
思
想
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
名
前
が
出
て
こ
な
い
の
で

し
ょ
う
。

「
親
鸞
」と
い
う
人
は
い
な
か
っ
た
？

親
鸞
聖
人
御
自
身
が
語
ら
な
か
っ
た
そ
の
生

涯
を
学
ぶ
際
、
聖
人
が
記
し
て
い
な
い
こ
と
を

詮
索
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
親
鸞
聖
人
の
歩

み
（
姿
勢
）
を
受
け
止
め
る
こ
と
は
困
難
な
も

の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
自
身
の
こ
と
を
語
ら
な

い
聖
人
の
意
図
か
ら
も
逸
れ
る
と
言
え
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
語
ら
れ
な
か
っ
た
生
涯
の
内
容
を

知
り
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
や
意
味
、
宗
祖

が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
考
え
る
。
そ
の
こ
と

を
通
し
て
、
宗
祖
が
抱
え
て
い
た
課
題
を
、
現

代
の
私
た
ち
に
も
通
じ
る
普
遍
的
課
題
と
し
て

理
解
し
、
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
こ
と

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を
学
ん
で

い
く
際
に
問
わ
れ
て
く
る
事
柄
は
、
親
鸞
伝
の

研
究
が
進
む
中
で
提
起
さ
れ
て
き
た
課
題
だ
と

言
え
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
親
鸞

聖
人
は
御
自
身
の
出
自
な
ど
を
一
切
語
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
覚
如
上
人
は
『
御

「
私
」
を
語
ら
な
か
っ
た
親
鸞

今
年
度
よ
り
、
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
と
、
聖
人
が
生
き
ら
れ
た
時
代
を
テ
ー
マ
と
し
た
聖
典

研
修
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

親
鸞
聖
人
が
著
さ
れ
た
聖
教
の
背
景
に
存
在
す
る
、
時
代
社
会
か
ら
の
要
請
や
課
題
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、ど
の
よ
う
な
人
々
と
共
に
生
き
、歩
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
。

今
号
よ
り
、
講
義
で
提
示
さ
れ
た
課
題
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
。

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
一
回
「
親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く
」
と
は

講
師
　
東ひ

が
し

舘だ
て 

紹し
ょ
う

見け
ん 

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

2017年9月25日
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伝
鈔
』
に
お
い
て
、
親
鸞
聖
人
は
藤
原
氏
の
出

身
だ
と
明
記
さ
れ
ま
す
。
人
々
は
こ
の
記
述
を

受
け
取
っ
て
信
じ
、
雲
の
上
の
人
と
い
う
親
鸞

像
が
歴
史
の
中
で
次
第
に
受
け
継
が
れ
て
き
ま

し
た
。

し
か
し
、
時
代
が
明
治
・
大
正
と
な
り
、
い

わ
ゆ
る
近
代
的
な
学
問
研
究
が
進
む
中
、
こ
の

記
述
に
疑
い
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
を
生
き
た

家
族
・
門
弟
も
語
ら
れ
て
い
な
い
聖
人
の
出
自

に
つ
い
て
、
そ
の
曽
孫
で
あ
る
覚
如
上
人
が
言

い
始
め
た
こ
と
を
全
面
的
に
信
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
と
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
は

親
鸞
聖
人
は
実
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
説
ま
で

登
場
し
ま
し
た
。
覚
如
上
人
の
置
か
れ
て
い
た

状
況
や
、
親
鸞
聖
人
の
出
自
を
前
面
に
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
な
ど
を
考
え
る
必
要
は

当
然
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
親
鸞
伝
へ
の
疑
義
は

と
て
も
大
事
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
故
、
歴
史

文
献
を
基
に
す
る
実
証
的
研
究
が
多
く
の
研
究

者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
宗
祖
の
生
涯
に
お
い

て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。

例
え
ば
、
東
京
大
学
の
歴
史
学
の
大
家
で
あ

り
、
仏
教
史
、
真
宗
史
に
多
く
の
す
ぐ
れ
た
業

績
が
あ
る
辻
善
之
助
（
一
八
七
七
～
一
九
五
五
）

先
生
は
、
多
く
の
史
料
に
当
た
っ
て
親
鸞
聖
人

の
筆
跡
の
研
究
を
な
さ
り
、
御
真
筆
を
確
定
す

る
作
業
を
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
こ
の
筆

を
も
っ
て
『
教
行
信
証
』『
和
讃
』
を
お
書
き

に
な
っ
た
方
は
間
違
い
な
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

そ
の
方
を
私
た
ち
は
親
鸞
聖
人
と
お
呼
び
し
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

ま
た
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
に
は
、
西
本

願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
恵
信
尼
様
の
お
手
紙

が
「
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
伴
侶
で
あ
ら
れ
た
恵

信
尼
様
の
お
手
紙
で
あ
る
」
と
明
確
に
示
さ
れ

公
開
さ
れ
ま
し
た
。
お
手
紙
の
存
在
は
そ
れ
以

前
に
も
知
ら
れ
て
は
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
や

は
り
公
開
す
べ
き
と
い
う
時
代
の
要
請
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
本
願
寺
派
の
鷲
尾
教
導

（
一
八
七
五
～
一
九
二
八
）
先
生
に
よ
っ
て
そ

の
お
手
紙
が
紹
介
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、

「
恵
信
尼
様
が
文
献
の
中
で
記
し
て
お
ら
れ
る

親
鸞
聖
人
と
い
う
方
は
、
確
か
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
」
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
親
鸞
伝
を
学
ぶ
の
か

も
う
お
一ひ
と

方か
た

、
大
谷
大
学
や
、
同
朋
大
学
の

前
身
で
あ
る
真
宗
専
門
学
校
で
教
鞭
を
取
ら
れ

た
山
田
文
昭
（
一
八
七
七
～
一
九
三
三
）
先
生

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
出
自

が
藤
原
氏
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
史
料
と
し

て
、
貴
族
の
系
図
が
記
さ
れ
た
『
尊
卑
分
脈
』

が
あ
り
ま
す
。
実
証
的
研
究
が
進
む
中
、
こ
の

『
尊
卑
分
脈
』
に
示
さ
れ
る
親
鸞
聖
人
の
系
図

に
対
す
る
矛
盾
点
が
研
究
者
に
指
摘
さ
れ
る
の

で
す
が
、
そ
の
矛
盾
を
解
明
さ
れ
た
の
が
山
田

先
生
で
す
。
ま
た
、
先
生
の
講
義
録
が
『
真
宗

史
稿
』
と
い
う
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

実
証
的
な
親
鸞
伝
研
究
の
大
枠
を
確
か
め
る
際

に
は
、
現
在
で
も
、
ま
ず
こ
の
『
真
宗
史
稿
』

を
見
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
山
田
先
生
は
、
文
献
を
研
究
し
て
事

実
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
な
ぜ

親
鸞
伝
を
実
証
的
に
研
究
し
て
い
く
の
か
」
と

い
う
大
切
な
課
題
を
も
提
示
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
文
献
研
究
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
記
述
の

正
誤
が
確
か
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
大
切
な
こ

と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
に
目
が
い
き
ま

す
と
、
何
の
た
め
の
研
究
な
の
か
分
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
近
代
的
な
学
問
研
究
が

進
め
ら
れ
る
時
代
の
中
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
に

学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て

い
く
の
か
。
そ
の
問
い
に
対
す
る
山
田
先
生
の

応
え
が
『
黒
衣
の
聖
者
』
と
い
う
本
に
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

貴
族
の
栄
華
か
ら
脱の

が

れ
、
聖
道
の
難
行
か

ら
脱
れ
、
律
僧
の
生
活
か
ら
脱
れ
、
更
に

人に
ん

師し

（
人
の
上
に
立
つ
人
、
そ
の
よ
う
に

な
ろ
う
と
す
る
意
識
）
の
覊き

絆は
ん

（
束
縛
）

か
ら
脱
れ
て
赤
裸
々
の
姿
と
な
っ
た
聖
人

は
、
全
く
一
個
黒
衣
の
沙し

ゃ

弥み

（
無
位
の
僧

侶
）
で
あ
っ
た
。
久
遠
以
来
の
凡
夫
で
あ

っ
た
。
久
遠
以
来
の
凡
夫
が
大
悲
の
願
船

に
乗
託
し
て
悠
々
と
し
て
帰
り
ゆ
く
自
然

の
風
姿
は
、
そ
の
ま
ま
聖
者
で
は
あ
る
ま

い
か
、
私
は
澄
み
切
っ
た
秋
の
大
空
を
仰

い
で
、
静
か
に
帰
り
ゆ
く
一
片
の
白
雲
を

眺
む
る
と
き
、
い
つ
も
こ
の
黒
衣
の
聖
者

を
憶
い
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

※（
　
）
内
は
加
筆

墨
袈
裟
の
み
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
お
召
し
に

な
ら
れ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
る
と
い
う
、
先

生
の
い
た
だ
き
が
窺
え
ま
す
。
実
証
的
な
研
究

を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
宗
祖
の
歩
み
に
、

確
か
な
存
在
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
を
見
て
お
い

で
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
事
象
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
時

代
の
中
、
金
子
大
榮
（
一
八
八
一
～
一
九
七
六
）

先
生
は
『
真
宗
学
序
説
』
に
お
い
て
、
学
問
に

対
す
る
本
質
的
な
問
い
か
け
を
示
し
て
お
ら
れ

ま
す
。御

伝
記
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
来
て
、
よ

う
や
く
『
教
行
信
証
』
の
味
わ
い
が
わ
か

る
の
で
あ
る
か
、
或
い
は
、
そ
う
い
う
伝

記
は
一
切
わ
か
ら
ぬ
で
も
『
教
行
信
証
』

と
い
う
も
の
を
読
ん
で
い
っ
て
、そ
こ
に
、

親
鸞
聖
人
と
い
う
方
の
面
目
が
現
わ
れ
て

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
中
略
）『
教

行
信
証
』
そ
の
も
の
を
見
て
い
け
ば
、
親

鸞
聖
人
と
い
う
人
間
が
あ
る
。
そ
こ
に
、

ハ
ッ
キ
リ
と
親
鸞
聖
人
と
い
う
人
間
が
、

そ
の
文
字
の
う
え
に
生
き
て
い
る
。

真
宗
学
に
し
て
も
、
歴
史
学
に
し
て
も
、
そ

れ
を
学
ぶ
私
た
ち
一
人
一
人
が
そ
の
立
ち
所
を

明
確
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
お
っ
し
ゃ
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。

改
め
て
、
私
た
ち
は
な
ぜ
親
鸞
聖
人
の
御
生

涯
を
学
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
親

鸞
聖
人
が
そ
の
著
作
の
中
で
御
自
身
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
記
述
は
、
私
的
な
境
遇
や
感
情
に
止

ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
内
容
は
仏

教
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
り
、
歩
み
に
お
け
る

普
遍
的
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
こ

と
を
十
分
に
思
い
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の
御
生

涯
に
聞
い
て
い
か
な
け
れ
ば
と
私
自
身
思
う
の

で
あ
り
ま
す
。
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第
一
章
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
」

︱
仏
の
願
い
、
私
の
願
い
︱

【
問
題
提
起
】

第
一
章
の
中
心
と
な
る
「
弥
陀
の
誓
願
不
思

議
」
に
関
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
（
本
願
）

が
建
て
ら
れ
る
ま
で
の
背
景
や
、
願
い
の
本も
と

が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
詳
し
く
知
っ
て
い
る
方

は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
意
見

の
も
と
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
、
法

蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
と
な
ら
れ
る
ま
で
の
物
語

を
表
現
し
た
。

選
ん
だ
題
材
は
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
（
紙
人
形
劇
）。

台
本
、
イ
ラ
ス
ト
、
劇
中
の
音
楽
な
ど
、
す
べ

て
を
研
究
生
た
ち
が
考
え
、
作
り
演
じ
た
。

【
私
の
受
け
止
め
】

小
さ
い
頃
か
ら
人
付
き
合
い
が
苦
手
で
、「
自

分
」
を
表
現
で
き
な
い
こ
と
が
苦
し
く
て
、
自

分
を
変
え
な
け
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
な
い
と
思
っ

て
い
た
が
、
あ
る
時
、
友
人
に
「
君
は
、
君
だ

ろ
」と
言
わ
れ
た
。

そ
の
言
葉
は
、

ど
ん
な
自
分
で

も
ま
る
ご
と
包

ん
で
く
れ
る
法

蔵
菩
薩
、
阿
弥

陀
仏
の
願
い
そ

の
も
の
に
感
じ

ら
れ
、生
き
る
力

を
い
た
だ
い
た
。

第
二
章
「
名
号
の
開
く
世
界
」

︱
命
懸
け
の
問
い
︱

【
問
題
提
起
】

第
二
章
で
は
、
京
都
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
聖
人

の
も
と
を
訪
ね
る
門
弟
た
ち
の
姿
を
表
現
し
た
。

聖
人
と
お
会
い
し
た
後
の
門
弟
と
の
や
り
取

り
が
著
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
当
時
の
関
東
で

は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
き
て
い
た
の
か
。
自

ら
の
命
を
顧

み
ず
、
京
都

に
い
る
聖
人

を
訪
ね
ず
に

は
お
れ
な
い

ほ
ど
の
状
況

と
な
っ
て
い

た
、
当
時
の

関
東
に
お
け

る
念
仏
の
教

え
に
対
す
る

迷
い
と
混
乱

の
様
子
を
、

寸
劇
で
伝
え

た
。

【
私
の
受
け
止
め
】

今
ま
で
、
自
分
が
命
懸
け
で
何
か
を
し
た
こ

と
が
あ
っ
た
の
か
。
自
ら
の
「
生
」
を
「
当
た

り
前
」
の
も
の
、「
死
」
を
「
あ
り
得
な
い
」
も

の
と
し
て
考
え
、
生
活
し
て
き
た
。

し
か
し
、
先
に
生
き
た
方
々
が
命
懸
け
で
私

の
と
こ
ろ
ま
で
届
け
て
く
だ
さ
っ
た
念
仏
の
教

え
の
中
に
、
私
の
生
活
が
あ
っ
た
の
だ
と
気
付

か
さ
れ
た
。
念
仏
の
教
え
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
自

分
の
人
生
全
て
を
受
け
入
れ
て
生
き
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
章
「
悪
人
成
仏
」

︱
善
に
立
つ
私
︱

【
問
題
提
起
】

第
三
章
で
は
、「
悪
人
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
思
う
の
か
を
話
し
合
う
様
子
を
表
現
し
た
。

あ
る
架
空
の
殺
人
事
件
を
テ
ー
マ
に
、
そ
の

事
件
の
背
景
に
つ
い
て
四
人
の
研
究
生
が
考
え

語
り
合
う
公
開
座
談
会
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に

・
自
分
は
絶
対
に
人
殺
し
な
ん
て
し
な
い

・
状
況
次
第
で
は
殺
し
て
し
ま
う
か
も

・
殺
し
て
し
ま
っ
た
人
も
救
わ
れ
る
の
か

と
意
見
を
交
わ
し
、「
悪
人
」・「
善
人
」
に
つ
い

て
考
え
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。

【
私
の
受
け
止
め
】

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
て
い
る
う
ち

に
、「
自
分
は
他
の
人
よ
り
も
善
い
人
間
だ
」
と

思
う
自
分
が
い
た
。
し
か
し
、「
善
人
」
と
「
悪

人
」
が
別
々
に

い
る
の
で
は
な

く
、
状
況
次
第

で
、
善
い
方
向

へ
も
悪
い
方

向
へ
も
簡
単

に
転
ん
で
し

ま
う
。

私
は
、
自
分

の
力
で
「
善
い

こ
と
」
を
し
て

い
る
の
で
は
な

く
、
様
々
な
縁

に
支
え
ら
れ
て

行
動
し
て
い
る

の
だ
と
気
付
か

さ
れ
た
。

④

二
〇
一
七
年
四
月
、
今
年
度
の
「
真
宗
門
徒
講
座
」
が
開
講
し
た
。
名
古
屋
別
院
主
催
の

当
講
座
は
、
入
門
講
座
と
し
て
開
か
れ
て
お
り
、
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
が
中
心
と
な
っ
て

企
画
・
運
営
を
行
い
、
各
組
・
各
寺
院
の
同
朋
会
な
ど
で
活
用
で
き
る
よ
う
な
講
座
と
な
る

こ
と
を
願
い
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

今
年
度
は
「
は
じ
め
て
の
『
歎
異
抄
』
︱
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に
ふ
れ
よ
う
︱
」
を
テ
ー

マ
に
、
全
十
一
回
の
講
座
を
進
め
て
い
る
。「
は
じ
め
て
『
歎
異
抄
』
に
ふ
れ
る
方
で
も
楽
し

く
学
べ
る
講
座
に
し
た
い
」「
若
手
僧
侶
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
表
現
方
法
は
な
い
か
」
と
い
う

研
究
生
た
ち
の
思
い
か
ら
、
各
章
ご
と
の
課
題
を
受
講
者
と
共
有
す
る
こ
と
を
願
い
、
寸
劇

や
歌
、
映
像
な
ど
の
表
現
方
法
を
用
い
た
【
問
題
提
起
】
と
、
研
究
生
に
よ
る
【
私
の
受
け

止
め
】
の
発
表
を
講
座
の
冒
頭
に
行
っ
て
い
る
。

今
号
で
は
、
新
し
い
講
座
の
あ
り
方
を
目
指
し
て
模
索
す
る
研
究
生
た
ち
の
試
み
の
一
部

を
紹
介
し
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
し
た
研
究
生
が
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
を
報
告
す
る
。

研究生実習

　
真
宗
門
徒
講
座

　
　
　
新
し
い
講
座
の
あ
り
方
を
目
指
し
て
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研
究
生
た
ち
の
声

仏
教
の
学
び
を
身
近
な
も
の
に

今
回
の
真
宗
門
徒
講
座
で
は
、
講
義
へ
の
導

入
と
し
て
、
各
回
の
内
容
に
関
連
し
た
劇
や
ク

イ
ズ
な
ど
を
研
究
生
が
企
画
し
て
い
ま
す
。
そ

の
願
い
は
、
難
し
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
が
ち
な

仏
教
の
学
び
を
、
よ
り
親
し
み
を
持
っ
て
自
ら

に
身
近
な
こ
と
と
し
て
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
と

共
に
学
び
、
考
え
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
す
。

親
し
み
や
す
く
楽
し
め
る
も
の
に
す
る
た
め
、

受
講
者
の
皆
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ

う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
言
で
わ

か
り
や
す
く
と
言
っ
て
も
、「
何
を
す
る
の
か
？
」

「
ど
の
よ
う
な
表
現
方
法
に
す
れ
ば
い
い
の

か
？
」「
企
画
を
通
し
て
何
を
伝
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
を
、
毎
回
決
ま

っ
た
形
が
無
い
中
で
、
真
剣
に
考
え
な
が
ら
ゼ

ロ
か
ら
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
多
く
の

苦
労
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
企
画
の
作
業
は
私

（
た
ち
）
自
身
が
『
歎
異
抄
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章

の
内
容
を
よ
り
深
く
学
ぶ
大
き
な
契
機
と
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
一
人
で
は
行
え
な
い
よ
う
な
取
り

組
み
が
で
き
て
い

る
こ
と
は
、
今
回

の
こ
の
講
座
な
ら

で
は
だ
と
思
い
ま

す
。
準
備
を
す
る

中
で
、
皆
で
あ
れ

こ
れ
言
い
な
が
ら

一
つ
の
も
の
を
作

り
上
げ
、
実
際
に

発
表
を
し
て
い
く
。

一
人
で
は
で
き
な

い
も
の
を
皆
で
作
り
上
げ
て
い
る
実
感
が
あ
り

ま
す
。

研
究
生
自
身
、
楽
し
み
な
が
ら
や
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
に
も
楽
し
ん
で

学
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
十
二
期
研
究
生
　
小
塚
　
順

と
も
に
楽
し
く
学
ぶ

今
回
の
門
徒
講
座
で
、
私
は
第
三
章
を
担
当

し
ま
し
た
。
発
表
に
あ
た
り
、
資
料
な
ど
を
読

み
返
し
ま
し
た
が
、『
歎
異
抄
』
を
学
ぶ
の
は
大

学
の
ゼ
ミ
以
来
だ
っ
た
た
め
、
何
を
話
し
た
ら

い
い
か
、
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
い
い
か
全

く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
事
前
の
学
習
会
で

レ
ジ
ュ
メ
を
提
出
し
、
皆
に
指
摘
し
て
も
ら
い
、

主
幹
と
の
打
ち
合
わ
せ
で
指
摘
を
し
て
い
た
だ

き
、
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
く
な
る
、
こ
の
繰
り

返
し
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
の
お
か
げ

で
普
段
の
生
活
で
は
あ
ま
り
感
じ
て
い
な
か
っ

た
「
善
に
立
つ
自
分
」
の
存
在
を
気
付
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
の
講
座
を
通
し
て『
歎

異
抄
』
に
向
き
合
え
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

皆
で
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
提
起
も
、
私
に

は
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
真

宗
門
徒
講
座
で
は
、
自
分
の
担
当
の
時
以
外
は

積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
今
回
は
問
題
提
起
を
通
し
て
、
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
受
講
者
の
皆
さ
ん
に
楽
し
く

わ
か
り
や
す
く
伝
え
ら
れ
る
の
か
、
私
自
身
も

楽
し
く
、
新
鮮
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
学
べ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

受
講
者
の
皆
さ
ん
も
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
で

講
座
の
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
た
ら
あ
り

が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

第
十
一
期
研
究
生
　
鍋
野 

了
悟

私
が
問
わ
れ
る
講
座

私
は
『
歎
異
抄
』
第
四
章
を
担
当
し
、
父
の

死
と
い
う
事
実
を
通
し
て
「
聖
道
・
浄
土
の
か

わ
り
め
」
と
い
う
課
題
と
向
き
合
っ
た
。

事
前
の
打
ち
合
わ
せ
の
時
、「
あ
な
た
の
発
表

は
、
言
葉
が
き
れ
い
す
ぎ
る
」「
言
葉
を
取
り
繕

っ
て
語
っ
て
い
る
だ
け
で
、
嘘
を
語
っ
と
る
」

と
い
う
言
葉
を
い
た
だ
き
、「
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
！
」と
内
心
で
は
反
発
し
て
い
た
。
そ

の
時
の
私
は
『
歎
異
抄
』
を
受
講
者
の
皆
さ
ん

に
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
、
話
の
内
容
や
構
成

を
吟
味
す
る
こ
と
に
意
識
を
向
け
て
い
た
。
し

か
し
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
に
必
死
に

な
っ
て
い
る
私
は
、
一
体
ど
こ
に
立
っ
て
語
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
き
た
。

真
宗
門
徒
講
座
は
、
講
座
当
日
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
の
全
て
が
研
究
生
の

学
び
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
各
自
が
担
当
の
章

に
お
い
て
下
調
べ
を
し
、
自
分
自
身
の
受
け
止

め
を
確
か
め
直
す
。
他
の
研
究
生
や
ス
タ
ッ
フ

と
議
論
す
る
中
で
、
時
に
は
厳
し
く
問
い
正
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
中
で
受
講
者
の
皆
さ

ん
と
本
当
に
共
有
し
た
い
課
題
を
明
確
に
し
て

い
く
。
こ
の
よ
う
に
若
い
研
究
生
た
ち
が
、
必

死
に
な
っ
て
一
つ
の
講
座
を
作
り
上
げ
て
い
く

姿
に
刺
激
を
受
け
、
私
自
身
も
わ
か
っ
た
つ
も

り
に
な
っ
て
い
た
『
歎
異
抄
』
と
向
き
合
う
姿

勢
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

第
九
期
研
究
生
　
堂
宮 

淳
賢

　今
年
度
の
「
真
宗
門
徒
講
座
」
で
は
、

研
究
生
に
よ
る
問
題
提
起
、
私
の
受
け
止

め
文
の
作
成
な
ど
、
毎
月
何
度
も
事
前
学

習
を
重
ね
な
が
ら
、
講
座
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
る
。

　二
十
代
、
三
十
代
の
若
手
僧
侶
が
中
心

と
な
る
研
究
生
。「
ま
だ
若
い
自
分
た
ち

だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
表
現
方
法
は
な
い

か
」
と
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
問
題
提
起

の
方
法
を
皆
で
考
え
、
発
表
し
て
く
れ
て

い
る
。

　研
究
生
一
人
一
人
が
『
歎
異
抄
』
の
お

言
葉
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
講
座
に

立
て
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
疑
問
が
残

る
部
分
も
あ
る
。
も
っ
と
学
び
を
深
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
こ
と
も
多
い
。

今
回
の
講
座
を
通
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
お

言
葉
を
受
け
止
め
、
自
分
た
ち
の
言
葉
で

表
現
す
る
と
い
う
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ

て
い
る
。

　こ
の
講
座
も
折
り
返
し
地
点
を
過
ぎ

た
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
こ
の
取

り
組
み
が
今
後
の
教
区
・
組
・
寺
院
で
の

教
化
活
動
の
礎
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
最

後
ま
で
全
力
で
取
り
組
み
た
い
。

業
務
嘱
託

　加
藤 

淨
恵
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は
じ
め
に

戦
争
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
、「
当
時

は
、
戦
争
反
対
な
ど
と
公
言
で
き
る
状
況
で
は
な

か
っ
た
」
と
い
っ
た
意
見
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ

る
。
確
か
に
、
治
安
維
持
法
な
ど
に
よ
っ
て
国
民

生
活
は
極
度
に
統
制
さ
れ
て
お
り
、
政
府
の
方
針

に
反
対
し
た
り
、
自
ら
の
思
想
や
信
仰
を
公
に
し

た
り
す
る
こ
と
が
簡
単
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
事
実
な
の

だ
ろ
う
か
。
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
逮
捕
さ
れ
る

こ
と
を
覚
悟
し
て
、
堂
々
と
戦
争
反
対
を
主
張
し

た
方
々
が
い
る
。
仏
教
が
指
し
示
し
て
い
る
平
和

や
命
の
尊
さ
や
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
を
説
い
た
人
物

も
い
る
。

そ
う
し
た
方
々
が
投
げ
掛
け
て
い
る
課
題
を
問

題
意
識
に
持
ち
な
が
ら
、
今
回
の
平
和
展
は
、
一

九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
七
月
七
日
に
北
京
郊
外

で
起
こ
っ
た
盧
溝
橋
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
日

中
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
時
代
を
取
り
上
げ

る
。「
満
洲
事
変
」
に
よ
る
大
陸
侵
略
が
中
国
全

土
へ
と
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
大
谷
派
が
果
た
し

た
役
割
を
検
証
す
る
こ
と
で
、「
時
代
」
と
「
仏

教
の
実
践
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

日
中
の
反
戦
僧
侶

今
回
の
特
別
展
は
、
仏
教
の
信
仰
に
基
づ
い
て

戦
争
反
対
を
主
張
し
続
け
た
「
反
戦
僧
侶
」
に
ス

ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

ら
の
言
動
は
、
仏
教
が
ど
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
も

通
用
す
る
真
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
開
催
し
て
き
た
平
和
展
で
は
、「
戦

争
は
罪
悪
で
あ
る
」
と
言
い
放
っ
た
竹
中
彰
元

（
一
八
六
七
︱
一
九
四
五
）
や
、「
生
き
て
帰
っ
て

こ
い
」
と
出
征
兵
士
に
声
を
掛
け
た
植
木
徹
誠

（
一
八
九
五
︱
一
九
七
八
）、
そ
れ
に
、
阿
弥
陀
仏

へ
の
信
仰
を
堅
持
し
て
大
谷
大
学
の
学
長
を
追
わ

れ
た
河
野
法
雲
（
一
八
六
七
︱
一
九
四
六
）
な
ど

の
事
跡
を
繰
り
返
し
紹
介
し
て
き
た
。
彼
等
が
示

し
た
社
会
へ
向
き
合
う
視
点
を
掘
り
下
げ
て
紹
介

す
る
こ
と
で
、「
現
代
の
治
安
維
持
法
」
と
言
わ

れ
る
「
共
謀
罪
」
な
ど
が
成
立
し
た
現
代
社
会
に

生
き
る
私
達
が
学
ぶ
べ
き
視
点
を
確
認
す
る
こ
と

が
ね
ら
い
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
特
徴
は
中
国
人
僧
侶
が
戦
争
に

反
対
し
た
事
例
も
紹
介
す
る
。
日
中
戦
争
を
侵
略

と
言
い
、
日
本
の
僧
侶
に
戦
争
反
対
を
呼
び
か
け

た
中
国
の
僧
侶
が
い
た
。
そ
れ
が
、
南
京
・
毘び

盧る

寺じ

の
太た

い

虚き
ょ

（
一
八
九
〇
︱
一
九
四
七
）
で
あ
る
。

彼
は
、
当
時
の
中
国
仏
教
最
高
指
導
者
と
言
わ
れ

た
僧
侶
で
あ
り
、
中
国
や
台
湾
で
仏
教
の
中
興
と

目
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
中
に
は
日
本
の
仏
教
家
と

交
流
を
も
っ
て
お
り
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年

に
「
満
洲
事
変
」
が
起
こ
る
と
、
こ
れ
を
侵
略
戦

争
と
指
摘
し
侵
略
反
対
を
日
本
の
仏
教
者
に
訴
え

て
い
る
。 

「
一
殺
多
生
」
の
論
理

中
国
仏
教
の
訴
え
に
対
し
て
、
仏
教
界
の
有
力

者
で
結
成
さ
れ
た
明
和
会（
会
長
＝
真
宗
木
辺
派

法
主
・
木
辺
孝
慈
）
は
、「
一い
っ

殺せ
つ

多た

生し
ょ
う

は
こ
れ
大

乗
仏
教
の
厳
粛
に
容
認
す
る
所
で
あ
る
」
な
ど
と
、

平
和
構
築
の
た
め
の
聖
戦
ゆ
え
に
中
国
侵
略
を
容

認
さ
せ
よ
う
と
す
る
文
書
を
太
虚
に
送
っ
て
い
る
。

ま
た
、
学
術
研
究
の
窓
口
的
機
関
と
し
て
一
九
三

四
（
昭
和
九
）
年
に
設
立
さ
れ
た
「
日
華
仏
教
研

究
会
」（
会
長
＝
法
隆
寺
貫
首
・
佐
伯
定
胤
、
副

会
長
＝
高
楠
順
次
郎
、
幹
事
長
＝
林
彦
明
）
は
、

一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
十
二
月
に
「
告
支
那

仏
教
徒
諸
君
」
と
題
す
る
声
明
を
出
し
て
日
本
の

戦
闘
行
為
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。

中
国
仏
教
に
対
す
る
声
明
で
、「
亜
細
亜
民
族

は
一
致
団
結
し
て
領
土
に
野
望
を
懐
く
欧
米
並
に

人
類
共
同
の
敵
た
る
ソ
連
に
当
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時

で
あ
る
」「
日
本
が
支
那
領
土
を
侵
略
し
、
非
戦

闘
員
を
殺
傷
す
る
と
い
ふ
が
如
き
は
全
く
事
実
と

相
違
す
る
」「
諸
君
は
共
産
主
義
者
輩
が
貴
国
の

仏
教
が
次
第
に
最
後
の
関
頭
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る

を
知
ら
ざ
る
か
。
彼
等
こ
そ
我
等
仏
教
徒
の
共
同

の
敵
に
あ
ら
ず
し
て
何
で
あ
ら
う
」
な
ど
と
述
べ

て
、
反
省
を
促
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
国
側
の

青
島
・
湛
山
寺
の
倓
虚
に
よ
る
書
簡
（
一
九
三
八

年
三
月
二
十
五
日
）
に
は
、「
日
支
両
国
民
の
親

善
と
幸
福
を
増
進
せ
し
む
る
を
目
的
と
確
定
し

候
」
と
あ
り
、
日
中
の
仏
教
家
が
お
互
い
に
平
和

に
取
り
組
む
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
る
内
容
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
毘
盧
寺
を
舞
台
に
し
た
名
古
屋
と
の

接
点
が
あ
る
。
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
に
名

古
屋
市
瑞
雲
寺
旧
蔵
十
一
面
観
音
像
と
、
毘
盧
寺

第
二
十
九
回
平
和
展

「
仏
教
の
社
会
活
動
︱
日
中
戦
争
と
大
谷
派
︱
」
に
向
け
て

 

研
究
員
　
新に

い

野の 

和か
ず

暢の
ぶ

大谷派の
近現代史

反戦僧侶・竹中彰元

毘盧寺の本尊・千手観音像
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の
本
尊
で
あ
る
千
手
観
音
像
の
二
つ
の
観
音
像
を

交
換
す
る
宗
教
工
作
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞
報
道

を
見
る
と
、
仏
像
の
交
換
に
よ
っ
て
日
中
親
善
を

演
出
す
る
こ
と
の
目
的
は
、
達
成
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
毘
盧
寺
は
全
面

的
に
協
力
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
抵
抗
し
て
い
た

事
実
も
あ
る
。

「
南
京
攻
略
戦
」
と
日
本
仏
教

こ
の
件
を
浮
き
彫
り
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
今

か
ら
八
十
年
前
の
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
十

二
月
の
「
南
京
攻
略
戦
」
に
お
け
る
状
況
を
宗
教

の
視
点
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
日
本
が
南
京
を
攻

略
し
た
際
の
日
本
仏
教
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
野

世
英
水
「
戦
時
下
『
真
宗
』
舎
の
軍
隊
慰
問
︱
本

願
寺
派
法
主
『
中
支
皇
軍
慰
問
』
を
め
ぐ
っ
て

︱
」（『「
真
宗
」
と
靖
国
』
一
九
九
一
年
四
月
一

日
）
と
、
大
東
仁
「
占
領
下
南
京
の
宗
教
工
作
」

（『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
四
十
八
号
、
二
〇
〇
七
年

三
月
三
十
日
）
が
あ
り
、
日
本
の
仏
教
各
派
が
南

京
に
開
設
し
た
「
宗
教
施
設
」
と
「
従
軍
僧
」
の

行
動
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
度
、
平
和

展
ス
タ
ッ
フ
の
大
東
氏
に
よ
っ
て
新
た
な
資
料
が

発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

資
料
は
、
占
領
地
行
政
を
担
当
す
る
日
本
政
府

機
関
「
興
亜
院
華
中
連
絡
部
」
が
実
施

し
た
「
宗
教
事
情
調
査
」
の
記
録
で
あ

る
。
藤
本
智
董
と
い
う
人
物
が
二
十
日

間
に
亘
っ
て
現
地
調
査
し
た
も
の
で
、

『
南
京
及
蘇
州
に
於
け
る
佛
教
の
實
情

調
査
』（
一
九
四
〇
年
五
月
）
に
纏
め

ら
れ
て
い
る
。
資
料
に
よ
る
と
、

僧
侶
約
二
十
四
五
人
、
尼
僧
十

七
八
人
死
亡

多
く
は
流
弾
に
て
死
亡
し
た
も

の
で
あ
る
と
云
ふ

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。「
南
京
攻
略
戦
」

で
は
、
少
な
く
と
も
四
〇
以
上
の
僧
尼

が
犠
牲
者
と
な
っ
た
事
実
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
闘
時
、
寺
院

な
ど
の
宗
教
施
設
が
被
害
を
こ
う
む
る

こ
と
は
想
像
に
難
し
い
こ
と
は
な
く
、

銃
砲
弾
の
来
た
と
こ
ろ
は
多
少

の
被
害
が
あ
り
、
未
だ
精
査
に
は

至
ら
な
い
が
、
被
害
寺
廟
は
五
〇
以
上
は
あ
る

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
南
京
で
の
状
況
を
知
る
べ
く
、
南
京
を

占
領
し
た
後
に
杭
州
を
占
領
し
た
「
丁
集
団
」
の

参
謀
長
が
一
九
三
七
年
十
二
月
二
十
日
に
出
し

た
通
牒
を
紹
介
す
る
。
こ
こ
に
は

略
奪
婦
女
暴
行
、
放
火
等
の
厳
禁
に
関
し
て

は
屢る

次じ

訓
示
せ
ら
れ
た
る
所
な
る
も
本
次
南

京
攻
略
の
実
績
に
徴
す
る
に
婦
女
暴
行
の
み

に
て
も
百
余
件
に
上
る
忌
む
へ
き
事
態
を
発

生
せ
る
を
以
て
重
複
を
も
観
み
す
注
意
す
る

所
あ
ら
ん
と
す

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
資
料
よ

り
）

と
あ
り
、
南
京
攻
略
を
前
後
し
て
、
少
な
く
と
も

約
百
件
の
婦
女
暴
行
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
被
害
状
況
の
報
告
も
、
今

回
の
平
和
展
で
紹
介
す
る
内
容
の
一
つ
で
あ
る
。

中
国
仏
教
の
抵
抗

そ
し
て
、
特
別
展
で
紹
介
す
る
抵
抗
の
内
容
は
、

毘
盧
寺
の
住
持
（
住
職
）
が
仏
像
交
換
す
る
際
に

名
古
屋
へ
訪
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
毘
盧
寺
の
住
持
に
つ
い
て
藤
本
が
「
此
寺
に
興

亜
佛
教
班
員
を
駐
留
せ
す
め
む
と
せ
し
こ
と
が
あ

つ
た
が
、
住
持
は
言
を
左
右
に
し
て
容
易
に
快
諾

を
得
へ
な
か
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
占

領
政
策
に
非
協
力
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
ゆ

え
に
仏
像
交
換
に
よ
る
「
日
中
友
好
」
に
も
賛
成

し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
興
亜
院

の
調
査
結
果
に
は
、「
病
気
の
た
め
使
節
を
辞
退
」

を
申
し
出
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

毘
盧
寺
の
副
住
持
に
よ
る
随
行
が
決
定
し
た
よ
う

で
あ
る
が
、
結
局
彼
も
随
行
し
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
行
動
は
、
日
本
側
へ
の
意
図
的
な
抵
抗
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
抵
抗
の
実
体
を
特
別
展
で
取
り

上
げ
な
が
ら
、
侵
略
が
拡
大
し
て
ゆ
く
歴
史
と
リ

ン
ク
す
る
大
谷
派
の
戦
争
協
力
の
事
実
を
浮
き
彫

り
に
す
る
。

「英霊」とともに南京入城する日本軍（絵葉書より）

「第10軍作戦指導に関する参考資料」（アジア歴史資料センター�Ref.C11111743800）
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　■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

《雑感》
　教化センター業務の一環として、名古屋別院が毎月
発行する『名古屋御坊』の編集に携わるようになり、早
一年。本誌と並び、教化センターの情報を外部に発信す
る貴重な機会と思い、私なりに試行錯誤を続けている。
　その中で、来春掲載予定の特集記事を担当する一員
になり、勉強を進めるうちに“動的平衡”という言葉を知っ
た。生命は分子レベルで分解と合成を繰り返し、絶え間
なく動き、変化し続ける流れの中で平衡（バランス）を保
っている、という生命科学における概念のことだ。
　それはまるで、出あった縁によって移ろい変わりゆく私
の姿を、科学の視点から言い当てているかのようだった。
同時に、科学という学問に対する「怖い」「自分とは無関
係」といった先入観が打ち破られる思いがした。
　しかしそれも『名古屋御坊』の編集に携わり、特集記
事を担当する一員になったからこそ、知り得たこと。改め
て、縁の不思議さを感じている。

（て）

　11月24日、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（東本願寺）報恩講団体参拝を総勢90名で行った。午前
8時に名古屋別院を出発。車中、御絵伝のDVDで聖人得度の場面
を学習し、午前11時頃に「青蓮院」に到着した。「青蓮院」では聖人
の剃髪が安置されているという「植髪堂」で御絵伝の絵解きを聞き、
その後、研究生の案内により「得度の間」を拝観。午後からは、しんら
ん交流館で精進弁当をいただいた後、中逮夜の法要に参拝した。
　参加者からは、「植髪堂でのお話はわかりやすく面白かった」「交
通渋滞で最後まで聞けなかったのが残念」「毎年、内容が違うので
楽しみ」などの声が聞かれた。
　研究生たちは、本企画に向けて下見と学習を行ってきたが、紅葉
の時期と交通渋滞が重なり日程が遅れるなどのアクシデントもあり、企
画の難しさを教えられた。
年々参加者が増しており、
若手僧侶の企画による団
体参拝が期待されている
ことが伺える。今後も組・寺
院で活かされるような企画
に取り組んでいきたい。

研究生 現地研修

私にとって報恩講とは
－ご門徒と共に学ぶ団体参拝－

　12月12日、曹洞宗永平寺名古屋別院（東区代官町）にて、自死遺
族ら34名と超宗派の僧侶によって、第9回自死者追悼法要「いのちの
日いのちの時間」が厳修された。
　警察庁が公開している「平成28年中における自殺の状況」による
自死者数は21,897人で、ピーク時の34,427人と比べれば減少してい
る。とは言え、1人の自死者に対し5人から10人の方々が大きなショック
を受け、日常生活を送ることに支障をきたす人も多く、社会から孤立
し、悲しみを分かち合えない自死遺族は累積され続けている。
　本来であれば、故人を偲ぶ誰もが集える場である葬儀や法要が、
たとえば恋人や友人など、故人との関係性によって参列できなかった
り、さらには悲しみの比較、責任転嫁、世間体などが気にされることに
より、最もダメージを受けている人にとって過酷なものとなってしまって
いる現状がある。
　この法要は、このような
実態に対し、安心して故
人・仏さまに向き合える場と
なることを願って、宗派を超
えた僧侶らによって、東海
地方の自死遺族会などに
呼びかけ厳修されている。

現代社会と真宗教化　報告
第9回 自死者追悼法要
「いのちの日いのちの時間」厳修

主催：いのちに向き合う宗教者の会　後援：名古屋教区教化センター

うえ がみ どう

INFORMATION

教化センター日報
2017年９月～11月

研究業務「自死遺族わかちあいの会」学習会
研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習
研究業務「平和展」学習会
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』⑤）」
教化研修「聖典研修①」（東舘紹見氏）
研究業務「平和展」学習会

９月１日
５日
11日
15日
25日
29日

研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
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』⑥）」
研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習
研究業務「平和展」学習会
教化研修「聖典研修②」（東舘紹見氏）
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』⑦）」
研究業務「平和展」学習会
研究生・実習「真宗本廟一日参拝」
研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習

　

10月４日
６日
20日
27日

11月１日
６日
15日
22日
24日
27日

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

第29回平和展「仏教の社会活動 ―日中戦争と大谷派 ― 」

事務休暇・図書整理について
 事務休暇
・2017年12月29日㈮～2018年１月８日㈪

 図書整理
・実施期間：2018年１月29日㈪～２月９日㈮
　※上記期間中は書籍、視聴覚教材の貸出を停止させていただきます。（館内閲覧は可）
　※借り受け中の書籍、視聴覚教材は１月26日㈮までにご返却をお願いいたします。

【日　時】2018年３月16日㈮～22日㈭　午前10時～午後６時
　　　　　　※初日は午前11時から／最終日は午後５時まで
　　　　　　※３月20日㈫午後４時、特別学習会を開催
【会　場】名古屋教務所１階 議事堂
【入場料】無　料
　　主催：名古屋教区教化センター　協力：名古屋教区教化委員会、名古屋別院

名古屋別院 春のお彼岸への参拝とともに、是非お立ち寄りください
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