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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.104

私
が
日
頃
か
ら
思
い
描
く
「
生
き
て
い
る
」

現
実
を
、
根
底
か
ら
覆
し
た
事
実
、
東
日
本

大
震
災
。
あ
の
日
、
あ
の
時
感
じ
た
「
こ
の

ま
ま
で
は
い
け
な
い
。
変
わ
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
」
と
い
う
思
い
。
し
か
し
、
そ
の
思

い
が
、
七
年
と
い
う
時
の
流
れ
の
中
で
、
無

意
識
の
う
ち
に
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
本
誌
６
・
７
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
佐

藤
敏
郎
さ
ん
の
記
事
を
読
ん
で
自
問
す
る
。

折
し
も
過
日
、
職
員
研
修
で
訪
れ
た
大
阪

市
立
大
空
小
学
校
で
は
、
あ
の
時
私
が
感
じ

た
思
い
を
持
続
し
た
学
校
運
営
が
な
さ
れ
て

い
た
。

た
と
え
ば
、
想
定
外
で
あ
る
災
害
に
対
応

す
る
力
を
養
う
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
避
難
訓

練
を
や
め
、
予
告
な
し
の
避
難
学
習
や
、
大

人
と
子
ど
も
が
と
も
に
学
べ
る
特
別
授
業

「
い
の
ち
を
守
る
学
習
」
を
行
っ
て
い
る
。

年
に
９
回
ほ
ど
行
わ
れ
る
こ
の
学
習
は
、

教
員
と
児
童
の
み
な
ら
ず
、
保
護
者
や
地
域

住
民
、
大
学
や
行
政
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
巻
き
込
み
、

多
種
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
み
ん
な
で
考
え
、

み
ん
な
で
取
り
組
ん
で
い
る
。

実
は
こ
の
学
校
、ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画
『
み

ん
な
の
学
校
』
の
舞
台
。
普
通
の
公
立
学
校

な
が
ら
、
私
が
知
る
学
校
と
は
大
分
違
う
。

全
て
の
子
に
居
場
所
が
あ
る
こ
と
、
み
ん

な
が
笑
顔
に
な
れ
る
こ
と
、
誰
も
が
通
え
る

こ
と
。
学
校
が
変
わ
れ
ば
地
域
が
変
わ
り
、

社
会
が
変
わ
る
。

こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
、
全
校
生
徒
が

学
年
を
超
え
た
チ
ー
ム
を
作
り
、
教
職
員
・

地
域
の
人
々
を
も
含
め
て
み
ん
な
で
取
り
組

む
、
み
ん
な
の
学
校
な
の
で
あ
る
。

教
育
の
原
点

　

＝ 

全
員
の
命
を
守
る
た
め
の
学
習

日
常
の
学
習
（
４
つ
の
力
）

　

＝ 

①　

人
を
大
切
に
す
る
力

　
　

 

②　

自
分
の
考
え
を
持
つ
力

　
　

 

③　

自
分
を
表
現
す
る
力

　
　

 

④　

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
力

た
っ
た
一
つ
の
約
束

　

＝ 

自
分
が
さ
れ
て　

い
や
な
こ
と
は

　
　

 

人
に
し
な
い　

言
わ
な
い

こ
れ
ら
の
教
育
理
念
を
常
に
み
ん
な
で
確

か
め
、
み
ん
な
で
考
え
、
み
ん
な
で
未
来
を

創
造
す
る
。

翻
っ
て
自
身
、
お
預
か
り
し
て
い
る
お
寺
・

職
場
、
家
で
の
生
活
は
ど
う
か
。
我
が
大
谷

派
宗
門
は
、
あ
ま
ね
く
同
朋
の
公
議
公
論
を

尽
く
し
、
同
朋
社
会
の
顕
現
に
向
け
て
取
り

組
む
こ
と
を
標
榜
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
「
同
朋
会
運
動
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
さ
え
お
れ
ば
安
泰
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
留

ま
っ
て
は
い
ま
い
か
。
愚
身
の
事
実
に
思
い

を
馳
せ
る
。

出
遇
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
放
つ
大
い
な
る

耀
き
に
我
が
足
元
を
照
ら
さ
れ
、
恥
ず
か
し

さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
み
ん
な
と
一
緒
に

「
純
粋
な
る
信
仰
運
動
」
に
取
り
組
も
う
と
勧

励
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
る
。

（
主
幹　

荒
山　

淳
）

「小さな命の意味を考える会」（６・７面参照）ホームページより
� （写真の無断転用はご遠慮ください）

「
み
ん
な
が
つ
く
る 

み
ん
な
の
お
寺
」

も く じ
・ 聖典研修　第２回

親鸞聖人の御生涯に聞く
親鸞聖人が生きた時代

❷・❸

・尾張の真宗史
 真宗大谷派名古屋別院藏 
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❹・❺

・現代社会と真宗教化
　小さな命の意味を考える

−あの日の大川小学校の校庭から学ぶこと（前編）
❻・❼

・INFORMATION ❽
◆イラストカット集〈※寺報などにご利用ください〉
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今
日
は
親
鸞
聖
人
が
生
き
た
平
安
末
か
ら
鎌

倉
前
期
の
状
況
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
が
、

こ
の
時
代
は
端
的
に
言
え
ば
、
封
建
社
会
が
形

成
さ
れ
完
成
し
た
時
代
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。少
し
歴
史
を
遡
っ
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

古
代
の
国
家
・
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
が

土
地
を
所
有
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。「
公
地
公
民
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
土
地
も
、
そ
れ
を
耕
し
て
い
る
人
民

も
全
て
国
有
財
産
（
天
皇
の
持
ち
物
）
と
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
々
の
収
穫
し
た

も
の
を
税
と
し
て
吸
い
上
げ
て
集
約
し
、
必
要

に
応
じ
て
分
配
し
て
い
く
。土
地
に
つ
い
て
は
、

六
歳
以
上
に
な
る
と
男
性
も
女
性
も
国
か
ら
田

を
借
り
、
税
を
納
め
、
そ
の
人
が
亡
く
な
っ
た

ら
国
に
返
す
「
班
田
収
授
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム

が
統
一
的
に
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
だ
ん
だ
ん
崩
れ
て

い
き
ま
す
。
人
口
の
増
加
に
伴
い
新
た
な
田
畠

が
必
要
に
な
る
と
、
国
は
土
地
の
私
有
を
部
分

的
に
認
め
る
、
す
な
わ
ち
新
た
に
開
墾
し
た
田

畠
に
つ
い
て
は
私
有
を
認
め
る
と
い
う
法
令
を

出
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
有
地
が
増
え

て
い
っ
た
の
で
す
が
、
や
が
て
私
有
地
で
は
な

い
部
分
も
私
有
地
に
し
た
り
、
自
分
の
土
地
を

自
分
の
力
だ
け
で
は
守
れ
な
い
場
合
は
、
よ
り

有
力
な
人
に
守
っ
て
も
ら
う
た
め
に
土
地
の
名

義
変
更
、
す
な
わ
ち
寄
進
を
行
い
、
年
貢
を
納

め
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
年
貢
を
納
め
て
保
護

し
て
も
ら
う
「
御
恩
と
奉
公
」
と
呼
ば
れ
る
関

係
が
進
展
し
、
だ
ん
だ
ん
と
荘
園
と
呼
ば
れ
る

私
有
地
の
集
積
体
を
た
く
さ
ん
持
つ
存
在
が
成

長
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
土
地

の
私
有
化
は
、
平
安
時
代
の
初
期
頃
か
ら
少
し

ず
つ
顕
著
に
な
り
始
め
、
平
安
時
代
の
中
期
頃

に
は
そ
の
集
積
が
急
速
に
進
み
、
平
安
時
代
後

期
に
な
る
と
、
い
く
つ
か
の
大
荘
園
領
主
が
並

び
立
つ
よ
う
な
社
会
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、土
地
の
私
有
が
前
提
に
な
り
、

そ
の
土
地
を
仲
立
ち
に
し
た
主
従
関
係
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
社
会
を
「
封
建
社
会
」
と
い

い
ま
す
。そ
う
し
た
封
建
社
会
の
成
立
を
も
っ
て
、

歴
史
的
に
は
「
中
世
」
の
成
立
と
呼
ぶ
の
で
す
。

本
当
の
平
安
時
代
の
す
が
た

さ
て
、
平
安
時
代
は
、
七
九
四
年
、
お
よ
そ

西
暦
八
〇
〇
年
頃
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
か

ら
西
暦
一
一
〇
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
の
四
百

年
間
は
、
現
在
、
平
安
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
四
百
年
も
の
長
い
間
、
社
会
の

構
造
が
ず
っ
と
同
じ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま

せ
ん
。
平
安
時
代
と
い
い
ま
す
と
、
烏
帽
子
を

か
ぶ
っ
た
人
や
十
二
単
を
着
た
人
が
和
歌
を
詠

ん
で
い
た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
状
況
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た
の

で
は
な
く
、
平
安
時
代
で
も
最
初
と
最
後
と
で

は
相
当
様
子
が
違
う
の
で
す
。

平
安
時
代
が
始
ま
っ
て
最
初
の
百
年
間
（
西

暦
八
〇
〇
年
代
＝
九
世
紀
）
は
、
そ
れ
以
前
か

ら
続
い
た
、
古
代
に
お
け
る
天
皇
中
心
の
中
央

集
権
的
な
「
律
令
体
制
」
を
、
国
家
が
何
と
か

維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
と
い
っ
て
い
い

と
思
い
ま
す
。「
律
令
」
と
は
古
代
に
制
定
さ

れ
た
法
令
の
こ
と
で
、
現
在
で
い
え
ば
お
よ
そ

刑
法
に
あ
た
る
法
令
が
「
律
」、
そ
れ
以
外
の

現
在
の
民
法
な
ど
に
あ
た
る
法
令
が
「
令
」
で

す
。
こ
れ
ら
の
法
令
に
基
づ
い
て
統
一
的
な
支

配
が
行
わ
れ
る
の
で
す
。
律
令
体
制
下
で
は
公

地
公
民
で
す
か
ら
、
土
地
の
私
有
化
は
あ
く
ま

で
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
り
、
可
能
な
限

り
原
則
に
戻
そ
う
と
し
続
け
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
西
暦
九
〇
〇
年
代
＝
十
世
紀
に
入

る
と
、
土
地
を
皆
に
分
け
て
均
等
に
税
を
取
る

と
い
う
や
り
方
自
体
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
土

地
の
所
有
者
に
対
し
て
土
地
を
単
位
に
課
税
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
政
治
体
制
が

変
わ
っ
て
い
く
中
で
土
地
の
私
有
化
は
い
よ
い

よ
進
ん
で
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
前
に
話
し

た
よ
う
な
「
御
恩
と
奉
公
」
と
い
う
土
地
を
介

し
た
関
係
が
生
ま
れ
、
や
が
て
た
く
さ
ん
の
土

地
を
所
有
す
る
大
荘
園
領
主
で
あ
り
国
政
に
大

き
な
権
限
を
持
つ
門も

ん

閥ば
つ

が
出
て
き
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
力
を
持
っ
た
存
在
は
「
権
門
」
と
呼
ば

れ
、
現
在
の
学
説
で
は
、
こ
の
権
門
が
い
く
つ

も
寄
り
集
ま
っ
て
国
を
支
配
し
て
い
る
体
制
を

「
権
門
体
制
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
自
分
の
土

地
を
守
っ
て
も
ら
う
代
わ
り
に
年
貢
を
納
め
る

と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
換
言
す
れ
ば
、
年
貢
を

出
さ
な
け
れ
ば
守
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。

こ
の
権
門
体
制
を
、
い
く
つ
か
の
権
門
ご
と

の
特
性
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
見
て
い

き
ま
す
と
、ま
ず
は
「
天
皇
家
＝
王
家
」
の
人
々

が
権
門
と
し
て
存
在
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も

最
大
の
も
の
は
「
院
」
と
い
う
天
皇
家
の
家
長

に
当
た
る
存
在
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
下
に
は

「
家
政
機
関
」
と
い
う
、
い
わ
ば
会
社
の
組
織

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
た
く

さ
ん
の
人
た
ち
が
働
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

の
一
番
末
端
に
私
有
地
を
持
つ
農
民
が
連
な
っ

て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
天
皇
家
以
外
の

い
く
つ
か
の
「
貴
族
」
の
家
も
有
力
な
権
門
を

形
成
し
ま
し
た
。
特
に
政
治
を
司
り
、
代
々
摂

政
や
関
白
な
ど
を
務
め
る
人
物
を
出
し
た
摂
関

家
は
強
大
な
権
門
で
し
た
。
以
上
の
天
皇
家
や

貴
族
な
ど
の
権
門
を
「
公
家
権
門
」
と
呼
び
ま

す
。ま

た
い
く
つ
か
の
大
寺
院
も
強
大
な
力
を
持

っ
た
権
門
で
し
た
。「
寺
社
権
門
」
と
言
わ
れ

ま
す
。そ
の
最
大
の
も
の
は
比
叡
山
の
延
暦
寺
、

封
建
社
会
＝
中
世
社
会
の
成
立

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
二
回　

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代

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11月6日
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そ
し
て
奈
良
の
興
福
寺
で
す
。
他
に
も
広
大
な

荘
園
を
所
有
す
る
寺
院
は
数
多
く
存
在
し
、
こ

と
に
よ
っ
て
は
公
家
権
門
よ
り
も
勢
力
は
大
き

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

第
三
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、「
平
氏
」や「
鎌

倉
幕
府
」
な
ど
の
「
武
家
権
門
」
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
武
士
は
治
安
維
持
を
職
能
と
し
、
元
々

は
公
家
や
寺
社
の
先
兵
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
が
ま
と
ま
っ
て
一
つ
の
勢
力
と

な
っ
た
の
で
す
。
朝
廷
か
ら
三
位
以
上
の
位
を

与
え
ら
れ
る
と
権
門
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
の

で
、
最
初
に
征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
源
頼
朝
も

こ
れ
を
望
み
、
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
大
き
く
公
家
・
寺
社
・
武
家
の
三
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
諸
権
門
は
、
互

い
に
荘
園
を
持
ち
、
競
い
合
い
つ
つ
成
長
す
る

ラ
イ
バ
ル
の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

体
制
全
体
を
少
し
で
も
揺
る
が
そ
う
と
す
る
動

き
が
起
こ
る
と
、
権
門
同
士
は
協
力
し
て
そ
れ

を
抑
圧
す
る
の
で
す
。

こ
の
権
門
体
制
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
い
き

ま
す
と
、鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
い
う
出
来
事
は
、

歴
史
の
分
岐
点
と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
封
建

社
会
＝
中
世
は
、
遅
く
と
も
平
安
時
代
の
後
期

に
は
成
立
し
て
い
ま
し
た
。
以
前
に
は
、
鎌
倉

時
代
と
平
安
時
代
を
区
切
り
、
鎌
倉
幕
府
の
成

立
が
封
建
社
会
＝
中
世
の
成
立
で
あ
り
、
新
し

い
時
代
が
作
ら
れ
た
と
い
う
説
が
最
も
有
力
で

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
封
建
社
会
＝
中
世
の

あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
評
価
し
た
説
と
は
い
え
な

い
と
思
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
説

が
有
力
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
江
戸
時
代
の
武

士
た
ち
に
よ
る
、
鎌
倉
武
士
を
自
分
た
ち
の
先

達
と
し
て
顕
彰
し
た
い
と
い
う
考
え
や
、
明
治

以
後
、富
国
強
兵
の
政
策
を
進
め
て
い
く
上
で
、

武
士
の
よ
う
な
勇
ま
し
い
人
々
が
新
た
な
時
代

を
作
っ
た
と
い
う
歴
史
観
を
広
め
た
い
近
代
日

本
国
家
の
考
え
な
ど
が
強
く
作
用
し
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

民
衆
と
関
わ
っ
て
い
た
比
叡
山

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
代
社
会
に
お
い
て

は
全
て
の
者
が
天
皇
か
ら
田
を
分
け
与
え
ら
れ

て
税
を
納
め
る
と
い
う
社
会
で
し
た
か
ら
、
天

皇
は
そ
の
中
心
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
的
な
権
威

を
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
中
世
で
は

土
地
を
持
つ
者
、
持
た
な
い
者
、
さ
ら
に
は
財

産
を
持
た
ず
物
乞
い
を
す
る
者
な
ど
、
様
々
な

生
き
方
が
存
在
し
ま
し
た
。
ま
た
強
大
な
権
門

が
い
く
つ
も
並
立
し
て
お
り
、
国
の
中
心
が
ど

こ
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
状
態
で
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
、
色
々
な
違

い
を
認
め
つ
つ
、
仏
に
よ
る
“
平
等
”
な
救
済

を
説
く
仏
教
の
教
え
は
、
権
力
者
に
と
っ
て
都

合
の
良
い
も
の
と
見
ら
れ
た
の
で
す
。そ
れ
で
、

当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
、
社
会
を
ま
と
め
て

い
く
際
に
仏
教
の
教
え
が
前
面
に
押
し
出
さ

れ
、
政
治
と
仏
教
は
強
く
結
び
つ
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
他
の
権
門
に
先
駆
け
て
こ
う
し
た

こ
と
を
実
践
し
、
最
も
早
く
中
世
的
な
展
開
を

遂
げ
た
の
が
比
叡
山
延
暦
寺
で
し
た
。
平
安
時

代
の
初
期
、
最
澄
は
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る

「
一
乗
思
想
」、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
平

等
に
仏
と
な
る
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
教
え
を
皆
に
伝
え
よ
う
と
、
比
叡
山
に
天
台

宗
を
開
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
平
等
な
成
仏

を
説
く
一
乗
の
教
え
が
、
や
が
て
封
建
社
会
の

形
成
と
非
常
に
密
接
に
結
び
付
き
、
結
果
と
し

て
延
暦
寺
は
権
門
と
し
て
の
力
を
増
し
て
い
く

の
で
す
。

当
時
の
寺
社
の
教
え
の
説
き
方
と
し
て
、「
立

場
・
身
分
に
応
じ
た
宗
教
的
行
為
を
積
む
こ
と

に
よ
り
、
来
世
で
の
“
平
等
”
な
成
仏
や
往
生

が
約
束
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。
自
ら
へ
の
奉
仕
を
宗
教
的
善
根
と
し
て

人
々
に
勧
め
た
の
で
す
。
僧
侶
個
人
で
は
な
く

仏
様
へ
の
善
行
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
々

は
年
貢
を
出
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。
公
家
権
門
、
武
家
権
門
の
中
に
も

出
家
し
た
り
寺
院
を
造
営
し
た
人
は
数
多
く
い

ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
仏
教
へ
の
信
仰
心
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
封
建
的
な
支

配
が
し
や
す
い
と
い
う
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。そ
し
て「
現
実
に
は
様
々

な
差
別
が
あ
る
け
れ
ど
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

全
て
の
衆
生
は
本
来

“
平
等

4

4

”
で
あ
っ
て
、
共
に
仏
と
な
る
道
を
歩

め
る
」
と
、
仏
の
“
平
等
”
な
救
済
を
説
く
こ

と
を
通
し
て
、
現
実
の
差
別
（
支
配
）
を
正
当

化
す
る
役
割
も
果
た
し
た
の
で
す
。で
す
か
ら
、

そ
う
し
た
面
で
は
、
比
叡
山
を
は
じ
め
と
す
る

当
時
の
仏
教
は
、
既
に
民
衆
と
深
く
関
わ
っ
て

い
た
の
で
す
。

こ
の
点
だ
け
を
強
調
す
れ
ば
、
比
叡
山
の
仏

教
は
民
衆
を
騙
し
た
と
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
本
当
に
民
衆
と
共
に
歩
み
た
い

と
願
い
、
平
等
を
説
き
、
自
他
と
も
に
善
行
を

積
む
こ
と
に
努
め
た
僧
侶
も
大
勢
い
ま
し
た
。

比
叡
山
は
堕
落
し
て
い
た
と
一
概
に
い
う
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
し
、
財
力
的
に
も
教
化
活
動
的

に
も
、
衰
退
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
山
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
活
発
に
民

衆
と
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
し
、
民
衆
救
済
と
い

う
こ
と
も
非
常
に
意
識
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
う
し
た
活
動
が
活
発
で
あ
っ
た
が
故
に
問
題

点
も
ま
た
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
す
。
総
合

的
に
見
た
時
に
は
、や
は
り
封
建
社
会
の
形
成
・

維
持
に
仏
教
の
平
等
思
想
が
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
と
い
う
点
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

を
親
鸞
聖
人
が
ど
う
見
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
は
重
要
な
問
題
で
し
ょ
う
。

比
叡
山
は
色
々
な
意
味
で
当
時
の
人
々
に
圧

倒
的
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
教
え

の
核
心
で
あ
る
「
一
乗
」
も
色
々
な
意
味
で
社

会
や
人
々
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。で
す
か
ら
、

仏
道
に
関
わ
る
現
場
の
人
々
は
様
々
に
思
案
し

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
の
一
人
が
親
鸞
聖
人

で
あ
っ
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
本
当
の
意

味
で
の
社
会
と
仏
教
と
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ

き
な
の
か
。
あ
る
い
は
『
法
華
経
』
に
説
か
れ

る
「
一
乗
」
の
本
当
の
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。
そ
う
い
っ
た
課
題
を
抱
え
て
歩
ま
れ

た
と
思
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

現
在
、
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
に
は
、
天

和
二
（
一
六
八
二
）
年
、
一
如
上
人
よ
り
常
陸

国
水
戸
（
茨
城
県
水
戸
市
）
善
重
寺
へ
下
付
さ

れ
た
親
鸞
聖
人
絵
伝
（
以
下
、
御
絵
伝
と
も
称

す
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
御
絵
伝
は
狩

野
山
楽
画
の
伝
承
を
持
つ
重
要
な
法
宝
物
で
あ

る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
な
ぜ
名
古
屋
別
院
に

所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
が
ま
っ
た
く
分
か

っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
六

月
、
善
重
寺
現
住
職
の
藤
本
貫
大
氏
が
名
古
屋

別
院
に
来
訪
さ
れ
、
そ
の
経
緯
を
示
す
史
料
の

存
在
と
寺
伝
を
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
。
た
だ
、そ

の
時
は
限
ら
れ
た
時
間
で
あ
っ
た
た
め
、
詳
し

く
お
話
を
承
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、

昨
年
末
、
善
重
寺
へ
伺
い
調
査
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
機
会
が
あ
り
、
貴
重
な
史
料
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
際

に
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
こ
の
御
絵
伝
の

由
来
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

＊
＊
＊

本
御
絵
伝
は
左
に
見
る
よ
う
に
、
本
願
寺
下

付
物
と
し
て
蓮
如
上
人
以
降
定
型
化
さ
れ
る
親

鸞
聖
人
絵
伝
で
あ
る
。
絹
本
著
色
、
四
幅
仕
立

の
掛
軸
装
で
、
料
絹
の
法
量
は
各
幅
と
も
縦
一

三
八
・
七
セ
ン
チ
、
横
七
七
・
一
セ
ン
チ
で
あ

る
。
ま
た
一
幅
ず
つ
に
裏
書
が
あ
る
が
、
最
も

詳
細
に
下
付
物
名
称
、
下
付
者
署
判
、
下
付
年

月
日
、
宛
所
、
願
主
名
を
記
す
の
は
第
一
幅
目

の
も
の
で
、
次
が
そ
の
翻
刻
で
あ
る
。

こ
の
裏
書
か
ら
、
本
絵
伝
は
も
と
も
と
東
本

願
寺
第
十
六
代
一
如
上
人
（
名
古
屋
別
院
開
基

で
も
あ
る
）
が
、

天
和
二
（
一
六

八
二
）
年
十
二

月
二
十
八
日

に
、
常
陸
国
水

戸
の
善
重
寺
へ

下
げ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本

御
絵
伝
で
特
筆

す
べ
き
こ
と
と

し
て
、
そ
れ
を

収
め
る
外
箱
の

蓋
裏
に
、
画
工

と
し
て
「
京
狩

野
」
の
初
代
・

狩
野
山
楽
（
一

五
五
九
〜
一
六

三
九
）
の
名
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
山
楽
は
真
宗
門

徒
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
山
楽
画
の
伝
承
を
持

つ
聖
徳
太
子
像
、七
高
祖
像
、親
鸞
聖
人
像
、親

鸞
聖
人
絵
伝
な
ど
が
真
宗
寺
院
に
は
少
な
か
ら

ず
存
在
す
る
と
い
う
⑴
。
そ
こ
か
ら
こ
の
箱
書

も
無
視
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ

が
、
た
だ
、
ど
れ
ひ
と
つ
山
楽
画
の
確
証
あ
る

真
宗
の
影
像
・
絵
伝
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
⑵
、

特
に
天
和
二
年
と
い
う
本
御
絵
伝
の
裏
書
が
、

山
楽
が
没
し
て
四
十
三
年
後
の
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
時
間
的
な
齟
齬
を
合
理
的
に
説

明
で
き
な
い
限
り
、
山
楽
画
と
い
う
の
は
伝
承

の
域
を
出
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か

に
、
事
前
に
山
楽
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
御
絵
伝

を
、
山
楽
の
没
後
、
一
如
上
人
が
裏
書
を
施
し

て
下
付
し
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

や
は
り
画
工
を
狩
野
山
楽
と
す
る
の
は
慎
重
で

あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。＊

＊
＊

さ
て
、
本
御
絵
伝
が
名
古
屋
別
院
所
蔵
と
な

っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
回

新
た
に
確
認
さ
れ
た
［
Ａ
］［
Ｂ
］
の
往
復
書
簡

（
と
も
に
善
重
寺
蔵
）
に
注
目
し
た
い
。［
Ａ
］

は
善
重
寺
住
職
の
三
浦
了
圓
か
ら
、
明
治
三
十

四
（
一
九
〇
一
）
年
九
月
十
五
日
付
で
、「
帝
国

博
物
館
総
長　

九
鬼
隆
一
」
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
で
、［
Ｂ
］
は
そ
れ
に
対
す
る
同
年
同
月
二
十

五
日
付
の
東
京
帝
室
博
物
館
か
ら
の
返
信
で
あ

る
⑶
。ま

ず
、［
Ａ
］
の
書
簡
か
ら
は
、
明
治
三
十
二

年
二
月
二
日
付
で
帝
国
博
物
館
よ
り
発
給
さ
れ

た
親
鸞
聖
人
絵
伝
の
登
録
状
に
つ
い
て
、
御
絵

伝
そ
の
も
の
が
大
谷
派
名
古
屋
別
院
へ
献
納
さ

尾張の真宗史

真
宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
藏

一
如
上
人
下
付
親
鸞
聖
人
絵
伝
の
由
来
に
つ
い
て

研
究
員　

小こ

島じ
ま　

智
さ
と
し

【第二幅目】

【第一幅目】

【第四幅目】

【第三幅目】

＊外箱蓋裏写真
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れ
る
に
と
も
な
い
、
所
有
者
が
記
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
裏
書
の
修
正
を
、
善
重
寺
住
職
が

願
い
出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ

こ
に
あ
る
親
鸞
聖
人
絵
伝
が
、
現
在
名
古
屋
別

院
に
所
蔵
さ
れ
る
伝
山
楽
画
の
御
絵
伝
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
、
こ
の
御
絵
伝
が
名
古
屋
別
院
へ
移
譲
さ

れ
た
の
は
、
明
治
三
十
四
年
九
月
以
降
す
ぐ
の

こ
と
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、［
Ｂ
］
の
返
信
で
は
、
帝
国
博
物
館

に
よ
る
「
宝
物
鑑
査
」
そ
の
も
の
が
明
治
三
十

三
年
六
月
に
廃
止
と
な
っ
た
の
で
、
登
録
状
の

発
給
事
務
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら

に
、
従
来
所
有
権
が
移
転
し
て
も
登
録
状
へ
の

裏
書
等
は
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
差
し
出
さ

れ
た
書
簡
［
Ａ
］
と
登
録
状
を
そ
の
ま
ま
返
送

す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
帝
国
博
物

館
よ
り
発
給
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
絵
伝
登
録
状
に

つ
い
て
は
、
現
在
所
在
不
明
で
あ
り
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
伝
山
楽
画
の
御
絵

伝
が
、
文
化
財
と
し
て
帝
国
博
物
館
よ
り
登
録

を
受
け
て
い
た
こ
と
は
垣
間
見
え
る
。
と
す
る

と
、
前
述
の
箱
書
も
再
考
の
余
地
あ
り
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
江

戸
絵
画
研
究
者
の
評
価
を
得
る
し
か
な
い
と
思

わ
れ
る
。

＊
＊
＊

次
に
、
本
御
絵
伝
が
名
古
屋
別
院
に
移
譲
さ

れ
た
理
由
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

寛
文
十
一
（
一
六
七
一
）
年
に
水
戸
藩
主
徳
川

光
圀
よ
り
寄
進
さ
れ
た
と
伝
え
、
鎌
倉
末
期
か

ら
南
北
朝
初
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
、
善
重

寺
所
蔵
の
聖
徳
太
子
孝
養
像
（
重
要
文
化
財
）⑷

と
、
そ
れ
を
安
置
す
る
太
子
堂
の
再
建
に
関
す

る
寺
伝
⑸
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

実
は
善
重
寺
は
、
幕
末
の
動
乱
で
挙
兵
し
た

水
戸
天
狗
党
の
襲
来
を
受
け
、
明
治
初
年
に
境

内
全
域
が
灰
燼
に
帰
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
明

治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
に
、
善
重
寺
第
二

十
四
代
住
職
と
し
て
三
浦
了
圓
が
現
在
の
福
井

県
勝
山
市
・
正
等
寺
か
ら
入
寺
す
る
が
、
そ
の

了
圓
は
、
帝
国
博
物
館
理
事
兼
美
術
部
長
か
つ

東
京
美
術
学
校
長
で
、
旧
福
井
藩
士
の
父
を
持

つ
⑹
岡
倉
天
心
と
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
の
縁
で
、

明
治
二
十
九
年
、
帝
国
博
物
館
総
長
・
九
鬼
隆

一
と
と
も
に
天
心
が
聖
徳
太
子
像
の
調
査
に
訪

れ
、
太
子
堂
再
建
が
督
励
さ
れ
て
寄
付
が
募
ら

れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
費
用

調
達
の
一
環
と
し
て
本
御
絵
伝
の
移
譲
が
提
案

さ
れ
、
一
如
上
人
開
基
の
由
緒
を
持
つ
名
古
屋

別
院
に
話
が
持
ち
掛
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
（
寺
伝
で
は
百
三
十
円
で
譲
ら
れ
た

と
い
う
）。
つ
ま
り
、
九
鬼
隆
一
と
岡
倉
天
心
の

取
り
計
ら
い
に
よ
っ
て
、
本
御
絵
伝
の
名
古
屋

別
院
移
譲
が
進
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で

あ
る
⑺
。

＊
＊
＊

そ
も
そ
も
名
古
屋
別
院
は
、
貞
享
四
（
一
六

八
七
）
年
、
尾
張
門
末
の
一
部
が
本
山
東
本
願

寺
へ
御
坊
建
立
を
請
願
し
、
そ
れ
に
応
え
て
一

如
上
人
が
、
弟
の
水
戸
藩
領
願
入
寺
住
職
・
恵

明
院
如
晴
を
介
し
て
水
戸
藩
主
徳
川
光
圀
の
支

援
を
受
け
、
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
に
尾
張

藩
主
徳
川
光
友
か
ら
公
許
を
得
た
と
い
う
由
緒

を
持
つ
⑻
。
同
時
に
、
善
重
寺
も
水
戸
藩
で
東

本
願
寺
門
末
の
触
頭
を
つ
と
め
、
光
圀
に
よ
り

外
護
さ
れ
て
前
述
の
聖
徳
太
子
像
の
寄
進
を
受

け
て
い
た
。
さ
ら
に
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年

五
月
、
一
如
上
人
が
水
戸
へ
下
向
し
た
際
に
は

同
寺
に
二
泊
三
日
逗
留
し
、
そ
の
約
三
年
半
後

の
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
十
二
月
二
十
八
日

に
、
藩
内
の
門
末
寺
院
で
初
め
て
院
家
の
寺
格

に
列
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
⑼
。
そ
し
て
そ
れ
と

同
じ
日
付
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
親
鸞
聖
人

絵
伝
は
下
付
さ
れ
て
お
り
⑽
、
こ
の
よ
う
な
善

重
寺
、
一
如
上
人
、
徳
川
光
圀
の
関
係
と
、
名

古
屋
別
院
草
創
に
於
け
る
一
如
上
人
へ
の
光
圀

の
支
援
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
本
御
絵
伝
の
移

譲
先
に
名
古
屋
別
院
が
選
ば
れ
た
と
見
て
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

善
重
寺
旧
蔵
の
本
御
絵
伝
は
伝
存
状
態
も
良

好
で
美
術
的
な
価
値
も
極
め
て
高
い
。
帝
国
博

物
館
よ
り
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
十
分
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
度

の
新
た
な
知
見
を
も
と
に
、
こ
の
御
絵
伝
が
教

義
宣
布
の
法
宝
物
と
し
て
末
永
く
崇
敬
さ
れ
て

い
く
こ
と
を
切
に
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
最
後

に
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜

っ
た
、
善
重
寺
現
住
職
・
藤
本
貫
大
氏
に
深
甚

の
謝
意
を
表
し
結
び
と
す
る
。

［（
朱
書
）
第
一
一
七
一
号
］

貴
寺
所
蔵
親
鸞
上
人
絵
伝　

名
古
屋
別
院
ヘ
納
付

相
成
候
ニ
付　

曽
テ
本
館
ヨ
リ
交
付
の
登
録
状
裏
書

御
申
請
了
承　

然
ル
ニ
宝
物
鑑
査
ハ
昨
年
六
月
中

廃
止
ニ
相
成
最
早
該
事
務
ハ
取
扱
不
致
候　

尤

登
録
状
添
付
有
之
候
得
ハ
所
有
記
名
之
誰
タ
ル
ヲ

問
ハ
ス
其
物
品
ノ
資
格
ハ
認
メ
ア
ル
モ
ノ
ニ
付　

従
来
迚
モ
所

有
権
移
転
之
為
メ　

裏
書
等
ハ
不
致
儀
ニ
候
間　

此
段

了
知
有
之
度　

因
テ
書
面
及
登
録
状　

其
侭
及
返
戻
候
也

　

明
治
三
十
四
年
九
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
帝
室
博
物
館
（
印
）

　
　
　
　
　

善
重
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　

三
浦
了
円
殿

＊［B］

⑴　
『
名
古
屋
別
院
史　

史
料
編
』（
一
九
九
〇
年
、
真
宗

大
谷
派
名
古
屋
別
院
）「
法
宝
物
編　

Ⅰ
法
宝
物　

33
親

鸞
聖
人
絵
伝
」
解
説
参
照
。

⑵　

註
⑴
に
同
じ
。

⑶　

な
お
、
前
年
の
明
治
三
十
三
年
三
月
に
九
鬼
隆
一
は

帝
国
博
物
館
総
長
を
辞
職
し
て
お
り
、
帝
国
博
物
館
も

同
年
七
月
に
東
京
帝
室
博
物
館
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。

高
橋
眞
司
『
九
鬼
隆
一
の
研
究
』（
二
〇
〇
八
年
、
未
来

社
）
所
収
「
評
伝
・
九
鬼
隆
一
」
及
び
「
九
鬼
隆
一
年

譜
、
並
び
に
関
連
年
表
」、『
国
史
大
辞
典　

第
十
巻
』

（
一
九
八
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）「
東
京
国
立
博
物
館
」　

参
照
。

⑷　

こ
の
聖
徳
太
子
像
は
、『
真
宗
重
宝
聚
英　

第
七
巻
』

（
一
九
八
九
年
、
同
朋
舎
出
版
）
に
図
版
28
と
し
て
掲
載

さ
れ
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
津
田
徹
英
氏
の

比
較
的
新
し
い
解
説
に
も
注
目
さ
れ
る
［『
國
華
』
第
一

三
二
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）、
図
版
12
］。

⑸　

以
下
、
寺
伝
は
善
重
寺
発
行
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
及
び

藤
本
貫
大
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
ま
た
、「
水
戸
善
重
寺

由
緒
」［「
真
宗
初
期
遺
跡
寺
院
資
料
の
研
究
」『
同
朋
学

園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
七
・
八
合
併
号
（
一
九

八
六
年
）］
も
参
照
。

⑹　

木
下
長
宏
『
岡
倉
天
心
』（
二
〇
〇
五
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
）
第
一
章
参
照
。

⑺　

も
っ
と
も
、
岡
倉
天
心
は
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）

年
三
月
に
帝
国
博
物
館
理
事
兼
美
術
部
長
と
東
京
美
術

学
校
長
を
辞
職
し
、
九
鬼
隆
一
と
の
間
に
も
疎
隔
が
生

じ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
高
橋
氏
註
⑶
論
稿
、木

下
氏
註
⑹
書
第
二
章
及
び
「
岡
倉
覚
三
年
譜
」
参
照
。

⑻　
『
名
古
屋
別
院
史　

通
史
編
』（
一
九
九
〇
年
、
真
宗

大
谷
派
名
古
屋
別
院
）
第
二
章
参
照
。

⑼　

註
⑸
「
水
戸
善
重
寺
由
緒
」
参
照
。
ま
た
、
藤
本
貫

大
氏
か
ら
も
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

⑽　

善
重
寺
を
基
盤
と
す
る
一
如
上
人
の
水
戸
藩
内
教
線

拡
張
策
と
し
て
、
本
御
絵
伝
が
下
付
さ
れ
た
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
。

＊［Ａ］

　
　
　
　
　
　

登
録
状
裏
書
願

第
一
一
号

一　

親
鸞
聖
人
絵
伝　

明
治
丗
ニ
年
二
月
二
日
付　

壱
通

　

右
ハ
愛
知
県
名
古
屋
市
大
谷
派
本
願
寺

　

別
院
ヘ
献
納
仕
度
候
ニ
付　

裏
書
御
成
替

　

被
成
下
度　

此
段
奉
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　

茨
城
県
東
茨
城
郡
酒
門
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
重
寺
住
職

　

明
治
丗
四
年
九
月
十
五
日　
　
　

三
浦
了
圓
（
印
）

　
　

帝
国
博
物
館
総
長　

九
鬼
隆
一
殿
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私
は
今
で
こ
そ
東
日
本
大
震
災
の
話
や
防
災
の

話
を
し
て
い
ま
す
が
、
震
災
の
時
は
宮
城
県
牡お

鹿し
か

半
島
の
付
け
根
に
あ
る
海
の
町
、
女
川
第
一
中
学

校
で
教
員
を
し
て
い
ま
し
た
。

三
月
十
一
日
は
女
川
第
一
中
学
校
の
卒
業
式

の
前
日
で
、
三
年
生
は
先
に
帰
し
て
、
体
育
館
や

校
内
で
卒
業
式
の
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。

災
害
は
、
避
難
訓
練
と
全
く
違
い
ま
す
。
避
難

訓
練
は
大
体
授
業
中
で
す
。
教
室
に
担
任
の
先
生

が
い
る
中
、「
た
だ
い
ま
大
地
震
が
発
生
し
ま
し

た
。
担
任
の
先
生
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
校
内
放
送
が
鳴
っ
て
ク
ラ
ス
み
ん
な
で
避

難
し
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
は
停
電
に
な
っ
て
校

内
放
送
は
使
え
ず
、
先
生
た
ち
も
校
舎
の
い
ろ
ん

な
場
所
に
い
て
、
生
徒
と
一
緒
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
避
難
経
路
も
割
れ
た
ガ
ラ
ス
が
散
ら
ば

っ
て
通
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
い
っ
た
状
況
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
れ
ば
想

定
で
き
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
何
故
か
、
な
か
な

か
想
像
し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
災
害
は
特
別
な
日

の
特
別
な
時
間
に
来
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

日
常
に
起
き
、
日
常
を
奪
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も

う
二
度
と
見
ら
れ
な
い
風
景
、
二
度
と
住
め
な
い

家
、
二
度
と
会
え
な
い
人
。
そ
れ
ら
を
失
っ
て
、

改
め
て
痛
感
し
ま
し
た
。

　
三
月
十
一
日
、
女
川
第
一
中
学
校
で
被
災
し
た

私
は
、
そ
の
ま
ま
生
徒
と
一
緒
に
学
校
に
泊
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
十
三
日
の
午
後
、
道
路
も
な
く
な

っ
た
女
川
の
町
を
乗
り
越
え
、
妻
と
高
校
生
の
息

子
が
大
川
の
自
宅
か
ら
私
に
会
い
に
来
て
く
れ
ま

し
た
。

佐
藤
家
で
一
番
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
の
は
自

分
だ
と
思
っ
て
い
た
私
は
、「
お
母
さ
ん
来
な
く

て
い
い
の
に
。
俺
大
丈
夫
だ
よ
」
と
笑
っ
て
迎
え

ま
し
た
。
し
か
し
妻
の
口
か
ら
出
た
の
は
、「
み

ず
ほ
の
遺
体
が
あ
が
っ
た
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。

娘
の
名
前
に
「
遺
体
」
や
「
あ
が
る
」
と
い
う
言

葉
が
繋
が
る
こ
と
を
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の

で
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
ず
、
涙
も

出
ま
せ
ん
で
し
た
。
妻
は
一
言
だ
け
言
っ
て
泣
き

崩
れ
ま
し
た
。
な
ん
と
か
お
父
さ
ん
に
伝
え
な
け

れ
ば
と
、
瓦
礫
の
中
を
何
キ
ロ
も
歩
い
て
来
た
の

で
し
ょ
う
。

　
そ
の
日
の
夜
、
津
波
か
ら
免
れ
た
自
宅
に
な
ん

と
か
た
ど
り
着
い
て
、
十
四
日
の
朝
、
大
川
小
学

校
に
向
か
い
ま
し
た
。
学
校
近
く
の
橋
が
寸
断
し
、

堤
防
も
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
船
で
北
上
川
を

渡
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
見
た
光
景
は
今

で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
被
せ

ら
れ
た
、
四
十
人
く
ら
い
の
子
ど
も
た
ち
が
並
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
一
人
が
私
の
娘
で
し
た
。
被
っ
て

い
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
ヒ
ビ
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

流
れ
て
き
た
何
か
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
、
即
死
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
服
も
乱
れ
て
お
ら
ず
、

水
も
飲
ん
で
い
な
い
。
本
当
に
眠
っ
て
い
る
よ
う

で
し
た
。
名
前
を
呼
べ
ば
目
を
覚
ま
し
そ
う
で
、

手
を
握
れ
ば
握
り
返
し
そ
う
で
し
た
。
で
も
、
全

然
動
か
な
か
っ
た
で
す
。
最
後
ま
で
頑
張
っ
て
泳

い
だ
で
あ
ろ
う
子
は
、
水
を
飲
ん
で
本
当
に
苦
し

そ
う
に
し
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
手
を
曲
げ

た
ま
ま
の
子
や
裸
の
子
た
ち
。
み
ん
な
知
っ
て
い

る
子
で
し
た
。
ど
ん
な
に
辛
く
て
痛
か
っ
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
あ
ん
な
光
景
は
も
う
二
度
と
あ

っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
み
ず
ほ
は
大
川
小
学
校
の
六
年
生
で
、
一
週
間

後
の
三
月
十
八
日
に
は
卒
業
式
を
迎
え
る
は
ず
で

し
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
日
は
卒
業
式

で
は
な
く
、
娘
の
火
葬
の
日
と
な
り
ま
し
た
。

娘
は
ず
っ
と
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
て
、
卒
業
式

で
初
め
て
伴
奏
者
に
選
ば
れ
、
毎
日
は
り
き
っ
て

練
習
を
し
て
い
ま
し
た
。
兄
や
姉
か
ら
「
中
学
校

は
面
白
い
よ
」
と
い
ろ
い
ろ
と
聞
か
さ
れ
、
楽
し

み
に
し
て
い
ま
し
た
。
三
月
十
一
日
は
採
寸
し
た

中
学
の
制
服
が
出
来
上
が
る
日
で
、
学
校
か
ら
帰

っ
た
ら
じ
い
ち
ゃ
ん
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
制
服
を
取
り

に
行
く
約
束
を
し
て
い
ま
し
た
。
制
服
姿
、
見
た

か
っ
た
な
あ
と
思
い
ま
す
。

あ
の
当
時
、
三
月
十
八
日
に
火
葬
が
で
き
た
の

は
と
て
も
早
い
方
で
し
た
。
一
万
人
以
上
が
亡
く

な
り
、
多
く
の
場
合
は
一
度
土
に
埋
め
、
数
ヶ
月

後
に
掘
り
起
こ
し
て
火
葬
し
て
い
ま
し
た
。
た
く

さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
祈
り
に
支
え
ら
れ
た
生

活
の
中
で
、
私
は
「
俺
に
は
一
体
何
が
で
き
る
？
」

と
問
わ
れ
ま
し
た
。
火
葬
翌
日
の
職
場
（
女
川
第

一
中
学
校
）
の
卒
業
式
に
は
、
校
長
先
生
か
ら

「
来
な
く
て
い
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
行
き

ま
し
た
。
せ
め
て
教
え
子
た
ち
に
「
卒
業
お
め
で

と
う
」
と
言
い
た
い
、
そ
れ
だ
け
は
で
き
る

災
害
は
日
常
に
起
こ
る
の
に

み
ず
ほ
の
遺
体
が
あ
が
っ
た

並
べ
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち

伝
え
た
か
っ
た「
卒
業
お
め
で
と
う
」

被災した大川小学校の校舎　２階の天井まで津波が襲った

小
さ
な
命
の
意
味
を
考
え
る

　

︱
あ
の
日
の
大
川
小
学
校
の
校
庭
か
ら
学
ぶ
こ
と（
前
編
）

小
さ
な
命
の
意
味
を
考
え
る
会　

代
表　

佐さ

藤と
う 

敏と
し

郎ろ
う 

さ
ん

東
日
本
大
震
災
か
ら
七
年
余
の
歳
月
が
過
ぎ
た
。
私
た
ち
は
も
う
過
去
の
こ
と
と
し
て
、
あ

の
時
抱
い
た
思
い
を
忘
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
七
年
七
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
公
開
講
演
会
（
で
ら
ボ
ラ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｏ
Ｙ
Ａ
主
催
）

に
参
加
し
、
改
め
て
宗
祖
の
教
え
に
出
あ
う
大
切
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
つ
い
て
は
抄
録
を

二
号
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
、
今
一
度
、
私
た
ち
に
問
い
か
け
る
尊
き
命
の
願
い
に
耳
を
傾
け

た
い
。

現代社会と
真宗教化
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と
、
必
死
に
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

ま
す
。

　
全
校
生
徒
百
八
名
の
大
川
小
学
校
で
は
あ
の

日
、
帰
っ
た
子
や
休
ん
だ
子
を
除
い
て
、
校
庭
に

い
た
の
は
七
十
七
、
八
人
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

校
庭
に
い
て
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
子
は
た
っ
た
四

人
で
す
。
正
確
に
は
七
十
人
が
死
亡
、
四
人
が
未

だ
行
方
不
明
、
五
十
四
家
族
が
遺
族
と
な
り
ま
し

た
。
先
生
方
も
校
庭
に
い
た
十
一
人
中
十
人
が
流

さ
れ
ま
し
た
。  

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
大
川
小
学
校
の
悲
劇
」
は
大

津
波
に
よ
る
被
害
で
あ
る
と
同
時
に
、
学
校
管
理

下
の
事
故
で
も
あ
り
ま
す
。
学
校
管
理
下
で
子
ど

も
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
大
川
小
学

校
だ
け
な
の
で
す
。
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
地
域

か
ら
子
ど
も
た
ち
が
突
然
い
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

二
時
四
十
六
分
に
大
き
な
地
震
が
あ
り
ま
し

た
。
三
時
頃
、
川
幅
五
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
北
上

川
の
水
が
、
海
へ
向
か
っ
て
引
い
て
い
た
そ
う
で

す
。
そ
し
て
三
時
三
十
三
分
、
ま
ず
富
士
川
（
大

川
小
学
校
側
の
北
上
川
の
細
い
支
流
）
が
溢
れ
ま

す
。
そ
の
時
逃
げ
た
人
が
い
て
、
助
か
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
数
分
後
の
三
時
三
十
七
分
、
つ
い
に
北

上
川
が
溢
れ
ま
す
。

な
ぜ
こ
ん
な
立
派
な
川
が
溢
れ
た
か
と
い
う
と
、

津
波
は
水
だ
け
で
は
な
く
、
船
も
車
も
家
も
土
砂

も
、
み
ん
な
巻
き
込
ん
で
流
れ
て
く
る
か
ら
で
す
。

こ
こ
で
は
特
に
、
三
・
八
キ
ロ
先
の
砂
浜
に
あ
っ

た
十
万
本
も
の
松
が
ほ
と
ん
ど
抜
け
、
津
波
と
一

緒
に
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
そ
れ
が
学
校
近
く
に
架

か
っ
て
い
る
新
北
上
大
橋
の
橋
脚
に
へ
ば
り
つ
い

て
、
巨
大
な
ダ
ム
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
ど
ん

ど
ん
水
が
溜
ま
っ
て
一
気
に
学
校
に
向
け
て
襲
っ

て
き
た
。
そ
れ
が
三
時
三
十
七
分
で
す
。

　
地
震
が
起
き
て
か
ら
津
波
が
学
校
を
襲
う
ま

で
、
五
十
一
分
の
時
間
が
あ
り
ま
し
た
。
学
校
の

す
ぐ
裏
に
は
山
が
あ
り
ま
す
。
裏
山
は
椎
茸
山
と

呼
ば
れ
、
椎
茸
栽
培
の
体
験
学
習
な
ど
で
日
常
的

に
登
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
そ
の
体
験
学
習
は

毎
年
三
月
、
震
災
と
同
じ
時
期
な
の
で
す
。
だ
か

ら
あ
の
日
も
「
先
生
、
山
に
逃
げ
よ
う
」
と
生
徒

が
訴
え
て
い
ま
す
。
山
に
走
っ
て
い
っ
た
子
も
い

る
。
だ
け
ど
連
れ
戻
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ず
っ

と
校
庭
に
と
ど
ま
り
続
け
、
地
震
か
ら
五
十
分
後
、

つ
ま
り
津
波
到
達
一
分
前
に
移
動
を
開
始
し
ま
し

た
。
向
か
っ
た
の
は
橋
の
た
も
と
の
三
角
地
帯
。

津
波
が
襲
っ
て
く
る
方
で
す
。

校
庭
で
は
、
防
災
無
線
や
ラ
ジ
オ
が
け
た
た
ま

し
く
大
津
波
警
報
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。
警
報
が

出
た
の
は
二
時
四
十
九
分
。
そ
ば
に
は
バ
ス
会
社

か
ら
「
津
波
が
く
る
か
ら
子
ど
も
を
乗
せ
て
逃
げ

ろ
」
と
い
う
無
線
の
入
っ
た
ス
ク
ー
ル
バ
ス
が
待

機
し
て
い
ま
し
た
が
、
学
校
側
の
判
断
が
つ
か
ず

に
、
運
転
手
さ
ん
も
バ
ス
も
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

子
ど
も
を
迎
え
に
き
た
母
親
も
「
先
生
、
ラ
ジ

オ
で
津
波
が
く
る
っ
て
言
っ
て
る
か
ら
逃
げ
て
！
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
も
「
先
生
、
こ

こ
に
い
た
ら
死
ぬ
よ
！
山
へ
逃
げ
っ
ぺ
！
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。

　
震
災
後
、
大
川
小
学
校
跡
地
を
訪
れ
た
方
は
、

周
辺
の
様
子
を
見
て
、「
な
ぜ
四
方
八
方
に
逃
げ

な
か
っ
た
の
か
」
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
当
時
、

周
囲
に
は
住
宅
が
あ
り
、
学
校
の
周
り
に
は
フ
ェ

ン
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
外
部
に
行
く
た
め
に
は
、

駐
輪
場
の
脇
の
幅
七
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
フ
ェ
ン
ス

の
切
れ
目
の
通
用
口
、
一
箇
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
津
波
到
達
一
分
前
に
避
難
移
動
を
開
始

し
、
段
差
や
木
な
ど
の
障
害
物
が
あ
る
と
こ
ろ
を

一
列
で
逃
げ

た
の
で
す
。

私
は
教
員

で
し
た
の
で
、

最
後
の
一
分

間
、
先
生
た

ち
が
ど
ん
な

気
持
ち
で
子

ど
も
た
ち
を

連
れ
て
い
っ

た
の
か
想
像

し
ま
す
。「
急

げ
ー
っ
！
」

と
い
く
ら
叫
ん
で
も
急
げ
な
い
。
そ
し
て
全
員
が

通
用
口
を
す
り
抜
け
た
時
、
十
メ
ー
ト
ル
の
津
波

が
襲
っ
て
き
た
と
い
い
ま
す
。
後
悔
し
た
だ
ろ
う

な
、
悔
し
か
っ
た
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
子
ど

も
を
抱
き
し
め
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
命
は
、
先
生
た
ち
が
救
い
た
か
っ

た
命
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
あ
の
通
用
口
跡
（
現
在
で
は
二
本
の
杭
が

設
置
）
に
立
つ
た
び
に
思
い
ま
す
。
あ
そ
こ
は
全

員
が
す
り
抜
け
た
の
で
、
死
ん
だ
場
所
で
は
な
く
、

生
き
て
い
た
場
所
で
す
。
最
後
の
最
後
の
瞬
間
、

確
実
に
こ
こ
に
い
て
、
ど
ん
な

こ
と
を
考
え
て
、
ど
ん
な
気
持

ち
で
こ
こ
を
通
り
、
ど
ん
な
言

葉
を
口
に
し
、
ど
ん
な
顔
を
し

て
走
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
先
生

た
ち
は
、
誰
一
人
と
し
て
仕
方

が
な
か
っ
た
な
ん
て
思
っ
て
な

い
。
救
い
た
か
っ
た
、
救
え
た

は
ず
だ
と
思
っ
て
死
ん
で
い
っ

た
と
思
う
の
で
す
。

 

（
次
号
に
続
く
）

あ
の
日
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か

津
波
到
達
ま
で
、
五
十
一
分

救
い
た
か
っ
た
命　

救
え
た
は
ず
の
命

佐藤さんが代表を務める会
小さな命の意味を考える会
http://311chiisanainochi.org

最後の１分で逃げたルート　津波の襲う三角地帯を目指した

椎茸山に登った箇所から望む校舎や校庭

子どもたちが〝生きて＂通った通用口（震災前）



第29回平和展　報告
「仏教の社会活動 －日中戦争と大谷派－」
期間：2018年3月16日（金）～22日（木）　会場：名古屋教務所1階　議事堂

　■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》
　先日、名古屋教務所との合同研修で大阪へ行き、誰
でも自由に出入りができる大空小学校（みんなの学校）
を訪れました。教頭先生から「自分がされて嫌なことは
人にしない、言わない。それが唯一のルールです。それ
以外は自由に子どもたちと触れ合ってください」とレクチ
ャーを受け、まずは図書室を見学。そこで見つけた大型
絵本『おおきなかぶ』を脇に抱えて教室を回ると、1年生
のクラスの子どもたちが絵本に興味を示してくれました。
そして、昼食後の休憩時間にみんなで一緒に『おおきな
かぶ』を読みました。
　子どもたちは、教室に入ってくる大人に慣れていて、全
く緊張していない様子。むしろ、興味津 と々いう感じでし
た。「自分がされて嫌なことは人にしない、言わない」とい
うルールだけで大人と子どもたちが交流できてしまうこと
に、本当に驚きました。　　　　　　　　　　　（I.H）

INFORMATION

教化センター日報
2017年12月～2018年２月

研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』⑧）」
研究業務「平和展」学習会
研究業務「第9回 自死者追悼法要」後援
研究生「名古屋別院報恩講 参拝」
教務所・教化センター報恩講
研究生・学習会「真宗門徒講座」事前学習

12月6日
7日

12日
15日

1月11日
15日

研修業務「聖典研修③」（東舘紹見氏）
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』⑨）」
図書整理（～2月9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
教務所・教化センター職員研修（～8日）
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』⑩）」
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

　

22日
26日
29日

2月6日
7日

16日
20日
26日

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

はじめての『歎異抄』（歎異篇）― 親鸞聖人の教えにふれよう ―
昨年度に引き続き、『歎異抄』を学んでまいります。教化センター研究生OBを
中心とした専属スタッフが新たに参加し、更なる内容の充実が期待されま
す。有縁の方をお誘い合わせの上、ご参加ください。

４月４日（水）『歎異抄』について
５月11日（金）第11条
６月８日（金）第12条
７月10日（火）第13条
９月５日（水）第14条
10月２日（火）第15条
11月１日（木）第16条
2019年
１月25日（金）第17条
２月22日（金）第18条
３月25日（月）後序

2018年度真宗門徒講座

講　師：荒山　淳（教化センター主幹）
　　　　真宗門徒講座スタッフ（研究生OB など）
会　場：名古屋教務所1階　議事堂
時　間：午後2時～4時
参加費：1回300円（東別院カード「シュルタ」適用）
主　催：名古屋別院 教化伝道部
　　　　▶問合せ　TEL 052-331-9578
　　　　　　　　　FAX 052-321-3184

年間予定

　一昨年に開催された第27回平和展では、名古屋教区・名古屋
別院 宗祖親鸞聖人750回御遠忌法要にあたり「けされた親鸞聖
人」をテーマに、【十五年戦争】（前期「満洲事変」～中期「日中
戦争」～後期「アジア・太平洋戦争」）と呼ばれる時代に焦点を当
て、大谷派が宗祖の教えを「けした」歴史を見つめた。その中で、

【十五年戦争】と大谷派の関わりをより詳細にわたって調査して
いくこと、そして「戦争」という時代に応じて大谷派が「社会活動」
を行った過去の事実から、現代という時代に生きる私たちの「社
会活動」とは何なのかを考えていくことの必要性が確認され、昨
年の第28回平和展では【十五年戦争】前期「満洲事変」を取り
上げた。
　今回の第29回平和展は、1937（昭和12）年７月７日の盧溝橋事
件をきっかけに「満洲」から中国全土へと戦地が拡大していった

【十五年戦争】中期「日中戦争」に注目した。従軍僧の活動や、宗
門僧侶が行う社会事業活動を戦争協力団体へと変化させるな
ど、本格的に戦争協力を行った大谷派の歴史を検証。そこから
は「社会活動」の名の下に、より積極的に当時の時代社会に「よ
りそった」大谷派の姿が浮き彫りとなった。
　そして、そのような「戦争の空気」が漂う時代社会の中でも、国
や宗派から処分を受けることを覚悟で反戦を訴えた僧侶が存在
したことを特別展で紹介した。「戦争は罪悪である」と発言した竹

中彰元。出征する門徒に「生きて帰ってこい、相手も殺すな」と語
りかけた植木徹誠。「神祇不拝」を主張し、大谷大学学長の座を
追われた河野法雲。そして日中戦争を「侵略」と言い、日本人僧
侶に反戦を呼び掛けた中国人僧侶たち。
　当時は治安維持法などにより国民生活が極度に統制されて
おり、「戦争反対」と公言することや、あるいは自らの思想・信条・
信仰などを公にすることなどが簡単ではなかったのは事実であろ
う。しかし、彼らは「戦争」という時代においても自らの宗教的信念
に基づき反戦を訴え、平和を願った。そのような彼らの姿から、現
代という時代社会に生きる私たちは何が問われているのか。時
代社会からの要請に「応える」ことと、時代社会に「よりそう」こと
は、何が違うのか。七日間でおよそ600名を数えた来場者ととも
に、改めて考えさせられる契機となった。
＊期間中に開催した特別学習会「反戦僧侶・竹中彰元」の抄録
は、次号掲載予定

特別展「日中の反戦僧侶」の資料は、多くの来場者の目を引いた
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