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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.105

第
十
二
期
研
究
生
本
廟
奉
仕
団
が
「
私
に

と
っ
て
真
宗
本
廟
と
は
」
の
テ
ー
マ
の
も
と

二
泊
三
日
で
行
わ
れ
た
。
同
朋
会
館
と
研
修

道
場
を
繋
ぐ
「
和
敬
堂
」
が
こ
の
た
び
完
成

し
、
壁
に
は
百
年
前
の
両
堂
の
瓦
、
す
な
わ

ち
両
堂
再
建
以
来
、
参
詣
者
の
念
仏
の
声
を

聴
き
続
け
、
念
仏
の
声
の
染
み
入
っ
た
瓦
が

取
り
入
れ
ら
れ
、
透
き
通
っ
た
ガ
ラ
ス
の
透

明
感
と
燻

い
ぶ
し

銀
の
瓦
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、

ま
さ
に
圧
巻
で
あ
る
。

真
宗
本
廟
の
願
い
を
体
解
す
る
日
程
の

中
、
池
田
徹
教
導
は
、「
真
宗
仏
事
は
全
て
の

法
要
に
お
い
て
、
一
人
の
人
間
が
、
誕
生
か

ら
還
浄
（
命
終
）
ま
で
念
仏
申
す
願
い
の
中

で
培
わ
れ
て
き
た
。
儀
式
に
ま
で
な
っ
た
本

願
念
仏
は
、
我
ら
に
生
き
る
力
と
悩
む
力
を

与
え
続
け
て
き
た
」
と
、
生
活
者
・
親
鸞
の

実
像
を
通
じ
て
ご
講
義
く
だ
さ
っ
た
。

師
仏
を
敬
愛
し
捧
げ
ま
つ
る
讃
嘆
供
養
を

儀
式
と
い
う
。
儀
式
は
自
ず
と
聞
思
と
な
り
、

日
々
の
聞
法
に
よ
っ
て
、
聞
法
し
た
人
自
身

が
日
々
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
こ

と
を
宗
祖
は
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
に
、

一
一
の
は
な
の
な
か
よ
り
は

　

三
十
六
百
千
億
の

　

仏
身
も
ひ
か
り
も
ひ
と
し
く
て

　

相そ
う

好ご
う

金こ
ん

山ぜ
ん

の
ご
と
く
な
り

�

（『
真
宗
聖
典
』
四
八
二
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
自
身
が
明
ら
か
に
な
る
こ

と
に
よ
り
、
一ち

い
ち一
の
華
よ
り
三
十
六
百
千
億

の
光
明
を
出い

だ

す
。
そ
の
光
明
の
な
か
に
、
念

仏
者
は
ひ
と
し
く
三
十
六
百
千
億
の
仏
と
出

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
縁
あ
っ
て
出
あ
っ
た
全

存
在
に
相
好
金
山
の
如
き
尊
厳
を
見
出
す
こ

と
が
始
ま
る
。
私
が
自
身
の
肉
眼
で
「
つ
ま

ら
ん
奴
だ
」
と
決
め
つ
け
て
い
た
人
も
、
自

分
の
都
合
で
し
か
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
私
自
身
を
教
え
て
い
て
く
れ
る
人
だ
と
知

ら
さ
れ
て
く
る
。
見
た
目
だ
け
で
な
く
、
そ

の
人
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
歴
史
的
背
景
、

因
位
の
願
心
を
見
る
の
で
あ
る
。

そ
の
因
位
の
願
心
を
見
た
と
き
、
頭
を
下

げ
ず
に
は
お
れ
ぬ
意
義
を
感
じ
る
。
頭
を
下

げ
ず
に
は
お
れ
ぬ
意
義
を
見
出
し
た
こ
と
を

「
好
」、
相
好
金
山
と
表
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う

な
人
間
も
共
に
等
し
く
自
身
を
、
か
く
あ
ら

し
め
た
因
位
の
願
心
を
証
す
る
尊
重
す
べ
き

存
在
な
の
で
あ
る
。

仏
道
の
原
則
は
、
法
に
依
り
て
他
に
依
る

事
な
き
道
で
あ
る
。
人
の
相
を
自
ら
の
分
別

心
で
と
ら
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
仏
道
で
は
な

い
、
外
道
で
あ
る
。
念
仏
の
声
の
染
み
入
っ

た
瓦
の
意
匠
を
見
る
と
き
、
自
ら
の
分
別
心

の
み
で
生
き
抜
こ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る

自
身
の
心
の
内
が
、
透
き
通
っ
た
ガ
ラ
ス
に

さ
や
か
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

�

（
主
幹　

荒
山　

淳
）
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� （写真の無断転用はご遠慮ください）

相そ
う

好ご
う

金こ
ん

山ぜ
ん

の
ご
と
し 

―
私
に
と
っ
て
真
宗
本
廟
と
は
―

も く じ
・ 聖典研修　第３回

親鸞聖人の御生涯に聞く
誕生と出家

❷・❸

・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（後編）
❹・❺

・  大谷派の近現代史 
講義抄録「反戦僧侶・竹中彰元」❻・❼

・INFORMATION ❽
◆イラストカット集〈※寺報などにご利用ください〉



センタージャーナル No.105②

今
日
は
親
鸞
聖
人
の
誕
生
か
ら
お
話
し
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
私
達
は
、
自
分
で
は
、
は
か

る
こ
と
の
で
き
な
い
生せ
い

を
い
た
だ
い
て
こ
の
世

に
生
ま
れ
ま
す
。
自
身
を
取
り
巻
く
環
境
に
し

て
も
、
自
分
が
選
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
与
え

ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
与
え
ら
れ
た
環

境
が
様
々
な
出
遇
い
を
生
ん
で
そ
の
人
の
中
で

展
開
し
、
人
生
の
姿
と
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
聖
人
が
ど
う
い

う
所
に
生
を
受
け
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

は
、
大
事
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。

最
初
に
、
親
鸞
聖
人
の
世
系
（
世
俗
的
な
生

ま
れ
）
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
が
聖
人
の
生
涯

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。『
御
伝

鈔
』
冒
頭
に
は
そ
の
家
系
を
築
い
た
人
々
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
経
歴
を
見
ま
す
と
、
そ

の
多
く
が
文も
ん

章じ
ょ
う

博は
か
せ士
や
式し
き

部ぶ

大た
い

輔ふ

な
ど
、
文
筆

的
な
こ
と
を
仕
事
に
す
る
役
職
に
就
か
れ
て
い

ま
す
。
式
部
大
輔
と
は
、
式
部
省
（
今
で
い
う

文
部
科
学
省
の
仕
事
と
儀
式
関
係
を
担
う
部

署
）
の
卿き
ょ
う（
今
で
い
う
大
臣
）
の
も
と
で
実
務

を
束
ね
る
責
任
者
の
こ
と
で
す
。

例
え
ば
「
弼
ひ
つ
の

宰さ
い

相し
ょ
う

有あ
り

国く
に
の

卿き
ょ
う」（『

聖
典
』

七
二
四
頁
）
と
い
う
方
に
つ
い
て
。
こ
の
藤
原

有
国
（
九
四
一
〜
一
〇
一
一
）
と
い
う
方
は
、

今
か
ら
千
年
ほ
ど
前
、
藤
原
道
長
の
時
代
に
活

躍
し
た
大
変
著
名
な
学
者
で
、
従じ
ゅ

二に

位い

と
い
う

高
い
位
に
つ
い
た
政
治
家
貴
族
で
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
文
筆
的
な
仕
事
を
も
っ
て
朝
廷

に
仕
え
る
文
人
貴
族
と
い
う
日
野
家
の
性
格
を

定
め
た
の
も
こ
の
方
で
す
。
そ
の
有
国
か
ら
数

え
て
「
五
代
の
孫ま
ご

、
皇こ
う

太た
い

后こ

宮ぐ
の

大だ
い

進し
ん

有あ
り

範の
り

の

子こ

」（『
聖
典
』
七
二
四
頁
）
が
親
鸞
聖
人
で
あ

る
と
『
御
伝
鈔
』
で
は
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
聖
人
の
出
自
で
あ
る
日
野
流

藤
原
氏
は
文
筆
の
実
務
的
な
仕
事
全
体
を
束
ね

て
い
く
責
任
者
の
家
系
で
し
た
。
文
筆
の
仕
事

を
す
る
た
め
に
は
、
仏
教
や
儒
教
に
通
じ
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
政
治
的
な
事
柄
を
形

作
る
う
え
で
必
要
な
法
律
な
ど
は
、
上
下
の
秩

序
を
重
ん
じ
る
儒
教
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い

た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
仏
教
は
、
支
配
体
制
を

正
当
化
し
、
社
会
全
体
を
一
つ
に
ま
と
め
て
い

く
た
め
に
も
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。で
す
か
ら
、

彼
ら
の
知
識
の
量
は
大
変
に
広
汎
な
も
の
だ
っ

た
の
で
す
。
家
の
仕
事
と
し
て
、
子
ど
も
の
時

か
ら
必
要
な
知
識
を
教
え
ら
れ
て
い
く
の
で

す
。
こ
の
幼
い
頃
の
教
育
を
、
お
そ
ら
く
親
鸞

聖
人
も
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宇
都
宮
啓
吾
先
生
と

い
う
国
文
学
の
研
究
者
が
、
中
世
の
僧
侶
や
学

者
が
漢
文
を
読
ん
で
い
く
時
に
付
け
る「
訓
点
」

を
研
究
す
る
立
場
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
生
は
、『
教
行
信
証
』
に
付
さ
れ
た
訓
点
を

調
べ
た
結
果
、
親
鸞
聖
人
が
漢
文
を
読
む
際
に

付
し
た
訓
点
と
、
藤
原
家
に
属
す
る
学
者
が
漢

文
を
読
む
際
に
使
用
し
た
訓
点
と
は
矛
盾
し
な

い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
親
鸞
聖
人
が

幼
い
頃
に
学
ん
だ
こ
と
が
、『
教
行
信
証
』
の

執
筆
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

他
に
も
、
聖
人
は
文
字
が
持
つ
意
味
の
違
い

を
認
識
し
た
う
え
で
、
厳
密
に
使
い
分
け
て
い

ま
す
。
文
章
を
書
か
れ
る
際
、
他
で
は
見
ら
れ

な
い
ご
自
身
の
読
み
方
を
さ
れ
る
時
も
、
き
ち  

ん
と
意
味
な
ど
を
確
認
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
文

字
に
対
し
て
非
常
に
厳
密
な
姿
勢
を
親
鸞
聖
人

は
生
涯
に
わ
た
っ
て
持
ち
続
け
ら
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
背
景
に
は
幼
き
日
の
教
育
、
つ
ま
り

家
系
の
影
響
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。

身
分
の
低
い
貴
族
だ
っ
た
の
か
？

聖
人
の
出
自
で
あ
る
日
野
家
に
つ
い
て
「
身

分
の
低
い
貧
し
い
貴
族
だ
っ
た
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
見
解
に
は
や
や
疑

問
が
残
り
ま
す
。
貴
族
身
分
の
区
分
に
つ
い
て

少
し
お
話
し
し
ま
す
と
、
昔
は
家
柄
に
よ
り
、

就
く
こ
と
の
で
き
る
役
職
の
上
限
が
決
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
大
臣
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
摂
関
家
や
そ
の
す
ぐ
下
の
家
柄
の
出
身
者
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
実
務
を
行
っ
て
い
く

家
柄
の
貴
族
達
が
い
た
の
で
す
。

位
と
し
て
は
、
一
番
上
の
「
正
し
ょ
う

一い
ち

位い

」
か
ら

「
三さ
ん

位み

」
ま
で
を
「
公く

卿ぎ
ょ
う」、
そ
の
下
の
「
五ご

位い

」
ま
で
の
者
を
「
諸し
ょ

大た
い

夫ふ

」
と
い
い
ま
す
。

前
に
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、「
大
夫
」
と
は
実

務
を
束
ね
る
責
任
者
で
す
。
そ
し
て
「
六ろ
く

位い

以

下
」
を
「
地じ

下げ

官か
ん

人じ
ん

」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
中
、
公
卿
か
ら
上
の
位
の
貴
族
は
無
条

件
で
、
御
所
内
の
天
皇
が
住
ん
で
い
る
清
涼
殿

に
昇
殿
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と

い
う
の
も
、
清
涼
殿
で
は
重
要
な
儀
式
や
会
議

が
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
天

皇
の
一
番
近
く
に
い
た
の
が
こ
う
し
た
身
分
の

人
達
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
で
、
六

位
以
下
の
官
人
は
基
本
的
に
昇
殿
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
何
年
仕
事
を
し
て
い
て
も
許
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。

で
は
、
日
野
家
の
人
々
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

日
野
流
藤
原
氏
に
は
四
位
・
五
位
の
身
分
を
持

つ
人
が
多
く
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
貴
族
達
は

許
可
を
得
れ
ば
、
昇
殿
が
可
能
で
し
た
（
＝
殿て
ん

上じ
ょ
う

人び
と

）。
四
位
・
五
位
の
全
員
が
無
条
件
で
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
昇
殿
は
で

き
る
の
で
す
。
そ
し
て
歴
史
的
に
、
三
位
以
上

を
上
級
貴
族
4

4

、
四
位
・
五
位
を
中
級
貴
族
4

4

、
六

位
以
下
を
下
級
官
人
4

4

と
言
わ
れ
る
こ
と
を
考
え

て
も
、
親
鸞
聖
人
の
家
は
、
明
確
に
貴
族
で
あ

り
、
そ
の
中
で
も
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
な
身
分
は

決
し
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
そ
の
生
活
が
貧
し
く
厳
し
い

も
の
だ
っ
た
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
。

家
業
が
生
涯
に
与
え
た
影
響

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
三
回　

誕
生
と
出
家

講
師　

東ひ
が
し

舘だ
て�

紹し
ょ
う

見け
ん�

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

2018年１月22日



③ センタージャーナル No.105

日
野
家
は
、
国
家
・
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を

文
章
で
表
現
す
る
こ
と
（
＝
文も
ん

章じ
ょ
う

経け
い

国こ
く

思し

想そ
う

）

を
仕
事
と
し
、
貴
族
に
よ
る
政
治
の
正
当
性
に

関
与
し
て
き
ま
し
た
。
仏
教
思
想
な
ど
を
用
い

な
が
ら
、
人
々
を
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
こ
と
の

で
き
る
政
治
的
な
文
章
を
作
る
の
で
す
が
、
自

分
の
好
き
な
よ
う
に
書
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
身
が
仕
え
る
権
力
者
が
納
得
す
る
文

章
に
な
る
よ
う
、
何
度
も
書
き
直
し
を
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

一
方
で
、
社
会
の
方
向
を
形
作
る
貴
族
と
、

そ
の
社
会
の
中
で
生
き
る
一
般
民
衆
と
が
直
接

的
な
交
流
を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
出
家
を
し
た
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
養
和
の
大
飢
饉
が
起
こ
り
、
餓

死
者
数
万
人
が
衢ち
ま
たに

あ
ふ
れ
る
と
い
う
悲
惨
な

状
況
が
一
般
社
会
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
土
地
を
持
っ
て
い
る
者
は
、
自
分
の

生
活
を
守
る
た
め
に
必
死
に
争
い
ま
す
。
武
力

と
武
力
で
衝
突
し
、
結
果
、
武
士
達
が
重
宝
さ

れ
力
を
持
ち
始
め
る
の
で
す
。
貴
族
も
、
比
叡

山
な
ど
の
寺
社
も
経
営
に
必
死
で
し
た
か
ら
、

庶
民
に
お
い
て
も
本
当
に
大
変
な
時
代
で
あ
り

ま
す
。

留
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
社
会

に
お
い
て
、
貴
族
の
世
系
に
由
来
す
る
親
鸞
聖

人
が
置
か
れ
た
状
況
と
、
一
般
社
会
の
状
況
と

の
違
い
で
す
。
親
鸞
聖
人
を
は
じ
め
と
す
る
貴

族
出
身
者
な
ど
は
、
出
家
以
後
も
そ
の
世
系
に

由
来
す
る
一
定
の
支
え
が
存
在
し
続
け
ま
し

た
。
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
が
大

き
な
問
題
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
一
般
民
衆
の
厳
し
い
状
況
に
直
接
関
わ
る

こ
と
も
な
く
、
支
配
者
で
あ
る
自
分
達
が
生
き

延
び
る
こ
と
を
模
索
し
続
け
る
権
力
者
。
そ
し

て
社
会
に
寄
生
し
、
社
会
か
ら
の
収
奪
に
よ
っ

て
生
活
し
て
い
る
、
貴
族
社
会
や
大
寺
院
の
現

実
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
そ
の
階
層
に
属
す
る
自

身
の
生
家
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
活
を

支
え
ら
れ
て
い
る
聖
人
ご
自
身
の
現
実
で
も
あ

っ
た
の
で
す
。

幼
き
頃
の
親
鸞
聖
人
が
こ
の
よ
う
な
現
実
を

批
判
す
る
た
め
に
「
仏
教
と
は
何
か
」「
政
治

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
と
考
え
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
問
い
を
純
粋
に

肌
で
感
じ
取
る
こ
と
は
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
聖
人
の
仏
教
や
政
治
の
姿
に
対

す
る
深
い
眼
差
し
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
よ
う

な
世
系
に
関
わ
る
現
実
社
会
の
問
題
が
影
響
し

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

有
名
な
も
の
と
し
て
は『
教
行
信
証
』「
後
序
」

の
念
仏
弾
圧
に
関
す
る
記
述
で
す
。
天
皇
の
名

前
を
順
に
挙
げ
な
が
ら
弾
圧
の
経
緯
を
押
さ

え
、「
洛
都
の
儒
林
」
す
な
わ
ち
文
人
貴
族
に

対
す
る
厳
し
い
批
判
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に

も
、曇
鸞
大
師
に
関
す
る
御
和
讃
も
そ
う
で
す
。

世
俗
の
君
子
が
曇
鸞
大
師
を
非
常
に
大
切
に
な

さ
っ
て
礼
拝
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
記
述
は
他
の
方
に
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
、
親
鸞
聖
人
独
自
の
受
け
止
め
の
よ

う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
自
身
が
依
り
所

と
す
る
仏
教
を
権
威
付
け
る
た
め
の
記
述
な
ど

で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
仏
教
と
政
治
と
が
関
わ

る
在
り
方
を
示
し
て
お
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
聖
人
は
、
仏
教
の
教
え
と
現

実
の
社
会
と
の
あ
る
べ
き
関
係
に
つ
い
て
、
考

え
続
け
て
お
ら
れ
た
と
思
う
の
で
す
。

自
分
の
選
び
に
先
立
つ
も
の

こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
の
誕
生
の
背
景
に

あ
る
出
自
（
世
系
）
と
い
う
も
の
は
、
聖
人
の

人
間
観
・
人
生
観
・
仏
教
観
の
形
成
に
お
い
て

非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
が
比
叡
山
で
の
一
乗
思
想
と
の
出

遇
い
と
相
ま
っ
て
、
聖
人
の
中
で
大
き
な
課
題

と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分
で
は
、
は
か
る

こ
と
の
で
き
な
い
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
親
鸞

聖
人
の
生
涯
の
歩
み
に
与
え
た
影
響
は
、
決
し

て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
聖
人
の
出
家
に
つ
い
て
も
同
様
に
、

自
分
の
選
び
に
先
立
つ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
貴
族
社
会
の
動
乱
の
中
、
一
族
の
生
活

を
維
持
し
、
ま
た
一
方
で
仏
教
界
と
の
関
係
を

築
い
て
い
く
た
め
に
、
次
男
・
三
男
な
ど
が
寺

社
勢
力
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
数
多
く
あ
り
ま

し
た
。
例
え
ば
、
親
鸞
聖
人
出
家
の
師
と
さ
れ

る
慈
円
は
、
天
台
座
主
に
四
度
も
就
任
し
ま
し

た
が
、
こ
の
人
は
摂
政
・
関
白
を
出
す
摂
関
家

の
出
身
で
す
。
ご
自
身
は
座
主
と
し
て
比
叡
山

の
経
営
に
当
た
り
ま
し
た
が
、
そ
の
兄
で
あ
る

九
条
兼
実
は
摂
政
・
関
白
を
長
く
つ
と
め
ま
し

た
。

つ
ま
り
、
全
員
が
貴
族
社
会
に
居
続
け
る
と

生
き
残
る
の
が
大
変
な
の
で
、
別
の
権
門
で
あ

る
寺
社
に
嫡
流
以
外
の
出
身
者
を
そ
れ
ぞ
れ
送

り
込
む
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
の
階
層
に
も
見
ら

れ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
世
俗
社
会
と
宗
教

界
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
り
つ
つ
、
互
い
に
補
完
し
合

う
関
係
を
築
い
て
い
く
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

こ
の
時
代
の
世
俗
社
会
と
寺
院
仏
教
界
と
の
垣

根
は
非
常
に
低
い
も
の
で
し
た
。ど
ち
ら
に
も
、

一
番
下
の
階
層
に
は
荘
園
で
働
く
農
民
な
ど
が

存
在
し
ま
し
た
。
世
俗
の
身
分
秩
序
が
そ
の
ま

ま
、
仏
教
界
に
も
適
用
さ
れ
た
の
で
す
。

さ
て
、
親
鸞
聖
人
の
出
家
の
動
機
は
様
々
に

言
わ
れ
ま
す
が
、
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
出
家
の
際
に
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
「
明

日
あ
り
と
…
」
と
い
う
和
歌
の
伝
承
も
、

一
七
〇
〇
年
代
後
半
の
史
料
で
あ
る
『
御
絵
伝

教
授
鈔
』な
ど
ま
で
遡
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、

そ
れ
以
前
の
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
の
で

す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
聖
人
の
内
面
に
お

け
る
出
家
の
動
機
を
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
す
。
た
だ
、
平
安
時
代
末
期
の
社
会
状

況
が
、
出
家
の
背
景
に
存
在
す
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
先
に
も
述
べ

た
通
り
、
こ
れ
ら
の
生
ま
れ
も
っ
て
与
え
ら
れ

た
状
況
が
、
親
鸞
聖
人
の
比
叡
山
修
学
時
代
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
仏
道
の
歩
み
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
そ
の
事
実
を
、
私

た
ち
は
も
う
一
度
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

民
衆
と
関
わ
ら
な
い
貴
族



センタージャーナル No.105④

命
が
最
優
先
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

災
害
時
に
命
を
救
う
条
件
は
、「
時
間
・
情

報
・
手
段
」
の
三
つ
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大

川
小
学
校
に
は
全
て
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
命
を
救
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

が
条
件
の
全
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
命

を
救
う
の
は
「
判
断
と
行
動
」
で
す
。
こ
れ
に

結
び
つ
か
な
け
れ
ば
だ
め
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

避
難
行
動
を
し
た
最
後
の
一
分
間
で
は
な
く
、

そ
の
前
の
校
庭
に
と
ど
ま
り
続
け
た
五
十
分
間

で
す
。
そ
の
間
に
命
が
最
優
先
だ
と
判
断
し
、

「
と
に
か
く
死
ぬ
な
、
こ
こ
じ
ゃ
だ
め
だ
」
と
行

動
し
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

を
邪
魔
し
た
何
か
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、発
災
前
の
防
災
計
画
も
検
証
が
必
要

で
す
。
よ
く
「
パ
ニ
ッ
ク
が
起
き
た
時
の
た
め
に

決
め
事
を
せ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
大
川
小
学
校

に
も
「
津
波
の
時
は
、
近
隣
の
空
き
地
か
公
園

に
逃
げ
る
」
と
明
記
さ
れ
た
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル

が
学
校
に
保
管
さ
れ
、
教
育
委
員
会
に
も
提
出

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
く
に
は
空

き
地
も
公
園
も
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は

命
を
守
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
な
く
、
提

出
す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
だ
っ
た
の
で
す
。

災
害
時
だ
け
大
切
な
の
で
は
な
い

二
〇
一
二
年
、
私
た
ち
は
県
の
教
育
委
員
会

の
指
示
を
受
け
、
分
厚
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
り

直
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
れ
だ
け
詳
細
に
作

っ
て
も
、
緊
急
時
に
は
分
厚
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

棚
の
奥
か
ら
出
し
て
調
べ
て
い
る
余
裕
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
想
定
外
だ
っ
た
か
ら
救
え
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
い
う
防
災
計
画
で
は
だ
め
な
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
命
に
関
わ
る
よ
う
な
災
害
は
必
ず

想
定
外
だ
か
ら
で
す
。

大
切
な
の
は
、日
頃
の
習
慣
と
信
頼
で
す
。
普

段
か
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る
よ

う
に
し
て
、
随
時
、
項
目
の
追
加
や
差
し
替
え

を
し
、
そ
れ
を
職
員
間
で
回
覧
・
共
有
を
す
る
。

併
せ
て
避
難
経
路
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
要
約
し
た

一
枚
物
を
各
所
に
貼
っ
て
お
く
。
奥
に
し
ま
い

込
ん
で
い
る
防
災
用
品
は
出
し
や
す
い
場
所
や

目
に
つ
く
場
所
に
移
動
す
る
。
普
段
か
ら
、
言

わ
な
く
て
も
、
見
な
く
て
も
わ
か
る
も
の
を
増

や
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

水
や
食
べ
物
や
電
気
な
ど
、
あ
の
時
に
大
事

だ
っ
た
こ
と
は
、
実
は
普
段
の
生
活
で
も
大
事

な
こ
と
な
の
だ
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
絆
、
信

頼
、
夢
、
希
望
と
い
う
こ
と
も
、
災
害
が
起
き

て
急
に
大
事
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

命
も
そ
う
で
す
。
普
段
か
ら
大
事
に
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
い
ざ
と
い
う
時
に
守
れ
る
の
で
す
。

「
た
だ
い
ま
」
と
言
い
あ
え
る
地
域
づ
く
り

震
災
当
時
、
中
学
生
だ
っ
た
長
女
は
、
作
文

に
「
い
つ
も
の
自
分
を
失
っ
て
、
ホ
ン
ト
の
自

分
が
見
え
て
き
た
」
と
書
き
ま
し
た
。
い
つ
も

当
た
り
前
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
な
く

な
っ
た
。
町
が
流
さ
れ
、
学
校
も
、
自
転
車
も
、

そ
し
て
妹
も
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
そ
れ
に
寄

り
か
か
っ
て
い
た
自
分
に
気
が
付
い
た
と
。

彼
女
は
三
月
十
一
日
の
朝
、
妹
の
み
ず
ほ
に

「
お
姉
ち
ゃ
ん
お
は
よ
う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
で

も
、
な
ん
だ
か
忙
し
く
し
て
い
て
返
事
を
返
せ
な

か
っ
た
。
私
た
ち
は
、
身
近
な
人
に
「
お
は
よ

う
」
と
挨
拶
す
る
こ
と
な
ん
て
い
つ
で
も
で
き
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
妹
と
最
後
の
朝
の

「
お
は
よ
う
」
を
交
わ
さ
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
に

後
悔
し
た
こ
と
は
な
い
と
書
い
て
い
ま
し
た
。

私
は
防
災
教
室
で
小
中
学
生
に
話
を
す
る
の

で
す
が
、
防
災
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
た
だ
い
ま
」
を
今
日
も
元
気
よ
く
言
い
な

さ
い
、
こ
れ
が
防
災
で
す
。
つ
ま
り
「
家
に
帰

る
ま
で
絶
対
に
死
ぬ
な
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
も
生
き
て
帰
っ
て
こ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
「
た
だ
い
ま
」
と
帰
る
の
が
楽
し
み
な

家
庭
づ
く
り
、
み
ん
な
で
「
た
だ
い
ま
」
や
「
お

か
え
り
」
を
言
い
あ
え
る
地
域
づ
く
り
、
そ
れ

が
防
災
の
根
本
だ
と
思
い
ま
す
。

何
に
一
生
懸
命
な
の
か

あ
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
起
き
た
の
に
、
教
育
委

員
会
の
対
応
は
残
念
で
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

「
重
く
受
け
止
め
ま
す
」「
今
後
検
討
し
ま
す
」

「
資
料
を
捨
て
ま
し
た
」「
議
事
録
は
あ
り
ま
せ

ん
」「
う
っ
か
り
忘
れ
て
ま
し
た
」「
検
証
中
、
係

争
中
な
の
で
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
」「
担
当
者
が

変
わ
り
ま
し
た
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
の
繰
り

返
し
で
す
。
生
き
残
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
懸
命

に
証
言
し
た
こ
と
も
、
都
合
の
悪
い
部
分
は
報

告
書
か
ら
削
除
し
、
メ
モ
や
資
料
は
一
斉
に
捨

て
、「
子
ど
も
の
記
憶
は
変
わ
る
し
、
信
用
で
き

な
い
」
と
言
い
ま
す
。

教
育
委
員
会
の
対
応
を
批
判
す
る
こ
と
は
簡

単
で
す
が
、
中
に
い
る
人
た
ち
は
み
ん
な
私
の

知
り
合
い
で
、
同
僚
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
た

人
も
い
ま
す
。
私
の
気
持
ち
も
理
解
し
て
い
る

は
ず
で
す
。
一
生
懸
命
に
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
問
題
は
「
何
に
一
生
懸
命
な
の
か
」
と

大川小学校跡地。今後、震災遺構として残される

小
さ
な
命
の
意
味
を
考
え
る
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学
ぶ
こ
と（
後
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

現代社会と
真宗教化

前
号
で
は
前
編
と
し
て
、
佐
藤
さ
ん
の
お
子
様
を
含
む
多
く
の
命
が
犠
牲
に
な
っ
た
、
東
日

本
大
震
災
当
日
の
大
川
小
学
校
の
概
要
を
辿
っ
た
。

今
号
で
は
、「
な
ぜ
学
校
（
組
織
）
管
理
下
で
あ
れ
ほ
ど
の
事
故
が
起
き
た
の
か
」
と
い
う

佐
藤
さ
ん
の
検
証
を
通
し
、
あ
の
日
あ
の
場
所
に
限
定
さ
れ
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
死
に
通

底
す
る
課
題
の
共
有
を
願
い
、
後
編
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。
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い
う
こ
と
で
す
。
守
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
は

一
体
何
な
の
か
。
あ
の
日
の
校
庭
も
そ
う
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
生
た
ち
も
一
生
懸

命
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
真
ん
中
に
子
ど
も

の
命
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。

前
例
の
な
い
災
害
に
は
、
前
例
の
な
い
事
後

対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
慣
例
や
マ
ニ
ュ
ア
ル

が
絶
対
に
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
時
に

必
要
な
の
は
、
違
う
立
場
の
様
々
な
意
見
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
対
立
や
批
判
を
恐
れ
て
誰
も
言
い

出
せ
な
い
。
あ
の
日
の
校
庭
も
同
じ
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
つ
か
ド
ア
は
開
く

違
う
立
場
や
意
見
が
出
た
時
に
大
切
な
の

は
、
対
立
で
は
な
く
調
和
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
）
だ

と
思
う
の
で
す
。
同
じ
音
を
出
す
の
で
は
な
く
、

自
分
の
音
を
し
っ
か
り
出
す
こ
と
、
そ
し
て
他

の
音
も
よ
く
聞
く
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
ド

で
も
ミ
で
も
ソ
で
も
な
い
、
新
し
い
音
が
生
ま

れ
る
は
ず
で
す
。

調
和
は
簡
単
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は

つ
い
つ
い
同
じ
音
に
合
わ
せ
よ
う
、
耳
を
塞
ご

う
、
黙
っ
て
い
よ
う
、
あ
る
い
は
自
分
だ
け
大

き
な
音
を
出
そ
う
と
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
本
当
に
大
事
な
こ
と
が
優
先
さ
れ
な
か

っ
た
り
、
み
ん
な
が
「
だ
め
だ
」
と
思
っ
て
い

る
の
に
、
誰
も
何
も
言
え
な
い
ま
ま
物
事
が
進

ん
で
し
ま
い
ま
す
。

み
ず
ほ
は
習
字
が
と
て
も
好
き
で
し
た
。
後

に
勉
強
部
屋
か
ら
「
旅
立
ち
」
と
書
か
れ
た
習

字
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
し
た
。
み
ず
ほ
が
最

後
に
一
生
懸
命
練
習
し
た
そ
の
年
の
書
き
初
め

展
の
お
題
で
す
。
今
に
な
っ
て
そ
れ
は
、
残
さ

れ
た
私
た
ち
へ
の
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り

ま
し
た
。
今
感
じ
て
い
る
こ
と
、
向
き
合
っ
て

い
る
こ
と
、
悩
ん
で
い
る
こ
と
の
本
当
の
意
味

は
、
み
ず
ほ
の
習
字
の
よ
う
に
ず
っ
と
先
に
な

っ
て
か
ら
見
え
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
、
私
は
教
育
委
員
会
の
人
た
ち
と
も

調
和
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
ノ
ッ
ク
し
続
け
ま
す
。
い

つ
か
ド
ア
が
開
く
こ
と
を
願
い
な
が
ら
。

悲
し
み
と
穏
や
か
さ
の
両
立

津
波
を
か
ぶ
っ
た
大
川
小
学
校
の
教
室
に
、

今
で
も
子
ど
も
た
ち
の
名
前
の
シ
ー
ル
が
綺
麗

に
残
っ
て
い
ま
す
。「
〇
〇
ち
ゃ
ん
っ
て
ど
ん
な

子
か
な
？
仲
良
く
し
た
い
な
、
楽
し
い
学
級
に

し
た
い
な
」
と
先
生
た
ち
が
思
い
を
込
め
て
貼
っ

て
く
れ
た
シ
ー
ル
で
す
。
津
波
に
も
流
さ
れ
な

か
っ
た
、
夢
や
希
望
、
命
の
証
で
す
。
あ
の
場

所
に
は
そ
う
い
っ
た
証
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

私
は
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の
取
材
は
断
ら
ず

に
、
で
き
る
だ
け
対
応
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
多
く
の
人
が
知
る
べ
き
だ
し
、
覚
え
て
い

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
反
面
、
そ
の
記
事
や

番
組
を
見
て
ほ
し
く
な
い
、
忘
れ
て
ほ
し
い
、
と

い
う
気
持
ち
も
ど
こ
か
に
あ
り
ま
す
。
め
で
た

い
こ
と
や
格
好
い
い
こ
と
で
メ
デ
ィ
ア
に
出
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
。

あ
の
出
来
事
が
夢
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
い
い

だ
ろ
う
。
そ
っ
と
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
に
、
も

う
七
年
以
上
経
っ
て
い
ま
す
。「
い
つ
ま
で
騒
い

で
い
る
ん
だ
」
と
、
き
っ
と
言
わ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
し
、
自
分
で
も
そ
う
思
い
ま
す
。
し
か
し

誰
も
言
わ
ず
、
聞
か
ず
、
見
な
く
な
れ
ば
、
曖

昧
な
ま
ま
や
が
て
忘
れ
去
ら
れ
ま
す
。「
以
前
、

子
ど
も
が
た
く
さ
ん
亡
く
な
っ
た
学
校
が
あ
っ

た
け
ど
、
ど
こ
だ
っ
け
、
な
ぜ
だ
っ
け
、
ま
あ

い
い
か
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
嫌
で
す
。

私
は
「
忘
れ
な
い
」
こ
と
と
「
穏
や
か
な
気

持
ち
に
な
る
」
こ
と
は
両
立
で
き
る
と
信
じ
て

い
ま
す
。
大
川
小
学
校
で
起
き
た
こ
と
は
、
確

か
に
「
悲
し
い
」「
か
わ
い
そ
う
」「
悲
惨
」
な

こ
と
で
す
。
で
も
、
ほ
ん
の
少
し
で
い
い
か
ら
、

あ
の
出
来
事
、
あ
の
命
に
、
未
来
に
つ
な
が
る

意
味
付
け
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

す
れ
ば
多
く
の
人
が
大
切
な
こ
と
と
し
て
向
き

合
っ
て
い
け
る
は
ず
で
す
。  

（
了
）

編
集
を
終
え
て

震
災
か
ら
七
年
余
を
経
て
な
お
、
あ
の

悲
し
み
に
向
き
合
い
、
言
葉
に
し
続
け
る

声
が
あ
る
。

「
防
災
な
ん
て
、
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
の
浅

知
恵
。
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
」
と
、

あ
の
日
の
事
実
か
ら
目
を
背
け
、
耳
を
塞

ご
う
と
す
る
自
分
が
い
る
。
向
き
合
い
続

け
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
辛
い
。

「
ど
う
し
た
ら
こ
の
穢
土
の
苦
を
背
負
う

我
が
身
は
救
わ
れ
る
の
か
」
と
い
う
た
だ

一
点
を
宗
祖
は
求
め
ら
れ
た
。
辿
り
着
い

た
の
は
「
浄
土
の
真
宗
」
だ
っ
た
。

ど
う
あ
が
い
て
も
正
し
く
あ
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
ど
う
す
れ
ば
他
者
も
自
分

も
傷
つ
く
こ
と
も
争
い
あ
う
こ
と
も
な
く
、

尊
重
し
あ
え
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
で
き
な
い
こ

と
と
、
と
も
な
る
世
界
「
浄
土
」
を
願
っ

て
生
き
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
と
佐
藤
さ

ん
は
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

各
々
個
別
の
境
遇
を
生
き
る
ほ
か
な
い

穢
土
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
各
々
の
音
色

の
ま
ま
響
き
あ
い
、
輝
き
あ
え
る
世
界
を
願

い
、
も
が
き
な
が
ら
言
葉
を
紡
ぎ
続
け
る
佐

藤
さ
ん
を
、
宗
祖
は
「
友
よ
、
私
も
だ
よ
」

と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
我
が
子
は
帰
ら
な
い
。
そ
の
悲
し

み
を
懐
き
つ
つ
、「
み
ん
な
が
た
だ
い
ま
と

お
か
え
り
を
言
い
あ
え
る
家
を
作
り
ま
し

ょ
う
。
そ
れ
が
防
災
で
す
」
と
呼
び
か
け

る
佐
藤
さ
ん
の
言
葉
に
、「
願
生
偈
」
が
重

な
っ
て
聞
こ
え
た
。

　

普あ
ま
ねく

も
ろ
も
ろ
の
衆し
ゅ

生じ
ょ
うと

共
に

�

安
楽
国
に
往お
う

生じ
ょ
うせ

ん

 

（
研
究
員　

大
河
内 

真
慈
）

みずほちゃんが残した最後のメッセージ

あの日まで、夢や希望がつまった鞄や
コートがかけられていた

大川小学校の出来事の検証や願いが�
込められた冊子がダウンロードできます

http://sspj.jp/brochure-
chiisanainochi/
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　彰
元
の
反
戦
言
動

竹
中
彰
元
は
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
た
一
九

三
七
（
昭
和
十
二
）
年
に
二
度
、
反
戦
言
動
を

し
て
お
り
ま
す
。

最
初
の
言
動
は
九
月
十
五
日
、
村
人
に
、

戦
争
は
罪
悪
で
あ
る
と
同
時
に
人
類
に
対

す
る
敵
で
あ
る
か
ら
止
め
た
方
が
よ
い
、北

支
の
方
も
上
海
の
方
も
今
占
領
し
て
居
る

部
分
だ
け
で
止
め
た
方
が
よ
い
、
決
し
て

国
家
と
し
て
戦
争
は
得
な
も
の
で
は
な
い
。

非
常
に
損
ば
か
り
で
あ
る
、（
中
略
）
其
の

上
に
徒
ら
に
人
馬
を
殺
傷
す
る
意
味
に
於

て
殺
人
的
な
予
算
だ
、
戦
争
は
此
の
意
味

か
ら
言
っ
て
も
止
め
た
方
が
国
家
と
し
て

賢
明
で
あ
る
と
考
へ
る

と
発
言
し
て
お
り
ま
す
。

約
一
ヶ
月
後
の
十
月
十
日
、
今
度
は
近
在
の
真

宗
大
谷
派
の
僧
侶
た
ち
に
、

此
の
度
の
事
変
に
就
て
他
人
は
如
何
考
へ

る
か
知
ら
ぬ
が
自
分
は
侵
略
の
様
に
考
へ

る
、
徒
ら
に
彼
我
の
生
命
を
奪
ひ
莫
大
な

予
算
を
費
ひ
人
馬
の
命
を
奪
う
こ
と
は
大

乗
的
立
場
か
ら
見
て
も
宜
し
く
な
い
、
戦

争
は
最
大
な
罪
悪
だ
、
保
定
や
天
津
を
取

つ
て
ど
れ
だ
け
の
利
益
が
あ
る
か
も
う
此

処
ら
で
戦
争
は
止
め
た
が
よ
か
ら
う

と
発
言
し
て
お
り
ま
す
。

共
通
点
と
し
て
、
ど
ち
ら
も
「
戦
争
は
罪
悪
」、

そ
し
て
「
戦
争
は
得
な
も
の
で
は
な
い
」「
儲
か

ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
仏
教
は
損
得
、
つ
ま
り

金
銭
や
利
益
を
判
断
す
る
教
え
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
耳
を
傾
け
て
も
ら
う
た
め
に
、
敢
え
て

こ
う
し
た
話
題
を
放
り
込
ん
で
い
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
相
違
点
と
し
て
は
、
九
月
十
五
日
の

発
言
に
は
、
誰
も
が
わ
か
る
形
で
の
「
仏
の
教

え
」
が
出
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
「
彰
元

の
限
界
だ
っ
た
」
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

九
月
十
五
日
の
反
戦
言
動
の
理
由
を
警
察
が

質
問
し
た
時
、
彰
元
は
「
出
征
し
た
、
赤
ち
ゃ

ん
の
頃
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る
若
者
の
命
が
心

配
だ
っ
た
」
と
答
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
村

の
お
爺
ち
ゃ
ん
と
し
て
は
百
点
満
点
の
返
答
で

す
が
、
僧
侶
と
し
て
は
不
充
分
で
す
。
仏
教
は

世
界
宗
教
で
す
。
日
本
人
だ
け
の
命
を
心
配
す

る
と
い
う
の
は
身み

贔び
い
き屓

で
あ
り
、差
別
で
す
。
そ

う
い
う
限
界
が
彰
元
に
あ
っ
た
の
で
す
。

「
仏
の
教
え
」

そ
れ
が
十
月
十
日
に
な
り
ま
す
と
、「
徒
ら
に

彼
我
の
生
命
を
奪
ひ
」
と
あ
り
ま
す
。「
彼
」
と

「
我
」、
つ
ま
り
「
相
手
」
と
「
自
分
」
と
い
う

意
味
で
す
が
、「
我
」
と
い
う
の
は
日
本
人
で
、

「
彼
」
と
い
う
の
は
中
国
人
で
す
。「
ど
ち
ら
の

命
も
大
事
だ
」
と
発
言
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う

い
う
考
え
方
が
仏
教
で
す
。
そ
し
て
「
大
乗
的

立
場
か
ら
見
て
も
宜
し
く
な
い
」
と
も
発
言
し

て
お
り
ま
す
。
大
乗
的
立
場
と
は
、
仏
教
的
立

場
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
明
確
に
「
反
戦
僧
侶
・

竹
中
彰
元
」
が
現
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
九
月
十
五
日
の
発
言
は
戦
争
自
体

を
分
析
し
て
お
り
ま
せ
ん
。「
戦
争
は
ア
カ
ン
」

と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
る
意
味
で
は
一
般

論
的
、
抽
象
的
な
戦
争
観
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
十

月
十
日
の
発
言
の
冒
頭
に
、「
此
の
度
の
事
変
に

就
て
（
中
略
）
自
分
は
侵
略
の
様
に
考
へ
る
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
戦
争
を
分
析
し
て

「
侵
略
」
と
い
う
結
論
を
出
す
「
社
会
科
学
の
視

点
」
と
、「
敵
味
方
両
方
の
命
を
奪
う
か
ら
、
け

し
か
ら
ん
」
と
い
う
仏
教
の
立
場
が
合
わ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。

一
ヶ
月
も
経
っ
て
い
な
い
そ
の
間
に
一
体
、何

が
あ
っ
た
の
か
。
九
月
十
五
日
の
発
言
の
際
、彰

元
は
村
人
か
ら
叱
ら
れ
て
い
ま
す
。「
老
僧
、
耄も

う

碌ろ
く

し
て
か
ら
に
」
と
ま
で
酷
い
こ
と
を
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
で
「
要
ら
ん
こ
と
を

言
っ
た
な
」
で
は
な
く
、
仏
の
教
え
を
学
び
続

け
た
。
そ
し
て
現
実
、
つ
ま
り
今
の
社
会
に
何

が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
学
び
続

け
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
が
十
月
十
日
の
発
言

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
七
十

歳
で
あ
っ
た
彰
元
が
仏
さ
ま
と
学
び
続
け
た
、故

に
浄
土
真
宗
と
し
て
の
反
戦
に
結
び
付
い
て
い

っ
た
。
そ
ん
な
方
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　彰
元
が
知
ら
れ
た
き
っ
か
け

実
は
私
は
若
い
頃
、
全
く
彰
元
を
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
高
校
教
員
と
し
て
働
い
て
お
り
全

く
の
ノ
ー
タ
ッ
チ
で
し
た
し
、
父
親
も
あ
ま
り

彰
元
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

逮
捕
さ
れ
有
罪
判
決
を
受
け
た
「
犯
罪
者
」
で

す
か
ら
、
息
子
で
あ
る
私
に
語
る
の
も
嫌
だ
っ

た
の
か
な
…
と
想
像
し
て
お
り
ま
す
。

【
第
一
部
】（
＊
大
東
仁
氏
よ
り
）

【
第
二
部
】（
＊
竹
中
眞
昭
氏
よ
り
）

竹中彰元の取り調べ記録（左）と、明泉寺門徒が作成した歎願書（右）

講
義
抄
録
「
反
戦
僧
侶
・
竹
中
彰
元
」

大
垣
教
区
第
11
組
明
泉
寺　

住
職　

竹た
け

中な
か�

眞し
ん

昭し
ょ
う�

氏

教
化
セ
ン
タ
ー
は
第
29
回
平
和
展
「
仏
教
の
社
会
活
動
│
日
中
戦
争
と
大
谷
派
│
」
の
開
催

に
合
わ
せ
、
反
戦
僧
侶
と
し
て
知
ら
れ
る
竹
中
彰
元
が
所
属
し
た
明
泉
寺
の
現
住
職
で
あ
る
竹

中
眞
昭
氏
を
招
き
、
平
和
展
公
開
学
習
会
を
行
っ
た
。【
第
一
部
】
で
大
東
仁
氏
（
平
和
展
ス

タ
ッ
フ
）
が
彰
元
の
反
戦
言
動
の
内
容
を
解
説
し
、【
第
二
部
】
に
て
眞
昭
氏
が
、
彰
元
の
生

き
様
か
ら
私
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。
こ
こ
に
講
演
内
容
を
抄
録
す
る
。

大谷派の
近現代史
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そ
の
彰
元
が
世
に
知
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
、大

東
さ
ん
が
大
学
生
の
頃
、
卒
業
論
文
の
制
作
の

た
め
、
戦
争
に
反
対
し
た
お
坊
さ
ん
に
つ
い
て

調
べ
ら
れ
て
彰
元
を
知
り
、
明
泉
寺
を
訪
れ
た

こ
と
で
す
。
そ
の
時
に
対
応
し
た
父
親
は
、
簡

単
に
は
資
料
を
見
せ
な
い
人
で
し
た
が
、
何
故

か
大
東
さ
ん
に
は
「
し
っ
か
り
勉
強
し
な
さ
い
」

と
言
っ
て
資
料
を
提
供
し
ま
し
た
。
本
当
に
信

用
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
毎
年
「
彰
元

の
つ
ど
い
」
と
い
う
集
会
を
明
泉
寺
で
開
催
し

て
い
た
「
岐
阜
県
宗
教
者
の
会
」
の
方
々
が
そ

の
論
文
を
読
ま
れ
て
、
署
名
活
動
を
し
ま
し
た
。

本
山
は
彰
元
の
逮
捕
を
受
け
て
、
布
教
使
の
資

格
を
奪
っ
た
り
、
僧
侶
の
位
を
最
下
位
に
し
た

り
と
い
う
処
罰
を
下
し
て
お
り
、
そ
の
謝
罪
を

求
め
た
の
で
す
。
そ
の
活
動
が
本
山
を
動
か
し
、

彰
元
の
復
権
顕
彰
大
会
に
繋
が
り
ま
し
た
。

復
権
顕
彰
大
会

二
〇
〇
七
年
の
四
月
頃
に
、
大
垣
教
務
所
の

所
長
さ
ん
た
ち
が
明
泉
寺
を
訪
れ
て
、
謝
罪
に

関
す
る
話
が
あ
り
ま
し
た
。
私
と
父
親
が
対
応

し
て
「
今
更
、
謝
り
に
来
て
も
ら
っ
て
も
…
」

と
思
っ
た
の
と
、「
大
勢
の
方
に
来
て
も
ら
っ
て

も
、
ト
イ
レ
も
駐
車
場
も
無
い
し
…
」
と
い
う

寺
の
事
情
で
一
度
は
断
っ
た
の
で
す
が
、
本
山

か
ら
の
強
い
要
望
も
あ
り
、
復
権
顕
彰
大
会
を

開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

明
泉
寺
の
山
門
前
に
「
戦
争
は
罪
悪
で
あ
る
」

と
記
さ
れ
た
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

復
権
顕
彰
大
会
は
同
年
十
月
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
日
は
土
砂
降
り
で
、
手
伝
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
方
々
に
申
し
訳
な
い
な
…
と
思
い
な
が

ら
過
ご
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
あ
る
お
坊
さ
ん

た
ち
が
「
こ
れ
は
彰
元
が
き
っ
と
泣
い
て
お
る

ん
や
。
喜
び
の
涙
や
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
の

で
、
ホ
ッ
と
し
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ

ビ
（
現
・
Ｅ
テ
レ
）
で
彰
元
に
関
す
る
番
組
が

放
送
さ
れ
ま
し
た
。
放
送
の
翌
朝
か
ら
、
大
勢

の
方
が
明
泉
寺
に
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

あ
る
方
は
金
沢
か
ら
、
ま
た
あ
る
方
は
東
京
か

ら
。
そ
の
方
々
に
「
な
ん
で
こ
ん
な
田
舎
に
、
わ

ざ
わ
ざ
来
た
の
？
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
、「
こ
ん

な
立
派
な
お
坊
さ
ん
が
い
た
お
寺
に
一
度
お
参

り
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
答
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
二
年
ほ
ど
は
そ
の

よ
う
な
状
態
が
続
き
、
あ
る
時
は
観
光
バ
ス
六

台
で
…
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

何
故
、
反
戦
言
動
を
し
た
の
か

そ
し
て
、
皆
さ
ん
が
決
ま
っ
て
聞
か
れ
る
質

問
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
あ
の
怖
い
時
代
に
、

何
故
あ
の
よ
う
な
発
言
が
で
き
た
の
か
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
下
手
し
た
ら
牢
屋
に
放
り
込
ま

れ
て
、
最
終
的
に
は
死
刑
に
な
る
危
険
性
も
あ

る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
も
う
一
つ
は
「
最
初
か

ら
そ
の
よ
う
な
反
戦
言
動
を
し
た
の
か
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
日
中
戦
争
が

始
ま
っ
て
か
ら
で
す
ね
。
で
は
何
故
、
途
中
か

ら
気
が
変
わ
っ
て
反
戦
言
動
を
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。

明
泉
寺
は
、
法
務
だ
け
で
寺
を
維
持
し
て
い

こ
う
と
す
る
の
は
困
難
で
す
。
彰
元
は
全
国
あ

ち
こ
ち
で
お
説
教
を
し
な
が
ら
寺
を
維
持
し
て

お
り
ま
し
た
。
逮
捕
を
受
け
て
布
教
使
の
資
格

を
奪
わ
れ
ま
す
か
ら
、
お
説
教
を
す
る
こ
と
も

で
き
ず
、
生
活
は
大
変
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

う
の
で
す
が
、「
で
は
何
故
、
そ
う
な
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
気
が
変
わ
っ
た
の
か
」

と
い
う
疑
問
が
残
り
ま
す
。

彰
元
に
直
接
聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が
、
私
が
思
う
の
は
、
何
十
年
間
と
モ
ヤ
モ
ヤ

し
た
も
の
を
抱
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
自

分
は
仏
さ
ま
の
教
え
と
と
も
に
生
き
て
い
る
が
、

本
山
は
戦
争
の
方
へ
進
も
う
と
し
て
い
る
。
そ

こ
に
葛
藤
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

彰
元
か
ら
学
ぶ
こ
と

毎
年
十
月
二
十
一
日
（
彰
元
の
命
日
）
に
大

垣
教
区
主
催
で
「
彰
元
の
つ
ど
い
」
が
あ
り
ま

す
。
大
垣
教
区
に
は
四
百
程
の
お
寺
が
あ
り
ま

す
が
、
な
か
な
か
多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
も

ら
え
な
い
の
が
現
状
で
す
。
法
務
が
忙
し
い
の

か
な
…
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
が
、
何
か
ち
ょ

っ
と
寂
し
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
最

近
は
少
し
ず
つ
参
加
者
が
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

地
元
の
門
徒
さ
ん
か
ら
は
「
立
派
な
お
坊
さ

ん
や
な
あ
」
と
前
向
き
に
捉
え
て
も
ら
っ
て
お

り
ま
す
が
、
私
は
、
彰
元
の
こ
と
を
「
立
派
や

な
」
と
言
わ
れ
る
と
、「
そ
れ
で
お
し
ま
い
に
し

た
ら
ア
カ
ン
よ
」
と
声
を
か
け
て
い
ま
す
。
彰

元
の
こ
と
を
知
る
だ
け
で
は
な
く
、
彰
元
の
生

き
様
を
通
じ
て
「
自
分
は
ど
う
生
き
る
か
」
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
材
料
に
し
て
く
だ
さ
い
、と
。

「
浄
土
三
部
経
」
の
中
に
、
仏
さ
ま
の
願
い
が

出
て
き
ま
す
。
仏
さ
ま
の
「
本
当
の
人
間
と
し

て
生
き
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
本

願
だ
と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で

「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
」
の
無
い
世
界
を
仏
さ
ま

は
私
た
ち
に
願
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。「
地
獄
」
の

無
い
世
界
と
は
、
戦
争
の
無
い
世
界
の
こ
と
で

す
。
そ
し
て
「
畜
生
」
の
無
い
世
界
と
は
「
主

体
的
に
生
き
て
く
だ
さ
い
。
お
か
し
い
こ
と
は

お
か
し
い
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
仏
さ

ま
の
願
い
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
現
実
に
は
、

「
お
坊
さ
ん
は
政
治
や
社
会
の
問
題
に
口
出
し
を

し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
人
々
も
多
く
見
え

ま
す
。

大
東
さ
ん
は
、「
平
和
な
時
代
に
、
戦
争
に
な

る
よ
う
な
背
景
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
言

っ
て
講
演
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
当
に
そ
の
通

り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
あ
り
が
た
い
と
思
う

の
は
、
彰
元
を
通
じ
て
、
平
和
と
い
う
こ
と
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
お
坊
さ
ん
た

ち
と
知
り
合
え
た
こ
と
で
す
。
今
、
政
治
や
経

済
は
ど
ん
ど
ん
前
へ
と
進
ん
で
お
り
ま
す
。
仏

教
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
ア
ク
セ
ル
で

は
な
く
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
「
こ
れ
で
良
い
の
だ

ろ
う
か
？
」
と
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
る
一
面

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
前
へ
前
へ
と
進
む
だ
け

で
は
、
や
は
り
ダ
メ
だ
と
思
い
ま
す
。

彰
元
の
発
言
を
「
立
派
」
と
思
う
だ
け
で
終

わ
ら
せ
ず
に
、
彰
元
の
生
き
様
か
ら
、「
自
分
は

如
何
に
生
き
て
い
け
ば
良
い
の
か
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

明泉寺の山門前に建立された記念碑



研究生 真宗本廟奉仕　報告
「私にとって真宗本廟とは」
－本廟の歴史を学び、相続講の願いを確かめる－

　■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》
雑草が勢いよく群がり生えてくる季節となった。

春に植えた野菜の周りにはあっというまに雑草が生
い茂り、そこに虫も湧く。私は雑草を排除し、せっ
せと虫を駆除するのだが、すぐに次の雑草が生い
茂り、そこに虫も湧く。常に

いたち
 鼬ごっこだ。

「おいしい実が欲しいなら、文句を言わずにせっ
せと働きな！」野菜たちが私に語り掛ける。人間に
食べられることによって“いのち”を次世代に繋ぐ野菜
たち。それに負けじと、排除されても種を残し、す
ぐさま再生を繰り返す雑草と虫たち。どちらも凄い！

梅雨の晴れ間の陽光に照らされ光輝く「群萌」
たちから、元気と腰痛をいただいた。 （K.H）

INFORMATION

教化センター日報
2018年３月～５月

研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
研修業務「聖典研修④」（東舘紹見氏）
研究生・実習「真宗門徒講座（はじめての『歎異抄』⑪）」
研究業務「第29回平和展」（～22日）
研究業務「第29回平和展」特別学習会
研究生・学習会「近現代真宗史」

３月２日
７日
13日
16日
20日

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⑤」（東舘紹見氏）
全国教学研究機関交流会 参加（～９日）
研究業務「第29回平和展」反省会
研究生・学習会「近現代真宗史」事後
研究業務「平和展」学習会
研究生・学習会「真宗本廟奉仕」事前
研修業務「聖典研修⑥」（東舘紹見氏）
研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援

　

４月11日
23日

５月８日
10日
14日

18日
23日
30日

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

６月５日から７日にかけて、「私にとって真宗本廟とは」
のテーマのもと、教化センター研究生による真宗本廟奉仕
を行った。それに先立ち、５月18日に開催された事前学習
会では、藤岡教務所長を講師に招き、「本廟奉仕の願い」
ならびに「相続講の精神」をテーマに講義をいただいた。

今から約60年前、宗祖親鸞聖人700回御遠忌法要におい
て、北海道教区では電車を貸し切り、約２日をかけて真宗
本廟へと団体参拝に赴いた。その際、道中の車内では朝夕
に正信偈が勤まり、引率の僧侶による法話が車内で放送さ
れ、聞法づくめの旅であったという。研究生からは、「今
では考えられない」「道中でも聞法を欠かさないとは」と
驚きの声が挙がると同時に、「真宗本廟に赴く」というこ
とについて、改めて背筋が伸びるような思いを抱いた。
　また、以前に藤岡所長が勤務された大聖寺教区の石川県
加賀市は、人口約72,000人の小さな町であるが、昭和25年
の調査では4,443の講組があった。そして今でもご門徒が直
接、教務所に相続講金を納められている。ある日、大聖寺
教務所で使用していない部屋の電気が付けたままになって
いた際、ご門徒から「この電気代も相続講金から出ている
んだぞ」と強く注意されたという。藤岡所長はこれらの経
験談を踏まえ、「法義相続とはお講を続けること、本廟護

持とは相続講金を納めること」と、世話方から教えられた
「相続講の精神」を研究生に熱く語られた。

そして迎えた、真宗本廟奉仕。今日まで真宗本廟として
相続されてきた歴史を確かめつつ、私たちが本廟から願わ
れていることを訊ねることを主眼に、基本日程としての清
掃奉仕に加え、１日目には宗議会を傍聴、２日目には真宗
本廟収骨に参拝。教導を務めてくださった池田徹氏（三重
教区・西恩寺住職）の「私たちの日常がある中で非日常空
間を体験することによって、日頃の自分が露呈するような
場の力が真宗本廟にある」という言葉が強く印象に残った。

日程が進む中、研究生たちが積極的に他団体と交流する
姿も見られ、「私にとって真宗本廟とは」を一人ひとりが
確かめ、日頃は遠い本山が身近に感じられた、充実した本
廟奉仕となった。

（職員　林　博行）

事前学習会で研究生に相続講の願いを語る藤岡所長（写真右）

2018年度 聖典研修　親鸞聖人の御生涯に聞く ～宗祖の後半生～

2018 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16日㈭～19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１-１-10）
【入場料】500円（高校生以下、障がい者および介助者　無料）
【問合せ】2018 あいち・平和のための戦争展 実行委員会　TEL：052-931-0070

昨年度に引き続き、東舘紹見氏（大谷大学教授）をお招きし、
親鸞聖人の御生涯と、聖人が生きられた時代について学びます。
日　　程　第１回　９月10日㈪　　第４回　３月４日㈪
　　　　　第２回　11月12日㈪　　第５回　４月22日㈪
　　　　　第３回　１月21日㈪　　第６回　５月27日㈪
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）
テキスト　『真宗聖典』（名古屋教務所にて購入可） 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.105⑧
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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。


