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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.106

朱
陽
の
節
で
あ
る
夏
も
終
わ
り
、
気
づ
く

と
蝉
の
声
か
ら
秋
の
訪
れ
を
告
げ
る
鈴
虫
の

声
へ
。
不
思
議
に
も
い
の
ち
は
人
間
の
思
い

を
超
え
て
、
寸
分
の
く
る
い
も
な
く
営
ま
れ

て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
御
同
行
か
ら
見
舞
状
を
戴
い

た
。
そ
こ
に
は
「
私
の
恩
師
が
遷
化
さ
れ
ま

し
た
。
人
は
い
つ
か
死
ぬ
の
で
は
な
く
、
い

つ
で
も
死
ぬ
の
で
す
ね
」
と
、
俳
諧
の
恩
師

と
の
死
別
か
ら
起
こ
る
悲
歎
と
と
も
に
、
小

林
一
茶
が
娘
を
亡
く
し
た
悲
哀
を
詠
っ
た
、

露
の
世
は　

露
の
世
な
が
ら　

さ
り
な
が
ら

と
い
う
一
句
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。

真
宗
門
徒
で
あ
っ
た
一
茶
は
、
露
命
の
現

実
を
「
露
の
世
は 

露
の
世
な
が
ら
」
と
表

す
。
し
か
し
、
現
前
の
現
実
を
事
実
と
受
け

止
め
き
れ
ぬ
自
我
を
「
然さ

り
乍な

が

ら
（
そ
う
で

は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
）」
と
、
思
い
き

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
私
な
の
だ
と
発
露
し

て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
は
頭
で
考
え
た
言
葉
で
は
な
く
、
ま

ま
な
ら
ぬ
現
実
に
直
面
し
、
心
の
底
か
ら
湧

き
出
た
い
の
ち
の
叫
び
で
あ
る
。
御
同
行
は
、

一
茶
の
叫
び
に
、
自
身
の
断
ち
難
い
恩
愛
の

情
を
重
ね
「
さ
り
な
が
ら
」
を
受
け
止
め
た

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
私
は
、
そ
の
い
の
ち
の
叫
び
に
対

し
て
「
そ
う
で
す
、
み
ん
な
死
ぬ
の
で
す
」

と
、「
私
」
の
死
を
「
み
ん
な
」
の
死
に
す
り

替
え
、「
い
つ
か
の
誰
か
」
の
死
と
し
て
返
事

を
し
た
の
で
あ
る
。
真
宗
の
教
え
を
朋
に
学

ぶ
身
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
勝
手
な
都
合
に

合
わ
せ
誤
魔
化
し
、
判
っ
た
ふ
り
を
し
て
真

実
を
す
り
替
え
て
返
事
を
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
人
世
に

自
己
を
学
び
問
う
こ
と
で
あ
る
。
頭
で
考
え
、

言
葉
だ
け
を
鵜
呑
み
に
し
て
人
世
の
理
想
像

を
語
る
こ
と
で
も
、
言
葉
尻
を
と
ら
え
主
語

を
「
私
」
か
ら
「
み
ん
な
」
に
す
り
替
え
誤
魔

化
す
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
私
自
身
の
学

び
は
、
自
己
を
問
う
主
体
的
な
学
び
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
、
自
見
の
覚
語
で
「
み
ん
な

死
ぬ
の
で
す
」
と
返
事
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

露
呈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
宗
祖
は
、

自じ

性し
ょ
う

唯ゆ
い

心し
ん

に
沈し

ず

み
て
浄
土
の
真
証
を
貶へ

ん

す
、

定じ
ょ
う

散さ
ん

の
自
心
に
迷ま

ど

い
て
金こ

ん

剛ご
う

の
真
信
に
昏く

ら

し

�

（『
信
巻
・
別
序
』
聖
典
二
一
〇
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
。

宗
祖
は
十
九
歳
の
時
、
磯
長
の
聖
徳
太
子

廟
に
お
い
て
「
汝
の
命
根
、
ま
さ
に
十
余
歳

な
る
べ
し
。
命
終
わ
り
て
、
速
や
か
に
清
浄

土
に
入
ら
ん
。
善
く
信
ぜ
よ
、
善
く
信
ぜ
よ
。

真
の
菩
薩
を
」
と
太
子
か
ら
夢
告
を
受
け
ら

れ
た
と
い
う
。
そ
の
言
葉
が
今
、
す
り
替
え

と
誤
魔
化
し
ば
か
り
で
生
き
て
い
る
私
に
深

く
響
い
て
く
る
。
不
思
議
に
も
本
願
の
妙は

た

用ら
き

は
私
の
計
ら
い
を
超
え
て
、
寸
分
の
く
る
い

も
な
く
営
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 

（
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今
日
は
親
鸞
聖
人
の
比
叡
山
に
お
け
る
一
乗

思
想
と
の
出
あ
い
を
中
心
に
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。「
一
乗
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在

は
例
外
な
く
、
等
し
く
共
に
仏
と
成
る
道
を
歩

む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
え
で
す
。
親
鸞
聖

人
も
こ
の
一
乗
思
想
に
出
あ
い
、
受
け
継
が
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
「
行
巻
」
に
は
、

「
一
乗
海
」
と
言
う
は
、「
一
乗
」
は
大
乗

な
り
。
大
乗
は
仏
乗
な
り
。（
中
略
）
た
だ

こ
れ
、
誓せ

い

願が
ん

一
仏
乗
な
り
。

�

（『
聖
典
』
一
九
六
頁
〜
一
九
七
頁
）

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
都
合
の

善
い
事
も
悪
い
事
も
起
こ
る
現
実
の
中
で
、
共4

に4

歩
む
こ
と
が
で
き
る
仏
道
を
教
え
ら
れ
て
い

る
。そ
の
共
に

4

4

と
い
う
こ
と
を
仏
の
お
仕
事（
阿

弥
陀
の
本
願
）
と
し
て
い
た
だ
く
中
で
、
一
乗

を
確
認
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
一
乗
の
教
え
を
明
確
な
形
で
日

本
に
伝
え
た
の
は
、
伝
教
大
師　
最さ
い

澄ち
ょ
う（
七
六
七

〜
八
二
二
）
で
す
。
比
叡
山
に
お
い
て
天
台
宗

を
開
い
た
こ
と
で
も
有
名
な
方
で
す
。
少
し
ご

紹
介
し
ま
す
と
、
ど
の
師
か
ら
ど
の
よ
う
な
教

え
を
学
ん
だ
の
か
、
と
い
う
系
譜
を
最
澄
自
身

が
記
し
た
『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』
に
よ
れ

ば
、
十
三
歳
（
実
際
は
十
二
歳
）
の
時
に
近お

う

江み

国こ
く

分ぶ
ん

寺じ

に
お
い
て
、
行

ぎ
ょ
う

表ひ
ょ
う（

七
二
二
〜
七
九
七
）

と
い
う
師
の
も
と
で
出
家
得
度
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
一
乗
の
教
え
に
出
あ
い
学
ん
だ
こ
と
が

窺
え
ま
す
。
最
澄
は
「
一
乗
の
教
え
を
心
に
か

け
て
一
生
歩
み
な
さ
い
」
と
い
う
行
表
の
促
し

を
、
確
か
に
受
け
取
っ
た
と
書
い
て
い
る
の
で

す
。
最
澄
は
桓
武
天
皇
に
認
め
ら
れ
遣
唐
使
の

一
員
と
し
て
中
国
に
渡
り
、『
法
華
経
』
の
教

え
を
中
核
に
置
く
中
国
天
台
を
正
面
か
ら
学
び

帰
国
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
背
景
や
生
涯
の

歩
み
を
考
え
る
う
え
で
、
行
表
の
存
在
は
軽
視

で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
二
十
歳
（
実
際
は
十
九
歳
）
の
時
、

具
足
戒
を
受
け
て
比
丘
に
な
る
の
で
す
が
、
三

ヶ
月
で
近
江
国
分
寺
を
去
り
、
生
家
近
く
の
比

叡
山
に
入
り
ま
す
。
少
し
補
足
し
ま
す
と
、
奈

良
時
代
の
仏
教
は
国
家
の
安
泰
を
祈
る
こ
と
な

ど
を
目
的
と
し
て
お
り
（
＝
国
家
仏
教
）、
僧

侶
は
国
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
そ
の
生
活
は
税

に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
僧

侶
の
人
数
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
人
員
に
空
き

が
出
た
時
な
ど
に
許
可
が
出
な
け
れ
ば
、
ど
ん

な
に
優
秀
な
者
で
あ
っ
て
も
僧
侶
と
し
て
国
か

ら
認
め
ら
れ
る
こ
と（
＝
得
度
）は
な
い
の
で
す
。

こ
の
僧
侶
の
中
で
も
、
具
足
戒
を
受
け
た
者

に
、
国
家
仏
教
を
背
負
っ
て
立
つ
、
い
わ
ば
仏

教
界
の
幹
部
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で

す
。
最
澄
も
そ
の
道
を
歩
み
始
め
ま
す
が
、
や

が
て
国
に
認
め
ら
れ
た
僧
籍
は
持
っ
た
ま
ま
、

幹
部
候
補
の
道
を
辞
退
し
、
国
が
建
て
た
お
寺

に
住
む
こ
と
を
や
め
て
、
比
叡
山
に
一
人
入
っ

て
い
か
れ
る
の
で
す
。

当
時
の
最
澄
の
根
本
に
あ
っ
た
の
は
、
師
よ

り
い
た
だ
い
た
一
乗
の
教
え
で
す
。
比
叡
山
は

後
に
、
何
千
人
と
い
う
人
が
仏
教
を
学
ぶ
総
合

大
学
の
よ
う
な
存
在
へ
と
な
っ
て
い
き
ま
す

が
、
そ
の
出
発
点
は
最
澄
の
、
一
乗
の
道
を
ど

う
し
た
ら
実
現
で
き
る
の
か
と
い
う
願
い
と
、

人
々
と
共
に
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
苦
悩
だ
と
思
い
ま
す
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
比

叡
山
に
分
け
入
っ
て
三
年
後
、
最
澄
は
小
さ
な

庵
を
建
て
、
そ
こ
を
「
一
乗
止
観
院
」
と
名
付

け
ま
し
た
。「
止
観
」
と
は
天
台
の
教
え
で
、

心
を
一
箇
所
に
止
め
る
と
い
う
修
行
の
方
法
で

す
。
つ
ま
り
、
ど
こ
ま
で
も
一
乗
の
教
え
に
心

を
か
け
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で

す
。
現
在
で
は
、
比
叡
山
全
体
の
中
心
に
な
る

御
堂
と
い
う
こ
と
で
「
根
本
中
堂
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
が
修

行
さ
れ
た
比
叡
山
が
、
最
澄
が
一
乗
の
燈
火
を

点
さ
れ
た
道
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
大

切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

堂
僧
と
い
う
歩
み
の
選
択

比
叡
山
に
お
い
て
、
多
く
の
方
が
一
乗
の
教

え
に
生
き
、
堕
落
す
る
こ
と
な
く
一
生
懸
命
修

行
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、努
め
れ
ば
努

め
る
ほ
ど
、
一
乗
と
は
正
反
対
な
現
実
の
状
況

が
現
れ
て
く
る
。
親
鸞
聖
人
は
そ
こ
に
、
多
く

の
問
題
を
感
じ
取
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

比
叡
山
の
修
行
方
法
は
、
浄
土
教
に
お
い
て

「
自
力
聖
道
」
と
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

は
一
般
の
方
が
で
き
な
い
よ
う
な
難
し
い
修
行

や
学
問
を
代
表
し
て
行
い
、
皆
を
救
う
と
い
う

「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」
の
歩
み
と
も
い
え
ま

し
ょ
う
。
共
に
歩
ま
ん
と
い
う
一
乗
が
成
立
す

る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
自
身
が
確
か
な
者
と
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に

歩
め
ば
歩
む
ほ
ど
、
修
行
が
で
き
な
い
人
と
は

遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
修
行
す
る
本
人

も
、
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
状
況
に
追
い
込

ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
故
、
立
派
な
僧
侶

に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
内
側
に
抱
く

嘘
偽
り
も
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
聖
人
が
「
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
、
貪と

ん

瞋じ
ん

邪じ
ゃ

偽ぎ

、
奸か

ん

詐さ

百も
も

端は
し

に
し
て
、
悪
性
侵や

め
難が

た

し
」

（『
聖
典
』
二
一
五
頁
）
と
教
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
宗
教
者
と
し
て
立

派
に
ふ
る
ま
う
者
を
批
判
し
た
い
の
で
は
な

く
、
根
深
い
我
執
の
心
と
、
現
実
の
ふ
る
ま
い

と
の
隔
た
り
を
、
我
が
身
の
上
に
、
そ
し
て
人

の
上
に
見
出
し
、
共
に
悲
し
ん
で
お
ら
れ
る
の

だ
と
思
う
の
で
す
。

ま
た
、
当
時
の
比
叡
山
に
お
け
る
一
乗
の
説

か
れ
方
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
以
前
に
お
話
し

し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
律
令
体
制
が
崩

れ
ゆ
く
中
、
比
叡
山
は
親
鸞
聖
人
の
時
代
ま
で

に
封
建
領
主
（
荘
園
領
主
）
と
な
り
世
俗
的
に

大
き
な
権
力
を
持
ち
ま
し
た
。
広
大
な
私
有
地

を
抱
え
、
平
安
中
期
に
は
自
分
達
の
財
源
で
多

く
の
出
家
者
を
独
自
に
生
み
出
す
体
制
も
整
え

最
澄
と
一
乗
の
法
燈

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
四
回　

比
叡
山
で
の
修
学
・
求
道

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３月５日
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て
い
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
貴
族
な
ど
と
同
じ
く
支
配
の
一

角
を
担
う
存
在
と
し
て
、
比
叡
山
は
社
会
と
深

く
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
世
間
の
身
分

は
出
家
社
会
に
も
通
じ
、
上
位
の
貴
族
出
身
者

が
天
台
座
主
等
の
要
職
を
務
め
、
そ
の
下
の
位

の
者
が
座
主
等
を
支
え
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

支
配
体
制
に
お
い
て
「
身
分
の
違
い
は
あ
っ
て

も
仏
様
か
ら
見
れ
ば
〝
平
等
〟
で
あ
り
等
し
く

救
わ
れ
る
」
と
社
会
の
矛
盾
か
ら
目
を
逸
ら
さ

せ
る
よ
う
な
形
で
も
、一
乗
が
説
か
れ
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
社
会
や

支
配
の
あ
り
方
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
一
乗

の
教
え
が
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
民
衆
救
済
に
懸
命
だ
っ
た
僧
た
ち
も
た
く

さ
ん
い
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
結
果
と
し
て
支

配
を
正
当
化
し
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
ま
せ
ん
。
仏
道
と
、
人
間
の
関
心
事
と
の

境
目
を
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
が
故
に
、
一
乗

の
教
え
が
人
間
の
都
合
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
感
じ
取
り
な
が

ら
、
親
鸞
聖
人
は
ど
の
よ
う
な
修
行
を
比
叡
山

で
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て

具
体
的
な
こ
と
は
全
く
不
明
で
す
。
唯
一
分
か

る
の
は
、
恵
信
尼
公
の
お
手
紙
に
、

殿
の
比ひ

叡え

の
山や

ま

に
堂ど

う

僧そ
う

つ
と
め
て
お
わ
し

ま
し
け
る
（『
聖
典
』
六
一
八
頁
）

と
示
さ
れ
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
す
。
比
叡
山
の
修

行
者
に
お
い
て
、
最
も
身
分
が
高
く
、
幹
部
と

な
る
者
は「
学が

く

侶り
ょ（

学が
く

生し
ょ
う）」と

呼
ば
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
学
侶
の
も
と
で
法
会
へ
の
参
仕

や
、
専
ら
念
仏
を
称
え
続
け
る
常
行
三
昧
な
ど

を
行
う
僧
侶
が
「
堂
僧
」
で
し
た
。
親
鸞
聖
人

の
家
系
は
中
級
貴
族
で
す
が
、
そ
の
身
分
出
身

者
で
あ
れ
ば
、
通
常
は
学
侶
に
な
り
ま
す
。
聖

人
が
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
比

叡
山
の
幹
部
と
い
う
、
世
俗
と
一
体
化
し
た
形

の
支
配
層
に
身
を
置
き
な
が
ら
歩
む
と
い
う
道

を
、
敢
え
て
選
ば
な
か
っ
た
の
だ
と
私
は
思
い

ま
す
。

比
叡
山
に
お
い
て
修
行
す
る
親
鸞
聖
人
が
抱

え
て
お
ら
れ
た
問
題
を
考
え
る
際
に
注
目
し
た

い
の
が
、
聖
人
が
十
九
歳
の
時
に
受
け
た
と
伝

え
ら
れ
る
夢
告
で
す
。
十
九
歳
と
は
、
比
叡
山

に
お
い
て
大
乗
菩
薩
戒
を
受
け
一
人
前
の
比
丘

に
な
る
一
歩
手
前
の
時
期
で
す
。
こ
の
大
き
な

転
換
点
に
際
し
、
聖
人
が
河か

わ
ち
の
く
に

内
国
の
磯し

長な
が

（
現

在
の
大
阪
府
太
子
町
）
に
あ
る
聖
徳
太
子
の
廟

所
に
参
詣
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
と

思
い
ま
す
。

聖
徳
太
子
は
日
本
に
仏
教
を
根
付
か
せ
よ
う

と
し
た
最
初
の
方
で
す
。
し
か
も
『
法
華
経
』

の
一
乗
を
大
切
に
さ
れ
、
在
俗
の
生
活
を
送
り

な
が
ら
、
皆
と
共
に
大
乗
の
道
を
歩
ま
れ
た
方

で
も
あ
り
ま
す
。そ
の
太
子
の
廟
所
に
お
い
て
、

親
鸞
聖
人
は
夢
告
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
内
容
が
高
田
専
修
寺
所
蔵
の
『
三

夢
記
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

我
が
三さ

ん

尊ぞ
ん

は
塵じ

ん

沙じ
ゃ

の
界
を
化け

す
。
日じ

ち

域い
き

は

大
乗
相
応
の
地
な
り
。
諦あ

き

ら
か
に
聴
け
、諦

ら
か
に
聴
け
、
我
が
教

き
ょ
う

令れ
い

を
。
汝
の
命

み
ょ
う

根こ
ん

、

ま
さ
に
十
余
歳
な
る
べ
し
。
命
終
わ
り
て
、

速す
み

や
か
に
清

し
ょ
う

浄じ
ょ
う

土ど

に
入
ら
ん
。
善
く
信
ぜ

よ
、
善
く
信
ぜ
よ
、
真
の
菩
薩
を
。　
　

「
三
尊
」
と
は
阿
弥
陀
如
来
、
観
音
菩
薩
、

勢
至
菩
薩
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
、
聖
徳
太
子

は
観
音
菩
薩
の
化
身
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
三
尊
が
、「
塵
沙
の
界
」
で
あ
る
日
本
を
、

仏
の
教
え
に
よ
っ
て
導
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
日
本
こ
そ
、
大
乗

の
教
え
が
相
応
し
い
場
所
だ
と
告
げ
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
夢
告
を
受
け
た
と
さ
れ
る
十
九
歳
の

時
、
親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
に
お
い
て
様
々
な
現

実
の
問
題
を
感
じ
取
り
な
が
ら
も
、
翌
年
に
は

一
人
前
の
比
丘
に
な
る
と
い
う
、
後
戻
り
で
き

な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。
共
に
歩
む
と
い
う
一
乗
の
道
（
大
乗
菩
薩

道
）
が
本
当
に
成
り
立
つ
の
か
、
仏
教
は
何
の

た
め
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
な
ど
、
抱
え

て
お
ら
れ
る
疑
問
に
行
き
詰
っ
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
太
子
の
廟
所
に
お
参
り
さ
れ
た
と
思
う
の

で
す
。
そ
の
よ
う
な
聖
人
に
対
す
る
「
日
本
こ

そ
大
乗
仏
教
が
相
応
し
い
場
所
だ
」
と
い
う
お

告
げ
は
、
本
当
に
大
事
な
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
様
々
な
問
題
が
併
存
す
る
日
本
だ
か
ら
こ

そ
、
大
乗
の
教
え
が
広
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
告
げ
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
ま
す
。

ま
た
「
汝
の
命
根
、
ま
さ
に
十
余
歳
な
る
べ

し
」
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
い
の
ち
は
あ
と
十

数
年
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と

も
当
時
十
九
歳
で
あ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
い
の
ち

が
も
う
す
ぐ
終
わ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ

の
意
味
は
断
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
「
い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
で
は
な
い
」
と

い
う
こ
と
を
告
げ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
い
の
ち
を
終
え
て
必
ず
皆
と
共

に
浄
土
に
往
く
道
を
歩
む
で
あ
ろ
う
、
皆
と
共

に
歩
む
本
当
の
菩
薩
を
善
く
信
じ
な
さ
い
、
と

い
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
お
告
げ
の

よ
う
な
確
信
が
得
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後

の
十
年
間
、
聖
人
は
比
叡
山
で
の
修
行
・
勉
学

に
励
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
で
す
か
ら
、
聖
徳
太
子
と
の
出
あ
い
は
、

聖
人
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た

と
考
え
ま
す
。

こ
の
夢
告
自
体
は
史
実
と
断
定
で
き
ま
せ
ん

が
、
当
時
の
社
会
や
比
叡
山
の
状
況
、
そ
し
て

そ
こ
で
親
鸞
聖
人
が
向
き
合
っ
た
で
あ
ろ
う
課

題
や
、
そ
の
後
の
歩
み
等
を
考
え
合
わ
せ
ま
す

と
、
非
常
に
大
切
な
内
容
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
修
学
時
の

課
題
と
考
え
ら
れ
る
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
比

叡
山
で
の
聖
人
は
、
た
だ
道
に
行
き
惑
わ
れ
て

い
た
と
は
考
え
に
く
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
皆

と
共
に
歩
む
道
が
存
在
す
る
と
い
う
確
信
に
基

づ
き
な
が
ら
、
一
乗
、
大
乗
を
教
学
的
に
も
確

か
め
続
け
て
い
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
で
す
か
ら
こ
れ
よ
り
十
年
後
に
参
籠
さ
れ

る
六
角
堂
へ
も
、
た
だ
迷
い
続
け
、
た
ま
た
ま

た
ど
り
着
い
た
の
で
は
な
く
、
法
然
上
人
の
教

え
に
対
す
る
理
解
、
そ
し
て
一
乗
へ
の
確
信
が

あ
っ
て
、
山
を
出
で
、
向
か
わ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。

磯し

長な
が

の
夢
告
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は
じ
め
に

今
回
、
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
文
書
史
料
は
、

水
戸
市
善
重
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
、
天
正
八
（
一

五
八
〇
）
年
の
教
如
上
人
「
大お

お

坂さ
か

拘か
か
え

様ざ
ま

」
直
後

と
思
わ
れ
る
書
状
二
通
の
写
し
で
あ
る
。
一
通

は
教
如
上
人
自
ら
の
書
状
の
写
し
で
あ
り
、
も

う
一
通
は
「
拘
様
」
か
ら
教
如
上
人
と
行
動
を

と
も
に
し
た
本
願
寺
家
老
・
下
間
頼
龍
の
書
状

の
写
し
で
あ
る
。
当
『
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

一
〇
四
号
に
て
紹
介
し
た
、
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
、
善
重
寺
へ
調
査
に
伺
っ
た
際

に
、
住
職
の
藤
本
貫
大
氏
よ
り
そ
の
存
在
を
お

知
ら
せ
い
た
だ
き
、
同
時
に
解
読
を
依
頼
さ
れ

た
。
こ
こ
で
は
、
浅
学
非
才
の
身
な
が
ら
、
そ

の
解
読
に
取
り
組
む
な
か
で
気
が
つ
い
た
事
柄

を
、
史
料
翻
刻
と
と
も
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
う
。

た
だ
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
押
さ
え
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
実
は
か

つ
て
、
同
朋
学
園
（
現
在
は
同
朋
大
学
）
佛
教

文
化
研
究
所
に
よ
り
、
真
宗
初
期
遺
跡
寺
院
の

資
料
調
査
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
二
十
四
輩
第
十

二
番
」
の
由
緒
を
持
つ
善
重
寺
も
一
九
八
一
年

に
調
査
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
、「
共
同
研

究
：
真
宗
初
期
遺
跡
寺
院
資
料
の
研
究
」
と
し

て
『
同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
七
・
八
合
併
号
（
一
九
八
六

年
）
に
発
表
さ
れ
、
本
稿
で
紹
介
す

る
書
状
二
通
も
す
で
に
そ
の
翻
刻
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
本
書
状
二
通
は
決
し
て

新
出
史
料
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
こ
で
は
わ
ず
か
な
が
ら

未
解
読
の
文
字
が
あ
り
、
誤
読
と
判

断
さ
れ
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究

所
の
成
果
を
参
考
に
、
改
め
て
筆
者

な
り
に
翻
刻
し
た
も
の
を
掲
載
し
て

解
説
を
加
え
て
い
き
た
い
。

＊
＊
＊

ま
ず
、
二
通
の
装
丁
・
法
量
を
確

認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
一
通

目
の
十
月
晦
日
付
教
如
上
人
書
状

（
写
）【
以
下
［
Ａ
］】
は
紙
本
墨
書
の
巻
子
装
で
、

料
紙
は
縦
一
五
・
五
㎝
×
横
九
二
・
三
㎝
で
あ

り
、
二
通
目
、
十
一
月
朔
日
付
の
了
明
（
下
間

頼
龍
の
法
名
）
書
状
（
写
）【
以
下
［
Ｂ
］】
も

同
じ
く
紙
本
墨
書
の
巻
子
装
で
、
料
紙
は
縦
一

〇
・
五
㎝
×
横
七
八
・
二
㎝
で
あ
る
。

［
Ａ
］［
Ｂ
］
と
も
年
次
が
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
書
か
れ
て
い
る
内
容

か
ら
天
正
八
年
に
出
さ
れ
た
書
状
の
写
し
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
青
木
馨
氏
（
同
朋

大
学
佛
教
文
化
研
究
所
客
員
所
員
）
の
ご
教
示

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
写
さ
れ
た
の
も
原
本
の
書

状
が
書
か
れ
た
直
後
、
も
し
く
は
さ
ほ
ど
下
が

ら
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
［
Ｂ
］

研 究 員
特別レポート

史
料
紹
介
・
水
戸
市
善
重
寺
所
蔵

教
如
上
人
書
状（
写
）な
ら
び
に
下
間
頼
龍
書
状（
写
）

研
究
員　

小こ

島じ
ま　

智
さ
と
し

［
Ａ　

教
如
上
人
書
状
（
写
）］

�

冒
頭
と
末
尾
部
分

＊翻刻にあたり、漢字は常用漢字を用い、適宜句読点を補った。

雖
先
便
申
下
、
重
而
染
筆
候
。

仍
大
坂
事
、
信
長
与
御
間
、
種
〻

往
来
候
。
乍
去
、
七
月
盆
前
可
被
明

渡
、
令
議
定
候
。
然
者
予
事
、

既
雖
為
家
督
、
遣
一
往
之
不
預

御
届
、
恣
之
御
様
躰
、
無
曲
儀
候
。
殊

蓮
如
上
人
已
来
数
代　

聖
人
御

座
所
、
法
敵
被
汚
馬
蹄
事
、
歎

入
付
而
、
不
能
信
用
候
き
。
雖
然
御
門
主

連
〻
如
御
契
約
、
結
句
閏
三
月
九
日
、

紀
州
雑
賀
庄
之
内
、
鷺
森
云

所
御
退
座
候
。
其
御
跡
可
成
程
、

是
非
共
可
相
拘
候
覚
悟
候
。
隣
国

門
下
、
悉
致
馳
走
候
へ
と
も
、
何
共
難

側（
測
）、
題
目
等
出
来
候
而
、
不
及
了

簡
候
条
、
八
月
二
日
、
俄
退
城
候
事
候
。

残
多
儀
候
。
其
刻
迄
、
雑
賀
者
共

籠
城
候
而
、
尽
粉
骨
候
間
、
所
詮

彼
等
任
異（
意
）見
、
至
雑
賀
和
哥

浦
着
岸
候
而
、
于
今
在
居
候
。
御
門
主

御
間
、
右
ニ
申
結
付
而
、
互
非
入
眼
候
。

就
中
、
近
日
鷺
森
有
諜
人
。

佛
法
世
法
之
儀
、
色
〻
申
乱
候
由
、
其

聞
候
。
言
語
道
断
之
次
第
候
。
自
然

其
元
、
如
何
様
事
申
下
候
共
、
不
可

能
承
引
候
。
真
俗
共
以
諸
篇
、

可
為
先
規
事
、
肝
要
候
。
次
安
心
之

一
儀
に
お
い
て
ハ
、
信
決
定
に
て
、

弥
佛
恩
報
尽
の
称
名
、
無
懈

怠
様
心
懸
、
専
用
候
。
猶
、
按
察
法
橋

可
申
候
也
。
穴
賢
〻
〻

　

十
月
晦
日　
　

教
如
（
花
押
）

　
　
　
　

常
陸

　
　
　
　
　

諸
坊
主
衆
中

　
　
　
　
　

同
門
徒
中
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は
、
こ
れ
も
内
容
か
ら
、［
Ａ
］
原
本
の
教
如
上

人
書
状
に
付
随
し
た
家
老
・
下
間
頼
龍
（
了
明
）

の
添
状
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
が
、

［
Ａ
］
と
筆
跡
が
同
じ
で
あ
り
、
同
一
人
物
が
本

状
と
添
状
を
同
時
に
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

な
お
、［
Ａ
］
の
宛
先
は
「
常
陸
／
諸
坊
主
衆

中
／
同
門
徒
中
」
で
あ
る
が
、
同
じ
十
月
晦
日

付
で
「
武
蔵
／
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
」
に

宛
て
ら
れ
た
、
ほ
ぼ
同
文
の
教
如
上
人
書
状
が

東
京
都
港
区
の
善
福
寺
（
本
願
寺
派
）
に
所
蔵

さ
れ
て
お
り
、『
本
願
寺
教
団
史
料　

関
東
編
』

（
一
九
八
八
年
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
に
そ
の

翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
三
、
四
頁
）。

［
Ａ
］
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
そ
ち
ら
も
参
照
し

て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

＊
＊
＊

さ
て
、内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
今
一
度
、こ

の
文
書
の
歴
史
的
背
景
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
元
亀
元
（
一
五
七
〇
）
年
よ

り
始
ま
っ
た
大
坂
本
願
寺
と
織
田
信
長
の
対
決
、

い
わ
ゆ
る
「
石
山
合
戦
」
も
、
天
正
七
（
一
五

七
九
）
年
の
暮
れ
、
つ
い
に
終
結
を
迎
え
よ
う

と
す
る
⑴
。
す
な
わ
ち
十
二
月
二
十
五
日
、
朝

廷
は
権
大
納
言
庭
田
重
保
と
中
納
言
勧
修
寺
晴

豊
を
正
親
町
天
皇
の
勅
使
と
し
て
本
願
寺
に
遣

わ
し
、
和
睦
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
翌

天
正
八
年
三
月
十
七
日
、
信
長
か
ら
七
カ
条
に

渡
る
講
和
条
件
が
、
神
仏
に
誓
い
を
立
て
る
起

請
文
と
し
て
朝
廷
に
呈
出
さ
れ
る
と
、
前
関
白

近
衛
前
久
に
よ
っ
て
本
願
寺
へ
持

参
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
本
願

寺
側
で
も
、
そ
れ
を
受
け
て
協
議

が
な
さ
れ
、
講
和
条
件
を
全
面
的

に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
、

閏
三
月
五
日
、
当
門
主
顕
如
・
新

門
主
教
如
両
上
人
が
朝
廷
に
誓

詞
を
呈
出
し
、
下
間
頼
簾
・
頼

龍
・
仲
之
の
三
家
老
も
血
判
の
誓

詞
を
勅
使
に
渡
す
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
約
十
一
年
に
お
よ
ぶ
合
戦

が
、「
勅
命
講
和
」
と
い
う
形
で

終
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

こ
の
時
の
条
件
は
、
本
願
寺
側

に
責
任
を
問
わ
な
い
と
い
う
「
惣

赦
免
」
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、

兵
の
退
去
か
ら
大
坂
本
願
寺
の
明

け
渡
し
に
至
る
ま
で
細
か
い
手
順

が
定
め
ら
れ
、
本
願
寺
に
と
っ
て

は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
大
坂
退
去
は
七
月
盆
前
と

の
条
件
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
後
本
願
寺
内
で
、
信
長
の
裏

切
り
を
警
戒
す
る
勢
力
か
ら
徹
底

抗
戦
が
主
張
さ
れ
内
紛
と
な
っ

た
。
そ
の
退
城
反
対
論
の
中
心
人

物
が
教
如
上
人
で
あ
っ
た
わ
け
だ

が
、
父
・
顕
如
上
人
は
教
如
上
人

を
義
絶
し
て
、
予
定
を
早
め
四
月

九
日
に
宗
祖
の
御
真
影
と
と
も
に

大
坂
を
退
去
し
、
紀
州（
和
歌
山
）

従　

当
御
門
様
、
被

成　

御
書
候
。
謹
而

可
有
頂
戴
候
。
抑
今
度

大
坂
之
儀
、
大
御
所
様
、

閏
三
月
九
日
、
被
成
御

退
出
候
。
然
者
、
被
残
御

諸
数
日
、
雖
被
成
御
拘
候
、

不
及
御
了
簡
仕
合
候
。

令
出
来
、
無
是
非
至
記（
紀
）

州
雑
賀
、
和
哥
被
移

御
座
候
。
国
衆
崇
敬

被
申
事
、
不
及
是
非
候
。

一
段
御
堅
固
御
座
候

間
、
不
可
有
気
遣
候
。

就
者
、
御
両
所
様
御
間

之
儀
、
諜
人
依
申
妨
出

に
て
、
徧（
偏
）御
不
通
事
、

笑
止
此
事
候
。
乍
去
、

行
末
御
入
眼
之
儀
、
別

儀
御
座
有
間
敷
候
間
、

可
心
安
候
。
然
者
、
諸
国

色
〻
様
〻
、
被
仰
下
候

由
候
。
是
併
、
諜
人
所

行
候
間
、
不
可
有
信
用

候
。
諸
事
、
可
為
如
先
規

旨
、
被
仰
出
候
。
随
而
此

方
、
御
不
如
意
之
段
、
過

仕
候
。
此
刻
、
各
可
被
抽

懇
志
事
、
可
仏
法
興

隆
候
。
就
中
、
於
法
義

之
段
者
、
被
顕　

御
文

躰
候
。
能
〻
有
聴
聞
如

御
諚
、
可
被
相
嗜
事
、

専
用
候
。
此
等
之
旨
、
可

申
下
候
由
御
意
候
。

恐
〻
謹
言

　

十
一
月
朔
日　

了
明
（
花
押
）

　
　
　

常
州

　
　
　
　

諸
坊
主
衆
中

　
　
　
　

同
門
徒
衆
中

［
Ｂ　

了
明
（
下
間
頼
龍
）
書
状
（
写
）］

�

冒
頭
と
末
尾
部
分

＊翻刻にあたり、漢字は常用漢字を用い、適宜句読点を補った。
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の
鷺
森
へ
移
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
教

如
上
人
は
大
坂
本
願
寺
に
留
ま
る
こ
と
を
決
断

実
行
し
、
諸
国
の
末
寺
・
門
徒
に
再
挙
を
促
す

書
状
を
送
り
続
け
た
。「
大
坂
拘
様
」
と
呼
ば
れ

る
籠
城
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
信
長
に
は
「
表

裏
二
心
」
が
あ
り
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

宗
祖
御
真
影
の
「
御
座
所
」
を
仏
敵
・
信
長
軍

の
馬
の
蹄
に
汚
さ
れ
る
の
は
無
念
で
あ
る
、
な

ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
願
い
か
な
わ
ず
、
大
坂

本
願
寺
を
退
去
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
同
年

八
月
二
日
、
教
如
上
人
は
仲
介
役
・
近
衛
前
久

に
本
願
寺
を
預
け
る
の
で
あ
る
。
前
久
が
受
け

と
っ
た
後
、
そ
の
日
の
う
ち
に
大
坂
本
願
寺
は

出
火
し
、
伽
藍
・
寺
内
町
は
灰
燼
に
帰
し
て
し

ま
う
。

＊
＊
＊

以
上
の
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
内
容
の
検

討
に
入
っ
て
い
く
。
た
だ
、
逐
一
解
説
し
て
い

る
余
裕
は
な
い
の
で
、
注
目
す
べ
き
と
考
え
る

箇
所
を
特
に
取
り
上
げ
、
史
料
的
価
値
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
ま
た
、
実

際
に
は
写
し
で
あ
る
［
Ａ
］［
Ｂ
］
を
通
じ
て
の

原
本
の
内
容
検
討
で
あ
る
こ
と
も
ご
承
知
お
き

い
た
だ
き
た
い
。

［
Ａ
］
は
前
述
の
よ
う
に
、「
常
陸
／
諸
坊
主

衆
中
／
同
門
徒
中
」
宛
で
あ
る
が
、
同
じ
日
付

で
「
武
蔵
／
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
」
宛
に

ほ
ぼ
同
文
の
書
状
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
時
に
諸
国
の
坊
主
衆
・
門
徒
衆
へ
発
給
さ
れ

た
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。「
石
山
合
戦
」

終
盤
の
信
長
と
の
和
睦
交
渉
、
信
長
か
ら
出
さ

れ
た
講
和
条
件
の
協
議
、
そ
し
て
天
正
八
年
七

月
盆
前
の
明
け
渡
し
決
定
が
述
べ
ら
れ
た
後
、

「
然
者
予
事
、
既
雖
為
家
督
、
遣
一
往
之
不
預
御

届
、
恣
之
御
様
躰
、
無
曲
儀
候
。」
と
続
く
。
や

や
文
意
を
つ
か
み
づ
ら
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
教

如
上
人
が
本
願
寺
を
受
け
継
ぐ
身
で
あ
る
と
の

自
覚
を
持
ち
な
が
ら
も
、
講
和
の
協
議
で
は
蚊

帳
の
外
に
置
か
れ
、
顕
如
上
人
と
意
志
の
疎
通

が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
様
子
が
伺
え
よ
う
。
お

そ
ら
く
こ
の
経
緯
が
、
講
和
条
件
を
全
面
的
に

受
け
入
れ
る
誓
詞
を
一
度
は
呈
出
し
な
が
ら
、

信
長
の
裏
切
り
を
警
戒
し
て
の
徹
底
抗
戦
へ
態

度
を
翻
す
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
顕
如
上
人
の
紀
州
鷺
森

へ
の
退
去
（「
閏
三
月
九
日
」
と
あ
る
が
正
し
く

は
四
月
九
日
）、
教
如
上
人
の
「
大
坂
拘
様
」
か

ら
八
月
二
日
退
去
の
顛
末
、
さ
ら
に
、
と
も
に

籠
城
を
続
け
た
紀
州
雑
賀
衆
の
勧
め
に
応
じ
て

雑
賀
に
向
か
い
、
十
月
晦
日
の
時
点
で
和
歌
浦

に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
、「
拘
様
」
決
行
時
に
教
如
上
人

は
顕
如
上
人
か
ら
義
絶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
大
坂
退
去
後
は
、
や
は
り
父
の
も
と
を
訪

れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、［
Ａ
］

に
も
「
互
非
入じ

ゅ

眼が
ん

候
。」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
許

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
以
降
、
天
正
十（
一

五
八
二
）年
六
月
二
日
の
本
能
寺
の
変
直
後
、す

な
わ
ち
六
月
二
十
七
日
の
親
子
和
解
ま
で
、「
秘

回
」
と
呼
ば
れ
る
諸
国
巡
回
の
身
と
な
る
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、［
Ａ
］
の
後
半
に
は
、
こ
の
顕

如
・
教
如
両
上
人
が
和
解
に
至
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
関
し
て
、「
近
日
鷺
森
有
諜
人
。
佛
法
世
法

之
儀
、
色
〻
申
乱
候
由
、
其
聞
候
。」
と
あ
る
。

「
諜
人
」
に
よ
り
あ
ら
ぬ
噂
を
た
て
ら
れ
、
父
子

和
解
も
で
き
ず
、
損
害
を
蒙
っ
て
い
る
と
教
如

上
人
が
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

言
わ
れ
る
「
諜
人
」
と
は
誰
の
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
大
桑
斉
氏
は
、
こ
の
時
期
の
顕
如
上
人
と

教
如
上
人
の
書
状
を
考
察
し
て
、
顕
如
上
人
の

退
去
と
教
如
上
人
の
籠
城
に
お
い
て
は
、
顕
如
・

教
如
両
上
人
の
間
に
意
志
疎
通
が
欠
け
、
何
者

か
の
讒
言
に
よ
っ
て
教
如
上
人
が
遠
ざ
け
ら
れ

て
い
る
状
況
を
想
定
し
、
そ
の
何
者
か
に
よ
っ

て
、
教
如
上
人
は
殿

し
ん
が
り

軍
と
し
て
大
坂
に
残
る
よ

う
に
し
む
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
何

者
か
を
下
間
仲
之
と
推
測
し
て
い
る
⑵
。［
Ａ
］

に
あ
る
「
諜
人
」
と
い
う
の
も
そ
の
何
者
か
と

同
一
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
下
間
仲
之
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
と
考
え
る
。
つ

ま
り
、
顕
如
上
人
の
側
近
に
い
る
下
間
仲
之
の

こ
と
は
信
用
で
き
な
い
と
し
て
、
自
身
を
支
持

す
る
諸
国
の
坊
主
衆
・
門
徒
衆
に
対
し
、
仲
之

の
言
葉
に
振
り
回
さ
れ
ぬ
よ
う
、
念
を
押
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
⑶
。

そ
の
後
は
、
自
ら
の
側
近
で
あ
る
「
按あ

ぜ
ち察

（
使
）
法ほ

っ

橋き
ょ
う」

こ
と
、
下
間
頼
龍
か
ら
も
書
状
が

あ
る
こ
と
を
記
し
て
終
え
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊

次
に
［
Ｂ
］
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
家

老
・
下
間
頼
龍
（
了
明
）
に
よ
る
［
Ａ
］
教
如

上
人
書
状
の
添
状
で
あ
り
、
本
状
で
あ
る
［
Ａ
］

を
敷
衍
す
る
も
の
で
あ
る
。
宛
先
は
「
常
州
／

諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
衆
中
」
で
、［
Ａ
］
の

「
常
陸
」
が
「
常
州
」
に
、「
同
門
徒
中
」
が
「
同

門
徒
衆
中
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、［
Ａ
］
と

ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
東
京
・
善
福
寺
所
蔵
の
「
武

蔵
／
諸
坊
主
衆
中
／
同
門
徒
中
」
宛
教
如
上
人

書
状
に
、
添
状
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は

確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
は
そ
ち
ら

に
も
［
Ｂ
］
と
同
内
容
の
添
状
が
付
随
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。

内
容
と
し
て
は
、「
大
坂
拘
様
」
か
ら
大
坂
退

去
、
紀
州
雑
賀
へ
の
移
動
と
続
い
た
後
、「
一
段

御
堅
固
御
座
候
間
、
不
可
有
気
遣
候
。」
と
教
如

上
人
の
元
気
な
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

［
Ａ
］
の
日
付
の
翌
日
、
十
一
月
朔
日
付
で
あ
り
、

教
如
上
人
一
行
が
こ
の
時
ま
で
雑
賀
に
滞
在
し

て
い
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
御
両
所
様
御
間
之
儀
、
諜
人
依
申
妨
出
に
て
、

徧（偏
）御

不
通
事
、
笑
止
此
事
候
。」
と
、
顕
如
・

教
如
両
上
人
の
仲
が
「
諜
人
」
に
よ
っ
て
妨
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
な
げ
き
、
そ
れ
で
も
「
行

末
御
入
眼
之
儀
、
別
儀
御
座
有
間
敷
候
間
、
可

心
安
候
。」
と
、
い
ず
れ
は
和
解
の
な
る
こ
と
を

確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
は
［
Ａ
］

と
同
様
、
顕
如
上
人
側
か
ら
諸
国
へ
様
々
な
こ

と
が
申
し
下
さ
れ
て
も
、「
諜
人
」
の
仕
業
で
あ

る
の
で
信
用
な
ら
ぬ
こ
と
、
さ
ら
に
、
教
如
上

人
方
へ
の
懇
志
の
依
頼
が
な
さ
れ
る
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
頼
龍
（
了
明
）
に
も
「
諜
人
」
の

存
在
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

し
か
し
、［
Ｂ
］
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
そ
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の
冒
頭
部
分
に
、「
従　

当
御
門
様
、
被
成　

御

書
候
。
謹
而
可
有
頂
戴
候
。
抑
今
度
大
坂
之
儀
、

大
御
所
様
、
閏
三
月
九
日
、
被
成
御
退
出
候
。」

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
下
間
頼
龍（
了

明
）
が
天
正
八
年
の
こ
の
時
点
で
、
教
如
上
人

を
「
当
御
門
様
」
と
呼
び
、
顕
如
上
人
を
「
大

御
所
様
」
と
認
識
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
教
如
上
人
の
「
大
坂
拘
様
」
か
ら

そ
れ
以
降
の
動
向
の
背
後
に
、
顕
如
上
人
か
ら

勘
気
（
破
門
）
を
受
け
な
が
ら
も
、
教
如
上
人

を
支
持
す
る
末
寺
・
門
徒
や
家
臣
の
存
在
が
あ

っ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
⑷
、

そ
の
代
表
格
と
し
て
行
動
を
共
に
し
た
の
が
頼

龍
で
あ
っ
た
。「
拘
様
」
支
持
に
よ
り
勘
気
を
受

け
た
頼
龍
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
も
は
や
当
門
主

は
教
如
上
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
⑸
、
と
も
に

「
拘
様
」
支
持
に
よ
り
勘
気
を
受
け
た
門
末
に

も
、
こ
の
よ
う
な
認
識
が
広
が
っ
て
い
た
可
能

性
は
充
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、

「
大
坂
拘
様
」時
点
か
ら
教
如
上
人
を
当
門
主
と

認
識
す
る
勢
力
が
存
在
し
、
そ
れ
が
基
盤
と
な

っ
て
、
以
後
の
「
教
如
教
団
」
形
成
が
図
ら
れ

て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

結
び
に
か
え
て

水
戸
市
善
重
寺
所
蔵
の
教
如
上
人
書
状
、
な

ら
び
に
そ
れ
に
付
随
す
る
下
間
頼
龍
添
状
は
、

文
書
の
形
態
と
し
て
は
写
し
で
あ
る
が
、
非
常

に
示
唆
に
富
む
内
容
を
持
っ
て
い
る
。「
大
坂
拘

様
」
に
至
る
顕
如
・
教
如
両
上
人
の
意
思
疎
通

の
不
備
、
本
願
寺
家
臣
の
対
立
、
ま
た
「
大
坂

拘
様
」
以
降
、
教
如
上
人
を
当
門
主
と
認
識
す

る
勢
力
の
存
在
な
ど
、
そ
の
後
の
本
願
寺
東
西

分
派
へ
の
歴
史
的
変
遷
を
考
え
る
上
で
ど
れ
も

看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
⑹
。
さ
ら
に
他
に

も
、
同
時
期
に
同
じ
よ
う
な
書
状
が
諸
国
へ
差

し
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
従
来
不
明

な
点
の
多
か
っ
た
「
教
如
教
団
」
の
形
成
過
程

が
、
よ
り
詳
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

末
筆
な
が
ら
、
史
料
紹
介
の
ご
快
諾
と
、
こ

の
度
も
調
査
に
際
し
格
別
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
、

水
戸
市
善
重
寺
の
藤
本
貫
大
御
住
職
へ
深
甚
の

謝
意
を
表
し
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

註
⑴�　

以
下
、
石
山
合
戦
の
終
結
と
そ
れ
に
際
し
て
の
教
如

上
人
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所

編
『
教
如
上
人
と
東
本
願
寺
創
立
－
本
願
寺
の
東
西
分

派
－
』（
二
〇
〇
四
年
、
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
）、

教
如
上
人
展
監
修
会
議
編
『
教
如
上
人
－
東
本
願
寺
を

開
か
れ
た
御
生
涯
－
』（
二
〇
一
三
年
、
真
宗
大
谷
派
宗

務
所
出
版
部
）、
大
桑
斉
『
教
如
－
東
本
願
寺
へ
の
道

－
』（
二
〇
一
三
年
、
法
蔵
館
）、
上
場
顕
雄
『
教
如
上

人
と
大
坂
』（
二
〇
一
三
年
、
真
宗
大
谷
派
難
波
別
院
）

を
参
照
。

註
⑵　

�

註
⑴
大
桑
氏
書
「
伝
記
編
」
第
三
章
参
照
。

註
⑶�　

こ
れ
に
関
し
、
天
正
二
十
（
文
禄
元
、
一
五
九
二
）

年
十
一
月
二
十
四
日
の
顕
如
上
人
示
寂
後
、
教
如
上
人

が
本
願
寺
門
主
を
継
職
し
て
最
初
に
行
っ
た
の
が
、
下

間
頼
龍
を
召
し
出
し
再
び
奏
者
（
家
老
）
と
し
て
登
用

し
、
逆
に
下
間
仲
之
を
折
檻
し
て
閉
門
に
処
し
た
こ
と

で
あ
っ
た
の
を
留
意
し
て
お
き
た
い
。
註
⑴
大
桑
氏
書

「
伝
記
編
」
第
三
章
・
第
七
章
、
お
よ
び
註
⑴
上
場
氏
書

第
七
章
第
二
節
参
照
。

註
⑷�　

註
⑴
大
桑
氏
書
「
伝
記
編
」
第
三
章
〜
第
五
章
、
お

よ
び
註
⑴
上
場
氏
書
第
六
章
第
五
節
参
照
。

註
⑸�　

註
⑴
大
桑
氏
書
「
伝
記
編
」
第
五
章
参
照
。
な
お
、
大

桑
氏
は
そ
こ
で
、
下
間
頼
龍
の
九
月
十
三
日
付
飛
騨
照

蓮
寺
宛
懇
志
受
取
状
で
も
、
教
如
上
人
を
さ
し
て
「
当

門
様
」と
呼
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
受
取
状
も
内
容
か
ら
天
正
八
年
と
推
測
さ
れ
、
こ
の

時
点
で
の
教
如
上
人
側
近
の
認
識
を
示
す
重
要
な
史
料

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
全
文
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　

�
先
度
於
大
坂
、為
志
黄
金
八
拾
三
匁
進
上
之
通
、具

遂
披
露
候
。
就
其
自　

当
門
様
被
成
御
書
候
、
謹

而
可
有
頂
戴
候
。
抑
今
度
大
坂
御
退
城
之
儀
、
従

紀
州
雑
賀
、
種
々
依
御
調
略
、
御
出
城
数
ヶ
所
落

居
、
其
上
諸
江
通
路
之
在
々
所
々
、
是
又
以
御
指

図
有
放
火
、
日
比
之
御
馳
走
人
等
被
打
果
候
。
然

者
、年
来
御
籠
城
被
相
続
事
、彼
在
々
以
才
覚
、諸

処
之
進
上
物
無
恙
参
着
候
。
然
者
既
被
相
果
上
者
、

不
及
御
了
簡
故
、
御
扱
ニ
被
立
入
、
俄
ニ
至
雑
賀

被
移
御
座
候
。
雖
然
、
御
両
所
御
間
之
儀
、
堅
固

御
不
通
之
事
候
。
此
条
定
而
其
許
隠
有
間
敷
候
。

就
其
万
端
御
不
如
意
之
体
、
推
量
外
候
。
此
度
弥

不
励
懇
志
者
、
難
相
続
之
様
体
候
条
、
偏
頼
被
思

食
候
斗
候
。
当
今
雖
如
此
候
、
御
本
意
程
有
間
敷

候
間
、
心
安
可
被
存
候
。
就
中
別
法
儀
之
段
を
被

顕
御
文
体
候
間
、
能
々
可
有
御
聴
聞
事
、
肝
要
候
。

相
期
後
音
之
時
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
　

九
月
十
三
日�

頼
龍
（
花
押
）　

　
　
　
　
　
　

照
蓮
寺　

同
門
徒
中

　
　
　

�［「
天
正
八
年
信
長
と
媾
和
及
び
退
城
に
関
す
る
文

書
」
四
七
、『
続
真
宗
大
系
』
第
十
六
巻
（
一
九
七
六

年
、
国
書
刊
行
会
）
四
六
、
七
頁
］

註
⑹�　

確
認
し
て
お
く
が
、「
大
坂
拘
様
」
に
は
、
信
長
を
牽

制
す
る
た
め
に
教
如
上
人
が
大
坂
本
願
寺
に
残
留
し
、

そ
れ
に
対
す
る
信
長
か
ら
の
非
難
を
か
わ
す
た
め
に
顕

如
上
人
が
教
如
上
人
を
義
絶
し
た
と
す
る
、「
父
子
密
計

説
」
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
［
辻
善
之
助
『
日
本
佛
教
史

　

第
七
巻　

近
世
篇
之
一
』
第
九
章
第
五
節
（
一
九
五

二
年
、
岩
波
書
店
）］。
そ
れ
に
対
し
、
前
述
の
よ
う
に

大
桑
氏
は
註
⑴
書
に
お
い
て
、
顕
如
・
教
如
両
上
人
の

書
状
を
考
察
し
て
、
二
人
の
意
志
疎
通
が
欠
け
た
こ
と

が
結
果
的
に
「
大
坂
拘
様
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
要
因
は
家
老
・
下
間
仲
之
の
策
謀
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
（「
伝
記
偏
」
第
三
章
）。
本
稿

で
紹
介
し
た
［
Ａ
］［
Ｂ
］
二
通
の
書
状
は
そ
こ
で
の
考

察
対
象
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
推
論
を
さ
ら
に
裏

付
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

＊�

た
だ
し
、［
Ａ
］［
Ｂ
］
に
あ
る
「
諜
人
」
が
下
間

仲
之
と
い
う
の
は
筆
者
自
身
の
推
測
で
あ
る
。

水戸市善重寺　山門前にて撮影



　■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
2018年６月～８月

研究業務「平和展」学習会
研究生・現地研修「真宗本廟奉仕」
教化センター運営会議

6月4日
5～7日

21日

研究業務「平和展」資料調査
研究業務「平和展」学習会

第12期研究生 修了式
研究業務「平和展」学習会
研究業務「平和展」資料整理①

「2018 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OB有志）
研究業務「平和展」資料整理②

　

7月5日
19日

8月2日
3日

8～10日
16～19日
18～19日
27～31日

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

平和展公開学習会 －沖縄の現状に学ぶ－

大谷派の近現代史 報告
「２０１８ 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
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教化センターは、８月16日から19日にかけて開催された
「2018�あいち・平和のための戦争展」に出展しました。「日中
戦争と大谷派」をテーマとして、1937（昭和12）年７月７日の
盧溝橋事件をきっかけとして始まった日中戦争の際、大谷派
がどのような関わりを持ったのかという事実を検証しました。
当時の大谷派は、海外開教で朝鮮半島や台湾、中国大陸な
どに侵出していましたが、それらの活動は、植民地や占領地
に居留する日本人に歩調を合わせたものでした。日中戦争が
始まると占領地が拡大し、そこに次々と布教所を開設しまし
た。布教所の僧侶は、従軍布教や特務機関員としての活動を
兼ねるなど、軍との関係を持ちながら「開教」を行いました。
そうした事実をパネル資料を用いて説明し、展示しました。
なお、同展は市民団体による展示会で、期間中「高校生が
描いたヒロシマ『原爆の絵画展』」や各種シンポジウム、映画
『ひろしま』の上映会などが行われ、約2,000人の来場者があ
りましたことを、併せてご報告いたします。
� （研究員　新

にい

野
の

�和
かず

暢
のぶ

）

沖縄の米軍基地の現場で今、何が起きている
のか。その問題は、現代という時代を生きる
私たちに何を問いかけているのか。ともに考
えていきたいと思います。
【日　時】　2018年10月23日㈫
　　　　　　　　午後６時〜午後８時
【会　場】　名古屋教務所１階　議事堂
【聴講料】　無　料
【主　催】　名古屋教区教化センター
【協　力】　�真宗大谷派大垣教区�

真宗大谷派名古屋別院「現代問題ラボ」

【講　師】 奥
おく

間
ま

�政
まさ

則
のり

�氏
一級土木施工管理技士
沖縄県大宜見村　在住

８月18日から19日にかけて開催された「御坊夏まつり」に
教化センター研究生OBが有志を募り、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。
今年は気候や日程などの好条件が重なり、両日ともに長蛇の
列が絶えない大盛況となった。
濃厚なソースの香りと熱気に包まれながら調理をしている
最中、多くのお客さんから「毎年楽しみにしている」「とても
美味しかったよ、ありがとう」という、疲れが吹き飛ぶよう
な嬉しい言葉と笑顔をいただいた。
きっとこれらの言葉と笑顔は、調理をしている私たちだけ
ではなく、麺やソースなどの材料を作ってくれた方々や、そ
れを名古屋へと届けてくれた方々など、お客さんに手渡すま
での過程で繋がった一人ひとりに向けられているものなのだ
ろう。そう思うと、より美味しく、より丁寧に作りたいとい
う気持ちが一層強くなる。
今回抱いたこの気持ちを忘れずに、また来年の「御坊夏ま
つり」へと繋げていきたい。
� （第12期研究生　加

か

藤
とう

�博
ひろ

証
あき

）

《雑感》
　豪雨、猛暑、台風、そして地震。前号から今号まで
の僅か３ヶ月の間に、各地で様々な災害が発生した。
報道で伝えられる被災地の様子から、災害に対する
「備え」の重要性について、改めて考えさせられる。
　東日本大震災から７年半。その間、私は何の「備
え」をしてきたのか。次の地震は東海地方だ、南海ト
ラフだ…という話を耳にしても、「いつかは来るだろ
うけど、明日は大丈夫」という根拠のない楽観で先送
りにしてきたのが現実だ。
　今からでも遅くはない。災害への「備え」を、私な
りに始めていこうと思う。� （て）
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