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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
。
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今
か
ら
十
数
年
前
、
あ
る
お
寺
の
御
遠
忌

法
要
に
参
勤
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
本
堂

脇
玄
関
に
設
置
さ
れ
た
「
法
中
入
口
」
か
ら

入
る
私
に
、
礼
服
を
来
た
受
付
係
が
「
ご
苦

労
様
で
す
」
と
頭
を
下
げ
た
。
し
か
し
、
一

人
の
同
行
が
私
に
続
い
て
入
ろ
う
と
し
た
時
、

「
こ
こ
は
『
法
中
入
口
』
で
す
か
ら
、
僧
侶
の

方
し
か
入
れ
ま
せ
ん
」
と
、
係
が
制
止
し
た
。

す
る
と
、
そ
の
同
行
は
「
何
を
言
う
か
！
僧

侶
だ
け
が
法
の
中
か
？
そ
れ
な
ら
俺
は
仏
法

の
外
か
！
」
と
、
険
し
い
表
情
で
怒
号
し
た
。

こ
の
言
葉
が
、
今
も
私
の
耳じ

底て
い

に
留
む
る
。

法
要
に
お
い
て
眼
に
す
る
「
法
中
」
の
貼

り
紙
。
そ
れ
は
僧
侶
で
あ
る
私
に
と
っ
て
は
控

室
に
辿
り
着
く
た
め
の
大
事
な
指
示
書
だ
が
、

同
行
に
と
っ
て
は
「
法
の
外
」
と
簡え

ら

ば
れ
、
隔

て
ら
れ
る
言
葉
と
な
る
こ
と
を
初
め
て
教
え
ら

れ
た
。
同
時
に
「
僧
侶
」
と
「
門
徒
」
を
無
自

覚
に
使
い
分
け
、
簡
び
棄
て
て
い
た
自
身
の
姿

が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

宗
祖
が
吉
水
に
入
室
さ
れ
た
と
き
、
今
ま

で
と
は
全
く
異
な
る
人
の
繋
が
り
を
本
師
で

あ
る
法
然
上
人
の
姿
を
通
し
て
目
の
当
り
に

さ
れ
た
こ
と
を
、

源
空
光
明
は
な
た
し
め

門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き

賢け
ん

哲て
つ

愚ぐ

夫ぶ

も
え
ら
ば
れ
ず

豪ご
う

貴き

鄙ひ

賤せ
ん

も
へ
だ
て
な
し　

�

（「
高
僧
和
讃
」
聖
典
四
九
九
頁
）

と
、
讃
述
し
て
お
ら
れ
る
。

宗
祖
も
「
門
徒
（
一
門
の
と
も
が
ら
）」
の

一い
ち

人に
ん

と
し
て
、
つ
ね
に
法
然
上
人
の
生
き
方

を
観
察
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
の

ち
を
繋
ぐ
た
め
、
自
ら
の
意
志
と
は
裏
腹
に
、

た
と
え
悪
事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悲
し
さ
を
抱
え
た
人
々

に
寄
り
添
い
、
人
と
し
て
生
ま
れ
た
悲
し
み

の
声
に
耳
を
傾
け
ら
れ
た
上
人
。
そ
れ
も「
え

ら
ば
れ
ず
」「
へ
だ
て
な
し
」
に
。
宗
祖
は
、

そ
の
生
き
方
に
念
仏
成
仏
道
の
具
体
的
な
姿

を
目
の
当
た
り
に
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
「
門
徒

数
輩
」
と
し
て
世
の
中
か
ら
排
除
さ
れ
抹
殺

さ
れ
ゆ
く
念
仏
集
団
で
も
あ
っ
た
と
、
宗
祖

は
『
教
行
信
証 

後
序
』
で
述
懐
し
て
お
ら
れ

る
。翻

っ
て
、
真
宗
大
谷
派
と
い
う
組
織
、
そ

の
中
に
身
を
置
く
私
自
身
は
ど
う
か
。
人
を

仕
分
け
て
い
く
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
「
門

徒
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
い
な
い
か
。

奇
し
く
も
来
春
、
二
〇
一
一
年
の
御
正
当
か

ら
八
年
の
歳
月
を
経
て
、
真
宗
本
廟
春
の
法

要
に
お
い
て
法
然
上
人
八
百
回
忌
が
厳
修
さ

れ
る
。
出
遇
っ
た
一い

ち

人に
ん

を
、
こ
の
身
の
都
合

で
簡
び
棄
て
る
こ
と
な
く
、
隔
て
る
こ
と
な

く
身
を
寄
り
添
わ
せ
、
耳
を
傾
け
て
い
く
こ

と
の
み
、
真
の
「
法
中
」
と
呼
び
合
え
る
僧

伽
と
な
る
こ
と
を
、
今
一
度
上
人
の
姿
に
身

を
端た

だ

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

�

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）
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親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
お
い
て
、
大
切
な
数

多
く
の
出
あ
い
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
特
に
、
法
然
上
人
と
の
出
あ
い
、

そ
し
て
今
回
お
話
し
す
る
六
角
堂
に
お
け
る
聖

徳
太
子
と
の
出
あ
い
は
、
聖
人
の
人
生
に
お
い

て
要
と
な
る
も
の
で
す
。

最
初
に
、
聖
徳
太
子
は
ど
の
よ
う
な
方
だ
っ

た
の
か
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
日
本
で
初
め
て

大
乗
仏
教
、
す
な
わ
ち
一
乗
の
教
え
を
根
付
か

せ
よ
う
と
し
た
方
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
の
は
五
〇
〇
年

代
中
頃
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
伝
来
し
て
か
ら

五
十
年
ほ
ど
の
間
で
、
太
子
は
仏
教
に
関
わ
る

様
々
な
こ
と
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
『
十
七
条
憲
法
』
の
内
容
は
解
釈
の

仕
方
に
よ
り
様
々
な
問
題
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
そ
の
第
二
条
に
、

篤あ
つ

く
三さ

ん

宝ぼ
う

を
敬
え
。
三さ

ん

宝ぼ
う

と
は
仏ほ

と
け

・
法の

り

・
僧

ほ
う
し

な
り
。（
中
略
）
其そ

れ
三さ

ん

宝ぼ
う

に
帰よ

り
ま
つ
ら

ず
は
、
何
を
も
っ
て
か
枉ま

が

れ
る
を
直た

だ

さ
ん
。

�

（『
聖
典
』
九
六
三
頁
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
子
が
大
乗
仏
教
を
中
心

と
し
た
政
治
に
よ
っ
て
社
会
を
作
ろ
う
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
ま
た
、
太
子
（
及

び
そ
の
周
り
の
者
）
は
『
法ほ

っ
け華

義ぎ

疏し
ょ

』『
勝

し
ょ
う

鬘ま
ん

経ぎ
ょ
う

義ぎ

疏し
ょ

』『
維ゆ

い

摩ま

経き
ょ
う

義ぎ

疏し
ょ

』
と
い
う
経
典
の
注

釈
書
を
お
書
き
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
法
華
経
』
は
ま
さ
に
一
乗
を
説
く
経
典
、
そ

し
て
『
勝
鬘
経
』
は
在
家
の
女
性
が
、『
維
摩
経
』

は
在
家
の
男
性
が
大
乗
を
説
く
経
典
で
す
。
つ

ま
り
、
太
子
在
世
の
時
点
で
、
男
・
女
、
出
家
・

在
家
の
別
を
超
え
て
歩
む
べ
き
教
え
が
一
乗

（
大
乗
）
な
の
だ
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

聖
徳
太
子
は
僧
侶
で
は
な
く
一
人
の
政
治
家

と
し
て
、
在
俗
生
活
の
ま
ま
教
え
を
聞
い
て
い

か
れ
ま
し
た
。
貴
族
と
し
て
生
ま
れ
た
親
鸞
聖

人
は
、
政
治
や
社
会
、
そ
こ
に
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
仏
法
に
対
し
て
様
々
な
こ
と
を
感
じ
取

っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な

状
況
の
中
、
聖
人
は
太
子
の
歩
み
に
、
日
本
に

お
け
る
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
を
聞
い
て
い
か

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
単
純
な
思
慕

な
ど
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

六
角
堂
の
背
景

親
鸞
聖
人
が
参
籠
さ
れ
た
六
角
堂
は
聖
徳
太

子
が
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
早
い

時
期
か
ら
天
台
宗
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
六
角
堂
が
天
台
宗
に
お
け
る
太
子
信
仰

鼓
吹
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
だ
と
考
え

ま
す
。

六
角
堂
の
名
が
記
録
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
十
一
世
紀
以
降
で
、
貴
族
の
日
記
な
ど

に
「
六
角
堂
に
お
参
り
し
た
」
と
い
う
趣
旨
の

記
録
が
出
て
き
ま
す
。注
目
し
た
い
の
は
当
時
、

南
都
北
嶺
の
拠
点
寺
院
を
通
じ
、
日
本
仏
教
を

本
格
的
に
展
開
さ
せ
た
人
物
と
し
て
の
聖
徳
太

子
に
対
す
る
信
仰
が
盛
ん
に
説
か
れ
始
め
て
い

た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
太
子

の
本ほ

ん

地ち

で
あ
る
観
音
菩
薩
へ
の
信
仰
が
存
在
し

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
太
子
は
観
音
菩
薩
の
化
身

と
し
て
皆
の
前
に
現
れ
、
共
に
歩
ん
で
く
だ
さ

る
の
だ
と
、
観
音
信
仰
と
太
子
信
仰
が
一
体
化

し
た
形
で
世
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

以
前
に
も
お
話
し
た
こ
と
で
す
が
、
当
時
は

律
令
体
制
が
す
で
に
崩
れ
、
荘
園
領
主
が
人
々

を
支
配
す
る
と
い
う
時
代
社
会
で
し
た
。
そ
の

よ
う
に
社
会
の
仕
組
み
が
変
化
す
る
中
、
比
叡

山
に
所
属
す
る
仏
教
者
な
ど
は
民
衆
の
中
へ
出

て
教
え
を
説
く
際
に
、
菩
薩
道
を
重
要
視
し
た

の
で
す
。
自
分
一
人
で
先
に
覚
り
の
道
を
行
く

の
で
は
な
く
、
皆
と
共
に
歩
ん
で
い
く
の
が
菩

薩
で
す
。
そ
の
中
で
も
、
世
の
悲
し
み
の
声
を

聞
い
て
皆
と
共
に
歩
ん
で
く
だ
さ
る
、
本
当
に

慈
悲
深
い
大
乗
仏
教
の
精
神
を
表
し
た
存
在
が

観
音
菩
薩
だ
と
い
わ
れ
、
天
台
宗
で
は
『
法
華

経
』「
観か

ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

普ふ

門も
ん

品ぼ
ん

」
を
通
じ
て
信
仰

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
動
き
が
活
発
化
す
る

時
期
と
、
史
料
上
に
六
角
堂
の
名
が
出
て
く
る

時
期
と
は
、
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
に
先
立
っ
て
、
観

音
信
仰
、
太
子
信
仰
は
顕け

ん

密み
つ

仏
教
に
お
い
て
広

く
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
突
如

と
し
て
聖
人
が
太
子
信
仰
や
六
角
堂
に
思
い
を

馳
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
顕
密
仏
教
に
よ
る

民
衆
支
配
と
密
接
に
関
わ
る
中
で
、
す
で
に
そ

の
よ
う
な
信
仰
が
人
々
に
広
め
ら
れ
て
い
た
の

で
す
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
聖
人

の
真
意
を
窺
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

天
台
宗
に
お
け
る
太
子
信
仰
の
拠
点
で
あ
っ

た
六
角
堂
で
す
が
、
そ
の
本
尊
で
あ
る
如に

ょ

意い

輪り
ん

観
音
も
、
親
鸞
聖
人
の
六
角
堂
参
籠
を
考
え
る

う
え
で
重
要
な
も
の
で
す
。
当
時
、
如
意
輪
観

音
は
、
聖
徳
太
子
の
本
地
と
し
て
信
仰
さ
れ
て

い
た
法
隆
寺
・
夢
殿
の
本
尊
救
世
観
音
と
同
体

で
あ
る
と
い
う
説
が
、
天
台
宗
に
よ
っ
て
説
か

れ
て
い
ま
し
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、
如
意
輪

観
音
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
受
け
止
め
ら

れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

聖
人
よ
り
少
し
後
の
時
代
に
成
立
し
た
、
天

台
宗
に
お
け
る
密
教
系
の
教
学
や
修
法
な
ど
を

ま
と
め
た
『
阿あ

さ
ば
し
ょ
う

娑
縛
抄
』
と
い
う
書
物
の
中
に
、

如
意
輪
観
音
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た
部
分
が
あ

り
ま
す
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、如
意
輪
観
音
は「
浄
・

不
浄
、
出
家
・
在
家
、
持
戒
・
破
戒
の
別
を
問

わ
ず
、
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
成
就
す
る
存

在
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
々
の
あ

り
方
の
別
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
叶
え

て
く
だ
さ
る
、
ど
の
よ
う
な
者
に
も
寄
り
添
う

存
在
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

で
は
、
あ
り
方
の
別
を
問
わ
な
い
、
人
々
の

あ
ら
ゆ
る
願
い
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
十
二
世

紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
め
に
か
け
て
成
立
し

聖
徳
太
子
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か
？

如
意
輪
観
音
と
は
？

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
五
回　

六
角
堂
参
籠

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４月23日
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た
、
真
言
密
教
の
修
法
関
係
の
百
科
全
書
で
あ

る
『
覚か

く

禅ぜ
ん

鈔し
ょ
う』

の
中
に
、
如
意
輪
観
音
の
功
徳

に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

に
は
「
盗
賊
な
ど
の
難
か
ら
逃
れ
た
い
」「
雨

が
降
っ
て
ほ
し
い
」「
女
性
に
好
か
れ
た
い
」「
子

ど
も
を
授
か
り
た
い
」
と
い
っ
た
人
々
の
日
常

生
活
に
お
け
る
切
実
な
願
い
に
応
え
る
と
い
う

形
で
功
徳
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
願
い
は
自
己
中
心
的
な
も
の
で
は

あ
り
ま
す
が
、
人
々
の
生
活
を
左
右
す
る
大
き

な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
ま
し
て
や
、
当
時
の
人
々
の
生
活

を
考
え
れ
ば
、
自
分
の
生
に
関
わ
る
本
当
に
切

実
な
事
柄
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
願
い
に

そ
の
ま
ま
応
え
る
こ
と
は
、
仏
教
に
お
け
る
本

当
の
意
味
で
の
利り

益や
く

と
は
い
え
な
い
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
願
い
に
応
え
る
と
い

う
形
で
は
あ
り
ま
す
が
、
当
時
は
仏
教
が
民
衆

の
方
を
向
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
も
い
え
ま

す
。
そ
の
際
に
脚
光
を
浴
び
た
の
が
如
意
輪
観

音
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
押
さ
え
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
『
覚
禅
鈔
』
に
は
、
如
意
輪
観
音
の
功

徳
と
し
て「
本
尊　

王
の
玉

ぎ
ょ
く

女に
ょ

に
変
ず
る
の
事
」

と
説
か
れ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
大
谷
大
学
の

名
誉
教
授
で
あ
ら
れ
る
名な

畑ば
た

崇た
か
し

先
生
は
、
こ
こ

で
示
さ
れ
る
内
容
が
「
六
角
夢
想
の
偈
」
の
元

に
な
っ
た
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

若
し
邪
見
の
心
を
発
し
、
婬
欲
熾し

盛じ
ょ
うに
し

て
、
世
に
堕
落
す
べ
き
に
、
如
意
輪
、
我
、

王
の
玉

ぎ
ょ
く

女に
ょ

と
成
り
、
其
の
人
の
親
し
き
妻さ

い

妾し
ょ
うと

し
て
、
共
に
愛
を
生
じ
、
一
期
の
生

の
間
、
荘
厳
す
る
こ
と
福ふ

く

貴き

を
以
っ
て
し
、

無
辺
の
善
事
を
造
ら
し
め
、
西
方
極
楽
浄

土
に
仏
道
を
成
ぜ
し
め
ん
。

「
修
行
者
が
自
分
中
心
の
心
を
お
こ
し
て
性

欲
が
盛
ん
に
な
り
、
仏
教
者
と
し
て
堕
落
し
そ

う
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
私
（
如
意
輪
）
が
玉
女

と
な
り
、妻
と
し
て
共
に
愛
を
生
じ
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
仏
道
修
行
の
堕
落
に
な
ら
な
い
善
い
行

い
を
さ
せ
、
最
終
的
に
は
極
楽
浄
土
に
往
生
さ

せ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
内
容
で
す
。
つ
ま
り
、

如
意
輪
観
音
は
、
修
行
者
が
女
性
と
通
ず
る
こ

と
も
、
他
の
様
々
な
自
己
中
心
的
な
欲
望
の
場

合
と
同
じ
様
に
、
仏
道
か
ら
の
堕
落
で
は
な
い

も
の
に
し
て
あ
げ
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
、
欲
望

の
満
足
を
正
当
化
し
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

真
宗
に
お
け
る
結
婚
も
、
こ
と
に
よ
っ
て
は

同
様
に
受
け
取
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
つ
ま
り
「
観
音
菩
薩
が
認
め
た
の
で
」、

あ
る
い
は
「
親
鸞
聖
人
が
結
婚
さ
れ
て
い
る
の

で
堕
落
で
は
な
い
」
と
、
自
分
中
心
の
物
差
し

や
欲
望
を
正
当
化
す
る
た
め
に
利
用
し
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
る
の
で
す
。

傷
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
共
に
歩
む

大
切
な
の
は
、
親
鸞
聖
人
が
参
籠
中
九
十
五

日
目
の
暁
に
受
け
た
夢
告
と
、『
覚
禅
鈔
』
で

示
さ
れ
た
内
容
と
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

行
者
、
宿

し
ゅ
く

報ほ
う

に
よ
っ
て
設た

と

い
女に

ょ

犯ぼ
ん

す
と
も
、

我
、
玉
女
の
身
と
な
っ
て
犯ほ

ん

せ
ら
れ
ん
。
一

生
の
間
、
能よ

く
荘
厳
し
て
、
臨
終
に
引
導

し
て
極
楽
に
生
ぜ
し
む
。

こ
れ
は
『
御
伝
鈔
』（『
聖
典
』
七
二
五
頁
）

や
真
仏
上
人
筆「
親
鸞
夢
記
」や
専
修
寺
蔵『
三

夢
記
』で
示
さ
れ
る
偈
を
訓
読
し
た
も
の
で
す
。

『
覚
禅
鈔
』
と
の
一
番
の
違
い
は
、「
犯
」
の
押

さ
え
方
で
す
。
例
え
ば
、
お
酒
を
飲
む
、
嘘
を

つ
く
な
ど
し
て
戒
律
を
破
っ
た
際
は
「
犯
戒
」

す
な
わ
ち
「
戒
律
を
犯
す
」
と
表
現
さ
れ
ま
す
。

「
女
犯
」
も
同
様
で
あ
り
、
戒
律
を
守
る
べ
き

修
行
者
の
立
場
か
ら
、
修
行
者
自
身
の
問
題
と

し
て「
犯
」が
問
わ
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り「
女

犯
」
は
「
自
分
が
堕
落
す
る
か
ど
う
か
」
と
い

う
立
場
か
ら
「
悪
と
し
て
避
け
る
べ
き
も
の
」

と
さ
れ
て
お
り
、
如
意
輪
観
音
は
そ
れ
を
正
当

化
し
て
く
れ
る
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。し

か
し
、
親
鸞
聖
人
の
夢
告
で
は
「
犯
せ
ら

れ
ん
（
被
犯
）」、
す
な
わ
ち
「
私
は
傷
つ
け
ら

れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
傷
つ
け
ら
れ
た

側
か
ら
戒
律
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
立
場
か
ら
戒
律
を
解
釈
す
る
視
点
は
、
他
の

仏
教
者
に
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。「
あ

な
た
が
他
者
と
共
に
歩
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
存
在
を
傷
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
、
如

意
輪
観
音
が
聖
人
に
告
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
大
切
な
の
は
「
宿
報
」
と

い
う
言
葉
で
す
。「
宿
報
」
と
は
、
人
間
で
あ
る

限
り
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
「
女
犯
」
と
は
、
た

ま
た
ま
邪

よ
こ
し
まな
心
を
起
こ
し
て
堕
落
す
る
と
い
う

個
別
の
問
題
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
に
と

っ
て
大
切
な
問
題
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
女
性

と
共
に
歩
み
た
い
な
ら
ば
、
家
庭
生
活
の
中
で

共
に
歩
み
た
い
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。「
あ
な
た
か
ら
傷
つ
け
ら
れ
る
（
被
犯
）
こ

と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
た
と
一
生
涯
、

共
に
歩
み
ま
す
」
と
告
げ
る
中
、
如
意
輪
観
音

は
聖
人
に
「
共
に
歩
む
」
と
い
う
一
乗
の
内
容

を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。

皆
と
共
に
歩
む
と
い
う
こ
と
は
、
普
遍
的
な

罪
の
問
題
を
知
ら
さ
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
を

外
し
て
は
成
り
立
ち
難
い
も
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
夢
告
を
受
け
た
聖
人
の
一
乗
の
仏
道
は
、

す
で
に
自
力
聖
道
と
い
う
あ
り
方
と
は
異
な
る

も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
『
無
量
寿
経
』『
観

無
量
寿
経
』
を
見
ま
す
と
、
観
音
菩
薩
は
阿
弥

陀
如
来
の
光
、
す
な
わ
ち
自
己
中
心
的
な
悩
み

を
破
る
は
た
ら
き
を
伝
え
る
存
在
と
し
て
登
場

し
ま
す
。

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
え
ま
す
と
、
親
鸞
聖

人
は
六
角
堂
に
参
籠
さ
れ
る
時
点
で
、
法
然
上

人
の
説
か
れ
る
本
願
念
仏
の
教
え
に
つ
い
て
、

す
で
に
相
当
深
く
理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
修
行
に
挫
折
し
て

道
に
迷
っ
て
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
性
の
悩
み

が
原
因
と
な
っ
て
六
角
堂
に
行
か
れ
た
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

聖
人
の
中
で
明
確
と
な
っ
て
い
た
一
乗
と
い

う
仏
道
を
実
践
し
て
い
く
う
え
で
、
在
俗
生
活

を
ど
う
受
け
止
め
て
い
く
の
か
。
そ
し
て
、
女

性
を
含
め
た
全
て
の
人
と
ど
の
よ
う
に
共
に
歩

ん
で
い
く
の
か
。
比
叡
山
を
出
る
前
に
、
そ
れ

ら
の
事
柄
の
真
意
を
尋
ね
に
聖
徳
太
子
の
も
と

へ
行
か
れ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
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は
じ
め
に

来
年
、三
月
の
春
季
彼
岸
会
に
合
わ
せ
て
、第

30
回
平
和
展
を
「
仏
教
の
社
会
活
動

－

ア
ジ
ア

太
平
洋
戦
争
と
大
谷
派

－

」
と
題
し
て
開
催
す

る
。
今
回
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十

二
月
八
日
か
ら
敗
戦
ま
で
の
時
期
に
焦
点
を
絞

り
、
大
谷
派
が
ど
の
様
に
戦
争
中
の
社
会
と
関

わ
っ
た
の
か
と
い
う
課
題
を
考
え
る
「
平
和
展
」

の
視
点
を
紹
介
し
た
い
。

侵
略
か
自
衛
か

「
日
米
開
戦
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
あ
の
日
、

日
本
は
ハ
ワ
イ
（
オ
ワ
フ
島
）
の
真
珠
湾
に
あ

っ
た
ア
メ
リ
カ
の
軍
施
設
を
爆
撃
し
た
。
こ
の

戦
争
を
当
時
の
政
府
は
「
大
東
亜
戦
争
」
と
称

し
た
。
欧
米
諸
国
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る
植
民
地

支
配
を
解
放
し
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
形
成
す

る
と
い
う
理
念
を
提
示
し
て
、
戦
争
へ
の
理
解

を
国
民
や
世
界
に
訴
え
た
。「
ア
ジ
ア
解
放
」
と

い
う
戦
争
す
る
「
正
義
」
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
実
際
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を

見
極
め
る
第
一
歩
に
、
歴
史
の
検
証
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
戦
後
の
歴
史
研
究
は

「
正
義
」
よ
り
も
「
侵
略
」
で
あ
っ
た
実
体
を
明

ら
か
に
し
た
。
一
方
で
、
こ
の
「
真
珠
湾
攻
撃
」

は
宣
戦
布
告
を
経
な
い
「
だ
ま
し
討
ち
」
だ
っ

た
と
か
、
石
油
等
の
燃
料
輸
入
の
制
限
な
ど
経

済
的
な
締
め
付
け
を
起
因
と
す
る
「
や
む
を
得

な
い
」「
自
衛
の
為
の
戦
争
」
で
あ
っ
た
な
ど
の

諸
説
が
聞
か
れ
る
。
と
り
わ
け
近
年
は
感
情
論

が
先
行
し
、「
自
衛
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ

な
が
ら
「
侵
略
」
と
い
う
事
実
が
覆
い
隠
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
部
の
情
報
の
み
に
頼
っ
た
り
、
事

実
を
無
か
っ
た
こ
と
に
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
事

実
か
ら
遠
の
く
ば
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
真

珠
湾
攻
撃
よ
り
も
先
ん
じ
て
マ
レ
ー
半
島
（
英

国
領
）
に
上
陸
す
る
軍
事
作
戦
に
着
手
し
て
い

る
。
そ
れ
に
、「
ア
ジ
ア
解
放
論
」
は
「
大
東
亜

戦
争
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
見
て
も
間
違

い
で
あ
る
。
そ
の
名
称
は
「
日
米
開
戦
」
す
る

よ
り
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
日
中
戦
争
（
一
九

三
七
年
七
月
七
日
～
）
に
ま
で
遡
っ
て
「
大
東

亜
戦
争
」
に
含
め
ら
れ
た
。
日
中
戦
争
は
、
北

京
郊
外
の
盧
溝
橋
と
い
う
場
所
で
一
九
三
七（
昭

和
十
二
）
年
七
月
七
日
に
起
き
た
戦
闘
行
為
が

発
端
で
あ
る
。
瞬
く
間
に
南
京
や
重
慶
な
ど
大

陸
全
土
へ
と
戦
禍
が
広
が
っ
て
い
っ
た
が
、
そ

の
終
息
の
兆
し
す
ら
見
え
な
い
ま
ま
、
南
方
へ

と
進
軍
し
戦
禍
が
太
平
洋
地
域
ま
で
拡
が
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
ア
ジ
ア
の
国
で
あ

る
中
国
と
の
戦
争
ま
で
も
「
ア
ジ
ア
解
放
」
と

い
う
戦
争
肯
定
論
に
含
め
る
歴
史
観
に
は
無
理

が
あ
る
。

継
続
性
を
重
視
す
る
歴
史
観

ア
メ
リ
カ
や
英
国
を
は
じ
め
と
す
る
連
合
国

軍
は
、「
満
洲
事
変
」（
一
九
三
一
年
九
月
十
八

日
～
）
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
「
満
洲
国
」
の

建
国
、
そ
し
て
日
中
戦
争
に
関
わ
る
日
本
の
侵

略
行
為
を
批
判
し
て
い
た
。
そ
の
延
長
線
上
に

真
珠
湾
攻
撃
が
あ
る
。
敗
戦
後
、
占
領
軍

（GH
Q

）
が
「
大
東
亜
戦
争
」
を
使
用
禁
止
用

語
に
し
た
の
は
、「
侵
略
戦
争
」
を
肯
定
的
に
捉

え
る
意
味
が
含
ま
れ
る
呼
び
名
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
研
究
家
の
多
く
は
、

「
満
洲
事
変
」
か
ら
敗
戦
ま
で
の
期
間
を
十
五
年

戦
争
期
（
一
九
三
一
年
九
月
十
八
日
～
一
九
四

五
年
八
月
十
五
日
）
と
呼
ん
で
い
る
。
十
五
年

間
も
の
間
、
常
に
交
戦
・
戦
闘
状
態
に
あ
っ
た

訳
で
は
な
い
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
（
第
二

次
世
界
大
戦
）
に
至
る
歴
史
の
連
続
性
を
重
要

視
し
た
歴
史
観
で
あ
る
。

天
皇
の
為
に

近
年
の
「
平
和
展
」
で
は
、
こ
の
十
五
年
戦

争
を
三
つ
の
時
期
に
区
切
っ
て
検
証
を
進
め
て

き
た
。
最
終
期
に
あ
た
る
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦

争
期
」
は
、
大
谷
派
が
総
力
を
挙
げ
て
戦
争
協

力
を
行
っ
た
時
期
で
あ
る
。
中
国
で
の
戦
争
と

併
行
し
て
南
太
平
洋
へ
と
戦
地
が
拡
大
す
る
の

に
伴
い
、
大
谷
派
の
活
動
も
活
発
に
な
り
、
一

九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
二
月
二
十
五
日
に

は
本
山
・
東
本
願
寺
の
山
門
前
に
「
皇
威
宣
揚
」

「
生
死
超
脱
」「
挺
身
殉
国
」
の
巨
大
看
板
が
設

置
さ
れ
た
。
皇
（
天
皇
）
の
威
力
を
世
界
に
知

ら
し
め
る
（
宣
揚
）
た
め
に
、
生
死
の
問
題
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
（
生
死
超
脱
）、
自
ら
進

ん
で
国
の
為
に
命
を
投
げ
だ
そ
う
（
挺
身
殉
国
）、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
天
皇
中
心
主
義
は
宗
門
内
で
浸
透
し
て

お
り
、
例
え
ば
暁
烏
敏
は
戦
況
が
悪
化
し
名
古

屋
や
東
京
が
初
め
て
空
襲
を
受
け
た
事
に
つ
い

て
、
一
九
四
二
（
昭
和
十
八
）
年
四
月
十
八
日
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

敵
機
の
う
な
り
を　

お
上
の
お
耳
に
お
入

れ
申
し
た
だ
け
で
も
恐
懼
に
堪
へ
な
い　

軍
艦
の
二
艘
破
壊
し
た
つ
て
何
で
も
な
い
。

お
上
の
み
む
ね
を
し
ば
ら
く
で
も
、
お
痛

め
申
し
上
げ
た
こ
と
は
死
に
値
す
る
な
や

み
だ
（『
暁
烏
敏
全
集　

第
二
十
四
巻
』
四

四
二
頁
）

と
、
空
爆
で
失
っ
た
命
を
心
配
す
る
こ
と
な
く
、

い
の
一
番
に
天
皇
（
お
上
）
の
こ
と
を
優
先
す
る

よ
う
な
思
想
を
公
言
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
宗
議
会
で
は
大
谷
瑩
潤
宗
務
総
長
が

大
谷
派
を
「
皇
道
真
宗
」
と
名
乗
り
、
名
実
と

も
に
皇
道
を
実
践
す
る
組
織
と
な
っ
た
。
天
皇

を
絶
対
視
す
る
あ
り
方
を
持
ち
な
が
ら
、
海
外

開
教
は
南
方
へ
と
拡
が
り
、
戦
艦
を
国
に
寄
附

す
る
為
の
募
金
活
動
「
建
艦
翼
賛
運
動
」
を
展

開
し
た
。
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
、
ま
さ
に
総
力

大谷派の
近現代史

第
30
回
平
和
展
の
開
催
に
向
け
て

研
究
員　

新に
い

野の�

和か
ず

暢の
ぶ

『真宗』1943（昭和18）年１月号
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を
挙
げ
て
戦
争
協
力
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
争
協
力
の
頂
点
に
至
っ
た
事

実
を
第
30
回
平
和
展
で
明
ら
か
に
す
る
予
定
で

あ
る
。

反
戦
僧
侶
の
発
掘

こ
れ
ま
で
教
化
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
て
き
た「
平

和
展
」
の
歩
み
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
の

積
み
上
げ
に
基
づ
い
て
い
る
。「
平
和
展
は
過
去

の
話
を
持
ち
出
し
て
ば
か
り
」
と
い
っ
た
誤
解

を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、「
平
和
展
」
の
目
的

は
そ
こ
に
な
い
。
確
か
に
、
過
去
を
検
証
し
て

い
く
と
、
戦
争
協
力
と
い
う
社
会
参
画
の
事
実

が
次
々
に
浮
か
び
上
が
り
、
目
を
覆
い
た
く
な

る
よ
う
な
事
実
を
断
罪
す
る
機
運
が
生
ま
れ
て

く
る
錯
覚
に
陥
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、「
平

和
展
」
は
過
去
に
今
の
自
分
を
学
ぶ
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
過
去
の
事
実
を
正
し
く
知
り
、

現
代
に
活
か
す
必
要
が
あ
る
。

そ
の
成
果
の
一
つ
が
「
反
戦
僧
侶
」
の
発
掘

で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
今
で
は

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
竹
中
彰
元
は
、日

中
戦
争
に
あ
た
っ
て
、

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
。

と
述
べ
た
こ
と
を
理
由
に
逮
捕
さ
れ
、
大
谷
派
か

ら
も
処
分
を
受
け
て
い
る
。
日
本
政
府
が
「
聖

戦
」
と
呼
ん
で
「
正
義
」
を
語
る
の
と
真
逆
の

「
侵
略
」
と
見
抜
き
、
仏
教
の
視
点
か
ら
問
題
を

提
起
し
て
い
る
。
し
か
も
彰
元
は
、
こ
う
し
た
発

言
を
同
じ
僧
侶
仲
間
と
の
会
話
で
あ
っ
て
も
憚
ら

な
か
っ
た
。
大
多
数
の
僧
侶
が
戦
争
肯
定
を
し
て

い
た
時
で
あ
っ
て
も
、
で
あ
る
。
戦
争
協
力
し
た

僧
侶
は
数
え
切
れ
な
い
が
、「
反
戦
僧
侶
」
は
数

え
る
ほ
ど
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
の
よ
う
に
反
戦
言
動
を
し
た
も

う
一
人
の
大
谷
派
僧
侶
に
植
木
徹
誠
が
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
に
一
世
を
風
靡
し
た
「
ス
ー
ダ

ラ
節
」
を
歌
っ
た
植
木
等
の
父
親
と
し
て
の
顔

が
有
名
で
あ
る
が
、
彼
は
被
差
別
部
落
の
解
放

運
動
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
。
日
中
戦
争
に

つ
い
て
、

日
本
は
東
洋
平
和
の
為
の
戦
争
で
、
領
土

的
野
心
は
無
い
と
云
ふ
て
居
る
が
、
帝
国

主
義
侵
略
で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
。

と
い
っ
た
言
動
を
行
い
、
四
年
近
く
投
獄
さ
れ
て

い
る
。

彼
ら
の
発
言
は
当
時
の
大
勢
と
真
逆
で
あ
り
、

批
判
さ
れ
抹
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
平
和
展
」

で
は
か
ね
て
よ
り
、
歴
史
事
実
の
一
つ
の
視
点

と
し
て
「
反
戦
僧
侶
」
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ

し
て
彼
ら
の
業
績
を
振
り
返
り
、
現
代
的
意
義

を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
竹
中
彰
元
と
植
木

徹
誠
」
が
十
一
月
三
十
日
に
行
わ
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
彰
元
が
住
職
を
勤
め
た
明

泉
寺
（
岐
阜
県
垂
井
町
）
の
現
住
職
・
竹
中
眞

昭
氏
、
徹
誠
が
僧
籍
を
置
い
て
い
た
西
光
寺
（
三

重
県
伊
勢
市
）
の
現
住
職
・
小
幡
智
博
氏
、
そ

し
て
大
東
仁
氏
（
平
和
展
ス
タ
ッ
フ
）
が
登
壇
し
、

反
戦
僧
侶
と
し
て
の
現
代
的
意
味
を
考
え
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
立
ち
、
大
東
氏
が
「
日
中

戦
争
と
反
戦
僧
侶

－

竹
中
彰
元
と
植
木
徹
誠

－

」

を
テ
ー
マ
に
講
演
し
た
。
彰
元
、
徹
誠
両
氏
に

共
通
す
る
反
戦
言
動
の
特
徴
は
、
戦
場
分
析
な

ど
を
通
じ
て
侵
略
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い

て
言
及
し
た
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
反
戦
思
想
が

真
宗
僧
侶
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
、
日
露
戦

争
に
抗
っ
た
髙
木
顕
明
に
よ
る
反
戦
言
動
を
紹

介
し
、
彼
ら
の
言
動
に
「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得

し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
次
に
繋
が
る
こ
と

を
各
人
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
こ
と
が
平
和
に
繋

が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
を
行
っ

た
。

彰
元
に
学
ぶ

二
〇
〇
九
（
平
成
二
十
一
）
年
十
月
十
九
日
、

明
泉
寺
に
て
「
復
権
顕
彰
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、

彰
元
へ
の
処
分
取
り
消
し
声
明
が
本
山
か
ら
出

さ
れ
た
。
以
来
、
竹
中
眞
昭
氏
は
毎
年
命
日
に

法
要
を
行
い
、
彰
元
に
学
ぶ
活
動
を
し
て
い
る

こ
と
を
披
露
し
な
が
ら
、

経
典
に
あ
る
「
劫
濁
」
は
時
代
の
悪
を
指

す
が
、
今
の
時
代
は
綺
麗
な
の
か
？

と
問
い
か
け
、
イ
ジ
メ
や
自
死
、
普
天
間
基
地
の

移
転
問
題
な
ど
社
会
的
な
問
題
を
「
仏
教
の
教

え
」
に
基
づ
い
て
、
疑
問
の
声
を
あ
げ
る
必
要
が

あ
る
と
強
調
し
た
。

徹
誠
へ
の
評
価

徹
誠
は
西
光
寺
に
生
ま
れ
た
「
い
さ
ほ
」
と

結
婚
し
た
こ
と
を
縁
と
し
て
、
大
谷
派
で
得
度

し
僧
籍
を
置
い
た
。
小
幡
智
博
氏
は
、
植
木
等

が
『
夢
を
く
い
つ
づ
け
た
男
』
を
出
版
し
た
こ

と
か
ら
徹
誠
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
生
き
方
を

「
素
敵
だ
な
」
と
共
感
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
徹
誠
は
家
族
に
辛
い
生
活
を
強
い

た
こ
と
や
、「
赤
」
や
「
共
産
党
員
」
と
し
て
後

ろ
指
を
指
さ
れ
て
い
た
伝
聞
な
ど
、
親
族
や
門

徒
か
ら
の
評
判
は
決
し
て
良
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
披
露
し
た
。

徹
誠
の
言
葉
を
受
け
て

宗
教
家
が
戦
争
を
弁
護
す
る
の
は
矛
盾
し

て
い
る
。
宗
教
家
が
戦
争
を
弁
護
す
る
と

は
恐
入
っ
た
。
元
来
宗
教
家
は
戦
争
に
反

対
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
徹
誠
の
言
葉
を
大
東
氏
が
発
題
し
、
眞

昭
氏
は
「
仏
教
の
教
え
に
基
づ
い
て
戦
争
反
対

の
声
を
出
す
べ
き
」
で
あ
る
と
述
べ
、
小
幡
氏
は

「
宗
教
家
や
仏
教
家
と
い
う
事
も
そ
う
だ
が
、
人

間
と
し
て
戦
争
に
反
対
す
べ
き
」
と
い
う
立
場

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
踏
ま
え
て
、
本
当
の

「
社
会
貢
献
」
と
は
な
に
か
？
と
い
う
現
代
的
課

題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

左より順に�筆者、大東仁氏、小幡智博氏、竹中眞昭氏
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身
近
に
耳
目
に
触
れ
る
機
会
が
増
え
た
カ
ル
ト
教
団
。
し
か
し
「
私
に
は
無
関
係
だ
」
と
い
う
感

覚
が
ど
こ
か
に
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
八
年
五
月
十
日
、
か
つ
て
カ
ル
ト
教
団
に
入
信
し
て
い
た
経
験
を
持
つ
小
林
弘
典
氏
を
講

師
と
し
た
カ
ル
ト
問
題
学
習
会
（
名
古
屋
教
区
教
化
委
員
会
主
催
）
に
参
加
し
、
自
身
の
認
識
や
あ

り
方
を
問
い
直
す
機
会
を
得
た
。

同
朋
社
会
の
顕
現
に
努
め
る
こ
と
を
掲
げ
る
私
た
ち
真
宗
教
団
の
歩
み
を
確
か
め
る
一
助
と
な
る

こ
と
を
願
い
、
抄
録
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

幸
せ
に
な
り
ま
し
ょ
う

私
は
二
十
年
前
ま
で
カ
ル
ト
教
団
に
身
を
置

い
て
い
ま
し
た
。
団
体
名
を
伏
せ
て
勧
誘
が
行

わ
れ
、
入
信
の
際
、
事
前
に
宗
教
団
体
だ
と
説

明
を
受
け
た
わ
け
で
も
、
入
会
申
込
書
に
署
名

捺
印
を
し
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
気
づ
け

ば
熱
心
な
信
者
の
一
人
に
な
っ
て
い
た
、
と
い

う
の
が
正
直
な
感
覚
で
す
。

大
学
に
入
学
し
て
間
も
な
い
あ
る
日
、
駅
の

街
頭
で
突
然
「
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
ま
す
」

と
声
を
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
少
し
不
審
に
思
い

ま
し
た
が
、
相
手
が
同
い
年
の
大
学
生
だ
っ
た

こ
と
に
親
し
み
を
感
じ
、
サ
ー
ク
ル
の
勧
誘
の

よ
う
な
も
の
か
と
思
い
、
彼
の
話
に
耳
を
傾
け

て
し
ま
い
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
た
後
、「
自
己
啓
発
講
座

を
紹
介
し
た
い
」
と
近
く
の
教
団
施
設
に
案
内

さ
れ
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
る
別
の
男
性
か
ら
一
時

間
ほ
ど
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
あ
ま
り
の
熱

心
さ
に
最
初
は
警
戒
し
ま
し
た
が
、
彼
の
「
あ

な
た
は
人
生
の
目
的
を
ご
存
知
で
す
か
」「
幸
せ

に
な
り
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
」「
あ
た
た
か
い

家
庭
を
築
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
そ
の
答
え
が
こ
の

講
座
に
あ
る
ん
で
す
」
な
ど
の
言
葉
に
、
次
第

に
釘
付
け
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
当
時
、
密
か

に
胸
の
内
に
悩
み
を
抱
え
て
い
た
私
は
、
そ
れ

ら
の
言
葉
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
で
す
。

私
は
小
さ
な
果
物
屋
に
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。

し
か
し
五
歳
の
時
に
父
親
を
病
気
で
亡
く
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
私
と
母
親
と
弟
の
三
人
は
、
母

の
実
家
近
く
に
暮
ら
し
を
改
め
ま
し
た
。
母
は

生
計
を
立
て
る
た
め
に
慣
れ
な
い
セ
ー
ル
ス
の

仕
事
を
始
め
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
上
手
く
い

か
ず
、
心
労
か
ら
肝
臓
を
病
み
、
日
に
日
に
痩

せ
こ
け
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
あ
の
世
か
ら
お
前
た
ち
を
見
守
っ
て
る
っ
て

言
っ
た
じ
ゃ
な
い
の
！
」
母
は
そ
う
叫
び
な
が
ら
、

父
の
遺
影
や
位
牌
を
壁
に
投
げ
つ
け
て
壊
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
五
歳

の
私
は
、
怖
く
て
身
を
固
め
て
怯
え
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
母
が
無
理
心
中

を
図
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
を

起
こ
す
度
に
両
手
で
耳
を
塞
い
で
じ
っ
と
息
を

潜
め
て
い
ま
し
た
。
私
は
子
ど
も
な
が
ら
に
、
父

の
あ
っ
け
な
い
最
期
に
人
生
の
儚は
か
なさ

を
感
じ
、
と

て
も
寂
し
く
な
り
ま
し
た
。
小
学
校
を
卒
業
す

る
頃
に
は
「
人
は
ど
う
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
、

何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を

抱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
幼
少
期
を
過
ご
し
た
私
は
「
本

当
の
幸
せ
を
手
に
入
れ
た
い
」
と
、
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
の
言
葉
に
ぐ
い
ぐ
い
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
し
て
綿
密
な
教
育
を
受
け
、
三
カ

月
後
に
は
献
金
ノ
ル
マ
に
基
づ
い
て
次
々
に
人
を

勧
誘
す
る
熱
心
な
信
者
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

自
分
は
善
で
正
義
で
あ
る

教
団
の
説
く
幸
せ
は
、
条
件
付
き
の
幸
せ
で

し
た
。
カ
ル
ト
教
団
の
特
徴
は
「
そ
の
人
ら
し

さ
」
を
奪
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど

の
宗
教
は
よ
り
善
い
方
向
へ
の
成
長
を
促
し
ま

す
の
で
、
無
条
件
に
救
う
の
で
は
な
く
、「
今
の

ま
ま
の
あ
な
た
で
は
駄
目
だ
」
と
い
う
否
定
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私
も
教
団
の
教
え

に
基
づ
い
た
指
示
に
従
い
、
献
金
、
勧
誘
、
伝

道
と
い
っ
た
活
動
に
昼
夜
な
く
邁ま
い
し
ん進
し
ま
し
た
。

気
付
け
ば
心
身
と
も
に
病
む
中
で
、
毎
月
百
万

円
ほ
ど
の
献
金
目
標
や
、
月
初
め
に
宣
誓
さ
せ

た
勧
誘
目
標
を
果
た
す
よ
う
、
後
輩
達
に
仕
向

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
と
て
も
辛
く
、
つ
い
に
は
教
団
の

活
動
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
教
団
幹
部
は

「
自
分
の
尻
は
自
分
で
拭
き
な
さ
い
。
教
団
か
ら

出
て
行
き
な
さ
い
」
と
ボ
ロ
ボ
ロ
の
私
を
切
り

捨
て
ま
し
た
。

私
は
七
年
の
歳
月
を
全
て
カ
ル
ト
教
団
に
捧

げ
て
き
ま
し
た
。
友
人
や
親
兄
弟
全
て
を
勧
誘

し
た
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
や
生
き
て
い

く
た
め
の
礎
を
失
い
ま
し
た
。
あ
て
も
な
く
教

団
を
出
た
私
は
、
と
あ
る
廃
車
置
き
場
で
一
台

の
廃
車
を
見
つ
け
て
寒
さ
や
雨
露
を
凌し
の

ぎ
、
一

週
間
ほ
ど
、
た
だ
寝
て
い
ま
し
た
。
飢
え
と
渇

き
に
よ
っ
て
死
の
恐
怖
が
よ
ぎ
り
、
助
け
を
求

め
て
見
知
ら
ぬ
家
の
呼
び
鈴
を
押
す
と
、
九
十

歳
く
ら
い
の
お
婆
さ
ん
が
現
れ
、
水
を
一
杯
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
一
気
に
飲
み
干
し
て

一
息
つ
い
た
私
は
、
初
め
て
心
の
底
か
ら
助
け

を
求
め
、
感
謝
の
気
持
ち
が
湧
い
た
こ
と
を
感

じ
ま
し
た
。
今
で
も
こ
の
コ
ッ
プ
一
杯
の
水
の

味
を
時
々
思
い
出
し
ま
す
。

そ
の
後
、
物
乞
い
生
活
で
た
く
さ
ん
の
人
の

真
心
に
助
け
ら
れ
、
七
年
間
に
及
ぶ
信
仰
生
活

を
振
り
返
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
カ
ル
ト
教

団
の
信
者
は
、
自
分
た
ち
だ
け
が
唯
一
の
真
理

を
知
っ
て
お
り
、
世
間
の
人
々
は
救
い
を
知
ら

な
い
可
哀
想
な
人
々
だ
と
見
下
し
て
い
ま
し
た
。

私
も
「
可
哀
そ
う
な
人
々
に
自
分
だ
け
が
知
っ

て
い
る
真
理
を
伝
え
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
で

勧
誘
を
し
て
い
ま
し
た
。
人
は
、
自
分
自
身
の

行
為
を
善
で
あ
り
正
義
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
い

ま
せ
ん
。
自
己
を
正
当
化
す
る
道
を
歩
ん
で
い

ま
す
。
当
時
は
そ
う
い
う
自
分
の
姿
が
見
え
ま

せ
ん
で
し
た
。

思
考
停
止
と
い
う
心
地
よ
さ

マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
心
理
学
的

わ
た
し
の
中
の
カ
ル
ト
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手
法
の
応
用
で
、
そ
の
人
の
性
格
や
心
の
反
応

を
利
用
し
て
特
定
の
情
報
や
感
覚
を
刷
り
込
む

こ
と
で
す
。
特
殊
で
怖
い
印
象
を
受
け
ま
す
が
、

世
間
一
般
の
セ
ー
ル
ス
や
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
も

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
か
に
誘
導
す
れ
ば
誘

い
込
め
る
か
、
ど
う
や
っ
て
献
金
す
る
気
に
さ

せ
る
か
。
宗
教
に
お
い
て
も
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
的
な
要
素
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
音

楽
や
、
そ
の
教
団
特
有
の
共
通
言
語
、
あ
る
い

は
密
室
で
の
儀
式
や
講
義
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

な
ど
が
そ
の
例
で
す
。

社
会
復
帰
を
目
指
し
た
私
を
特
に
悩
ま
せ
た

の
が
、
宗
教
音
楽
で
す
。
教
団
に
は
た
く
さ
ん

の
音
楽
や
聖
歌
が
あ
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
信

者
の
士
気
を
高
め
、
信
仰
を
鈍
ら
せ
な
い
よ
う

仕
向
け
て
い
く
の
で
す
。
離
脱
後
で
さ
え
、
ふ

と
し
た
瞬
間
に
音
楽
が
頭
の
中
に
流
れ
て
く
る
。

そ
し
て
音
楽
に
紐
付
け
さ
れ
た
教
義
が
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
し
ま
す
。
す
る
と
「
今
も
悲
し
み

の
神
が
私
を
見
て
い
る
の
だ
」
と
錯
誤
し
、
思

考
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
現

象
が
根
強
く
続
き
、
苦
し
み
ま
し
た
。

ま
た
教
団
特
有
の
共
通
言
語
を
徹
底
的
に
勉

強
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
時
々
試
験
が
行
わ
れ
、そ

れ
を
獲
得
す
る
毎
に
神
と
の
絆
が
深
ま
っ
た
感

覚
に
な
り
ま
し
た
。「
誰
も
知
ら
な
い
言
語
や
真

理
を
自
分
だ
け
が
理
解
し
て
い
る
」
と
い
う
優

越
感
を
抱
く
の
で
す
。
す
る
と
そ
れ
に
縛
ら
れ
、

そ
の
範
疇
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
人
間
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

印
鑑
や
壺
の
販
売
に
し
て
も
、
最
初
は
「
神

の
た
め
と
は
い
え
、
何
故
こ
ん
な
こ
と
を
？
」

と
疑
問
に
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
寝
食
を
共
に

し
、
厳
し
い
ノ
ル
マ
を
共
有
し
て
い
る
仲
間
が

「
神
様
が
頑
張
っ
て
い
る
君
を
見
て
喜
ん
で
い
ら

っ
し
ゃ
る
よ
」
と
励
ま
し
、
称
賛
し
て
く
れ
る

の
で
す
。
疑
問
や
罪
悪
感
は
自
己
肯
定
感
に
打

ち
消
さ
れ
、
居
心
地
の
い
い
関
係
の
中
で
「
こ

れ
こ
そ
正
し
い
」
と
誇
り
さ
え
感
じ
て
く
る
の

で
す
。
カ
ル
ト
は
そ
う
い
う
心
理
を
利
用
し
、
思

考
停
止
し
た
信
者
を
生
み
出
し
ま
す
。
私
た
ち

真
宗
教
団
に
も
そ
う
い
っ
た
側
面
が
な
い
か
、問

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

愛
さ
れ
た
い
が
ゆ
え
に

子
ど
も
に
と
っ
て
、
母
親
か
ら
の
「
あ
な
た

は
正
し
く
あ
り
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
は
絶
対

で
す
。
生
き
て
い
く
た
め
に
、
正
し
さ
を
追
求

し
な
け
れ
ば
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
ま
す
。
す

る
と
、
何
か
に
つ
け
て
正
し
い
か
間
違
い
か
を

考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
執
着
し
ま
す
。

私
の
幼
少
期
も
そ
う
で
し
た
。
置
か
れ
た
境

遇
の
中
で
「
い
い
子
で
あ
り
な
さ
い
。
お
父
さ

ん
は
死
ん
だ
ん
だ
か
ら
お
前
が
し
っ
か
り
し
な

さ
い
」
と
要
求
さ
れ
ま
し
た
。
心
労
が
絶
え
な

い
母
親
が
笑
っ
て
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
、小

学
生
の
私
が
穏
や
か
に
生
活
す
る
上
で
必
要
で

し
た
し
、「
い
い
子
」
で
あ
る
こ
と
が
母
の
励
み

に
な
れ
ば
と
喜
ん
で
従
い
ま
し
た
。
朝
は
牛
乳

配
達
、
夜
は
新
聞
配
達
、
学
校
か
ら
帰
れ
ば
洗

濯
と
夕
食
作
り
。
同
級
生
か
ら
「
遊
び
に
行
こ

う
よ
」
と
誘
わ
れ
て
も
、
ぐ
っ
と
我
慢
し
ま
し

た
。
時
折
母
親
に
か
け
ら
れ
る
「
お
前
は
い
い

子
だ
ね
」
と
い
う
言
葉
が
私
の
全
て
で
あ
り
、
喜

び
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、「
い
い
子
」
の

枠
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
次
第

に
葛
藤
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
生
ま

れ
育
っ
た
境
遇
や
母
親
を
無
自
覚
に
憎
む
よ
う

に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

私
個
人
の
問
題
と
し
て
世
の
不
条
理
や
家
庭

環
境
へ
の
憎
し
み
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
あ
り
の

ま
ま
の
私
を
愛
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
渇
愛
が

カ
ル
ト
に
入
る
根
本
の
動
機
で
し
た
。
し
か
し

そ
れ
は
私
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
寝

食
を
共
に
し
た
当
時
の
仲
間
た
ち
は
、
大
な
り

小
な
り
家
庭
に
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
教
団
や

教
祖
は
「
愛
さ
れ
た
い
」
と
い
う
思
い
を
叶
え

て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
す
。

カ
ル
ト
と
は
、
決
し
て
特
殊
な
問
題
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
承
認
欲
求
と
い
う
渇
愛
を
抱
え
て

善
で
あ
ろ
う
と
し
、
自
分
の
存
在
意
義
を
見
失

っ
て
い
る
全
て
の
人
の
中
に
、
そ
の
根
は
あ
る

よ
う
に
思
う
の
で
す
。

�
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◇�組・寺院などでカルト問題
学習会をご希望の方、ご相
談ください。
名古屋教区教化委員会
（名古屋教務所担当　岩田）
ＴＥＬ：052-331-2468

◇�カルト問題に関する相談窓
口が開設されています。
真宗大谷派青少幼年センター
ＴＥＬ：075-354-3440

編
集
を
終
え
て

カ
ル
ト
教
団
へ
陥
る
こ
と
は
、
特
定
の

人
の
素
養
や
性
質
の
問
題
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
家
庭
環
境
や
経
済
問
題
、
人
間
関

係
な
ど
が
複
合
的
に
絡
み
合
っ
て
起
こ
る

問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
様
々
な
社
会

問
題
の
奥
底
に
あ
る
「
あ
り
の
ま
ま
の
私

を
認
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
承
認
欲
求（
渇

愛
）
が
根
本
因
子
で
あ
り
、
近
年
、
他
者

と
繋
が
り
あ
う
喜
び
を
満
た
す
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

よ
る
信
者
獲
得
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
看
取
で
き
る
。
そ
れ
は
社
会
（
関
係
）

を
生
き
る
誰
も
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
問

題
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
に
翻
弄
さ
れ
「
認
め

て
ほ
し
い
、
愛
さ
れ
た
い
」
と
叫
ぶ
声
に

耳
を
塞
ぎ
、「
そ
れ
で
は
だ
め
だ
」
と
善
悪

で
裁
き
、
切
り
捨
て
る
私
は
、
家
庭
で
、
宗

門
で
、
念
仏
の
名
の
下
に
無
自
覚
に
カ
ル

ト
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗

祖
が
開
顕
さ
れ
た
慶
び
と
は
何
か
。
誰
よ

り
も
「
わ
か
っ
て
ほ
し
い
、
助
け
て
ほ
し

い
」
と
叫
ん
で
い
る
私
が
い
る
。
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小林弘典氏　略歴
1971年生まれ。７年間の
カルトでの活動後、心身喪
失の内にホームレスとなる
が、社会復帰の過程で高齢
者との生活や死別を通し、
いのちの尊さを教えられて
再び信仰に志を見出す。
2015年得度、2018年真宗大
谷派教師補任。
現在は東京教区因速寺衆
徒として法務に携わりなが
ら福祉施設に勤務し、高齢
者や障がい者に日々寄り添
っている。



　■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》
自坊の報恩講が近づき、木枯らしが吹き始

める11月下旬。私は境内を美しく彩った紅葉に
目を向ける余裕もなく、毎朝の梵鐘を突き、出
かける前の 1 時間を落ち葉拾いに費やす。し
かし次の日の朝には、再び境内全体を落ち葉
が覆っている。私は虚しさを感じると同時に、自
分の中で徐々に苛立ちが溢れてくるのを感じ
た。「こんな木が無ければ」と。
振り返れば、春には境内の満開の桜が心を

和ませ、夏には例年にない猛暑の中、青く茂っ
た木々が日陰を作り、心地よい風がお庫裡の
お茶場に流れ、心を落ち着かせてくれた。
そんなことも忘れ、秋には落ち葉を拾いなが

ら「こんな木が無ければ」と愚痴を吐く。その時
の状況によって、笑顔になったり、渋い顔になっ
たりと、ルーレットのように六道を経巡った１年
だった。

（H²）

現代社会と真宗教化　報告
第10回 自死者追悼法要
「いのちの日 いのちの時間」厳修

いのちに向き合う宗教者の会 主催
名古屋教区教化センター 後援

第13期研究生 募集
【対　　象】・満20歳以上の者（年齢の上限はありません）
　　　　   ・名古屋教区内の真宗大谷派寺院、教会に所属する者
　　　　    （僧籍や教師資格の有無は問いません）
【募集人数】・15名程度
【任　　期】・2019年４月～2022年３月（３年間）
【日　　程】・月に１、２回程度（16：00～20：00頃まで）
【受付期間】・2019年１月８日㈫～２月28日㈭
※詳細は教区内寺院に発送の「研究生募集パンフレット」をご参照ください

事務休暇・図書整理について
 事務休暇

・2018年12月29日㈯～2019年１月７日㈪

 図書整理

・実施期間：2019年１月28日㈪～２月８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25日㈮までにご返却をお願いいたします。

第30回平和展「仏教の社会活動－アジア太平洋戦争と大谷派－」
【日　時】2019年３月16日㈯～24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
【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

教化センター日報
2018年９月～11月

研修業務「聖典研修⑦」（東舘紹見氏）
研究業務「平和展」学習会
研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
研究業務「平和展」学習会
研究業務「平和展」公開学習会
研究業務「平和展」学習会
研修業務「聖典研修⑧」（東舘紹見氏）
研究業務「自死者追悼法要 リハーサル」後援
大東仁氏出版記念講演会 後援

９月10日
11日

10月２日
３日
23日
24日

11月12日
29日
30日

さる12月4日、自らいのちを絶った方 を々憶念し、僧俗ともにいのちの
尊厳に向き合う「いのちの日 いのちの時間」が名古屋別院を会場に
開催された。
今回で10回目となる同法要では、宗派を超えて集まった僧侶（いの

ちに向き合う宗教者の会）の呼びかけにより、教化センター後援、名
古屋別院協力のもと、各宗派の特徴を生かした「法要」と遺族同士
による「わかちあい」が行われた。
参拝者からは「世間が賑わうこの時期はいつも以上に辛くなる」

「私だけがつらい思いをしているんじゃなかった」「何年経っても悲し
みが癒えることのない私にとって、なくてはならない時間」「この時だ
けはあの人の生きた事実とじっくり向き合える」などの声が聞かれた。

平成21年以降、自死者の数は減少傾向にある。しかし自死遺族は
毎年増え続けており、大切な人の突然の喪失、後悔や自責の念、周
囲からの心ない言葉、地域社会からの孤立などに苦しむ遺族は、実
は身近に大勢いる。それは年 こ々の法要への参加者が微増している
ことからも思い知らされる。彼らの悲しみ、憤り、苦しみの声の中に、
日々 自分さえよければいいと無関心でいる私に「それがあなたの喜び
ですか」と問う宗祖の声が聞こえる。

（研究員　大河内 真慈）

故人へ宛てた想いを真言宗僧侶がお焚きあげした

おおこうち しんじ

（予　定）
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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。
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※�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。


