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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.109

「
そ
の
音
は
勝
絶
（
Ｆ
）
で
な
く
、
下
無

（
Ｆ
＃
）
で
す
。
以
前
に
も
伝
え
た
転
調
に
伴

う
音
の
扱
い
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
」
雅
楽

の
習
礼
で
、
卒
寿
を
迎
え
ら
れ
た
本
山
楽
頭

の
厳
し
く
も
的
確
な
指
示
が
楽
僧
に
言
い
渡

さ
れ
る
。
浄
土
を
荘
厳
す
る
法
要
雅
楽
は
寸

分
の
狂
い
も
な
い
音
が
要
求
さ
れ
る
。
永
き

に
亘
り
師
の
教
え
を
受
け
続
け
て
き
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
教
わ
る
「
私
」
の
解
釈
が
挟
ま

り
、
誤ご

謬び
ゅ
うが
生
じ
、
教
え
を
正
し
く
受
け
止

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
恣
意
的
「
私
」
が
い

る
こ
と
を
、
改
め
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
。

そ
れ
は
、
八
百
年
前
、
宗
祖
と
本
師
・
源

空
上
人
と
の
師
資
相
承
に
お
い
て
も
同
様
の

問
題
が
見
受
け
ら
れ
る
。

『
私
聚
百
因
縁
集
』（
愚
勧
往
信
著
）
に
は
、

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
教
え
を
蒙
っ
た
者
は

千
万
あ
れ
ど
も
、
書
写
を
許
さ
れ
た
上
足
の

弟
子
は
宗
祖
含
め
僅
か
六
名
で
あ
っ
た
と
い

う
。
幸
西
（
一
念
義
）、
澄
空
（
西
山
義
）、

長
西
（
諸
行
本
願
義
）、
聖
光
（
鎮
西
義
）、

隆
寛
（
多
念
義
）、
そ
し
て
若
き
日
の
宗
祖
・

綽
空
。
一
流
一
派
を
建
立
し
五
流
に
分
立
し

て
い
く
浄
土
宗
に
対
し
、
宗
祖
は
晩
年
、

浄
土
宗
の
な
か
に
、
真し

ん

あ
り
仮け

あ
り
。

真し
ん

と
い
う
は
、
選せ

ん

択じ
ゃ
く

本ほ
ん

願が
ん

な
り
。
仮け

と

い
う
は
、
定

じ
ょ
う

散さ
ん

二に

善ぜ
ん

な
り
。
選せ

ん

択じ
ゃ
く

本ほ
ん

願が
ん

は
浄

じ
ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
うな
り
。
定

じ
ょ
う

散さ
ん

二に

善ぜ
ん

は
方ほ

う

便べ
ん

仮け

門も
ん

な
り
。
浄
土
真
宗
は
大だ

い

乗じ
ょ
うの
な
か

の
至し

極ご
く

な
り
。

（『
末
燈
鈔
』
第
一
通
・
聖
典
六
〇
一
頁
）

と
、
関
東
同
行
に
手
紙
を
書
き
付
け
て
お
ら

れ
る
。
一
口
に
浄
土
宗
と
言
う
が
、
聖
人
在

世
の
と
き
既
に
上
人
興
行
の
浄
土
宗
は
「
選

択
本
願
を
貫
く
真
な
る
浄
土
宗
」
と
、「
定
散

二
善
の
仮
な
る
浄
土
宗
」
が
あ
る
と
真
仮
分

判
さ
れ
る
。
末4

法
濁
世
の
燈4

炬
と
な
る
法
こ

そ
大
乗
至
極
の
浄
土
真
宗
で
あ
り
、
定
散
二

善
自
力
の
仮
門
と
厳
密
に
分
判
せ
ら
れ
る
。

人
間
と
は
不
思
議
で
あ
る
。
念
仏
す
る
ほ

ど
、
学
ぶ
ほ
ど
に
目
覚
め
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。
念
仏
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
自
性
唯
心
に
沈
み
、
定
散

二
善
自
力
の
心
に
迷
う
の
が
人
間
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
迷
い
続
け
、
助
か
る
こ
と
の
な
い

こ
の
身
が
、
た
だ
助
か
る
の
は
三
経
一
論
の

選
択
本
願
の
念
仏
に
訪
ね
る
ほ
か
な
い
と
、

宗
祖
は
分
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
足
の
弟
子
六
名
に
書
写
が
許
さ
れ
た

『
選
択
集
』。
宗
祖
は
上
人
に
記
し
て
い
た
だ

い
た
「
綽
空
」
の
名
を
書
き
改
め
て
戴
い
た

と
、『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
書
き
記
し
て

お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
私
」
の
恣
意
を
推
し

挟
む
こ
と
の
な
い
諸
仏
如
来
の
教
え
に
信
順

し
、
善4

く
信4

ず
る
仏
弟
子
の
相す

が
た

こ
そ
師
か
ら

相
承
さ
れ
た
選
択
本
願
の
生
き
方
な
の
だ
と

い
う
決
定
往
生
の
徴し

る
し

と
し
て
「
善
信
」
の
名

に
書
き
改
め
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
。

我
が
身
の
態
度
は
改
め
ら
れ
た
か
。
楽
頭

を
介
し
て
、
宗
祖
か
ら
催
促
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

�

（
主
幹　

荒
山　

淳
）

学習会で、講師から第13期研究生たちへと教えが相承されていく（8面に関連記事）
� （写真の無断転用はご遠慮ください）
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・�現代社会と真宗教化
　�有縁をひらく
　－高齢者施設の現場から見えること
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弾
圧
の
始
ま
り

専せ
ん

修じ
ゅ

念
仏
に
対
す
る
弾
圧
は
、
怨
恨
や
風ふ

う

紀き

紊び
ん

乱ら
ん

が
根
本
の
理
由
で
は
な
く
、
思
想
的
な
違

い
に
よ
る
も
の
だ
と
前
回
お
話
し
し
ま
し
た
。
今

日
は
、
専
修
念
仏
の
停
ち
ょ
う

止じ

に
至
る
ま
で
の
具
体

的
な
経
緯
、
そ
し
て
顕
密
仏
教
の
側
の
人
た
ち

が
、
専
修
念
仏
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か

に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

専
修
念
仏
の
停
止
に
関
し
て
、
そ
の
動
き
が

史
料
上
に
具
体
的
に
出
て
く
る
の
が
、
一
二
〇

四
年
で
す
。
比
叡
山
の
僧
侶
た
ち
が
天
台
座ざ

主す

に
念
仏
停
止
を
訴
え
た
こ
と
に
対
し
、
同
年
の

十
一
月
に
法
然
上
人
は
「
七
ヶ
条
制せ
い

誡か
い

」
と
い

う
、
七
ヶ
条
か
ら
な
る
誡い
ま
しめ

を
提
出
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
に
は
法
然
上
人
を
含
め
て
百
九
十
名
の

方
々
が
署
名
を
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人

も
八
十
八
人
目
に
「
僧
綽し
ゃ
っ

空く
う

」
と
署
名
を
さ
れ

て
い
ま
す
。

で
は
法
然
上
人
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
誡
め

ら
れ
た
の
か
。
例
え
ば
第
一
条
目
に
は
「
真
言
・

止
観
の
修
行
や
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
・
菩
薩

を
軽
ん
じ
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
す
」
と
あ
り

ま
す
が
、
言
い
換
え
れ
ば
「
様
々
な
仏
道
修
行

や
、
他
の
仏
・
菩
薩
は
大
事
に
し
な
く
て
も
よ

い
」
と
言
っ
て
い
る
門
弟
が
多
数
お
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
上
人
自
身
は
「
学
問
や

修
行
に
耐
え
ら
れ
る
器
で
は
な
い
」
と
い
う
立

場
を
崩
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
平
等
な
救
済
の
地
平
が
人
々
に

開
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
阿

弥
陀
如
来
は
名
号
一
つ
を
「
選せ
ん

択じ
ゃ
く」

し
て
く
だ

さ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
本
願
に
沿そ

う
、
名
号

一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
当
に
頭
が
下
が
っ
た

時
に
は
、
善
人
も
悪
人
も
救
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
そ
う
な
り
ま
す
と
、「
念
仏
以
外
の
こ

と
は
、
し
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
で

す
ね
」
と
な
り
、
顕
密
仏
教
の
人
た
ち
の
目
に

は
「
専
修
念
仏
は
他
の
仏
教
を
認
め
る
こ
と
の

無
い
狭
い
も
の
」、
つ
ま
り
「
偏へ
ん

執し
ゅ
う」（

＝
偏
っ

て
い
る
）
と
映
る
の
で
す
。

ま
た
専
修
念
仏
の
側
か
ら
、
自
身
の
力
で
善

根
を
積
ん
で
い
く
修
行
や
、
自
分
に
都
合
の
良

い
こ
と
を
願
う
祈き

祷と
う

な
ど
、
自
分
を
中
心
と
し

た
物
差
し
の
延
長
線
上
に
あ
る
仏
教
を
批
判
す

る
動
き
も
出
て
く
る
。
そ
の
こ
と
が
結
果
と
し

て
、
様
々
に
行
わ
れ
て
い
る
仏
道
修
行
や
、
他

の
仏
・
菩
薩
を
軽
ん
じ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ

た
の
で
す
。

こ
れ
は
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
大
き
な
課

題
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は「
無

戒
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
決
し
て
、

「
阿
弥
陀
如
来
が
許
し
て
く
だ
さ
る
の
で
何
で
も

あ
り
」
と
、
自
分
中
心
の
行
動
を
正
当
化
し
て

い
く
教
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
誤
解
を
恐
れ

ず
に
言
う
な
ら
ば
、
戒
律
に
あ
た
る
の
が
念
仏

一
つ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
戒
律
で
は

な
く
、
念
仏
に
よ
っ
て
自
身
が
照
ら
さ
れ
て
頭

が
下
が
っ
た
時
、
自
ず
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
は
た

ら
き
が
私
の
身
に
表
れ
て
く
だ
さ
る
。
そ
の
上

で
の
生
活
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
周
り
か
ら
見
た
ら
開
き
直
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
し
、
時
に
そ

う
い
う
誤
解
を
生
じ
る
余
地
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
思
想
や
立
場
の
違
い

か
ら
論
争
を
仕
掛
け
、
対
立
を
顕
在
化
さ
せ
て

い
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
、法

然
上
人
は
お
っ
し
ゃ
り
、
ま
た
お
弟
子
の
方
々

と
一
緒
に
確
か
め
て
誓
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。こ

う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
専
修
念
仏
へ
の
批

判
が
一
旦
は
収
束
し
て
い
く
の
で
す
。

『
興
福
寺
奏
状
』
と
は

一
二
〇
五
年
の
十
月
に
な
り
ま
す
と
、
今
度

は
南
都
を
代
表
す
る
寺
社
権
門
で
あ
る
興
福
寺

か
ら
朝
廷
へ
と
、
専
修
念
仏
の
徒
の
過
失
九
カ

条
を
列
挙
し
た
『
興こ
う

福ふ
く

寺じ

奏そ
う

状じ
ょ
う』

が
提
出
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
を
書
か
れ
た
の
は
興
福
寺
の
一
番

著
名
な
学
僧
で
あ
る
解げ

脱だ
つ

房ぼ
う

貞じ
ょ
う

慶け
い

と
い
う
方
な

の
で
す
が
、
八
宗
を
代
表
し
て
提
出
し
た
と
い

う
点
が
重
要
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
南な
ん

都と

六
宗

と
天
台
宗
・
真
言
宗
と
い
う
、
当
時
の
正
統
的

仏
教
全
体
が
、
専
修
念
仏
を
排
除
し
て
い
く
こ

と
に
つ
い
て
は
心
を
同
じ
く
し
て
い
た
の
で
す
。

『
興
福
寺
奏
状
』
の
内
容
で
す
が
、
延え
ん

暦り
ゃ
く

寺じ

か

ら
出
さ
れ
た
批
判
と
お
お
よ
そ
重
な
っ
て
い
ま

す
が
、
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一

条
で
は
、「
天
皇
の
許
可
（
＝
勅ち
ょ
っ

許き
ょ

）
も
な
く
新

し
く
浄
土
宗
を
立
て
た
失
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
顕
密
仏
教
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
体
制
が

認
め
て
も
い
な
い
の
に
一
宗
を
名
乗
る
、
つ
ま

り
新
た
に
自
分
た
ち
に
加
わ
る
な
ど
、
許
さ
れ

る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
第
九
条
で
は
、「
専
修
念
仏
の
者
が
諸

宗
を
嫌
っ
て
同
座
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
国
土
を

乱
し
て
い
る
失
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
自

分
た
ち
と
立
場
を
同
じ
く
し
よ
う
と
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
国
の
秩
序
を
乱
す
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
天
皇
の
許
し
が

出
る
は
ず
も
な
い
と
言
う
の
で
す
。
要
す
る
に
、

『
興
福
寺
奏
状
』
で
は
、
国
家
体
制
の
秩
序
を
乱

す
も
の
だ
か
ら
許
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う

部
分
が
新
し
く
加
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

あ
あ
仏
門
、
随ず

い

分ぶ
ん

の
鬱う

っ

陶と
う

、
古
来
多
し
と

い
え
ど
も
、
八は

っ

宗し
ゅ
う

同ど
う

心し
ん

の
訴
訟
、
前
代
未

聞
な
り
。
事
の
軽け

い

重ち
ょ
う、
う
や
う
や
し
く
聖せ

い

断だ
ん

を
仰あ

お

ぐ
。（
中
略
）
右
、
件く

だ
ん

の
源
空
、
一

門
に
偏へ

ん

執し
ゅ
うし

、
八
宗
を
都と

滅め
つ

す
。
天て

ん

魔ま

の

所し
ょ

為い

、
仏ぶ

っ

神し
ん

痛
む
べ
し
。（
中
略
）
望
み
請こ

う
ら
く
は
、
恩お

ん

慈じ

、
早
く
奏そ

う

聞も
ん

を
経
て
、

七し
ち

道ど
う

諸
国
に
仰お

お

せ
て
、
一
向
専
修
条
々
の

過
失
を
停

ち
ょ
う

止じ

せ
ら
れ
、
兼
ね
て
ま
た
罪ざ

い

科か

を
源
空
な
ら
び
に
弟
子
ら
に
行
わ
れ
ん
こ

と
を
。

こ
の
時
代
、
国
家
と
仏
教
界
と
が
一
体
化
し

て
民
衆
を
支
配
し
て
い
く
社
会
で
し
た
か
ら
、事

の
軽
重
は
仏
教
界
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
と
い

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
八
回　

法
難
・
御
流
罪

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11月12日
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う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
文
章
が
非
常

に
厳
し
い
も
の
に
な
る
ぐ
ら
い
、
自
分
た
ち
の

体
制
に
矛
盾
を
感
じ
さ
せ
て
い
く
専
修
念
仏
の

教
え
が
、
民
衆
に
広
ま
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た

の
だ
と
考
え
ま
す
。

迎
え
た
法
難

翌
一
二
〇
六
年
の
二
月
、
再
び
興
福
寺
の
衆

徒
が
朝
廷
に
迫
り
、
法
然
上
人
の
数
名
の
お
弟

子
を
流
罪
に
処
す
る
よ
う
訴
え
ま
す
。
そ
れ
で

黙
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
朝
廷
は
、
ど
の
よ

う
な
罪
名
に
処
す
べ
き
か
、
学
者
に
諮し

問も
ん

す
る

よ
う
命
令
を
下
す
の
で
す
。
そ
の
辺
の
事
情
が
、

当
時
、
頭
と
う
の

弁べ
ん

（
蔵く

ろ
う
ど
の
と
う

人
頭
に
し
て
左さ

中ち
ゅ
う

弁べ
ん

を
兼
ね

る
＝
実
務
官
人
の
最
重
要
職
）
で
あ
っ
た
三さ
ん

条じ
ょ
う

長な
が

兼か
ね

の
日
記
で
あ
る
『
三さ

ん

長ち
ょ
う

記き

』
に
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
方か
た

が
専
修
念
仏
の
停
止
に
関
す
る
朝
廷

の
ま
と
め
役
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で

す
が
、
皆
が
様
々
な
意
見
を
言
う
の
で
、
審
議

は
ま
と
ま
ら
ず
何
度
も
行
わ
れ
る
。
そ
れ
で
興

福
寺
か
ら
は
再
三
、
念
仏
停
止
の
督
促
を
さ
れ

る
。
三
条
長
兼
に
限
ら
ず
、
貴
族
の
日
記
に
は
、

私
情
と
い
う
も
の
は
書
か
れ
る
こ
と
は
多
く
な

い
の
で
す
が
、
こ
の
時
は
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と

に
対
処
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
は
、
ど
の
よ

う
な
罪
業
の
報
い
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た

こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
こ
の
年
の
十
二
月
、
後
鳥

羽
上
皇
の
女
房
が
上
皇
の
不
在
中
、
住
じ
ゅ
う

蓮れ
ん

・
安あ

ん

楽ら
く

の
行
う
念
仏
会
に
参
加
し
た
後
に
出
家
す
る

と
い
う
、
念
仏
弾
圧
の
直
接
の
引
き
金
と
な
っ

た
出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
思

想
的
に
対
立
す
る
状
況
が
高
ま
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
で
住
蓮
・
安
楽
の
こ
と

を
悪
く
言
う
者
も
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
翌
一
二
〇
七
年
の
一
月
下
旬
に
、
念

仏
停
止
の
宣せ
ん

旨じ

が
出
さ
れ
、二
月
上
旬
に
住
蓮
・

安
楽
が
拘
禁
、
捕
ま
え
ら
れ
て
拷
問
を
受
け
る

と
い
う
事
態
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。『
法
然
上

人
行
状
絵
図
』
に
そ
の
様
子
が
出
て
ま
い
り
ま

す
が
、
安
楽
は
捕
ま
っ
た
後
、
専
修
念
仏
へ
の

批
判
を
不
当
な
も
の
と
反
論
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
政
治
権
力
に
対
す
る
批
判
と
受
け
取
ら
れ

て
し
ま
い
、
直
ち
に
処
断
が
下
さ
れ
て
死
罪
・

流
罪
と
い
う
形
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
が

い
わ
ゆ
る
「
承
元
の
法
難
」
で
す
。

法
難
へ
の
視
座

ご
承
知
の
通
り
、
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』

「
後
序
」
に
お
い
て
、
当
時
の
状
況
を
書
い
て
お

ら
れ
ま
す（『
聖
典
』
三
九
八
頁
七
行
目
〜
）。
教

え
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
皆
が
本
当
に
頷
い
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

な
い
社
会
の
中
、
専
修
念
仏
の
教
え
を
本
当
に

喜
ん
で
い
る
人
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
。
し
か

し
、
顕
密
の
学
匠
た
ち
は
、
時
代
と
そ
こ
を
生

き
る
人
に
真
に
相
応
し
た
教
え
が
何
で
あ
る
か

を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
。
ま
た
、
出
身
で
あ
る

日
野
家
も
含
め
て
世
俗
の
学
者
た
ち
も
、
念
仏

の
意
味
、
仏
道
修
行
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
の

で
、
何
を
な
す
べ
き
で
何
を
な
す
べ
き
で
な
い

か
の
筋
道
を
わ
き
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
天
皇
お
よ
び
こ
れ
に
仕
え
る
人
た

ち
は
、
仏
法
に
背
き
、
本
当
の
罪
か
ど
う
か
を

考
え
な
い
ま
ま
、
み
だ
り
に
死
罪
・
流
罪
と
い

う
処
断
を
下
し
た
の
だ
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。そ

し
て
、
宗
祖
が
「
禿と
く

」
を
も
っ
て
姓し

ょ
うと

さ

れ
た
と
は
、
要
す
る
に
、
自
身
は
諸
宗
が
言
う

よ
う
な
国
家
が
認
め
た
出
家
者
で
は
な
く
、
仏

道
を
全
く
放ほ
う

擲て
き

し
た
外げ

道ど
う

で
も
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
念
仏
停
止
に
至
る
背
景
を
ふ
ま
え
た

上
で
こ
の
文
章
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
当
時

の
状
況
、
そ
し
て
そ
の
中
で
の
本
当
の
仏
道
と

は
何
か
と
い
う
課
題
が
、
親
鸞
聖
人
に
本
当
に

迫
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
窺
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
怒
り
を
示
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
法
然
上
人
も
ま
た
同
じ
思
い
で

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
は
思
う
の
で
す
が
、
異
な

る
反
応
を
さ
れ
る
の
で
す
。『
法
然
上
人
行
状
絵

図
』
の
、
吉
水
教
団
が
解
散
と
な
っ
て
皆
が
バ

ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
く
場
面
で
す
。

流
刑
、
さ
ら
に
う
ら
み
と
す
べ
か
ら
ず
。
そ

の
ゆ
へ
は
、
齢よ

わ
い
す
で
に
八は

っ

旬し
ゅ
んに
せ
ま
り
ぬ
。

た
と
ひ
山さ

ん

海か
い

を
へ
だ
つ
と
も
、
浄
土
の
再

会
な
む
ぞ
う
た
が
は
ん
。（
中
略
）
念
仏
の

興
行
、
洛
陽
に
し
て
と
し
ひ
さ
し
。
辺へ

ん

鄙ぴ

に
お
も
む
き
て
、
田で

ん

夫ぷ

野や

人じ
ん

を
す
す
め
ん

事
季き

来ら
い

の
本ほ

意い

な
り
。
し
か
れ
ど
も
時
い

た
ら
ず
し
て
、
素そ

意い

い
ま
だ
は
た
さ
ず
。
い

ま
事
の
縁
に
よ
り
て
、
季
来
の
本
意
を
と

げ
ん
事
、
す
こ
ぶ
る
朝

ち
ょ
う

恩お
ん

と
も
い
ふ
べ
し
。

こ
の
法
の
弘ぐ

通づ
う

は
、
人
は
と
ど
め
む
と
す

と
も
、
法
さ
ら
に
と
ど
ま
る
べ
か
ら
ず
。

 

（『
法
然
上
人
伝
全
集
』
二
二
四
頁
〜
）

親
鸞
聖
人
は
貴
族
の
出
身
で
す
か
ら
「
こ
ん

な
こ
と
が
許
さ
れ
て
、
こ
れ
が
本
当
の
あ
る
べ

き
政
治
で
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
思
い
も
、

や
は
り
相
当
強
く
持
た
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
一
方
で
法
然
上
人
は
、「
こ
れ
は

朝
廷
か
ら
私
に
与
え
ら
れ
た
命
令
な
の
で
す
か

ら
、
ご
恩
で
あ
る
と
い
た
だ
い
て
い
き
ま
す
」

と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
態
度
も
や
は
り
、
上

人
の
仏
法
と
の
出
あ
い
方
が
大
き
く
関
わ
っ
て

い
る
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
見
て
い

き
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
境
遇
を
縁
と
し

た
仏
法
と
の
出
あ
い
方
が
本
当
に
よ
く
表
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

本
日
は
専
修
念
仏
の
停
止
に
至
る
ま
で
の
具

体
的
な
経
緯
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
時
に
、

念
仏
を
申
し
て
お
り
ま
す
と
、
興
福
寺
な
ど
の

諸
宗
を
敵
対
す
る
存
在
と
思
い
、
自
身
を
つ
い

被
害
者
の
立
場
に
勝
手
に
置
い
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
念
仏
を
弾
圧
す
る
人

た
ち
の
心
を
確
か
め
て
ま
い
り
ま
す
と
、
私
た

ち
の
日
頃
の
心
と
通
じ
る
面
が
と
て
も
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
事
柄
を
通

し
て
、
本
当
に
他
人
事
で
は
な
い
と
、
自
身
の

念
仏
の
い
た
だ
き
方
を
見
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
顕

密
仏
教
や
国
家
権
力
に
よ
る
弾
圧
を
指
弾
し
て

お
き
な
が
ら
、
彼
ら
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
た
教

え
を
、
自
ら
を
立
て
て
ゆ
く
物
差
し
と
し
て
使

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
真
宗
に
出
あ
い
開
か

れ
て
い
っ
た
深
い
頷
き
を
も
っ
て
、
御
流
罪
の

地
に
赴
か
れ
て
い
っ
た
親
鸞
聖
人
・
法
然
上
人

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
い
く
こ
と

が
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
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︱
︱
高
齢
者
を
取
り
巻
く
環
境
が
急
速
に
変
化

し
て
い
ま
す
。

寺
西
：
介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、高

齢
者
施
設
は
年
ご
と
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
避

け
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
高
齢
者
施
設
で
は

毎
年
一
定
の
割
合
で
入
所
者
が
お
亡
く
な
り
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
身
寄
り
の
な
い

方
の
葬
儀
も
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
方
の
葬
儀
執
行
や
そ
の
後
の
お
骨
の

取
り
扱
い
な
ど
、
施
設
で
は
新
た
な
問
題
を
抱

え
て
い
ま
す
。

小
川
：
日
本
の
社
会
で
は
「
老
親
の
お
世
話
は

家
族
が
す
る
の
は
当
た
り
前
」
と
い
う
考
え
が

根
強
く
あ
り
ま
す
。
高
齢
化
社
会
の
中
で
、色
々

な
事
情
を
抱
え
て
介
護
に
関
わ
る
こ
と
が
困
難

な
人
た
ち
の
実
情
が
見
え
た
こ
と
で
、
多
様
な

家
族
の
形
が
あ
っ
て
い
い
こ
と
も
認
知
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
家

族
と
い
う
日
常
の
中
で
、
日
々
老
い
、
病
み
、
い

の
ち
を
終
え
て
い
く
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

︱
︱
施
設
の
増
加
や
家
族
形
態
の
変
化
は
、
寺

院
に
ど
う
影
響
し
て
い
ま
す
か
？

寺
西
：
近
年
の
傾
向
で
す
と
、
在
宅
の
高
齢
者

は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
か
ら
施

設
の
利
用
が
始
ま
り
、
家
庭
で
の
生
活
に
支
障

を
き
た
す
よ
う
に
な
る
と
、
ご
家
族
の
希
望
も

加
わ
っ
て
、ケ
ア
ハ
ウ
ス
や
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
、
高
齢
者
施
設
を

終
の
住
処
と
し
て
入
所
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
一
般

的
で
す
。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
伴
っ
て
、

家
庭
で
の
介
護
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の

も
事
実
で
す
。

考
え
た
い
の
は
、
高
齢
者
が
施
設
に
入
所
す

る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
や
地
域
か
ら
切
り
離
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
。
入
所
に
は
家
族
形
態
の
変

化
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が
あ
り
ま
す
が
、
亡

く
な
る
ま
で
施
設
を
利
用
さ
れ
る
方
が
ほ
と
ん

ど
な
の
で
、
そ
の
間
に
住
み
慣
れ
た
地
域
社
会

か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

人
生
百
年
時
代
を
迎
え
た
超
高
齢
化
社
会
で
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
も
手
伝
っ
て
、
葬
儀
の
形
態

が
家
族
葬
や
個
人
葬
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
る

の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

田
中
：
施
設
で
働
い
て
い
る
友
人
か
ら
、
長
年

入
居
し
て
い
た
お
年
寄
り
の
葬
儀
の
際
、
遺
族

よ
り
施
設
の
職
員
が
大
勢
泣
い
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
血
の
つ
な
が
っ
た
家

族
で
あ
っ
て
も
「
共
に
生
き
た
」
と
い
う
こ
と

が
な
け
れ
ば
悲
し
み
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
大

切
な
人
の
死
を
通
し
て
、
ど
う
生
き
、
ど
う
死

ぬ
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
機
会
も
現
代
で

は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

堂
宮
：
以
前
、
施
設
で
正
信
偈
を
お
勤
め
し
た

時
、
重
い
認
知
症
の
方
た
ち
が
思
い
が
け
ず
一

緒
に
生
き
生
き
と
声
を
出
さ
れ
た
こ
と
が
何
度

も
あ
り
ま
し
た
。
御
本
尊
に
手
を
合
わ
せ
た
り
、

法
要
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
歩
ん
で
き

た
人
生
を
思
い
出
し
、
尊
厳
を
回
復
す
る
機
会

に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

し
か
し
最
近
で
は
そ
う
い
う
お
年
寄
り
も
減

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
御
本
尊
に
手
を

合
わ
せ
る
生
活
を
体
験
し
て
き
た
方
が
減
少
し

て
い
る
こ
と
の
表
れ
だ
と
危
機
感
を
感
じ
ま
す
。

小
川
：
お
内
仏
の
お
給
仕
が
お
年
寄
り
の
大
切

な
役
割
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
が
、
よ
う
や
く

分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
晩
年
を
施
設
で

暮
ら
す
お
年
寄
り
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
お

内
仏
を
通
じ
て
亡
き
人
た
ち
に
思
い
を
寄
せ
な

が
ら
生
活
す
る
人
が
家
庭
か
ら
抜
け
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
月
忌
参
り
の
減
少
、
仏

壇
の
縮
小
、
ひ
い
て
は
墓
じ
ま
い
に
も
つ
な
が

っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

︱
︱
難
し
い
状
況
に
対
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
教
化
活
動
や
関
わ
り
方
を
？

堂
宮
：
私
が
関
わ
っ
て
い
る
「
あ
い
ふ
る
の
里
」

で
は
、
年
二
回
の
彼
岸
会
法
要
に
加
え
、
毎
月

別
院
か
ら
「
巡
回
法
話
」
と
し
て
教
区
内
の
僧

侶
が
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
お
年
寄
り
だ
け
で
な
く
、
日
々
介
護
に

勤い
そ

し
ま
れ
て
い
る
職
員
さ
ん
の
こ
と
も
気
に
か

け
て
話
を
し
て
い
ま
す
。
法
話
の
後
で
雑
談
し
、

感
想
な
ど
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

小
川
：
十
九
年
前
、
七
十
六
歳
の
父
親
が
要
介

護
5
と
認
定
さ
れ
、
毎
週
一
回
介
護
ヘ
ル
パ
ー

が
様
子
を
見
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
ヘ
ル

パ
ー
さ
ん
が
父
親
に
赤
ち
ゃ
ん
言
葉
で
話
し
か

け
て
い
て
、
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
ま
し
た
。

厚
生
労
働
省
の
推
計
に
よ
る
と
、
二
〇
二
五
年
に
は
高
齢
者
（
六
十
五
歳
以
上
）
が
人
口
の

三
〇
％
に
達
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
超
高
齢
化
社
会
に
備
え
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
介
護

保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
、
私
た
ち
の
住
む
名
古
屋
教
区
で
も
高
齢
者
福
祉
施
設
が
増
加
し
た
。

名
古
屋
教
区
・
別
院
で
は
、
介
護
保
険
制
度
施
行
以
前
か
ら
、
高
齢
者
福
祉
施
設
へ
出
向
く

教
化
事
業
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
今
後
ま
す
ま
す
加
速
す
る
で
あ
ろ
う
急
速
な
社
会
変
化
に
対

し
、
僧
侶
や
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
せ
る
の
か
を
、
高
齢
者
福
祉
施
設
で
の
教
化
に

関
わ
っ
て
き
た
方
々
か
ら
お
話
を
伺
っ
た
。
同
朋
社
会
の
顕
現
を
願
い
、
本
号
に
掲
載
し
ま
す
。

有
縁
を
ひ
ら
く

　

︱ 

高
齢
者
施
設
の
現
場
か
ら
見
え
る
こ
と

話
し
手
：
寺て

ら

西に
し

伊い

久く

夫お

さ
ん
（
第
一
組 

佛
聲
寺
） 

小お

川が
わ

正ま
さ

幸ゆ
き

さ
ん
（
第
二
十
二
組 

礫
朋
寺
）

　
　
　
　

堂た

宮み
や

淳あ
つ

賢の
り

さ
ん
（
第
二
十
四
組 

長
誓
寺
） 

田た

中な
か

智と
も

教の
り

さ
ん
（
名
古
屋
別
院
職
員
）

聞
き
手
：
大お

お

河こ
う

内ち

真し
ん

慈じ

（
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

現代社会と真宗教化

現在、愛知育児院の理事長を務める寺西さん　20年ほど前から高
齢者施設の運営にも関わっている

かつて別院「巡回法話」を社会
事業として推進された小川さん
現在も施設に赴いている
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今
、
毎
月
介
護
施
設
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
が
、
年
老
い
た
人
の
歩
ん
で
き
た

歴
史
を
飛
び
越
さ
ず
、
旬
の
老
い
を
生
き
て
い

る
人
へ
の
敬
い
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

田
中
：
名
古
屋
別
院
で
は
一
九
九
一
年
頃
か
ら
、

年
老
い
て
定
例
法
話
に
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
人

た
ち
と
の
ご
縁
を
切
ら
さ
ぬ
よ
う
事
業
を
模
索

し
ま
し
た
。
寺
西
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
教
区

内
僧
侶
に
協
力
を
あ
お
ぎ
な
が
ら
「
外
に
歩
み

出
す
教
化
」「
出
向
い
て
い
く
教
化
」
と
し
て
、

高
齢
者
施
設
に
出
向
い
て
法
話
を
す
る
「
巡
回

法
話
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
お
坊
さ
ん
漫
才
な
ど
の
需
要
も
高

い
で
す
し
、
型
に
は
ま
っ
た
法
話
で
は
な
く
、
身

振
り
手
振
り
を
交
え
、
昔
の
歌
謡
曲
を
一
緒
に

歌
っ
た
り
、
た
だ
一
緒
に
お
茶
を
飲
む
時
間
を

過
ご
す
僧
侶
も
お
ら
れ
ま
す
。

寺
西
：
私
は
法
話
後
に
利
用
者
さ
ん
、
介
護
士

さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
と
両
手
を
重
ね
て
「
ま

た
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
ね
」「
身
体
を
冷
や
さ
な

い
よ
う
に
ね
」
な
ど
と
、
言
葉
が
け
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
表
情
や
手
の
温
も
り
か

ら
、
そ
の
人
の
心
や
健
康
の
様
子
が
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。
そ
れ
は
施
設
を
再
訪
す
る
私
自
身
の

楽
し
み
に
も
な
り
ま
す
。
四
季
折
々
に
身
近
な

話
題
を
採
り
入
れ
て
、
解
り
や
す
く
、
深
く
、
や

さ
し
く
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
の
ス
タ

ン
ス
の
中
に
、
互
い
の
琴
線
に
触
れ
る
出
あ
い

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

高
齢
者
施
設
で
は
、
毎
日
ほ
ぼ
同
じ
生
活
が

続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
巡
回
法
話
」
を

含
め
た
外
来
の
方
々
と
触
れ
合
う
機
会
は
、
施

設
も
入
所
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
も
大
切
に
さ
れ

て
い
ま
す
。
面
会
に
来
ら
れ
た
ご
家
族
に
「
今

日
は
お
坊
さ
ん
か
ら
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
よ
」

な
ど
と
伝
え
る
光
景
を
何
度
も
目
に
し
ま
し
た
。

「
お
坊
さ
ん
っ
て
ど
ん
な
話
を
す
る
の
？
」
と
興

味
深
そ
う
に
尋
ね
る
お
孫
さ
ん
。
ほ
ほ
え
ま
し

い
光
景
が
あ
り
ま
す
。
法
話
に
つ
い
て
の
話
を

笑
顔
で
さ
れ
る
様
子
を
拝
見
し
て
、
ご
家
族
が

お
年
寄
り
と
の
関
係
を
見
な
お
し
た
り
、
お
年

寄
り
同
士
の
会
話
が
育
ま
れ
る
機
会
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
「
巡
回
法
話
」
の
大
切
な
点
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
。

︱
︱
施
設
の
外
に
も
お
年
寄
り
の
生
活
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

小
川
：
私
の
お
寺
の
学
区
で
は
、
独
居
老
人
を

対
象
に
し
た
食
事
会
や
、
定
期
的
に
喫
茶
サ
ロ

ン
を
開
い
て
、
お
年
寄
り
の
孤
独
化
を
避
け
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
隣
近
所
の
お
年
寄
り
や
障

が
い
者
な
ど
を
独
り
ぼ
っ
ち
に
さ
せ
な
い
よ
う

に
、
近
く
の
誰
か
が
さ
り
げ
な
く
気
に
か
け
な

が
ら
見
守
っ
て
い
く
「
見
守
り
活
動
」
も
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

地
域
で
の
き
め
細
か
い
助
け
合
い
の
仕
組
み

と
意
識
が
定
着
し
て
い
け
ば
、
終
末
期
の
選
択

肢
が
施
設
だ
け
で
は
な
く
、
長
年
住
み
慣
れ
た

地
で
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

は
、
お
寺
（
僧
侶
）
と
し
て
ど
う
つ
な
が
り
、
何

が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
き
ま
す
。

堂
宮
：
私
が
伺
っ
て
い
る
施
設
で
は
、
毎
年
春

に
な
る
と
施
設
の
方
が
お
年
寄
り
を
連
れ
て
お

寺
に
桜
を
見
に
来
ら
れ
ま
す
。
身
近
な
関
わ
り

を
通
じ
て
互
い
の
連
携
を
さ
ら
に
進
め
て
い
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。
施
設
で
の
「
巡
回
法
話
」

を
き
っ
か
け
に
、
町
の
電
気
屋
さ
ん
み
た
い
な

お
寺
と
し
て
地
域
に
開
か
れ
る
こ
と
も
願
っ
て

い
ま
す
。

寺
西
：
目
を
向
け
る
べ
き
人
は
私
た
ち
の
目
の

前
に
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
普
段
の
月
忌
参

り
の
中
に
も
、
夫
婦
、
親
子
な
ど
の
問
題
が
あ

り
、
高
齢
者
の
問
題
も
あ
る
。
そ
こ
に
私
た
ち

が
正
し
く
目
を
向
け
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
自
身
が
社
会
に
開

か
れ
て
い
な
い
と
、
ご
縁
は
開
か
れ
な
い
と
思

い
ま
す
。 

︱
︱
課
題
の
多
い
現
状
で
す
が
、
も
っ
と
自
由

な
お
寺
の
あ
り
方
を
展
開
し
て
い
く
チ
ャ
ン
ス

の
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

田
中
：
今
後
、
寺
院
や
門
徒
の
家
、
葬
儀
会
館

だ
け
で
は
な
く
、
施
設
や
病
院
な
ど
、
地
域
の

い
た
る
所
で
僧
侶
の
活
動
が
望
ま
れ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
別
院
職
員
と
し
て
も
、
新
た
な
場
所

で
新
た
な
人
と
出
あ
っ
て
ワ
ク
ワ
ク
し
た
り
、自

身
を
含
む
現
代
人
の
苦
悩
を
共
に
学
ぶ
ご
縁
が

作
れ
た
ら
幸
い
で
す
。

堂
宮
：
施
設
の
中
で
は
、
今
ま
で
自
分
と
切
り

離
し
て
い
た
「
老
・
病
・
死
」
の
現
実
が
リ
ア

ル
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
施
設
で
の

法
話
は
、
お
寺
の
法
話
と
違
っ
て
専
門
用
語
で

逃
げ
ら
れ
な
い
場
で
あ
り
、
私
自
身
が
ど
の
よ

う
に
お
聖
教
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
か
を
直
に

問
い
返
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
私
自
身
の
聞
法
に

対
す
る
意
欲
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
と
て
も
有

難
い
機
会
だ
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

小
川
：「
一
切
の
有
情
は
、
み
な
も
っ
て
世
々

生
々
の
父
母
兄
弟
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ど

れ
だ
け
有
縁
を
見
出
し
て
い
く
の
か
が
大
き
な

課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
施
設
も
、
老
人
福
祉
施

設
だ
け
で
は
な
い
し
、
ご
門
徒
の
法
事
や
葬
儀

だ
け
が
有
縁
で
も
な
い
。
実
は
あ
ら
ゆ
る
場
面

場
面
に
有
縁
を
感
じ
取
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
。

身
を
運
び
、
目
を
開
き
、
耳
を
傾
け
れ
ば
、
思

い
も
か
け
な
い
出
会
い
が
用
意
さ
れ
て
い
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
出
会

い
が
自
分
の
見
つ
め
直
し
や
、
真
宗
の
足
元
を

問
う
力
に
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。 

現在「巡回法話」の担当をして
いる別院社会事業部の田中さん

寺
西
：「
巡
回
法
話
」
に
行
か
れ
た
ら
、
肩
の
力

を
抜
い
て
目
の
前
の
人
に
接
し
て
い
た
だ
き
、そ

こ
で
そ
の
人
ひ
と
り
の
人
生
に
出
あ
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

私
は
一
人
ポ
ツ
ン
と
座
っ
て
お
ら
れ
る
方
が

あ
れ
ば
、
人
肌
を
感
じ
る
ほ
ど
の
距
離
を
保
っ

て
、
目
線
を
合
わ
せ
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
う
す
る
と
安
心
さ
れ
る
の
か
、
ど
の

方
も
穏
や
か
な
表
情
に
変
わ
っ
て
穏
や
か
に
会

話
が
進
み
ま
す
。
そ
ん
な
不
思
議
な
、
一
人
ひ

と
り
と
の
心
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
ま
す
。

高
齢
者
の
方
は
、
人
生
で
自
分
が
一
番
愛
さ

れ
て
い
た
時
、
家
庭
人
と
し
て
社
会
人
と
し
て

輝
い
て
い
た
時
の
こ
と
を
宝
物
の
よ
う
に
持
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
が
少
し
で
も

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
時
に
は
、
心
底
か
ら

嬉
し
く
な
り
ま
す
。
高
齢
者
施
設
を
訪
問
さ
れ

る
方
は
、
そ
こ
に
身
を
運
び
な
が
ら
「
生
老
病

死
」
を
学
び
、
そ
の
学
び
の
中
か
ら
共
々
の
「
い

の
ち
の
輝
き
」
を
見
出
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。 

（
了
）

あいふるの里の創設時からご縁の
あった父の後を引き継ぎ、施設に
身を運び続けている堂宮さん



センタージャーナル No.109⑥

流
罪
地
で
の
暮
ら
し

一
二
〇
七
年
二
月
に
御
流
罪
の
処
断
を
受
け

た
親
鸞
聖
人
は
、
翌
月
に
越
後
に
向
か
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
一
二
一
四
年
ま
で
、

つ
ま
り
三
十
五
歳
か
ら
四
十
二
歳
ま
で
の
七
年

間
、
越
後
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
年

数
に
つ
い
て
は
、
佐さ

貫ぬ
き

で
の
三
部
経
千
部
読ど

く

誦じ
ゅ

と
い
う
出
来
事
が
聖
人
四
十
二
歳
の
時
に
あ
っ

た
と
、
恵え

信し
ん

尼に

様
の
お
手
紙
に
書
い
て
あ
る
こ

と
か
ら
分
か
る
の
で
す
。
流
罪
の
赦し
ゃ

免め
ん

が
一
二

一
一
年
十
一
月
（
聖
人
三
十
九
歳
）
に
あ
り
ま

し
た
の
で
、
四
年
程
は
罪
人
と
し
て
過
ご
し
、そ

の
後
も
そ
の
ま
ま
越
後
に
留
ま
ら
れ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

で
は
、
越
後
で
の
暮
ら
し
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
。
聖
人
ご
自
身
が
そ
の
生
活
を

語
ら
れ
な
い
の
で
何
と
も
分
か
ら
な
い
の
で
す

が
、
特
に
戦
後
に
な
り
ま
す
と
、
流
人
と
し
て

民
衆
と
共
に
厳き
び

し
い
生
活
を
送
ら
れ
た
と
い
う

見
解
が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
十
世
紀
初
頭

に
作
ら
れ
た
律
令
の
細
則
で
あ
る
『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

』

に
は
、
流
罪
に
な
っ
た
当
年
は
食
料
と
種
も
み

が
支
給
さ
れ
、
翌
年
か
ら
は
そ
れ
を
使
っ
て
自

分
で
耕
す
よ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。
も
し
こ
の

規
定
が
厳
格
に
な
さ
れ
た
と
し
ま
す
と
、
非
常

に
厳
し
い
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
越
後
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
世せ

系け
い

に
由
来

す
る
繋
が
り
も
垣
間
見
え
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
親
鸞
聖
人
の
伯
父
で
あ
る
日ひ

野の

宗む
ね

業の
り

は
中
級
貴
族
と
し
て
、
国
家
の
実
務
的
な
仕

事
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
聖
人
が
流

罪
に
な
る
前
の
月
に
越
後
権ご
ん
の
す
け

介
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
偶
然
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
し
、
聖

人
の
身
の
上
に
配
慮
し
て
と
い
う
こ
と
は
十
分

考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
、
諸
国
を
治
め
る
国こ
く

司し

の
中
で
も
一
番
の
責
任
者
を
「
守か
み

」、
そ
の
次
を

「
介す
け

」
と
言
い
、
中
央
の
貴
族
・
官
人
が
任
命
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
現
地
に
赴ふ

任に
ん

す
る
か
否
か
は

状
況
次
第
で
し
た
が
、
恐
ら
く
、
日
野
宗
業
は

赴
任
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
権
ご
ん
の
す
け介

の
血
縁
者
と
な
れ
ば
、
現
地
の
者
た
ち
の
配
慮

が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
恵
信
尼
様
の
父
親
で
あ
る
三み

善よ
し

為た
め

教の
り

も
、
い
つ
の
時
期
か
は
不
明
で
す
が
、
流
罪
よ

り
も
以
前
に
越え
ち
ご
の
す
け

後
介
を
務
め
て
い
ま
す
。
恵
信

尼
様
は
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
越
後

に
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
の
理
由
も
、
越

後
に
世
系
に
由
来
す
る
繋
が
り
が
あ
り
、
そ
れ

が
生
活
の
安
定
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。『
恵
信
尼
消
息
』
か
ら
は
生
活

の
様
子
も
窺
え
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
、
恵

信
尼
様
が
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
下げ

人に
ん（
領
主
・

主
家
に
仕
え
、
農
業
・
雑
用
に
従
事
し
た
方
々
）

の
名
前
も
出
て
く
る
の
で
す
（『
聖
典
』
六
一
五

頁
他
）。

こ
れ
ら
を
考
え
ま
す
と
、
越
後
で
の
生
活
に
、

世
系
に
よ
る
一
定
の
支
え
が
あ
っ
た
可
能
性
は

否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
貴
族
出
身
者
と

し
て
優
雅
な
日
々
を
送
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
国
家
に
よ
っ
て
罪
人
と
し
て
処
断
さ

れ
た
者
と
し
て
日
々
を
送
っ
た
の
は
間
違
い
な

い
こ
と
で
す
。
そ
の
立
場
か
ら
、
厳
し
い
状
況

の
中
で
生
活
す
る
民
衆
を
目
の
当
た
り
に
し
、

思
い
を
凝こ

ら
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ

っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し

た
両
面
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、「
い
し
・
か
わ

ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」（『
聖

典
』
五
五
三
頁
）
と
出
あ
っ
て
い
か
れ
た
聖
人

を
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

本
当
の
「
不
思
議
」
と
は
？

親
鸞
聖
人
が
出
あ
っ
て
い
か
れ
た
〝
ゐ
な
か

の
人
々
〟
と
は
、
在
地
の
秩
序
の
中
で
自
然
と

共
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
生
き
る
し
か
な
い
人
々

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
聖
人
は
様
々
な
身
分
階

層
の
方
々
の
息
遣
い
を
感
じ
て
歩
み
な
が
ら
も
、

な
か
な
か
出
あ
え
な
い
と
い
う
大
き
な
問
題
を

抱
え
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
少
し
見
て
い
き
た
い
の

が
、
越
後
の
七
不
思
議
の
伝
承
で
す
。
数
自
体

は
も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
最
終
的

に
は
明
治
時
代
に
七
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

た
だ
、
そ
う
い
う
奇
跡
の
よ
う
な
話
が
早
い
時

期
か
ら
語
ら
れ
始
め
る
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て

い
る
も
の
と
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

う
し
た
伝
承
は
、
地
理
的
な
分
布
で
言
い
ま
す

と
、
い
わ
ゆ
る
下
越
と
呼
ば
れ
る
現
在
の
新
潟

市
の
近
く
に
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

流
罪
時
は
自
由
に
動
け
ま
せ
ん
か
ら
、
赦
免
に

な
っ
て
以
降
の
数
年
間
で
聖
人
が
行
か
れ
た
地

域
に
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
最
も
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
伝

承
の
ひ
と
つ
に
、「
逆さ
か

さ
竹だ

け

」
の
話
が
あ
り
ま
す
。

蓮
如
上
人
の
孫
で
あ
る
顕け
ん

誓せ
い

と
い
う
方
の

『
反ほ
ご
の故

裏う
ら

書が
き

』
に
は
既
に
出
て
く
る
も
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
二
百
年
以
上
経
っ

て
は
い
ま
す
が
、
地
域
で
大
事
に
さ
れ
て
き
た

話
な
の
で
す
。

そ
の
内
容
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
御
教
化
に

行
か
れ
る
際
、竹
の
杖
を
つ
い
て
歩
か
れ
た
。
竹

の
杖
と
は
、
根
っ
こ
の
部
分
を
上
に
し
て
持
つ

そ
う
で
す
。
あ
る
時
、
人
々
が
あ
ま
り
に
も
話

に
耳
を
傾
け
な
い
状
況
な
の
で
、
聖
人
は
座
り

込
ん
で
竹
の
杖
を
地
面
に
挿
し
て
し
ま
わ
れ
た
。

そ
し
て
、「
ど
の
よ
う
な
者
も
共
に
救
わ
れ
る
念

仏
の
教
え
の
尊
さ
に
気
づ
け
な
い
私
た
ち
の
姿

は
、
ま
る
で
こ
の
地
面
に
逆
さ
に
挿
し
た
竹
の

よ
う
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
生
死
の
苦
海
に
生

き
る
人
間
が
そ
の
ま
ま
で
、
弥
陀
の
本
願
に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
逆
さ
に

挿
し
た
竹
の
杖
に
も
必
ず
根
は
生
え
る
だ
ろ
う
」

と
言
わ
れ
、
そ
の
場
を
後
に
し
ま
し
た
。
そ
の

時
挿
し
た
竹
の
杖
が
、
今
で
は
生
い
茂
る
竹
林

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
伝
承
で
す
。

こ
の
話
は
、
越
後
で
教
え
を
一
緒
に
頷
い
て

い
く
と
い
う
こ
と
の
難
し
さ
を
、
説
い
て
い
る

聖
人
も
、
聞
い
て
い
る
在
地
の
人
々
も
、
共
に

感
じ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。「
逆
さ
竹
」
と
は
、
教
え
を
全
然
聞
か
な
い
、

自
分
の
こ
と
ば
か
り
を
中
心
に
し
て
逆
さ
ま
に

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
九
回　

越
後
で
の
生
活

講
師　

東ひ
が
し

舘だ
て 

紹し
ょ
う

見け
ん 

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）
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な
っ
て
い
る
私
た
ち
の
状
態
を
表
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
で
あ
っ
て

も
、
必
ず
根
は
生
え
る
、
つ
ま
り
念
仏
の
教
え

を
喜
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
話

だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
七
不
思
議
で
説
か
れ

る
奇
跡
は
全
て
、
親
鸞
聖
人
の
化け

導ど
う

を
縁
と
し

て
、
起
こ
る
は
ず
も
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
と

い
う
話
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
煩
悩
具
足
の

衆
生
が
念
仏
し
て
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、起

こ
る
は
ず
も
な
い
「
不
思
議
」
な
こ
と
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、こ
の
事
は
必
ず
実
現
す
る
と
人
々

は
受
け
止
め
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
谷
派
の
学
寮
の
初

代
講
師
で
あ
る
光
遠
院
恵
空
も
、
そ
の
著
『
叢

林
集
』
の
中
で
、
親
鸞
聖
人
の
伝
記
中
に
語
ら

れ
る
種
々
の
奇
瑞
に
言
及
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
単

な
る
奇
異
な
る
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
、
真
の

不
思
議
を
示
す
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き

で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
曇
鸞
大
師
の
御
和
讃
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
「
仏
法
不
思
議
」
と
示
し
て
お
ら

れ
ま
す
。

い
つ
つ
の
不
思
議
を
と
く
な
か
に

　

仏
法
不
思
議
に
し
く
ぞ
な
き

　

仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
は

　

弥み

陀だ

の
弘ぐ

誓ぜ
い

に
な
づ
け
た
り

 

（『
聖
典
』
四
九
二
頁
）

私
た
ち
の
よ
う
に
自
分
だ
け
を
中
心
と
し
て

い
る
存
在
が
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
照
ら
さ
れ

て
頭
が
下
が
る
生
き
方
が
で
き
る
、
そ
れ
以
上

の
不
思
議
は
無
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
蓮
如
上
人
も
同
様
の

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。『
御
一
代
記
聞

書
』（『
聖
典
』
八
六
九
〜
八
七
〇
頁
）
に
あ
り

ま
す
が
、「
上
人
が
書
か
れ
た
御
名
号
が
焼
け
た

時
に
仏
様
に
な
り
ま
し
た
。
不
思
議
な
こ
と
だ

と
皆
が
言
っ
て
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
際
、
蓮

如
上
人
は
「
仏
様
が
仏
様
に
な
る
の
は
当
た
り

前
で
し
ょ
う
。
そ
れ
よ
り
も
私
た
ち
が
仏
様
に

な
る
の
が
不
思
議
な
の
で
し
ょ
う
」
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。

や
は
り
、「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。
越
後
の
七
不
思
議
の
伝
承

と
は
、
親
鸞
聖
人
が
皆
と
一
緒
に
歩
む
こ
と
を

難
し
い
と
思
い
つ
つ
も
、
皆
と
一
緒
に
歩
ま
れ

た
日
々
の
中
か
ら
紡つ
む

が
れ
て
き
た
も
の
と
、
私

は
受
け
止
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

善
光
寺
如
来
と
親
鸞
聖
人

親
鸞
聖
人
が
越
後
か
ら
関
東
に
移
る
際
に
信

濃
の
善
光
寺
や
戸と

隠が
く
し

神
社
に
、
百
日
間
、
あ
る

い
は
数
日
間
参さ
ん

籠ろ
う

し
た
と
い
う
伝
承
も
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
五ご

天て
ん

良り
ょ
う

空く
う

の
『
親
鸞
聖
人

正し
ょ
う

統と
う

伝で
ん

』
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、『
正

統
伝
』
に
は
聖
人
が
五
十
三
歳
の
時
に
も
善
光

寺
に
赴
き
、
高
田
・
専
修
寺
の
本
尊
「
一
光
三

尊
像
」を
授
か
っ
た
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
歴
史
学
を
専
門
と
さ
れ
る
平ひ
ら

松ま
つ

令れ
い

三ぞ
う

先
生

は
、
聖
人
の
影
像
に
描
か
れ
る
鹿か
せ

杖づ
え

や
獣
の
敷

皮
な
ど
の
特
徴
か
ら
、
聖
人
を
「
聖ひ
じ
り」

で
あ
る

と
す
る
説
を
受
け
、
聖
人
が
善
光
寺
信
仰
を
広

め
る
「
勧か
ん

進じ
ん

聖ひ
じ
り」

で
あ
っ
た
と
す
る
説
を
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
聖
人
と
善
光
寺
と
が
密
接
な
関

係
に
あ
っ
た
と
す
る
史
料
や
学
説
は
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

で
は
、
親
鸞
聖
人
と
善
光
寺
如
来
の
信
仰
と

は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
ま
ず
、
善
光
寺

の
本
尊
で
あ
る
一
光
三
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
で

す
が
、
こ
れ
は
善
光
寺
の
縁
起
な
ど
に
よ
れ
ば
、

五
五
二
年
に
朝
鮮
半
島
の
百く
だ
ら済

か
ら
伝
来
し
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
に
は
こ
の

五
五
二
年
に
仏
教
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
書
か

れ
て
お
り
、
親
鸞
聖
人
が
末
法
に
入
っ
た
と
認

識
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
重
要
な
年
な
の
で

す
。
た
だ
し
、
現
在
で
は
仏
教
の
日
本
伝
来
は

五
三
八
年
の
方
が
史
実
に
近
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。さ

て
、
こ
う
し
て
伝
来
し
た
阿
弥
陀
如
来
像

で
す
が
、
日
本
人
は
こ
の
本
尊
を
大
事
に
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
難
波
の
堀
江
に
流
し
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
れ
を
拾
い
上
げ
た
の
が
本ほ
ん

田だ

善よ
し

光み
つ

と
い
う
方
で
あ
り
、
そ
の
後
に
本
尊
を
信
濃
に

移
し
、
最
終
的
に
六
四
四
年
に
現
在
地
に
伽が

藍ら
ん

が
開
創
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
こ
う
し
た
所
伝
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
右

の
阿
弥
陀
如
来
像
を
本
尊
と
す
る
善
光
寺
は
日

本
で
最
も
古
い
由
来
を
持
つ
寺
院
の
一
つ
で
あ

り
、
四
天
王
寺
や
法
隆
寺
と
並
ん
で
、
日
本
へ

の
仏
教
伝
来
と
定
着
を
象
徴
す
る
寺
院
で
も
あ

る
の
で
す
。
そ
う
し
た
中
、
聖
人
在
世
当
時
に

は
す
で
に
、
善
光
寺
如
来
に
対
す
る
信
仰
は
各

地
に
広
ま
り
を
み
せ
て
お
り
、
人
々
は
「
現
世

利
益
」
と
、
来
世
は
良
い
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た

い
と
い
う
「
来
世
往
生
」
を
如
来
に
願
う
と
い

う
の
が
一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
人
間
の
自
己
中
心
的
な
要
求
や
願
望
に
基
づ

く
信
仰
と
、
親
鸞
聖
人
の
歩
み
と
を
同
一
化
し

て
見
て
い
く
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
と
考
え

ま
す
。

や
は
り
、
以
前
に
お
話
し
た
聖
徳
太
子
信
仰

の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
聖
人
は
、「
日
本
に
阿

弥
陀
仏
の
教
え
が
伝
わ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
多

く
の
人
々
が
仏
教
を
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
の

本
当
の
意
味
」を
確
か
め
て
い
く
た
め
に
も
、
善

光
寺
如
来
に
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
和
讃
が
あ
り

ま
す
。善

光
寺
の
如に

ょ

来ら
い

の

　

わ
れ
ら
を
あ
わ
れ
み
ま
し
ま
し
て

　

な
に
わ
の
う
ら
に
き
た
り
ま
す

　

御み

名な

を
も
し
ら
ぬ
守も

り

屋や

に
て

 

（『
聖
典
』
五
一
〇
頁
）

「
善
光
寺
如
来
は
私
た
ち
和
国
の
衆
生
を
憐

れ
ん
で
、
難
波
の
浦
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
」
と

出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
如
来
を
大
事
に

せ
ず
に
流
し
た
の
が
私
た
ち
で
あ
る
、
仏
の
教

え
に
背
く
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

外
し
て
考
え
て
は
お
ら
れ
な
い
の
で
す
。

そ
の
こ
と
を
思
い
ま
す
と
、
聖
人
は
当
時
広

ま
っ
て
い
た
聖
徳
太
子
や
善
光
寺
如
来
へ
の
信

仰
を
否
定
し
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
か
と
い

っ
て
そ
の
ま
ま
同
化
し
て
も
い
な
い
の
で
す
。
そ

の
よ
う
な
尊
格
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
真

意
を
見
出
し
、
日
本
に
念
仏
の
教
え
が
伝
え
ら

れ
た
こ
と
の
意
味
を
確
か
め
て
い
く
姿
勢
こ
そ
、

聖
人
に
一
貫
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
、
善
光
寺
に
お
参
り
す
る
と
い
う

こ
と
も
当
然
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
勧
進
聖
と

言
わ
れ
る
方
々
と
行
動
を
共
に
す
る
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
聖

人
が
勧
進
聖
と
し
て
行
動
し
て
い
た
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
注
意
深
く
考
え
て
い
く
べ
き
で

あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。



研究生 活動報告

第13期研究生　開講式

　■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》
本紙『センタージャーナル』の編集を担当するよう

になって、早二年。月に一度の会議で掲載内容を提
案し、出席者から意見を仰ぎ、原稿を取りまとめて出
稿し、ゲラを受け取り、校正を重ね、無事完成したら
間髪入れずに発送、そしてまた次号の準備へ……
というサイクルを二年間、繰り返してきた。その間、私
なりに最善は尽くしてきたつもりだが、読者の皆様に
は本紙はどのように映っているだろうか。
今は紙面としての「型」がある程度決まっている

ので、編集する側としては安定感を感じている。しか
し、安定とマンネリは紙一重。何らかの刺激や変化
があってもいいのかな……という思いを抱き始めて
いる今日この頃である。  （て）

INFORMATION

教化センター日報
2019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⑩」（東舘紹見氏）
研修業務「第13期研究生 事前説明会①」
研究業務「第30回平和展」設営

3月１日
４日
15日

研究業務「第30回平和展」（～24日）
研修業務「第13期研究生 事前説明会②」
研修業務「第13期研究生 開講式」
研修業務「聖典研修⑪」（東舘紹見氏）
研修業務「第13期研究生 聖典講読①」
研究業務「第30回平和展」反省会
研修業務「聖典研修⑫」（東舘紹見氏）

　

16日
４月５日
９日
22日

５月８日
９日
27日

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

いい だ ひろまさ

４月９日、教化センター第13期研究生の開講式が行われ
ました。全18名、一人ひとりが任命辞令を受け取り、これ
より三年間、共に学び歩んでいくことになります。
今期より研究生の応募対象を「満20歳以上の者」「名古

屋教区内の大谷派寺院・教会に所属する僧侶及び門徒」と
拡大したことから、年齢や立場、職業やこれまでの人生経
験など、多様な方々が参加されることは当初から予想して
いました。しかし、その想定を超える形で、本当に様々な
方々が集ったと、開講式後に行われた研究生の自己紹介お
よび懇親会での談話を通じ、改めて感じました。
そして、そのような多様さは、学習会の座談会でも表れ

ていました。活発に意見を述べる人、しばらく黙っていた
後に鋭い意見を一言だけ述べる人、ただひたすら聞き続け
る人。発言の内容も様々で、時には一つの疑問に複数の応
答があり、時には班が二つに割れるかのような意見の違い
もあり……。スタッフという立場から素直な感想を言え
ば、その自由すぎる雰囲気に不安を感じた部分もあります
が、こちらが予期できない新たなものが生まれていくとい
う、確かな嬉しさも感じました。
このように多様性あふれる今期の研究生でありますが、

真宗の教えに学んでいきたいという一点は、皆に共通する

ものであります。私自身が見失っていた、その菩提心に敬
意を払いつつ、共に歩んでまいりたいと思います。皆様の
𠮟咤激励を、よろしくお願いいたします。

（業務嘱託　飯田 真宏）

2019年度 聖典研修　『教行信証』撰述の願い

2019 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15日㈭～18日㈰　午前10時～午後６時（※最終日のみ ～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】2019 あいち・平和のための戦争展 実行委員会　TEL：052-931-0070

2019年度は、一楽真氏（大谷大学教授）を講師にお招きします。な
ぜ宗祖は『教行信証』を著されたのか、そこに願われた宗祖のお心
をともにいただいてまいりましょう。
日　　程　第１回　７月22日㈪　第４回　１月20日㈪　　
　　　　　第２回　９月９日㈪　第５回　３月９日㈪
　　　　　第３回　10月28日㈪　第６回　５月11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：一楽 真 氏
いちらく まこと

センタージャーナル No.109⑧



発行／真宗大谷派名古屋教区教化センター（No109）

イ
ラ
ス
ト
カ
ッ
ト
集

◦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。


