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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.113

収
束
の
兆
し
が
見
え
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
我
々
の
社
会

生
活
は
大
き
な
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
。
現
在
分
か
っ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
特
徴
は
、
元
気
だ
っ
た
人
を
突
然
重

症
化
さ
せ
死
に
至
ら
し
め
る
一
方
で
、
一
定

の
割
合
の
感
染
者
に
は
自
覚
症
状
が
出
な
い

こ
と
で
あ
る
。
自
覚
症
状
が
出
な
い
感
染
者

は
、
よ
り
ウ
イ
ル
ス
を
拡
散
さ
せ
て
し
ま
う

リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
か
ら
、
行
動
自
粛
を
促

す
「Stay H

om
e

」
が
全
国
で
連
呼
さ
れ
た
。

か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
緊
急
事
態

宣
言
下
、
改
め
て
連
合
い
の
家
事
の
大
変
さ

を
思
い
知
っ
た
り
、
御
同
行
が
抱
え
る
不
安

の
声
を
懇
ろ
に
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し

て
、
我
々
の
生
活
が
い
か
に
他
者
と
の
密
接

な
関
係
と
依
存
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

た
の
か
を
憶
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
と
と
も
に
、
我
ら
の
奥
底
に
潜

む
「
差
別
と
偏
見
と
排
除
」
が
顕
著
に
表
出

し
は
じ
め
た
。
正
義
と
秩
序
を
盾
に
、
他ひ

と者

を
孤
立
に
追
い
詰
め
排
除
す
る
動
き
が
世
界

中
に
拡
が
り
、
言
い
よ
う
の
な
い
閉
塞
感
が

世
を
覆
っ
て
き
た
よ
う
に
感
ず
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
は
、
い
ず
れ
ワ

ク
チ
ン
や
特
効
薬
が
完
成
す
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
我
ら
の
生
活
の
中
に
自
覚
さ
れ
る
こ
と

な
く
潜
む
病
悪
「
差
別
と
偏
見
」
は
、
他
者

を
排
除
す
る
た
め
の
暴
力
を
肯
定
し
、
人
々

の
い
の
ち
を
蝕
み
続
け
て
い
く
。
孤
立
し
た

人
の
口
か
ら
微
か
に
絞
り
出
さ
れ
る
悲
痛
な

声
を
、
私
は
聞
こ
う
と
し
て
い
る
か
。
そ
の

人
に
寄
り
添
い
、
空
し
く
過
ぎ
る
こ
と
の
な

い
人
生
を
往
き
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
自
問

自
答
す
る
私
が
い
る
。

自
身
に
蔓は

び
こ延

る
「
差
別
と
偏
見
」
を
自
覚

す
る
に
は
、
先
の
歴
史
に
学
び
、
自
身
の
中

に
潜
む
病
悪
の
根
を
止
観
す
る
よ
り
他
は
な

い
。
大
谷
派
に
お
け
る
「
被
差
別
部
落
」
や

「
無
癩
県
運
動
」
な
ど
へ
の
関
わ
り
、
そ
し
て

今
な
お
悲
し
み
も
痛
み
も
感
じ
ぬ
ま
ま
無
自

覚
に
読
誦
さ
れ
続
け
て
い
る
『
観
無
量
寿
経
』

禁
母
縁
の
「
汚
刹
利
種
・
是
栴
陀
羅
」
の
経

言
と
の
関
わ
り
。
私
自
身
、
そ
れ
ら
の
問
題

を
学
ぶ
研
修
会
に
幾
度
と
な
く
参
加
し
て
き

た
。
し
か
し
、
受
講
し
た
「
経
教
」
は
あ
れ

ど
も
「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
」

と
い
う
実
証
が
な
い
の
で
あ
る
。「
足
を
踏
ま

れ
た
者
の
痛
み
は
、
踏
ん
だ
者
に
は
解
ら
ぬ
」

と
語
ら
れ
る
そ
の
人
の
悲
痛
な
声
を
、
自
身

へ
の
問
い
か
け
と
し
て
往
き
て
き
た
か
。

末
法
五
濁
の
世
に
お
い
て
、
自
他
尊
重
の

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
妙
薬
が
効
用
す
る

と
き
、
悲
痛
な
声
に
耳
を
傾
け
続
け
た
「
愚

禿
」
の
姓
と
共
な
る
道
が
開
け
て
く
る
の
で

あ
ろ
う
。

 

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）

３月から休止が続いていた名古屋別院の定例法話は、感染対策を施し６月から再開された
� （写真の無断転用はご遠慮ください）

自
他
尊
重
の
妙
薬

も く じ
・�聖典研修　第３回�
『教行信証』撰述の願い�
真実の教

❷・❸

・�現代社会と真宗教化�
希望とは何か�
―牛と荒野と放射能の中で

❹・❺

・�研修報告�
第13期研究生�報恩講勤修�
わたしにとって「報恩講」とは？

❻・❼

・INFORMATION ❽

◆イラストカット集〈※寺報などにご利用ください〉



②センタージャーナル No.113

「
教

き
ょ
う
の

巻ま
き

」
は
短
い
巻
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
こ

こ
に
「
仏
に
遇
う
」
と
い
う
こ
と
の
根
本
問
題

を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
仏
に
遇
わ
な

い
の
に
「
こ
れ
が
仏
教
だ
」
と
は
言
え
な
い
は

ず
で
す
。「
私
は
仏
教
を
信
じ
て
い
ま
す
」
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
は
自
分
が
仏
教
だ
と
思
い
描
い

た
も
の
を
掴つ
か

ん
で
い
る
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
仏
に
遇
う
」
と
い
う
こ
と
無
く
し
て
仏
教
と
い

う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば

そ
の
通
り
で
す
が
、
私
た
ち
は
仏
教
用
語
を
た

く
さ
ん
学
ん
だ
り
す
る
と
、
仏
教
が
だ
ん
だ
ん

分
か
っ
て
き
た
よ
う
な
気
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

で
も
そ
れ
は
自
分
の
考
え
を
固
め
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
代
表
が
「
教
巻
」
に
も
登
場
す
る
阿あ

難な
ん

と
い
う
人
で
す
。
阿
難
は
お
釈
迦
様
が
亡
く
な

る
ま
で
の
約
二
十
年
、
旅
の
お
供
を
務
め
、
誰

よ
り
も
説
法
を
聞
い
た
と
い
う
意
味
で
「
多た

聞も
ん

第
一
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
た
だ
、
仏
伝
で
描
か

れ
て
い
る
阿
難
は
悩
み
多
き
方
で
あ
り
ま
し
て
、

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
は
、
ま
だ
さ

と
り
を
開
い
て
い
な
い
。
ず
っ
と
教
え
を
聞
い

て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
自
分
は
ま
だ
何
も
分

か
っ
て
い
な
い
」
と
お
釈
迦
様
の
死
を
悲
し
ん

で
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
同
じ
仏
弟
子
で
あ

る
摩ま

訶か

迦か

葉し
ょ
うに
一
喝
さ
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、「
教
巻
」
で
引
用
さ
れ
る
『
無
量

寿
経
』「
発
起
序
」
で
は
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
阿
難
は
今
ま
で
見
て
き
た
お
釈
迦
様
と
は

全
く
異
な
る
お
釈
迦
様
に
出
遇
っ
て
気
が
つ
き
、

驚
い
て
立
ち
上
が
る
。
つ
ま
り
、
阿
難
は
お
釈
迦

様
が
生
き
て
い
る
間
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
形

に
し
て
あ
る
の
で
す
。
前
に
触
れ
た
仏
伝
と
の
矛

盾
を
考
え
、「
こ
れ
は
作
り
話
で
は
な
い
か
」
と

疑
問
を
持
つ
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
例
え
ば
、
生
き
て
い
る
時
に
は
喧
嘩
ば
か
り

で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
亡
く
な
っ
た
後
に
そ
の
人

の
言
葉
が
聞
こ
え
て
き
て
出
遇
い
直
す
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
大
切
な
の
は
、
そ
の
出
遇
い
が

命め
い

日に
ち
の
前
か
後
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
出
遇

え
た
こ
と
が
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。『
無
量
寿
経
』
は
阿
難
が
お
釈
迦
様
の
何
に

出
遇
っ
た
の
か
に
絞
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
立
ち
上
が
っ
た
阿
難
は
自
身
が
出
遇

っ
た
お
釈
迦
様
の
瑞み
ず

々み
ず

し
い
お
姿
を
述
べ
て
い

か
れ
る
の
で
す
が
、
注
目
し
た
い
の
は
次
の
お

言
葉
で
す
。

去こ

来ら
い

現げ
ん

の
仏
、
仏
と
仏
と
相あ

い
念
じ
た
ま

え
り
。
今い

ま

の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ

と
、
な
き
こ
と
を
得
ん
や
。

�

（『
聖
典
』
一
五
三
頁
、
一
部
加
筆
）

こ
の
「
過
去
も
未
来
も
現
在
の
仏
も
、
仏
と

い
う
の
は
お
互
い
に
念
じ
合
う
存
在
だ
」
と
い
う

の
が
「
仏ぶ
つ

仏ぶ
つ

相そ
う

念ね
ん
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
つ
ま
り

阿
難
は
こ
れ
ま
で
お
釈
迦
様
を
「
仏
仏
相
念
し

て
い
る
方
」
と
は
見
て
お
ら
ず
、「
さ
と
り
に
到

達
な
さ
っ
た
素
晴
ら
し
い
方
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
握
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る

「
未
来
の
仏
」
は
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
弥み

勒ろ
く

菩
薩
を
代
表
と
し
、
未
来
に
も
仏

は
出
る
の
で
す
が
、
ま
だ
仏
に
な
っ
て
は
い
ま
せ

ん
。
大
き
く
言
う
と
「
未
来
の
仏
」
と
は
、
ま

だ
仏
に
な
っ
て
い
な
い
方
を
も
お
釈
迦
様
は
仏
と

し
て
仰
ぐ
眼
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
、
そ
う
い
う
眼

で
人
々
を
見
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
お
釈
迦
様
は
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

や
韋い

提だ
い

希け

と

い
う
、
家
族
の
問
題
で
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
っ

た
方
々
に
文
句
を
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
ど
こ
ま

で
も
寄
り
添
い
続
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
縁
が
熟

す
れ
ば
人
は
必
ず
仏
に
成
る
と
い
う
法
を
お
釈

迦
様
が
信
じ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
仏
に
成

る
か
否い
な

か
は
素
質
の
有
無
で
決
ま
る
の
で
は
な

い
、
だ
か
ら
こ
そ
お
釈
迦
様
は
ど
ん
な
人
を
見

て
も
「
あ
の
人
は
素
質
が
無
い
」
と
は
言
わ
な

い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、「
過
去
・
未

来
・
現
在
の
仏
を
念
ず
る
」
と
い
う
の
は
、
仏

は
全
て
の
存
在
を
仏
と
し
て
仰
い
で
い
る
と
言

い
直
し
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
そ
ん

な
ふ
う
に
は
言
え
ま
せ
ん
。

『
無
量
寿
経
』
に
戻
り
ま
す
と
、
阿
難
は
今
ま

で
お
釈
迦
様
を
仏
陀
と
見
る
一
方
、「
自
分
は
ま

だ
全
然
ダ
メ
だ
」
と
、
縦
に
序
列
を
付
け
て
人

間
を
見
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
お
釈
迦
様

は
「
阿
難
、
あ
な
た
も
仏
に
成
る
」
と
い
う
世

界
を
念
じ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
能
力
や
経

歴
な
ど
関
係
無
く
、
誰
の
う
え
に
も
開
か
れ
る

法
を
説
い
て
お
ら
れ
た
。
そ
こ
に
阿
難
は
初
め

て
気
が
付
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

学
生
か
ら
「
誰
も
が
平
等
に
仏
に
成
る
な
ん

て
理
想
論
だ
。
現
実
的
に
は
、
修
行
し
た
人
・

能
力
が
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
無
理
だ
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
「
阿
難
の
問

い
は
そ
う
い
う
こ
と
か
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
阿
難
が
「
私
は
仏
に
成
れ
な
い
。
仏
と

は
お
釈
迦
様
だ
」
と
い
う
図
式
で
考
え
て
い
る

間
は
、
い
く
ら
「
あ
な
た
も
仏
に
成
る
」
と
言

わ
れ
て
も
「
ご
冗
談
を
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
阿
難
の
出
遇
い
が
大
切

な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
よ
う

や
く
、
お
釈
迦
様
は
『
無
量
寿
経
』
を
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
を
説
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
宗
祖
は
「
教
巻
」
に

お
い
て
、

何
を
も
っ
て
か
、
出
世
の
大だ

い

事じ

な
り
と
知4

る4

こ
と
を
得
る

4

4

4

4

4

と
な
ら
ば

�

（『
聖
典
』
一
五
二
頁
、
点
ル
ビ
加
筆
）

と
述
べ
て
い
く
の
で
す
。「
出
し
ゅ
っ

世せ

の
大だ

い

事じ

」
と

は
、「
お
釈
迦
様
は
こ
の
こ
と
一
つ
の
た
め
に
世
に

お
出
ま
し
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
出
し
ゅ
っ

世せ

本ほ
ん

懐が
い

」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
大
変
重
要
な
の
は
、
聖
人
が
「
何

を
も
っ
て
か
出
世
の
大
事
な
り
や
」
と
お
書
き
に

な
ら
ず
、「
知
る
こ
と
を
得
る
」
と
い
う
言
葉
を

わ
ざ
わ
ざ
付
け
て
お
ら
れ
る
点
で
す
。
つ
ま
り
、

「
お
釈
迦
様
の
出
世
本
懐
は
何
か
」
と
尋
ね
て
い

る
の
で
は
な
く
、「
出
世
本
懐
を
ど
う
受
け
止
め

る
か
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で

す
。
出
世
本
懐
を
知
識
と
し
て
知
る
こ
と
と
、
私

の
救
済
の
た
め
に
仏
は
お
出
ま
し
に
な
っ
た
の
だ

未
来
の
仏
と
は
？

知
る
こ
と
を
得
る

聖典研修

『
教
行
信
証
』
撰
述
の
願
い

第
三
回　

真
実
の
教講

師　

一い
ち

楽ら
く�

真ま
こ
と�

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

2019年10月28日
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と
頷
く
こ
と
と
で
は
、
全
く
話
が
違
う
で
し
ょ
う
。

阿
難
も
、
こ
れ
ま
で
お
釈
迦
様
の
説
法
を
直

接
聞
き
続
け
て
き
て
、
そ
の
教
え
を
知
っ
て
は

い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
心
に
頷
け
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
『
無
量
寿
経
』
で
は
自
分
の
勘
違
い
に

気
づ
き
、
出
遇
い
直
し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。
そ

の
一
方
で
、
ど
こ
ま
で
も
頷
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
が
提だ
い

婆ば

達だ
っ

多た

で
し
ょ
う
。
有
名
な
話
で

は
、
提
婆
達
多
は
「
教
団
の
後
を
私
に
任
せ
て

く
だ
さ
い
」
と
申
し
出
て
、
自
身
が
僧さ
ん

伽が

を
束

ね
る
許
可
を
求
め
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
お
釈

迦
様
は
「
舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ

や
目も

く

連れ
ん

に
も
譲
る
と
い
う
こ

と
が
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
あ
な
た
に
譲
れ
よ

う
か
」
と
叱
る
わ
け
で
す
。
で
も
こ
れ
は
提
婆

達
多
が
嫌
い
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
跡
継
ぎ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
っ
た

時
点
で
、
お
釈
迦
様
が
信
じ
る
法
か
ら
遠
く
離

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
提

婆
達
多
は
責
任
感
か
ら
教
団
の
そ
の
後
に
つ
い

て
発
言
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の

弟
子
の
中
か
ら
跡
継
ぎ
を
名
乗
り
出
る
と
い
う

こ
と
は
「
自
分
こ
そ
は
お
釈
迦
様
に
一
番
近
い
」

と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
他
の
者
よ
り
も

自
分
は
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

お
釈
迦
様
を
最
上
位
と
す
れ
ば
、
自
分
は
第
二

位
と
な
り
、
そ
の
後
に
は
第
三
位
、
第
四
位
と

い
う
序
列
社
会
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
戻
れ
ば
、
阿
難
は
お
釈
迦

様
の
出
世
本
懐
を
知
る
こ
と
を
得
た
の
に
対
し
、

提
婆
達
多
は
知
る
こ
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
お
釈
迦
様
は
な
ぜ
自

分
に
教
団
を
譲
っ
て
く
れ
な
い
の
か
」
と
散
々

苦
し
む
わ
け
で
す
。
で
は
、
私
た
ち
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
阿
難
・
提
婆
達
多
、
ど
ち
ら
の
方

に
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
お
釈
迦
様
を
上
位
に

お
い
て
「
だ
い
ぶ
近
づ
い
て
き
た
ぞ
」
と
思
っ

て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
提
婆
達
多
な

の
で
す
。
お
釈
迦
様
は
誰
も
が
平
等
に
仏
に
な

る
と
い
う
水
平
の
法
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
仏
教
は
勉
強
し
て
高
く
上
が
っ

て
い
く
と
い
う
も
の
に
必
ず
堕
ち
て
い
く
の
で

す
。
こ
の
問
題
が
お
釈
迦
様
の
教
え
を
直
接
的

に
聞
い
た
人
の
う
え
に
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

時
に
、「
お
釈
迦
様
の
出
世
本
懐
が
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
こ
そ
、『
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
え

で
あ
る
こ
と
の
証
し
だ
」
と
い
う
意
見
を
耳
に

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
だ
け
で

は
不
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
出
世
本

懐
は
『
法
華
経
』
に
も
「
仏
は
一
大
事
の
因
縁

を
も
っ
て
世
に
出
現
す
る
」
と
い
う
内
容
で
説

か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
広
く
知

れ
渡
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
出
世
本
懐
の

有
無
だ
け
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
で
は
『
法
華

経
』
と
『
無
量
寿
経
』
と
、
ど
ち
ら
が
本
物
な

の
か
」
と
い
う
よ
う
な
、
凡
夫
が
お
経
を
判
定

し
て
い
く
話
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。
も
う

一
度
、「
教
巻
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
れ
、
真
実
の
教き

ょ
う

を
顕あ

ら
わ

さ
ば
、
す
な
わ
ち

『
大だ

い

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う』
こ
れ
な
り
。
こ
の
経
の
大

意
は

�

（『
聖
典
』
一
五
二
頁
）

こ
こ
は
絶
対
に
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
部
分
で
す
。
聖
人
は
「
真
実
の
〝
教
〟
を
顕
」

す
な
ら
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
『
大
無
量
寿
経
』

で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
決
し
て
「
真

実
の
〝
経
〟」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
真
実
の
お

経
と
、
そ
う
で
な
い
お
経
」
と
い
う
判
定
で
は

な
く
、「
こ
こ
が
他
よ
り
優
れ
て
い
る
か
ら
『
無

量
寿
経
』
は
真
実
だ
」
と
い
う
経
典
の
ラ
ン
ク

付
け
で
も
な
い
。
聖
人
は
『
無
量
寿
経
』
に
お

け
る
阿
難
と
お
釈
迦
様
と
の
出
遇
い
の
事
実
を

通
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
お
釈
迦
様
の
出
世

本
懐
を
「
知
る
こ
と
を
得
る
」（
そ
の
心
に
頷

く
）
こ
と
を
通
し
て
、
真
実
教
を
示
そ
う
と
し

て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え

ば
、「
真
実
の
教
え
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
」
と

問
わ
れ
た
な
ら
ば
、「
知
る
こ
と
を
得
」
た
と
こ

ろ
、
つ
ま
り
、
聞
い
た
人
の
う
え
に
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
か
ら

真
実
教
だ
」
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に
な
ら
れ
た
大
事

な
教
え
を
、
間
違
い
な
く
阿
難
が
受
け
止
め
た
。

聖
人
が
「
教
巻
」
の
始
め
に
引
用
さ
れ
る
『
無

量
寿
経
』
の
文
章
に
は
、
こ
の
よ
う
に
響
き
合

う
両
者
の
関
係
が
窺
え
ま
す
。「
阿
難
、
私
も
そ

の
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
」
と
、
お
釈
迦
様
は

説
き
た
か
っ
た
こ
と
を
、
よ
う
や
く
説
く
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
説
法

は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。「
今
日
は
誰
も
が

仏
に
な
る
法
を
説
く
」
と
お
釈
迦
様
が
言
わ
れ

て
も
、「
そ
れ
は
無
理
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
阿

難
が
ず
っ
と
握
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
教
え

は
素
通
り
し
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大

事
な
教
え
が
目
の
前
に
開
か
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
教
え
に
ご
縁
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ

と
は
本
当
に
「
難
中
の
難
」
な
の
で
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
、「
仏
の
お
心
を
知
る
こ
と
を
得

る
」（
説
法
が
成
り
立
つ
）
と
い
う
こ
と
は
、
真

実
の
教
え
が
顕あ
ら
わに
な
っ
た
証
拠
だ
と
言
え
ま
す
。

両
者
は
決
し
て
別
物
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
始
め
に
「
教
巻
」

で
、「
仏
に
お
遇
い
し
な
い
ま
ま
で
仏
教
と
は
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
確
か

め
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、
諸
宗
の
仏
教
者
が
問
う
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
諸
宗
の
先
学
は
「
お
釈
迦

様
は
仏
陀
で
あ
る
」と
い
う
部
分
に
注
視
し
、厳

し
い
修
行
や
様
々
な
聖
教
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し

て
、「
仏
教
」
を
規
定
し
て
こ
ら
れ
た
。
し
か
し

聖
人
は
『
無
量
寿
経
』
の
阿
難
の
出
遇
い
を
通

し
て
、「
仏
の
願
い
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が

な
か
っ
た
ら
仏
に
出
遇
う
と
は
言
え
な
い
」
と

い
う
こ
と
示
し
た
う
え
で
、「
真
実
教
」
を
明
ら

か
に
し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。

言
葉
を
調
べ
れ
ば
、「『
無
量
寿
経
』
で
釈
尊

の
出
世
本
懐
は
こ
う
説
か
れ
て
い
る
」
と
勉
強

す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

が
自
分
と
ど
こ
で
重
な
る
か
が
問
題
な
の
で
す
。

「
私
の
た
め
に
お
釈
迦
様
は
お
出
ま
し
に
な
っ

た
」
と
い
う
頷
き
、
誰
も
が
仏
に
な
る
こ
と
を

願
う
仏
と
の
出
遇
い
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
無

い
と
、
お
釈
迦
様
を
上
位
に
置
い
て
「
私
は
ま

だ
ま
だ
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
ま
だ
ま
だ
」
と
い
う
こ
と
は
謙
虚
に
見
え
ま
す

が
、
裏
を
返
せ
ば
、「
今
は
負
け
て
い
る
け
れ
ど
、

そ
の
う
ち
勝
っ
て
や
る
」
と
い
う
根
性
の
現
れ

で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
仏
教
の
言
葉
を

駆
使
し
な
が
ら
ラ
ン
ク
付
け
し
て
い
る
の
で
あ

り
、「
共
に
仏
に
成
る
教
え
」
か
ら
は
遠
く
離
れ

た
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

�

【
文
責
編
集
部
】

真
実
の
〝
教
〟
は
ど
こ
に
あ
る
か
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私
の
牧
場
は
福
島
県
浪
江
町
と
小
高
地
区
と

の
境
界
上
に
ま
た
が
り
、
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
（
以
下
、
原
発
）
か
ら
北
西
方
向
に
直
線

距
離
で
十
四
㎞
、
封
鎖
さ
れ
た
警
戒
区
域
二
〇

㎞
圏
内
に
位
置
し
ま
す
。
標
高
八
〇
ｍ
ほ
ど
の

小
高
い
場
所
な
の
で
、
牧
場
か
ら
は
原
発
の
排

気
塔
を
全
て
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

図
に
あ
る
オ
レ
ン
ジ
の
場
所
は
旧
居
住
制
限

区
域
と
い
い
、
現
在
は
帰
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ピ
ン
ク
の
場
所
は
放
射
線

量
が
非
常
に
高
い
帰
還
困
難
区
域
で
す
。
浪
江

町
の
面
積
の
八
〇
％
が
こ
の
帰
還
困
難
区
域
に

あ
た
る
た
め
、
か
つ
て
二
一
，
五
〇
〇
人
い
た

浪
江
の
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
こ
に
我
が
家
が

あ
る
の
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
散
り
散
り
に

な
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
生
き
て
い

る
内
に
自
宅
で
再
び
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。
す
で
に
屋
根
瓦
は
崩
れ
て
雨
漏

り
し
、
敷
地
に
野
生
動
物
が
入
り
、
と
て
も
住

め
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
多
く
の

住
民
は
故
郷
か
ら
の
移
住
を
決
断
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
浪
江
町
の
現
実
で
す
。
い
つ
か
全
面
避

難
解
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
体
何
が
復
興
な

の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
、
外
出
先
で
被
災

し
た
私
は
急
い
で
牧
場
に
戻
る
と
、
電
気
と
水

道
が
止
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
牧
場
で
は
福

島
県
二
本
松
市
に
あ
る
有
限
会
社
エ
ム
牧
場
の

黒
毛
和
牛
三
三
〇
頭
を
預
か
っ
て
繁
殖
・
育
成

を
し
て
い
ま
し
た
。
体
の
大
き
な
牛
た
ち
に
と

っ
て
水
が
飲
め
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
餌

が
な
い
以
上
に
死
活
問
題
な
の
で
す
。
余
震
が

次
々
に
襲
う
中
、
す
ぐ
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を

回
し
、
住
居
の
水
道
管
に
ホ
ー
ス
を
繋
い
で
牛
た

ち
が
水
を
飲
め
る
よ
う
に
作
業
を
し
ま
し
た
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
日
が
暮
れ
、
原
発
の

上
空
を
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
何
機
も
ぐ
る
ぐ
る
と

旋
回
を
始
め
、
そ
の
爆
音
が
牧
場
ま
で
響
い
て

き
ま
し
た
。
近
隣
の
状
況
を
知
ろ
う
と
壊
れ
た

道
路
や
倒
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
避
け
な
が
ら
町

役
場
の
方
へ
行
く
と
、
体
育
館
に
は
避
難
者
が

大
勢
集
ま
り
、
消
防
庁
舎
前
で
は
煌
々
と
投
光

器
の
明
か
り
が
灯
さ
れ
、
見
た
こ
と
も
な
い
エ

ア
ド
ー
ム
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
帰
宅
後
、

カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
で
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る

と
、
原
発
か
ら
半
径
三
㎞
圏
内
に
避
難
指
示
が

出
さ
れ
、
も
う
す
で
に
原
発
が
大
変
な
状
況
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

翌
十
二
日
早
朝
、
町
に
防
災
無
線
の
音
声
が

響
き
渡
り
、
全
町
避
難
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ヘ

リ
の
爆
音
と
「
逃
げ
ろ
！
」
と
い
う
避
難
放
送

が
入
り
混
じ
る
中
、
町
民
が
一
斉
に
避
難
を
始

め
、
渋
滞
で
身
動
き
が
と
れ
ず
に
数
珠
繋
ぎ
に

な
っ
た
車
列
が
牧
場
か
ら
見
え
ま
し
た
。
十
五

ｍ
の
津
波
に
襲
わ
れ
た
請
戸
漁
港
へ
の
レ
ス
キ

ュ
ー
隊
派
遣
は
中
止
さ
れ
、
二
百
人
も
の
津
波

犠
牲
者
を
置
き
去
り
に
し
て
、
浪
江
の
人
た
ち

約
一
万
人
が
山
の
方
へ
逃
げ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
騒
然
と
し
た
状
況
の
中
、
赤
灯
を
回

し
た
三
台
の
ワ
ゴ
ン
車
に
乗
っ
た
福
島
県
警
の

通
信
部
隊
の
人
た
ち
が
牧
場
に
入
っ
て
き
ま
し

た
。
原
発
上
空
を
飛
ぶ
県
警
の
ヘ
リ
が
撮
影
し

た
ラ
イ
ブ
映
像
を
中
継
す
る
た
め
の
ア
ン
テ
ナ

を
牧
場
の
土
地
に
建
て
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
の

こ
と
で
し
た
。
許
可
を
す
る
と
、
発
電
機
を
回

し
な
が
ら
十
人
が
か
り
で
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ

を
組
み
、
中
継
を
繋
い
で
い
ま
し
た
。
す
る
と

十
五
時
頃
、
一
号
機
で
起
こ
っ
た
爆
発
シ
ー
ン

を
捉
え
た
の
で
す
。
す
ぐ
に
県
警
本
部
か
ら「
撤

退
し
ろ
」
と
い
う
命
令
が
下
り
、
通
信
部
隊
は

「
申
し
訳
な
い
が
我
々
は
こ
こ
で
引
き
上
げ
ま

す
。
来
る
べ
き
も
の
が
来
て
し
ま
っ
た
。
も
う

お
終
い
で
す
」
と
私
に
告
げ
て
引
き
上
げ
て
い

き
ま
し
た
。

三
度
の
爆
発
を
起
こ
し
た
原
発
事
故
に
よ
り
、

町
民
は
生
活
の
全
て
を
置
き
去
り
に
し
て
避
難

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
私
は
エ

ム
牧
場
の
村
田
社
長
と
相
談
し
、
牛
た
ち
を
見

捨
て
な
い
と
決
め
ま
し
た
。
半
径
二
〇
㎞
圏
内

の
道
路
は
封
鎖
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
警
官
が

立
っ
て
い
な
い
峠
道
を
抜
け
、
バ
リ
ケ
ー
ド
を

ず
ら
し
た
り
壊
し
た
り
し
な
が
ら
、
二
人
で
牛

た
ち
に
餌
を
届
け
続
け
ま
し
た
。
私
た
ち
は
何

度
も
警
察
に
捕
ま
っ
て
は
、
誓
約
書
や
始
末
書

を
書
き
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
牛
飼
い
で
す
。
牛

を
見
捨
て
た
ら
、
も
う
牛
飼
い
に
は
戻
れ
ま
せ

ん
。
私
た
ち
は
餌
を
運
ぶ
道
中
、
他
の
牛
舎
で

死
ん
で
い
く
多
く
の
牛
た
ち
を
見
ま
し
た
。
牛

た
ち
は
牛
舎
に
繋
が
れ
た
ま
ま
ガ
リ
ガ
リ
に
や

せ
細
っ
て
死
ん
で
お
り
、
同
じ
牛
飼
い
と
し
て

様
々
な
思
い
が
込
み
上
げ
て
、
胸
が
痛
み
ま
し

た
。
そ
し
て
一
体
何
の
た
め
に
、
被
曝
し
て
も

う
商
品
価
値
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
牛
た
ち

を
生
か
し
続
け
る
の
か
と
苦
悩
し
ま
し
た
。

原
発
事
故
後
、
国
は
警
戒
区
域
に
残
さ
れ
た

犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
に
対
す
る
レ
ス
キ
ュ
ー

を
認
め
ま
し
た
。
し
か
し
家
畜
に
対
し
て
は
二

〇
一
一
年
五
月
十
二
日
、
全
頭
殺
処
分
と
い
う

指
示
を
出
し
ま
し
た
。
国
は
い
の
ち
の
選
別
を

復
興
の
裏
に
あ
る
浪
江
町
の
現
実

あ
の
日　

あ
の
時

い
の
ち
の
選
別

希
望
と
は
何
か

　

―
牛
と
荒
野
と
放
射
能
の
中
で�

希
望
の
牧
場
・
ふ
く
し
ま�

代
表�　

吉よ
し

沢ざ
わ�

正ま
さ

巳み�

さ
ん

現代社会と
真宗教化東

日
本
大
震
災
か
ら
九
年
余
の
月
日
が
流
れ
た
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
あ
の
震
災
、

原
発
事
故
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
す
ら
、
風
化
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
九
年
七
月
十
六
日
、
名
古
屋
教
務
所
議
事
堂
に
お
い
て
、
今
も
高
い
放
射
線
量
を
計

測
す
る
牧
場
で
被
曝
し
た
牛
た
ち
と
と
も
に
生
き
続
け
る
「
希
望
の
牧
場
・
ふ
く
し
ま
」
の
代

表
・
吉
沢
正
巳
さ
ん
か
ら
復
興
の
影
に
あ
る
福
島
県
の
現
状
を
お
聞
き
し
た
（
で
ら
ボ
ラ
Ｎ
Ａ

Ｇ
Ｏ
Ｙ
Ａ
主
催
）。

復
興
と
は
何
か
、
い
の
ち
と
は
何
か
、
希
望
と
は
何
か
。
吉
沢
さ
ん
の
言
葉
に
触
れ
て
、
改

め
て
念
仏
者
一
人
と
し
て
世
間
に
対
峙
し
、
問
い
続
け
る
宗
祖
の
姿
が
強
く
想
起
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
こ
に
抄
録
を
掲
載
し
、
今
一
度
震
災
を
問
い
直
す
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

浪江町に出された避難指示区域
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し
た
の
で
す
。
農
水
省
と
県
の
家
畜
保
健
所
の

職
員
が
、
封
鎖
さ
れ
た
警
戒
区
域
の
中
で
約
千

八
百
頭
も
の
牛
を
延
々
と
薬
殺
し
て
は
穴
に
埋

め
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
国
の
動
き
に
対
し
て

「
希
望
の
牧
場
・
ふ
く
し
ま
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能

汚
染
の
生
き
た
記
憶
と
し
て
、
被
曝
牛
と
と
も

に
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。
立
ち
上
げ

当
初
に
は
近
隣
の
牧
場
の
牛
も
預
か
り
、
約
四

百
頭
の
牛
た
ち
が
国
の
方
針
に
反
し
て
生
き
残

り
ま
し
た
。

牧
場
は
空
間
線
量
の
高
い
地
域
で
あ
り
、
牛

が
食
べ
る
牧
草
も
高
い
値
で
放
射
能
汚
染
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
か
ら
、
黒
毛

和
牛
の
体
に
一
斉
に
白
い
斑
点
の
よ
う
な
も
の

が
現
れ
ま
し
た
。
農
水
省
や
文
科
省
に
「
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
の
か
調
べ
て
く
だ

さ
い
」
と
申
し
出
て
も
、
し
っ
か
り
と
調
査
し

て
く
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
福
島
県
の
復
興

や
全
国
の
原
発
再
稼
働
と
い
う
国
策
に
対
し
て

都
合
が
悪
い
か
ら
で
す
。
子
ど
も
た
ち
二
百
人

の
甲
状
腺
が
ん
と
原
発
事
故
と
の
因
果
関
係
を

今
も
認
め
な
い
よ
う
に
、
国
は
都
合
の
悪
い
こ

と
に
蓋
を
し
て
い
く
の
で
す
。

私
た
ち
は
牧
場
に
お
い
て
、
復
興
の
裏
側
で

今
も
続
い
て
い
る
原
発
事
故
の
被
害
や
、
い
の

ち
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
牛
た
ち
を
通
じ
て

皆
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
人
の
い
の

ち
、
犬
猫
ペ
ッ
ト
の
い
の
ち
、
家
畜
の
い
の
ち

な
ど
、
震
災
以
降
、
様
々
な
場
面
で
そ
れ
ぞ
れ

の
い
の
ち
と
の
向
き
合
い
方
が
あ
り
ま
し
た
。
飲

料
水
の
確
保
や
日
々
の
搾
乳
が
困
難
な
た
め
に

殺
処
分
を
決
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
酪
農
家

の
人
た
ち
は
「
お
前
た
ち
の
牛
を
殺
せ
。
全
部

死
ん
で
く
れ
な
け
れ
ば
、
俺
た
ち
が
バ
カ
を
み

る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
怒
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
切
な
く
答
え
の
な
い
言
い
合
い

を
幾
度
も
繰
り
返
し
、
私
は
正
し
さ
と
は
何
通

り
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
り
ま
し
た
。
言

い
合
い
を
乗
り
越
え
て
、
未
来
に
向
か
っ
て
互

い
の
立
場
や
言
い
分
を
認
め
合
っ
て
、
正
し
さ

の
多
様
性
を
理
解
し
合
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
と
思
う
の
で
す
。

私
た
ち
は
「
希
望
の
牧
場
」
と
い
う
名
を
旗

印
に
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
放
射
能
に
汚
染

さ
れ
た
こ
の
地
で
、
国
策
に
反
し
て
牛
を
生
か

し
て
き
た
活
動
に
多
く
の
方
か
ら
反
響
の
声
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
は
絶
望

の
場
所
で
す
。
人
間
が
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
な

い
こ
の
場
所
で
、
静
か
に
命
を
終
え
て
い
く
牛

を
見
送
る
時
、
自
分
の
活
動
や
希
望
と
い
う
言

葉
に
深
い
虚
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
し
か
し
大
切

な
の
は
、
こ
の
絶
望
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
希

望
を
紡
い
で
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
希

望
は
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
用
意
さ
れ
る
も
の

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
か
の
言
い
な
り
で
は
な

く
、
自
分
の
問
題
と
し
て
自
分
で
考
え
、
行
動

し
た
そ
の
先
に
見
出
さ
れ
、
生
み
出
さ
れ
る
の

だ
と
思
う
の
で
す
。

あ
の
原
発
事
故
を
経
た
今
も
、
関
東
全
域
の

電
力
の
１
／
３
は
福
島
県
が
支
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
十
六
万
人
の
福
島
県
民

が
「
放
射
能
ば
い
菌
だ
」「
福
島
か
ら
嫁
を
も
ら

う
な
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
震
災
関
連

死
は
浪
江
町
だ
け
で
四
百
人
を
超
え
て
い
ま
す
。

ガ
ソ
リ
ン
を
か
ぶ
っ
て
火
を
つ
け
た
り
、
ダ
ム

に
身
を
投
じ
た
り
、
切
腹
を
し
た
り
と
、
自
ら

命
を
絶
っ
た
方
も
大
勢
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

福
島
県
の
犠
牲
や
差
別
の
上
に
、
首
都
圏
の
生

活
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
福
島
県
は
電

力
供
給
の
植
民
地
で
あ
り
、
地
図
に
塗
ら
れ
た

ピ
ン
ク
や
オ
レ
ン
ジ
は
私
た
ち
に
対
す
る
差
別

の
レ
ッ
テ
ル
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
現
実
と
折
り
合
い
を
つ

け
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
口
を
つ
ぐ
め
ば
次
第
に
そ
れ
が

当
た
り
前
と
な
り
、
原
発
事
故
は
も
う
終
わ
っ

た
こ
と
だ
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
も
う
汚
染
水
の

放
出
も
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
放

射
性
物
質
が
混
ざ
っ
た
汚
染
水
百
八
十
万
ト
ン

が
海
に
放
た
れ
て
、
ど
う
し
て
福
島
の
漁
業
の

安
全
・
安
心
が
成
り
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
現
実
に
あ
っ
て
全
国
の
原
発
再

稼
働
が
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。

３
・
11
の
教
訓
を
活
か
し
て
、
皆
さ
ん
に
自

分
た
ち
の
居
場
所
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と

を
ち
ゃ
ん
と
考
え
、
行
動
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

皆
さ
ん
は
南
海
ト
ラ
フ
の
地
震
や
津
波
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
備
え
を
し
て
い
ま
す
か
。
自
分

が
住
ん
で
い
る
場
所
は
安
全
地
帯
だ
と
思
い
込

ん
で
い
ま
せ
ん
か
。
考
え
た
く
な
い
、
見
た
く

な
い
、
聞
き
た
く
な
い
、
関
わ
り
た
く
な
い
と
、

い
つ
だ
っ
て
他
所
事
、
他
人
事
と
い
う
ス
タ
ン

ス
で
い
ま
せ
ん
か
。
３
・
11
は
、
ど
こ
か
遠
い

所
の
か
わ
い
そ
う
な
人
た
ち
の
話
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
３
・
11
は
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
終

わ
り
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
私
は
こ
れ
か
ら
も
復
興
の
裏
で
見
捨
て
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
実
を
表
現
し
続
け
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

�

（
了
）

希
望
と
は
何
か

３
・
11
を
終
わ
り
に
し
な
い

◇ぜひ希望の牧場を訪れてください！
〒979-1501福島県双葉郡浪江町立野春卯野157
電話:�090-1279-2106�　FAX:�03-4586-7119�
E-Mail:�kibouno.bokujyou@gmail.com

牛舎に繋がれたまま残された牛たちは何を思って死を
迎えたのだろうか　※撮影 Masakane Kinomura

牛の体表に点々と現れた白斑は、原発事故前には
全く見られなかった
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お
世
話
方
に
よ
っ
て
報
恩
講
の
準
備
が
既
に

整
え
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
お
寺
で
の
こ
と
。
お

世
話
方
で
は
な
い
、
一
人
の
参
詣
者
が
「
報
恩

講
だ
か
ら
」
と
、
手
作
り
の
品
を
届
け
て
お
ら

れ
る
の
を
目
に
し
た
。
そ
の
姿
か
ら
「
報
恩
講

は
お
寺
さ
ん
や
役
員
だ
け
で
行
わ
れ
る
行
事
で

は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
門
徒
に
よ
っ
て
作
ら

れ
る
も
の
な
の
だ
」
と
気
付
か
さ
れ
た
。

お
勤
め
は
お
寺
さ
ん
だ
け
の
も
の
で
は
な
い

の
だ
か
ら
、
門
徒
で
あ
る
私
も
、
下
手
で
も
大

き
な
声
で
お
勤
め
す
れ
ば
い
い
。
ま
し
て
や「
門

徒
で
あ
る
自
分
は
お
客
な
の
だ
」
と
ひ
が
む
必

要
も
無
い
。
報
恩
講
は
、
私
に
で
き
る
形
で
参

加
で
き
る
場
、
参
加
し
て
良
い
場
な
の
だ
と
感

じ
た
。

�

門
徒　

長は

谷せ

川が
わ　

由ゆ

美み

親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し
て
、
本
当
の

教
え
に
出
遇
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
、自

ら
の
生
活
を
振
り
返
り
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ

て
き
た
本
願
念
仏
の
教
え
に
対
し
て
報
恩
感
謝

す
る
。
報
恩
講
は
、
我
々
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
、

一
番
大
切
な
法
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

私
が
所
属
す
る
組
の
門
徒
は
毎
年
、
名
古
屋

別
院
報
恩
講
の
助
音
に
付
い
て
い
る
。
こ
れ
は

二
十
年
程
前
か
ら
続
い
て
い
て
、
昨
年
は
三
十

名
程
が
参
加
し
た
。
着
座
楽
・
伽
陀
か
ら
始
ま

り
、
広
い
本
堂
に
「
正
信
偈
」
が
響
き
渡
る
中

で
勤
め
た
助
音
。
感
動
を
覚
え
、
心
に
響
き
渡

る
報
恩
講
だ
っ
た
。「
真
宗
門
徒
は
報
恩
講
に
始

ま
り
、
報
恩
講
に
終
わ
る
」
と
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
別
院
報
恩
講
を
勤
め
終
え
た
ば
か
り

な
の
を
寂
し
く
感
じ
て
、
今
年
の
報
恩
講
を
待

ち
遠
し
く
思
う
。

�

門
徒　

服は
っ

部と
り　

博ひ
ろ

司し

報
恩
講
は
、
私
の
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
道
と

行
く
場
所
（
立
脚
地
）
を
、
先
人
が
気
付
か
せ

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
念
仏
の
教
え
を
聞
い

て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
先
人
た
ち
に
対

す
る
恩
送
り
だ
ろ
う
。

「
恩
」
に
は
、
知
恩
（
恩
を
知
る
心
）、
感
恩

（
恩
を
感
じ
る
心
）、
報
恩
（
恩
に
報
い
る
心
）

の
三
つ
が
あ
る
。
報
恩
講
が
御
同
朋
の
皆
さ
ま

と
共
に
聖
人
の
教
え
に
出
遇
う
場
と
な
っ
て
い

る
か
、
私
自
身
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

�

門
徒　

大お
お

島し
ま　

善よ
し

信の
ぶ

私
は
五
年
前
に
得
度
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
所
属
す
る
寺
で
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
際
、
衣
を
身
に
着
け
て
歩
い
て
い
る
と
、
門

徒
さ
ん
方
は
深
々
と
丁
寧
に
頭
を
下
げ
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
に
困
惑
す
る
と
同
時
に
、
僧
侶
と
し

て
も
っ
と
精
進
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
つ
く

づ
く
思
う
。

こ
の
よ
う
な
出
仕
す
る
際
の
気
持
ち
に
お
い

て
は
、
報
恩
講
も
他
の
法
要
も
差
は
無
い
。
し

か
し
、
報
恩
講
が
お
寺
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

行
事
で
あ
る
よ
う
に
、
私
に
と
っ
て
も
一
年
を

通
じ
て
最
も
重
要
な
課
題
を
賜
る
法
要
で
あ
る

と
感
じ
て
い
る
。

�

僧
侶　

松ま
つ

林ば
や
し
　

克よ
し

紀の
り

報
恩
講
に
対
し
て
、
正
直
な
気
持
ち
を
言
え

ば
「
普
段
か
ら
念
仏
を
称
え
、
恩
に
報
い
て
い

る
の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
大
げ
さ
な
儀
式
が

必
要
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。

し
か
し
、
報
恩
講
期
間
の
別
院
境
内
は
、
い
つ

も
と
は
異
な
る
高
揚
感
が
漂
っ
て
い
る
と
気
付

い
た
。
そ
し
て
記
憶
の
中
か
ら
、
あ
る
一
場
面

が
頭
に
浮
か
び
、
豊
か
な
心
持
ち
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
私
と
娘
と
母
に
関
連
し
た
出
来
事
。

あ
る
時
、
娘
が
困
難
な
事
柄
に
直
面
し
て
、
涙

な
が
ら
に
電
話
を
か
け
て
き
た
。
居
て
も
立
っ

て
も
い
ら
れ
な
く
な
り
、
離
れ
て
暮
ら
す
娘
の

も
と
へ
と
行
こ
う
と
し
た
の
だ
が
「
絶
対
に
来

て
は
ダ
メ
」
と
断
ら
れ
た
。
娘
は
私
の
心
を
察

す
る
か
の
よ
う
に
「
大
丈
夫
、
自
殺
は
し
な
い

か
ら
」
と
い
う
の
だ
が
、
私
の
心
の
ざ
わ
つ
き

は
収
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
九
十
歳
を
過
ぎ
た
母

に
電
話
し
た
と
こ
ろ
、
事
情
を
聞
い
た
母
は「
あ

な
た
が
仕
事
を
し
て
い
る
間
、
私
が
線
香
を
絶

や
さ
な
い
。
仕
事
が
終
わ
っ
た
ら
、
あ
な
た
は

寝
る
ま
で
線
香
を
焚
き
な
さ
い
」
と
言
う
。
母

の
強
い
口
調
に
押
さ
れ
て
言
わ
れ
た
こ
と
を
実

行
す
る
と
、
当
初
は
色
々
な
考
え
が
浮
か
ん
で

き
た
の
だ
が
、
線
香
を
焚
き
、
静
か
に
座
る
こ

と
を
通
し
て
日
ご
と
に
落
ち
着
き
、「
娘
を
信
じ

よ
う
」
と
い
う
確
信
が
持
て
た
。
そ
の
後
、
こ

の
状
況
を
振
り
返
る
た
び
「
あ
れ
が
母
の
生
き

方
な
の
だ
。
自
分
の
拠
り
処
を
持
っ
て
い
る
人

は
ど
ん
な
こ
と
に
も
動
じ
な
い
。
そ
し
て
線
香

を
焚
く
な
ど
の
自
然
な
形
を
通
し
て
、
他
人
に

寄
り
添
う
智
慧
が
で
て
く
る
の
だ
」
と
信
心
の

大
切
さ
に
気
付
か
さ
れ
た
。

第
十
三
期
研
究
生�

報
恩
講
勤
修

　

わ
た
し
に
と
っ
て
「
報
恩
講
」
と
は
？

研修報告
一
月
二
十
七
日
、
第
十
三
期
研
究
生
に
よ
る
報
恩
講
が
勤
修
さ
れ
た
。
僧
籍
の
有
無
を
問
わ

ず
、
研
究
生
が
「
和
讃
」
の
巡
讃
と
『
御
文
』
の
拝
読
担
当
を
つ
と
め
、
勤
行
後
に
は
「
わ
た

し
に
と
っ
て
報
恩
講
と
は
？
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
感
話
が
行
わ
れ
た
。

今
号
で
は
、
そ
の
感
話
に
て
提
示
さ
れ
た
内
容
の
一
部
を
紹
介
し
、
研
究
生
た
ち
が
報
恩
講

を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
課
題
を
い
た
だ
い
た
の
か
を
、
読
者
の
皆
様
と
共
有
す
る
機
会
と
し
た

い
。
な
お
、
話
の
背
景
や
思
い
が
、
よ
り
皆
様
に
伝
わ
る
こ
と
を
願
い
、
研
究
生
の
名
前
の
前

に
「
僧
侶
」「
門
徒
」
と
い
う
事
柄
を
あ
え
て
記
入
し
た
。

お勤めは「正信偈」草四句目下　次第六首
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こ
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
報
恩
講
と

い
う
場
も
、
色
々
な
思
い
の
人
が
集
ま
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
気
付
い
た
り
、
気
付
か
さ
れ
た
り
す

る
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
る
の
だ
。
あ
っ
た
ほ

う
が
良
い
行
事
な
の
か
な
」
と
、
今
は
思
い
始

め
て
い
る
。

�
門
徒　

髙た
か

橋は
し　

律り
つ

子こ

研
究
生
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

私
は
初
め
て
別
院
報
恩
講
に
お
参
り
し
た
。
し

か
し
、
私
が
子
供
だ
っ
た
時
分
、
祖
母
が
別
院

の
手
伝
い
を
し
て
お
り
、「
ほ
う
お
ん
こ
う
さ

ま
」
の
話
を
よ
く
聞
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
し
た
。

今
思
う
と
、
人
は
皆
、
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
縁
と
は
不
思
議
な
も
の
だ
と
強
く
思
う
。
こ

う
し
て
研
究
生
と
し
て
皆
さ
ん
と
出
あ
い
、
仏

教
を
学
ぶ
こ
と
が
私
の
運
命
で
あ
っ
た
か
と
思
う

と
、
親
鸞
聖
人
へ
の
感
謝
の
思
い
が
出
て
く
る
。

�

門
徒　

木き

村む
ら　

幸ゆ
き

夫お

若
い
頃
は
、
報
恩
講
は
お
寺
で
行
わ
れ
る
行

事
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
世
話
役
が
回
っ

て
き
た
際
に
は
お
賽
銭
の
当
番
な
ど
で
お
寺
に

行
き
、
ま
た
護
持
費
や
本
堂
の
修
繕
費
と
い
う

負
担
も
あ
り
、
少
し
で
も
逃
げ
た
い
と
い
う
気

持
ち
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
人
は
多
い
と
感
じ
る
。
友
人
に「
今

日
は
お
寺
へ
説
教
を
聞
き
に
行
く
」
と
言
う
と

「
そ
ん
な
に
宗
教
を
や
っ
て
、
何
か
家
族
に
不
幸

な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
？
」
と
不
思
議
が
ら
れ

る
。
毎
月
の
命
日
に
お
寺
さ
ん
に
お
参
り
に
来

て
も
ら
っ
て
い
る
友
人
で
も
、
こ
う
な
の
で
あ

る
。
私
が
「
な
ぜ
お
説
教
を
聞
き
に
い
か
な
い

ん
だ
」
と
責
め
る
よ
う
に
言
う
と
、
引
か
れ
て

し
ま
う
。
ど
う
も
私
は
、
少
し
変
わ
り
者
に
見

ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

さ
て
、
私
は
今
、
手
次
ぎ
寺
の
報
恩
講
の
準

備
を
手
伝
い
、
当
日
は
助
音
に
つ
き
、
法
話
を

聞
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
た
だ
、
各

門
徒
宅
で
の
お
内
仏
の
報
恩
講
（
お
取
越
）
が

減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
る
。
本
山
の

報
恩
講
が
勤
ま
り
、
別
院
、
手
次
ぎ
寺
、
そ
し

て
各
家
庭
が
勤
め
て
報
恩
謝
徳
の
行
事
が
完
結

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
儀
式
と
教
学
の

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
、
浄
土
真
宗
は
健
全
だ
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

�

門
徒　

原は
ら

田だ　

育い
く

男お

私
は
大
谷
派
教
師
を
目
指
し
た
時
か
ら
、
自

坊
を
含
め
た
縁
あ
る
お
寺
の
報
恩
講
に
お
参
り

を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
経
験
を
通
し
て

考
え
て
み
る
と
、
私
は
報
恩
講
を
三
種
類
の

「
場
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
思
う
。

一
つ
目
は
「
好
き
な
こ
と
を
堪
能
す
る
場
」。

私
は
お
勤
め
を
す
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
好
き

だ
。
優
劣
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
き

れ
い
だ
と
感
じ
る
お
勤
め
に
出
あ
っ
た
時
に
は

感
動
を
覚
え
る
。
ま
た
以
前
、
別
院
報
恩
講
の

お
勤
め
を
参
詣
席
で
聞
い
た
時
に
は
、
皆
が
張

り
合
っ
て
声
を
出
し
、
競
い
合
っ
て
い
る
と
い

う
印
象
を
受
け
た
。
し
か
し
、
出
仕
し
て
、
お

勤
め
す
る
一
人
ひ
と
り
の
声
を
間
近
で
聞
き
、自

分
の
限
界
ま
で
精
一
杯
声
を
出
し
て
お
ら
れ
る

の
だ
と
感
じ
、
印
象
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。

二
つ
目
は
「
リ
サ
ー
チ
の
場
」。
色
々
な
お
寺

に
お
参
り
に
行
く
と
、
お
勤
め
や
お
斎
、
法
話

の
違
い
が
窺
え
る
。
特
に
法
話
は
話
す
先
生
に

よ
っ
て
内
容
や
話
し
方
な
ど
が
異
な
り
、
大
変

勉
強
に
な
る
。

三
つ
目
は
「
確
認
の
場
」。「
報
恩
」
と
は
「
仏

恩
に
報
い
る
」「
仏
恩
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
を

耳
に
す
る
が
、
本
当
の
意
味
で
は
理
解
で
き
て

い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
報
恩
講
を
勤
修
す
る

意
義
を
、
何
度
も
足
を
運
び
な
が
ら
尋
ね
て
い

き
た
い
と
思
う
。

�

僧
侶　

鈴す
ず

木き　

日ひ

奈な

子こ

私
は
こ
れ
ま
で
毎
年
、
別
院
報
恩
講
に
何
日

間
か
お
参
り
し
て
き
た
。
報
恩
講
は
私
に
と
っ

て
、
大
勢
の
懐
か
し
い
御
同
行
に
一
度
に
出
あ

え
る
楽
し
い
場
で
あ
り
、
大
切
な
教
え
を
ま
と

め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
充
実
し
た
場
で

あ
る
と
感
じ
て
い
た
。

し
か
し
今
年
は
報
恩
講
期
間
と
身
内
の
入
院

と
が
重
な
り
、
足
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
今
回
お
参
り
で
き
な
か
っ
た
報
恩
講
を
通

し
て
、
今
ま
で
の
自
由
な
時
間
の
中
で
本
当
に

大
切
な
御
縁
を
い
た
だ
い
て
い
た
こ
と
、
自
分

の
身
は
自
由
や
時
間
に
限
り
が
あ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。
そ
し
て
、
だ
か

ら
こ
そ
、
御
縁
の
あ
る
限
り
、
急
い
で
聴
聞
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
。

�

門
徒　

石い
し

原は
ら　

厚あ
つ

子こ

報
恩
講
に
お
参
り
す
る
と
、
不
思
議
で
新
鮮

な
気
持
ち
に
な
る
。
得
度
を
し
、
出
仕
し
て
お

勤
め
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
層
心
が

引
き
締
ま
る
思
い
が
す
る
。

ま
た
報
恩
講
は
「
親
鸞
聖
人
は
ど
ん
な
人
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
」「
聖
人
が
残
し
て
く
だ
さ
っ

た
た
く
さ
ん
の
教
え
を
一
つ
ず
つ
学
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
」
と
思
う
時
間
で
も
あ
る
。

�

僧
侶　

大お
お

橋は
し　

眞ま

佐さ

子こ

別
院
報
恩
講
期
間
中
、
毎
日
晨
朝
に
お
参
り

し
た
。
し
か
し
、
い
つ
も
と
は
異
な
る
お
勤
め

に
つ
い
て
い
け
ず
、
声
明
の
本
を
買
っ
て
も
開

き
方
が
分
か
ら
な
い
。
も
と
も
と
は
「
馴
染
み

の
な
い
声
明
を
聞
き
た
い
」
と
思
い
お
参
り
し

た
の
だ
が
、
周
り
で
お
勤
め
し
て
い
る
方
を
見

て
、
自
分
も
一
緒
に
お
勤
め
で
き
る
よ
う
に
な

り
た
い
と
思
っ
た
。

き
れ
い
な
声
明
を
聞
い
て
い
る
と
気
持
ち
が

よ
く
、
入
楽
の
お
勤
め
は
お
ご
そ
か
な
気
持
ち

に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
お
勤
め
と
共
に
、「
和

讃
」
な
ど
の
意
味
内
容
を
味
わ
い
、
親
鸞
聖
人

へ
の
謝
徳
の
気
持
ち
を
確
か
め
ら
れ
た
と
言
え

れ
ば
恰
好
い
い
の
だ
が
、
実
は
声
明
を
聞
く
だ

け
で
満
足
し
、
報
謝
の
お
勤
め
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
意
味
で
は
、
未
だ
報
恩
の
「
講
」
に

参
加
で
き
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。

�

門
徒　

橋は
し

本も
と　

有ゆ
う

司じ

『御文』（聖人一流）のご拝読



新型コロナウイルス感染症に伴う
教化センターのご利用について

2020年度 聖典研修
『教行信証』撰述の願い

■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》
　三密（密閉、密集、密接）回避が呼びかけられ、家族
以外の人と食事をする機会が減った。ただひたすらに
孤独に食べることのみに時間を費やす生物（例えばイ
モムシなど）がいる中で、人にとっての食事とはどんな意
味をもつのだろう。他者とのつながりを感じ、確かめ、共
働・共生していくために必要不可欠な行為なのだと気付
かされる。あらためて、人は密集・密接を好む生き物なの
だと思う今日この頃、自坊報恩講のお斎が気がかりだ。

（Ｋ.Ｈ.）

INFORMATION

教化センター日報
2020年３月～５月

研究業務「自死遺族わかちあいの会」会議 後援
緊急事態宣言の発出に伴う臨時休館（～5月31日）

4月7日
16日

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」⑤（一楽真氏）
研究業務「平和展」特別学習会（神野哲州氏）
研究業務「第31回平和展」（～23日）
名古屋別院「晨朝法話」（第13期研究生 有志）
研修業務「第13期研究生 課題学習」④
研修業務「第13期研究生 聖典講読」⑥
研修業務「聖典研修」⑥（一楽真氏）
研修業務「第13期研究生 課題学習」⑤

　

3月2日
9日
14日
17日

4月2日～4日
6日
15日

5月11日
26日
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第31回平和展 開催中止について
３月17日から23日にかけて第31回平和展「真宗大谷
派の海外侵出－朝鮮開教－」の開催を予定しておりま
したが、新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、現状で
は来場者の安全を確保することが難しいという判断か
ら、開催を中止いたしました。ご来場を予定してくださっ
ていた皆様には、この場を借りて深くお詫び申し上げま
すとともに、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
第31回平和展の研究成果の発表は、パンフレットの

発行をもって代えさせていただきます。ご希望の方には
無償で進呈いたしますので、教化センターまでお問い
合わせください。

新型コロナウイルス感染拡大による愛知県における緊急事態
宣言の発出に伴い、教化センターは来館者および職員の感染予
防・拡大防止に努めるために４月16日から臨時休館しておりまし
たが、緊急事態宣言の解除に伴い、感染予防策を実施した上
で、６月１日より通常業務を再開しております。
つきましては、ご来館の皆様に、下記の感染予防策へのご協
力をお願いしております。

① 発熱など体調が優れない場合は、
 来館をお控えください。
② 入館の際、入口の消毒液で手指の消毒を
 お願いいたします。
③ 可能な範囲でのマスクの着用および
 咳エチケットにご協力ください。
④ 座席をご利用の際は、間隔を空けて
 ご着席ください。
⑤ 定期的に換気をいたしますので、
 ご了承ください。

当面の間、皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理
解ご協力くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

【新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期となった主な事業】

前年度に引き続き、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。

*新型コロナウイルスの感染状況により、日程・会場等は変更になる場
合があります。最新情報はＨＰ「お東ネット」でご確認いただくか、
教化センターまでお問い合わせください。

日　程　第１回　９月14日（月）
　　　　第２回　11月９日（月）
　　　　第３回　１月18日（月）
　　　　第４回　３月８日（月）
　　　　第５回　５月10日（月）

時　間　午後６時～午後８時
会　場　名古屋別院 対面所
聴講料　１回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）

教化センターの人事がありました
〈新任〉
非常勤嘱託　田中 真理（2020年4月1日 付）

〈異動〉名古屋教務所へ
事 務 嘱 託　服部 岩光（2020年4月1日 付）
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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。


