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No.77センタージャーナル
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
。

も く じ
・講義抄録「真宗儀式の教相」 ❷・❸

・東日本大震災　復興支援活動報告 ❹

・大谷派の戦争協力

　－戦場慰問と宣撫工作－ 
❺

・親鸞聖人御旧跡レポート ❻・❼

・研究生実習報告－葬儀って必要？－ ❼

・ライブラリー紹介 ❼
◆挟み込み〈※寺報などにご利用ください〉電信柱が倒れるがれきの中に水仙が花を咲かせていた。（岩手県宮古市の浄土ヶ浜・5月初旬）

境
界
に
立
つ

－

想
定
外
を
め
ぐ
っ
て

－

　

71
日
間
に
お
よ
ぶ
宗
祖
親
鸞
聖
人
７
５
０

回
御
遠
忌
法
要
が
円
成
し
た
。参
拝
さ
れ
た

方
々
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
様
々
な
出
遇
い
と
思

い
出
を
残
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。私
自
身
を

振
り
返
れ
ば
、３
月
11
日
に
突
如
と
し
て
発

生
し
た
震
災
に
よ
っ
て
、こ
れ
ま
で
思
い
描

い
て
い
た
華
々
し
く
荘
厳
さ
れ
た
御
遠
忌
の

想
定
が
打
ち
砕
か
れ
た
こ
と
が
思
い
返
さ
れ

る
。

　

私
に
と
っ
て
の
御
遠
忌
法
要
も
、ま
さ
し

く
想
定
外
の
御
遠
忌
法
要
と
な
っ
た
わ
け
だ

が
、こ
の
こ
と
に
よ
り
、常
に
自
身
の
勝
手
な

想
定
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
私
の
正
体

が
明
白
と
な
っ
た
。

　

震
災
以
来
、今
年
の
流
行
語
大
賞
は「
想
定

外
」と
言
わ
ん
が
ば
か
り
に
こ
の
言
葉
が
飛

び
交
っ
た
。以
来
、こ
の
想
定
外
は
、世
界
中

の
原
子
力
発
電
所
の
あ
り
方
を
揺
る
が
し
、

政
治
・
経
済
を
疲
弊
さ
せ
、戦
後
の
日
本
が

築
い
て
き
た
安
易
な
想
定
も
す
べ
て
の
み
込

ん
で
し
ま
っ
た
。し
か
し
、「
想
定
外
」の
出
来

事
が
、自
分
勝
手
な
希
望
的
憶
測
と
無
自
覚

な
我
欲
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
私
の
日
常
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　

御
遠
忌
法
要
に
被
災
地
か
ら
届
け
ら
れ
た

御
門
徒
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、「
津
波
に
の
み
込

ま
れ
た
我
が
家
、わ
が
町
の
残
骸
の
中
に
水

仙
の
花
を
見
つ
け
、こ
れ
ま
で
何
も
感
じ
な

か
っ
た
御
遠
忌
テ
ー
マ『
今
、い
の
ち
が
あ
な

た
を
生
き
て
い
る
』が
響
い
た
」が
、忘
れ
ら

れ
な
い
。ま
た
、本
紙
４
頁
の
下
間
氏
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
報
告
に
紹
介
い
た
だ
い
た「
津
波

に
会
え
た
こ
と
に
も
あ
り
が
と
う
と
言
い
た

い
」に
は
衝
撃
を
受
け
た
。ま
さ
に
、水
仙
の

如
く
東
北
の
大
地
に
し
っ
か
り
と
根
を
は
っ

た
お
二
人
の
生
き
様
に
大
い
に
励
ま
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

　

お
二
人
が
感
じ
た
大
地
・
大
海
の
想
定
外

の
不
可
思
議
さ
へ
の「
感
謝
」と
は
裏
腹
に
、

目
先
の
欲
望
と
引
き
換
え
に
無
関
心
を
装
っ

て
放
置
し
て
き
た
原
発
問
題
。大
地
・
大
海

の
す
べ
て
の「
い
の
ち
」、そ
し
て
、こ
れ
か
ら

芽
生
え
る
で
あ
ろ
う「
い
の
ち
」へ
の「
ご
め

ん
な
さ
い
」か
ら
し
か
歩
み
は
は
じ
ま
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
は
や
、疲
弊
し
た
私
の
想
定
内
か
ら
は

何
も
生
み
出
す
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。私

の
口
か
ら
称
え
ら
れ
る
念
仏
も
、ま
さ
し
く

「
想
定
外
」の
は
た
ら
き
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。私
の
想
定
の
内
と
外
と
の
境
界
に
立
て
。

こ
の
た
び
の
宗
祖
御
遠
忌
、東
北
の
悲
し
み

か
ら
、今
、私
が
問
わ
れ
て
い
る
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹　

荒
山 

淳
）
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親
鸞
聖
人
は
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
る
？

本
山
の
御
影
堂
の
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
は
、

お
厨
子
の
中
で
お
念
珠
を
持
ち
礼
盤
の
う
え
に

座
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
像
に
向
か

っ
て
、我
々
は
手
を
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。

礼
盤
に
座
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち

の
方
を
向
い
て
は
い
ま
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
に

向
か
っ
て
念
仏
し
て
い
る
御
姿
な
の
で
す
。
ま

た
、
我
々
は
親
鸞
聖
人
を
通
し
て
お
念
仏
の
教

え
を
い
た
だ
き
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
い

ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
宗
祖

と
し
て
教
え
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
か

ら
、御
真
影
は
今
現
在
説
法
の
す
が
た
で
あ
り
、

こ
ち
ら
、
私
た
ち
の
方
を
向
い
て
い
ま
す
。

で
は
、
お
念
仏
を
称
え
て
い
る
の
か
、
説
法

し
て
い
る
の
か
。
ど
ち
ら
が
本
当
な
の
で
し
ょ

う
か
。
私
は
そ
れ
が
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
繰
り
返
す

よ
う
で
す
が
、
お
念
仏
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
、
親
鸞
聖
人
が
礼
盤
に
座
っ
て
阿
弥
陀

如
来
に
向
か
っ
て
お
念
仏
を
称
え
て
い
る
姿

が
、私
た
ち
に
は
説
法
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
両
方
に
向

か
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
教
学
的
に
い

え
ば
、
親
鸞
聖
人
の
御
説
法
は
、
私
た
ち
に
と

っ
て
は
阿
弥
陀
と
い
う
真
実
の
方
向
か
ら
与
え

ら
れ
て
く
る
も
の
、回
向
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
お
念
仏
そ
の
も
の
の
表

現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
が
お
念
仏
す
る
時
は
、
親
鸞
さ
ま
も

阿
弥
陀
さ
ま
の
方
を
向
い
て
一
緒
に
お
念
仏
し

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
教
え
と
し
て
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、
形
と
し
て
私
た
ち
の
方
を
向
い
て
座
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
に
表
さ
れ
て
い

ま
す
。

私
た
ち
は
、
一
つ
の
物
の
見
方
し
か
で
き
な

い
の
で
、な
か
な
か
受
け
取
り
難
い
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
親
鸞
聖
人
に

手
を
合
わ
せ
る
の
は
、
貴
人
崇
拝
で
あ
る
と
い

う
人
も
い
ま
す
。
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。

い
ま
の
か
た
ち
の
ま
ま
で
、
一
緒
に
お
念
仏
も

う
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
し
て
仰
ぐ
と
い
う
時
に

は
、
一
つ
の
方
向
だ
け
で
言
い
切
れ
な
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
を
諸
仏
の
一
人
、
師

と
し
て
見
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
も
う
一
つ
は
や

は
り
御
同
行
と
し
て
見
る
、
ま
た
見
て
下
さ
っ

て
い
る
、
そ
う
い
う
感
覚
が
御
信
心
の
一
面
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

毒
矢
が
さ
さ
っ
た
ま
ま
の
私
た
ち

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
も
の
に
二
つ
の
方
向
を

見
る
と
言
う
よ
う
な
こ
と
は
私
た
ち
に
は
わ

か
り
難
い
。「
自
分
が
あ
っ
て
」「
そ
の
意
思

が
ど
う
で
あ
る
か
」、
そ
う
い
う
前
提
で
し
か

話
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
私
た
ち
の
有
り
方

で
す
。
す
べ
て
善
悪
、
好
悪
と
言
っ
た
形
で
自

分
と
の
関
係
を
作
る
し
か
な
い
、
分
別
で
し
か

生
き
ら
れ
な
い
の
で
す
。「
生
か
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
れ
と
は
反
対
の
立
場
で

す
し
、「
縁
起
し
て
い
る
」、「
空
で
あ
る
」、
ま

た
「
無
我
」
と
い
う
の
も
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を

問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。『
毒
矢
喩
経（
ど

く
や
の
た
と
え
）』
と
い
う
別
名
を
持
つ
お
経

が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
釈

迦
さ
ま
が
答
え
を
出
さ
な
か
っ
た
14
の
質
問

（
十
四
無
記
）
で
す
（
表
参
照
）。
こ
れ
は
当
時

イ
ン
ド
に
現
わ
れ
た
た
く
さ
ん
の
新
し
い
宗
教

を
、
い
わ
ば
試
す
た
め
の
質
問
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
問
題
に
ど
う
答
え
る
か
が
、
そ
の
宗

教
の
特
徴
を
示
す
の
で
す
。

尊
者
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
は
夕
方
、

静
思
の
坐
よ
り
起
ち
、
世
尊
の
も
と
に
参

上
し
た
。世
尊
に
近
づ
い
て
礼
拝
す
る
と
、

尊
者
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
は
世
尊
に
向

か
っ
て
下
座
に
す
わ
り
、世
尊
に
言
っ
た
。

「
世
尊
よ
、
こ
の
私
が
静
か
な
場
所
で
独

り
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
い
た
と
き
、
次
の
よ

う
な
考
え
が
お
こ
り
ま
し
た
。
次
の
十
四

で
す
。
こ
の
十
四
の
質
問
に
明
確
な
判
断

を
示
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
な
ら
、
私
は
修

学
を
放
棄
し
て
、
世
俗
の
生
活
に
還
る
こ

と
に
し
よ
う
と
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
お

こ
っ
た
の
で
す
。
も
し
こ
の
十
四
の
命
題

第 7 回

講 義 抄 録
2011年３月４日

〈
研
究
生
「
教
化
研
修
」〉

「
真
宗
儀
式
の
教
相
」

竹た

け

橋は

し　
　

太ふ
と
し

（
本
廟
部
出
仕
）

１）世界は常住であるか
２）世界は無常であるか
３）世界は常住であり、かつ無常であるか
４）世界は常住ではなく、かつ無常でもないのか
５）世界は有限であるか
６）世界は無限であるか
７）世界は有限であり、かつ無限であるのか
８）世界は有限ではなく、かつ無限でもないのか
９）生命と肉体は同一であるか
10）生命と肉体は別であるか
11）人は死後存在するか
12）人は死後存在しないか
13）人は死後存在し、かつ存在しないのか
14）人は死後存在せず、かつ存在しないのでもないのか

（『阿含経』「中部経典№63」『マールンキヤプッタの問い』）
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を
ご
存
知
な
い
の
な
ら
、
知
ら
な
い
こ
と

は
知
ら
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
と
正
直
に
答
え
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
。

こ
れ
に
対
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
珍
し
く
お

怒
り
に
な
り
ま
し
た
。「
お
ろ
か
者
よ
。
お
前

は
い
っ
た
い
自
分
を
誰
だ
と
思
っ
て
修
学
を
拒

も
う
と
す
る
の
だ
」
と
。

お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
質
問
に
は
答
え
な
い
、

そ
う
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
11

か
ら
14
を
見
て
く
だ
さ
い
。
い
ま
で
も
私
た
ち

は
こ
れ
ら
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
、

浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
の

で
は
な
い
で
す
か
。
11
は
生
死
輪
廻
の
立
場
、

つ
ま
り
霊
魂
論
で
す
。釈
尊
は
常
見（
常
に「
我
」

が
有
る
と
い
う
見
＝
魂
が
永
遠
に
生
ま
れ
変
わ

る
と
い
う
考
え
方
）
と
言
わ
れ
ま
す
。
12
を
断

見
（「
我
」
が
死
に
よ
っ
て
断
絶
す
る
と
い
う

見
＝
死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
と
い
う
考
え
方
）
と

言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
有
無
の
二
見
と
言
わ
れ

る
迷
い
の
典
型
な
の
で
す
。
浄
土
真
宗
の
僧
侶

は
こ
の
12
の
立
場
の
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
な

ぜ
迷
い
な
の
か
。
答
え
は
簡
単
で
す
。
こ
の
11

か
ら
14
は
「
我
が
有
る
」
と
い
う
こ
と
が
前
提

に
な
っ
て
い
ま
す
。
我
が
あ
っ
て
続
く
か
終
わ

る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
14
の
質
問

全
体
が
、
私
が
い
て
世
界
を
見
て
い
る
と
い
う

前
提
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
自
体
が
問

題
な
の
で
す
。
こ
の
経
典
で
は
、
こ
の
14
の
質

問
に
答
え
な
い
こ
と
で
釈
尊
は
自
分
の
立
場
を

示
し
た
の
で
す
。

つ
ま
り
無
我
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
は「
私

が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、「
私
は

ご
縁
に
依
っ
て
そ
の
と
き
そ
の
と
き
生
じ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
し
か
な
い
の
で

す
。「
私
が
い
て
ご
縁
を
頂
く
」の
で
は
な
く「
ご

縁
が
い
ま
私
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
２
歳
の
と
き
の
私
と
い
ま
の

私
は
違
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が
続
い
て
い
る

と
思
う
の
が
、
私
た
ち
の
普
通
の
考
え
方
で
し

ょ
う
。

こ
の
経
典
で
は
続
い
て
、
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
プ

ッ
タ
の
す
が
た
は
毒
矢
が
刺
さ
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
毒
矢
を
抜
き
も
し
な
い
で

「
こ
の
毒
矢
は
何
で
で
き
て
い
る
の
か
」「
誰
が

射
た
の
か
」
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

と
同
じ
だ
と
説
か
れ
ま
す
。「
人
は
死
後
存
在

す
る
の
か
、
し
な
い
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
前

提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ

を
言
っ
て
い
る
の
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
「
私
」
で
す
。「
私
」
が
い
て
、
そ
れ
を

理
解
し
な
け
れ
ば
、
仏
教
を
信
頼
で
き
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ

う
。
私
の
存
在
を
確
固
と
し
た
も
の
と
し
て
疑

い
も
し
な
い
、
そ
し
て
そ
う
い
う
自
分
が
ど
う

な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
方
向
で
し
か
、
も
の

を
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
「
私
」
が
毒
矢
な
の
だ
と

い
う
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
た
え
で
す
。

「
お
前
は
い
っ
た
い
自
分
を
誰
だ
と
思
っ
て

い
る
の
か
」
と
い
う
言
葉
は
ま
さ
に
そ
う
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う

「『
私
』
が
い
る
と
い
う
こ
と
」、
こ
れ
が
無
明

で
す
。
私
た
ち
が
気
付
い
て
も
い
な
い
「
私
が

い
る
、
世
界
が
あ
る
」
と
い
う
前
提
が
、
そ
も

そ
も
問
題
な
の
で
す
。そ
の
こ
と
を
問
わ
ず
に
、

私
た
ち
は
自
分
の
善
悪
で
教
え
を
聞
い
て
い
る

の
で
す
。

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え

ば
、
自
分
だ
け
で
自
分
の
意
味
は
決
め
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
有
り
様
は
自

分
の
思
い
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
が

行
う
儀
式
が
仏
の
説
法
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
縁
起
的
存
在
で
あ
る
と

い
う
前
提
か
ら
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

儀
式
そ
の
も
の
が
仏
の
説
法
を

あ
ら
わ
し
て
い
る

こ
の
よ
う
に
十
四
無
記
を
通
し
て
縁
起
と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
の
も
、
親
鸞
聖
人
の
御
影
の

こ
と
を
述
べ
た
の
も
儀
式
そ
の
も
の
が
、
私
た

ち
の
行
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
仏

の
説
法
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
す
。

先
ず
、
儀
式
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
自

分
の
意
志
で
行
動
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
一
定
の
形
に
従
っ
て
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

宗
祖
や
釈
尊
の
言
葉
を
み
な
に
伝
え
る
法
会
の

場
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は

私
が
ど
う
考
え
て
儀
式
を
行
う
か
と
い
う
こ
と

と
、
ま
た
違
う
方
向
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

御
信
心
を
頂
く
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
に
出

遇
っ
て
凡
夫
・
悪
人
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
頭
が
下
が
る
、
そ

れ
が
す
く
い
な
の
で
す
。
念
仏
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
す
く
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
念
仏
が
す
く

い
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
阿
弥
陀

さ
ま
と
出
遇
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど

こ
か
に
阿
弥
陀
さ
ま
が
い
て
、「
私
」
が
出
遇

う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
頭
が
下
が
っ

た
と
き
に
い
る
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
な
の
で
す
。

自
分
が
偽
物
で
あ
る
。
凡
夫
で
あ
る
と
頭
が
下

が
っ
た
と
き
に
だ
け
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
仮
に
頭
が
下
が
っ

て
も
そ
れ
を
自
分
の
中
に
解
消
し
て
し
ま
い
、

自
分
を
本
物
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら

聞
法
が
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、底
の
無
い
迷
い
の
深
み
に
下
り
始
め
る
、

そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。

儀
式
に
話
を
戻
せ
ば
、
私
た
ち
の
儀
式
は
仏

や
宗
祖
の
前
で
、
念
仏
聞
法
し
て
い
る
姿
を
あ

ら
わ
し
て
い
ま
す
。
儀
式
を
し
て
す
く
わ
れ
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
く
い
と
い
う
結
果
を

形
に
し
て
い
る
の
が
儀
式
で
す
。
だ
か
ら
儀
式

そ
の
も
の
が
仏
の
説
法
だ
と
い
え
る
わ
け
で

す
。
形
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
思
い
を

超
え
て
、
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
で
、
法
話
も
で
き
る
の

で
す
。
法
話
も
儀
式
の
中
で
す
。
法
衣
を
着
て

い
な
か
っ
た
ら
誰
も
法
事
を
し
て
く
れ
と
も
、

法
話
を
し
て
く
れ
と
も
言
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ

も
そ
ん
な
資
格
は
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
み

な
が
そ
の
形
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
き
る
こ
と

な
の
で
す
。
そ
う
い
う
安
心
で
き
る
場
を
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
形
の
中
で
役
割
を

果
た
す
と
い
う
こ
と
が
、
儀
式
の
執
行
な
の
で

す
。
私
の
思
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
儀
式
を
執
行
す
る
私
が

偉
い
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
儀
式
と
は
我
々

の
考
え
て
い
る
以
上
に
、
そ
の
形
と
い
う
こ
と

に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

「
真
宗
儀
式
の
教
相
」

次
回
は
９
月
16
日
で
す
。

（
詳
細
は
８
頁
）
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３
月
11
日
の
震
災
以
来
、「
被
災
地
に
入
っ

て
何
か
し
た
い
」
と
思
い
つ
つ
も
、
中
々
踏
み

出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
悶
々
と
し
て
い
た
。
そ

ん
な
中
、
知
人
か
ら
被
災
地
入
り
を
誘
わ
れ
、

僧
侶
仲
間
６
人
で
現
地
入
り
を
決
断
し
た
。

被
災
地
は
刻
々
と
状
況
が
変
わ
る
と
聞
い
て

い
た
の
で
、
我
々
よ
り
も
以
前
に
現
地
入
り
し

た
仲
間
の
情
報
と
、
仙
台
教
務
所
に
設
置
さ
れ

た「
現
地
復
興
支
援
セ
ン
タ
ー
」を
頼
り
に
、「
推

進
員
宅
の
瓦
礫
の
撤
去
」、「
遺
体
安
置
所
の
訪

問
」、「
東
京
・
三
条
教
区
有
志
に
よ
る
炊
き
出

し
隊
へ
の
参
加
」
な
ど
、
短
い
日
程
な
が
ら
多

岐
に
わ
た
る
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

実
際
に
現
地
に
行
っ
て
み
る
と
、
テ
レ
ビ
や

新
聞
か
ら
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
３
６
０
度
に
広

が
る
壊
滅
的
な
状
況
に
言
葉
が
で
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
東
北
の
自
然
の
美
し
さ

に
驚
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
同
じ
空

間
で
息
を
吸
い
、
同
じ
も
の
を
食
べ
る
中
で
、

私
の
中
に
あ
る
「
お
気
の
毒
な
被
災
者
」
と
い

う
固
定
概
念
と
は
違
う
、
生
身
の
人
の
ぬ
く
も

り
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

今
回
、
瓦
礫
の
撤
去
作
業
を
お
手
伝
い
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
菅
野
さ
ん
か
ら
こ
ん
な
お
話
を

い
た
だ
い
た
。

津
波
の
御
蔭
で
、
傲
慢
な
私
の
あ
り
方
に

よ
う
や
く
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

津
波
に
会
え
た
こ
と
に
も
あ
り
が
と
う
と

言
い
た
い
。
こ
れ
か
ら
も
、
お
念
仏
し
て

生
き
て
い
き
ま
す
。

自
然
の
中
に
生
き
て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と

を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
私
た
ち
。「
自
然
と

共
に
生
き
て
い
る
『
い
の
ち
』
を
改
め
て
見
つ

め
て
い
き
な
さ
い
」
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

今
回
、
菅
野
さ
ん
を
は
じ
め
、
本
当
に
多
く

の
方
々
の
生
の
思
い
や
願
い
に
触
れ
、
改
め
て

日
頃
の
自
身
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
被
災
地
に
行
っ
て
活
動

す
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
で
も
、
全
て
で
も
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
で
き
る
役
割
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
形
で
力
を
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
様
々
な
形
で
人
と
人
が
つ
な
が
っ
て

い
け
る
よ
う
な
社
会
・
教
団
に
な
る
こ
と
を
願

う
と
共
に
、
そ
の
役
割
の
一
端
を
荷
っ
て
い
き

た
い
と
思
っ
た
。

そ
し
て
、
お
念
仏
が
結
ん
で
く
れ
た
、
今
回

の
ご
縁
に
感
謝
と
、こ
の
経
験
を
伝
え
る
こ
と
、

震
災
を
「
大
変
だ
っ
た
こ
と
」
と
し
て
、
終
わ

ら
せ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
と
強
く
思
っ
た
。

こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
現
地
へ
赴
き
、
被
災
地
の
復
興

支
援
に
尽
力
し
た
い
と
い
う
宗
派
関
係
者
（
寺
院
・
門
徒
）
を
支
援
す
る
た
め
に
、
仙
台
教
務
所
内

に
「
現
地
復
興
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
教
区
か
ら
も
現
地
復
興
支
援
セ

ン
タ
ー
と
の
連
携
の
も
と
、
有
志
の
僧
侶
が
順
次
、
被
災
地
へ
赴
い
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
さ
る
５
月
16
日
か
ら
20
日
ま
で
の
日
程
で
、
被
災
地
で
活
動
さ
れ
た
下
間
寿
昭
氏
に
、

現
地
で
感
じ
た
こ
と
を
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

東
日
本
大
震
災 

復
興
支
援
活
動（
報
告
）

「
お
念
仏
が
結
ん
で
く
れ
た
出
遇
い
に
感
謝
」

二
十
五
組 

三
月
寺　

下し
も
つ
ま間 

寿と
し
あ
き昭

壊滅的な被災状況を目の当たりにして途方にくれた。
その一方で、東北の空はとても美しかった。

仙台教区推進員連絡協議会会長
菅野眞一さん

菅野さんとのご縁を結んでくださった佐藤多恵子さん（左）と 
菅野さんの奥さんの貞さん（右）。お茶とお菓子をご馳走になった。
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は
じ
め
に

日
中
戦
争
勃
発
直
後
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

「
法
主
」
は
中
国
大
陸
の
戦
場
慰
問
旅
行
を
お

こ
な
っ
た
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
か
、
大
谷
派

「
法
主
」
も
１
９
３
８
（
昭
和
13
）
年
１
月
13

日
か
ら
３
月
９
日
ま
で
中
国
華
北
・
華
中
の
戦

場
・
占
領
地
と
「
満
州
国
」
を
訪
問
し
た
。

こ
の
「
法
主
」
の
慰
問
行
は
、
大
谷
派
の
中

国
に
対
す
る
戦
争
責
任
の
基
本
型
を
示
す
も
の

と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
を
分
類
す
れ
ば
、
軍
隊

慰
問
・
宣
撫
工
作
・
神
社
参
拝
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
こ
れ
ら
す
べ
て
は
『
東
洋
平
和
の
黎

明
』
と
題
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画
で
、
広
く

国
内
で
宣
伝
さ
れ
て
い
る
。

一
、
軍
隊
慰
問

軍
隊
慰
問
は
、
軍
病
院
患
者
の
慰
問
・
部
隊

司
令
官
へ
の
表
敬
訪
問
・
部
隊
で
の
「
法
話
」・

戦
死
者
「
慰
霊
祭
」
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
占

領
行
政
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
場
所
で
は
、

軍
用
列
車
や
航
空
機
で
の
移
動
、
兵
隊
の
警
備

を
受
け
て
の
移
動
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
。

各
地
で
の
「
法
主
」
の
移
動
や
宿
泊
は
、
陸

軍
特
務
機
関
が
執
り
行
っ
て
い
た
。
こ
の
特
務

機
関
は
戦
闘
部
隊
で
は
な
く
、
占
領
地
の
行
政

を
行
う
た
め
の
部
隊
で
あ
っ
た
。そ
の
業
務
は
、

食
糧
確
保
・
教
育
・
医
療
・
宣
撫
工
作
・
軍
と

官
民
（
傀か
い
ら
い儡

側
も
含
む
）
の
連
携
調
節
な
ど
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
大
組
織
で
あ
る
大
谷
派

の
「
法
主
」
の
慰
問
行
は
軍
か
ら
も
重
要
視
さ

れ
、
特
務
機
関
が
特
別
の
便
宜
を
図
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
軍
と
大
谷
派
の
密
接
な

関
係
を
証
明
し
て
い
る
。

二
、
宣
撫
工
作

慰
問
行
に
特
務
機
関
が
大
き
く
関
与
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
慰
問
行
は
占
領
地
行
政
に
利
す

る
た
め
の
宣
撫
工
作
も
重
要
な
目
的
と
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
満
州
国
」
で
は
、「
満
州
国
皇
帝
」
ら
の
要

人
と
の
会
見
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、「
日
満

友
好
」
の
演
出
だ
け
で
な
く
、「
満
州
国
開
教
」

の
円
滑
化
も
目
的
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

当
時
は
、「
開
拓
地
開
教
」
と
し
て
、
大
谷
派

の
布
教
所
が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
も
あ

っ
た
。

ま
た
、
華
北
や
華
中
で
も
傀
儡
と
な
っ
た
中

国
要
人
と
の
会
見
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
中
で

も
、北
京
市
長
と
南
京
自
治
委
員
会
副
会
長
は
、

１
８
９
９
（
明
治
32
）
年
３
月
１
日
に
中
国
南

京
に
開
設
さ
れ
た
大
谷
派
の「
金
陵
東
文
学
堂
」

の
出
身
で
あ
り
、
占
領
者
と
傀
儡
、
と
い
う
以

上
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
日
本
の
占
領
行
政
と
大
谷
派
の
占
領
地

侵
出
に
は
プ
ラ
ス
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

三
、
神
社
参
拝

こ
の
慰
問
行
で
は
、「
満
州
国
」・
華
北
・
華

中
に
あ
っ
た
神
社
へ
の
「
公
式
参
拝
」
も
目
立

っ
て
い
る
。『
真
宗
』の
記
事
で
は「
公
式
参
拝
」

と
「
参
拝
」
の
二
種
類
の
表
現
が
あ
る
が
、
前

述
の
映
画
『
東
洋
平
和
の
黎
明
』
に
記
録
さ
れ

た
場
面
か
ら
判
断
で
き
る
こ
と
は
、
神
主
の
先

導
に
よ
る
参
拝
を
「
公
式
参
拝
」
と
呼
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
の
中
曽
根
・
小
泉
首
相

の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
も
、
神
主
の
先
導
に
よ

り
参
拝
し
て
い
る
。
大
谷
派
も
こ
の
よ
う
な
形

式
を「
公
式
参
拝
」と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

「
法
主
」
の
慰
問
行
は
二
か
月
に
わ
た
る
。

ま
た
、
同
時
期
に
裏
方
に
よ
る
慰
問
行
も
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
慰
問
行
で
の
訪
問
先
・

面
会
者
な
ど
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
単

な
る
軍
隊
慰
問
で
は
な
い
大
谷
派
の
戦
争
協
力

が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の

戦
争
協
力
を
国
内
で
宣
伝
し
た
映
画
の
影
響
力

に
つ
い
て
も
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
慰
問
行
は
、
今
後
の
大
き
な
研
究
テ
ー

マ
と
な
る
べ
き
事
実
で
あ
る
。

（
研
究
員　

大
東 

仁
）

大
谷
派
の
戦
争
協
力

「
法
主
」の
戦
場
慰
問
と
宣
撫
工
作

大谷派の近・現代史

「法主」による天津神社公式参拝。神社参拝の映像を見せることで、門徒にも神社参拝奨励を教育した。
『戦争は罪悪である　ある仏教者の名誉回復』NHK 教育テレビ　2009（平成 21）年 10 月12 日放送

大谷派と日本軍。上海の陸軍病院慰問。
『戦争は罪悪である　ある仏教者の名誉回復』
NHK教育テレビ　2009（平成21）年10月12日放送
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岐
阜
県
羽
島
市
正
木
町
上か
み
お
お
ら

大
浦
。
木
曽
川
に

架
か
る
尾
濃
大
橋
を
渡
り
、
堤
防
沿
い
を
少
し

北
へ
進
む
と
、「
親
鸞
聖
人
橘
之
御
旧
跡
」
と

刻
ま
れ
た
石
碑
の
建
つ
河
田
家
の
前
に
出
る
。

当
家
は
、
嘉
禎
元
（
１
２
３
５
）
年
、
関
東
か

ら
親
鸞
聖
人
が
京
都
に
帰
る
途
中
に
、
尾
張
国

葉
栗
郡
大
浦
郷
に
立
ち
寄
り
２
泊
３
日
の
逗
留

を
さ
れ
た
と
伝
え
る
、
河
田
彦
左
衛
門
の
屋
敷

跡
で
あ
る
。
東
海
地
方
で
は
「
在
家
唯
一
」
の

聖
人
御
旧
跡
と
し
て
、
地
元
の
人
々
に
は
と
て

も
親
し
ま
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

大
浦
の
地
は
、
現
在
は
岐
阜
県
に
な
る
が
、

中
世
で
は
尾
張
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
こ
の
地
は
、
名
古
屋
市
に
あ
る
聖
徳
寺

の
開
創
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、
寺
伝
に
よ
れ
ば

当
寺
は
、
聖
人
の
帰
洛
の
際
、
大
浦
郷
の
人
々

の
懇
請
に
よ
り
、
同
行
し
て
い
た
直
弟
子
の
閑

善
を
聖
人
が
残
留
さ
せ
開
創
し
た
と
言
う
。
た

だ
そ
の
後
、
一
旦
中
島
郡
苅
安
賀
に
移
る
が
、

天
文
年
間
初
期
に
再
び
大
浦
郷
に
も
ど
り
、
天

文
９
（
１
５
４
０
）
年
に
は
実
如
上
人
・
証
如

上
人
御
影
や
親
鸞
聖
人
絵
伝
が
下
付
さ
れ
、
堂

宇
も
整
備
充
実
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
同
寺

に
所
蔵
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
裏
書
三
点
に
は
「
尾

州
葉
栗
郡
大
浦
郷　

聖
徳
寺
常
什
物
」と
あ
り
、

も
と
も
と
大
浦
が
尾
張
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
※
。

＊
＊
＊　

さ
て
、
こ
の
河
田
家
に
は
親
鸞
聖
人
の
逗
留

に
際
し
て
次
の
よ
う
な
物
語
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

聖
人
が
河
田
家
に
滞
在
中
、
聖
人
が
説
く
念

仏
の
教
え
に
感
銘
を
受
け
た
彦
左
衛
門
は
、
九く

年ね
ん

母ぼ

と
い
う
蜜
柑
の
実
を
献
じ
た
。
聖
人
は
大

変
喜
ん
で
食
べ
ら
れ
た
が
、
種
が
糸
切
り
歯
に

つ
か
え
て
、
糸
切
り
歯
は
種
が
つ
い
た
ま
ま
抜

け
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
聖
人
は
糸
切
り
歯
か
ら

つ
か
え
た
種
を
は
ず
し
握
る
と
、「
私
の
言
う

こ
と
と
仏
が
言
わ
れ
る
こ
と
が
同
じ
な
ら
、
こ

の
種
は
す
ぐ
に
も
芽
が
出
る
で
し
ょ
う
」
と
言

っ
て
庭
先
に
投
げ
た
。
す
る
と
そ
の
種
は
み
る

み
る
う
ち
に
芽
を
出
し
た
と
言
う
。
ま
た
夜
に

な
っ
て
、
彦
左
衛
門
は
聖
人
の
た
め
に
、
遠
い

伊
勢
国
か
ら
取
り
寄
せ
た
特
大
の
あ
わ
び
を
御

馳
走
し
た
。
聖
人
は
こ
れ
も
喜
ん
で
、「
南
無

阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
称
え

な
が
ら
食
べ
ら
れ
た
。
す
る
と
そ
の
あ
わ
び
の

貝
殻
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
文
字
と
蓮
の

花
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
言
う
。
実
際
、

河
田
家
の
庭
に
は
こ
の
時
の
種
か
ら
芽
を
出
し

た
と
伝
え
る
九
年
母
の
木
が
あ
っ
た
そ
う
だ

が
、
残
念
な
が
ら
50
年
ほ
ど
前
に
枯
れ
て
し
ま

い
今
は
な
い
。
た
だ
、
聖
人
の
糸
切
り
歯
や
六

字
の
名
号
が
書
か
れ
た
あ
わ
び
の
貝
殻
が
伝
わ

り
、
今
で
も
お
内
仏
に
大
切
に
安
置
さ
れ
て
い

る
。ち

な
み
に
「
橘
之
御
旧
跡
」
の
名
称
は
こ
の

九
年
母
の
伝
承
に
由
来
し
、い
つ
の
頃
か
ら
か
、

蜜
柑
の
古
名
で
あ
る
「
橘
」
の
字
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。

＊
＊
＊　

無
論
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
、
あ
く
ま
で
も
空

想
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

背
景
に
は
、
河
田
家
の
人
々
が
聖
人
と
直
接
触

れ
あ
っ
た
深
い
感
動
と
、
耳
に
し
た
教
え
を
伝

え
て
い
こ
う
と
す
る
強
い
使
命
感
が
あ
っ
た
こ

と
を
想
像
さ
せ
る
。
つ
ま
り
法
義
相
続
の
象
徴

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
河
田
家

の
お
内
仏
に
は
、
こ
の
他
に
御
代
前
に
蓮
如
上

人
筆
の
小
幅
の
六
字
名
号
が
掛
か
り
、
祖
師
前

側
面
に
は
証
如
上
人
証
判
の
御
文
（
四
帖
目
末

尾
）
の
断
簡
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

本
尊
の
御
絵
像
は
少
な
く
と
も
江
戸
初
期
と
推

定
で
き
る
方
便
法
身
像
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
、

葉
栗
郡
印い

ん
じ
き食（
現
岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
八や
つ
る
ぎ剣
）

か
ら
天
正
年
間
に
大
浦
に
移
転
し
た
と
伝
え
る

栄
龍
寺
（
※
参
照
）
と
と
も
に
、
当
家
が
こ
の

地
域
の
真
宗
信
仰
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。栄
龍
寺
の
御
住
職
に
よ
れ
ば
、

第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
栄
龍
寺
の
報
恩
講
の
と

き
に
親
鸞
聖
人
絵
伝
を
河
田
家
に
も
運
ん
で
い

き
、
そ
こ
で
も
御
伝
鈔
を
拝
読
し
て
い
た
と
言

う
。
ま
さ
に
、
河
田
家
が
大
浦
門
徒
の
歩
み
に

「
親
鸞
聖
人
橘
之
御
旧
跡
」レ
ポ
ー
ト

尾張の真宗史

註
※
『
名
古
屋
別
院
史　

通
史
編
』（
真
宗
大
谷
派
名
古

屋
別
院
）
第
一
章
第
二
節
、
青
木
忠
夫
『
本
願
寺
教
団
の

展
開
―
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
―
』（
法
蔵
館
）「
聖
徳
寺
門

徒
の
基
礎
的
研
究
」
参
照
。

な
お
、
一
般
に
尾
張
国
と
美
濃
国
の
境
に
つ
い
て
は
、
天

正
14
（
１
５
８
６
）
年
以
前
は
現
木
曽
川
よ
り
北
の
古
木
曽

川
（
現
境
川
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
年
の
大
洪
水
に
よ
り
木

曽
川
の
河
道
が
大
き
く
変
わ
り
、
基
本
的
に
は
現
在
の
よ
う

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
上
大
浦
の
隣
字あ
ざ

で
あ
る
正

木
町
森
新
田
に
所
在
す
る
栄
龍
寺
の
、寛
永
16
（
１
６
３
９
）

年
付
の
親
鸞
聖
人
・
教
如
上
人
御
影
、
並
び
に
聖
徳
太
子
・

七
高
僧
御
影
の
裏
書
に
は
、「
尾
州
葉
栗
郡
西
門
間
庄　

大

浦
森
村
栄
龍
寺
常
什
物
」
と
あ
り
、
大
浦
地
域
に
関
し
て

は
寛
永
年
間
ま
で
は
尾
張
国
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
宝
暦
４
（
１
７
５
４
）
年
付
の
真
如
上
人
御
影
裏

書
に
な
る
と
、「
濃
州
葉
栗
郡
大
浦
森
村　

栄
龍
寺　

什
物
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
ま
で
に
美
濃
国
に
属
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
三
〇
号
「
研
究
所
調
査
記
録
」
参
照
）。

親鸞聖人の糸切り歯を納めた宝塔

六字の名号が浮かび上がるあわびの貝殻
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果
た
し
て
き
た
役
割
に
は
、
極
め
て
大
き
な
も

の
が
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

＊
＊
＊　

最
後
に
も
う
一
点
。
大
浦
地
域
に
は
、
聖
人

が
こ
の
地
を
立
ち
去
る
と
き
に
、
別
れ
を
悲
し

ん
だ
人
々
に
残
し
た
と
い
う
御ご

え
い
か
が
み

影
鏡
の
伝
承
も

あ
る
。
御
影
鏡
と
は
鏡
面
に
聖
人
の
姿
が
映
し

出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

天
文
10
年
代
末
に
大
浦
郷
か
ら
中
島
郡
富
田
郷

に
移
転
し
、
さ
ら
に
濃
州
三
屋
、
尾
州
清
洲
そ

し
て
名
古
屋
へ
と
移
転
を
繰
り
返
す
、
前
述
の

聖
徳
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
研
究
員　

小
島　
智
）

河
田
家
〈
橘
之
御
旧
跡
〉

岐
阜
県
羽
島
市
正
木
町
上
大
浦
６

−

1
1
2

T
E
L 

0
5
8

−

3
9
2

−

4
1
8
8

私
は
、
伝
道
ス
タ
ッ
フ
養
成
講
座
（
教
区
教

化
委
員
主
催
）
に
参
加
し
て
、
初
め
て
「
デ
ィ

ベ
ー
ト
（
模
擬
デ
ィ
ベ
ー
ト
）」
と
言
わ
れ
る

も
の
を
経
験
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
決
め
ら
れ

た
論
題
に
つ
い
て
、
賛
成
派
と
反
対
派
の
班
に

分
か
れ
て
議
論
す
る
の
で
す
が
、
賛
成
か
反
対

か
は
、
個
人
の
意
思
と
は
無
関
係
に
決
め
ら
れ

る
ル
ー
ル
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
が
論
題

に
つ
い
て
賛
成
で
あ
っ
て
も
、
反
対
派
の
立
場

と
し
て
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
班
ご
と

に
賛
成
、
反
対
の
主
張
を
提
示
し
あ
い
、
そ
の

主
張
に
対
し
て
お
互
い
に
議
論
を
深
め
て
い
く

の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
に
物

事
を
考
え
る
力
、
自
分
の
意
見
を
相
手
に
伝
え

る
力
、
ま
た
、
対
立
す
る
立
場
に
立
っ
て
物
事

を
考
え
る
習
慣
が
養
わ
れ
る
そ
う
で
す
。

講
座
の
講
義
内
容
は
、
釈
尊
の
涅
槃
に
つ
い

て
で
し
た
の
で
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
論
題
は
「
葬

儀
は
必
要
か
、否
か
」で
し
た
。日
頃
か
ら
私
は
、

「
葬
儀
は
必
要
だ
」
と
い
う
立
場
で
し
か
考
え

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
「
葬
儀
は
不
必

要
」
の
立
場
に
割
り
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
ル
ー
ル
に
則
っ
て
「
葬
儀
は
必
要
で
は
な

い
」
と
い
う
立
場
で
「
葬
儀
」
を
考
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
初
め
て
見
え
て
き
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
葬
儀
は
必
要
だ
」
と
考

え
て
い
た
の
は
、
僧
侶
で
あ
る
私
自
身
の
立
場

か
ら
の
押
し
付
け
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

人
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
生
活
の
環
境
が
違
う
の

で
、
そ
の
人
に
合
っ
た
葬
儀
と
い
う
形
が
あ
っ

暁
烏
敏
と
い
え
ば
、
真
宗
大
谷
派
の
宗
務

総
長
と
し
て
真
宗
同
朋
生
活
運
動
を
提
唱
さ

れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
晩
年

は
、
ほ
と
ん
ど
視
力
を
失
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
ご
門
徒
に
手
を
引
か
れ
な
が
ら
法
座
に

つ
き
、
穏
や
か
に
語
ら
れ
る
姿
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

し
か
し
本
書
で
は
、
そ
ん
な
生
き
仏
の
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
程
遠
い
、
赤
裸
々
に

生
々
し
い
苦
悩
の
人
生
が
記
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
金
沢
大
谷
尋
常
中
学
校
で
は

英
語
の
授
業
を
嫌
い
自
ら
退
校
し
、
京
都
の

大
谷
尋
常
中
学
に
編
入
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
清
沢
満
之
と
の
運
命

的
な
出
会
い
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。ま
た
、

こ
の
こ
ろ
の
若
き
日
の
敏
は
、
性
欲
に
翻
弄

さ
れ
、
わ
が
身
を
汚
れ
た
存
在
と
思
い
、
そ

こ
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
悶
々
と
苦
し
ん
で
い

る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
真
宗
大
学
時
代
に
は
、
清
沢
満
之

の
宗
門
改
革
運
動
に
参
加
し
退
学
さ
せ
ら
れ

た
り
（
後
に
復
学
）、
あ
ま
り
に
情
熱
的
に

改
革
を
急
ぎ
、
宗
派
か
ら
「
異
安
心
」
扱
い

さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
複
雑
な
女
性
関
係
が

取
り
沙
汰
さ
れ
る
な
ど
、
本
当
に
波
乱
万
丈

の
人
生
を
送
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

著
者
の
松
田
章
一
氏
は
、
昭
和
三
十
年
代

に
今
ま
で
眠
っ
て
い
た
膨
大
な
資
料
と
『
暁

烏
日
記
』
に
基
づ
き
編
纂
さ
れ
た
『
暁
烏
敏

全
集
』
に
携
わ
っ
た
。
そ
ん
な
著
者
な
ら
で

は
の
視
点
で
描
か
れ
た
暁
烏
敏
の
姿
に
、
同

朋
会
運
動
の
源
流
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

そ
れ
は
人
間
の
苦
悩
の
歴
史
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
信
仰
運
動
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て

確
か
め
さ
せ
て
く
れ
た
。

引
用
が
多
く
、
本
文
は
難
解
な
所
も
あ
る

が
、
読
み
直
し
た
く
な
る
本
で
あ
る
。
是
非

一
読
を
お
勧
め
し
た
い
。

（
教
化
推
進
要
員　

林 

博
行
）

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
で
し
た
。

今
回
の
講
座
で
、
今
ま
で
意
見
を
押
し
通
し

て
き
た
自
分
、
人
の
意
見
を
よ
く
聞
い
て
こ
な

か
っ
た
自
分
、
他
の
人
の
こ
と
を
考
え
て
い
な

か
っ
た
自
分
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
物
事
を
考

え
、
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
葬
儀
に
限
ら

ず
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ

な
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
の
重
要
さ
を
気
づ
か

せ
て
も
ら
え
ま
し
た
。

（
第
７
期
研
究
生　

加
藤 

淨
恵
）

葬
儀
っ
て
必
要
？

伝
道
ス
タ
ッ
フ
養
成
講
座
に
参
加
し
て

２
０
１
１
年
１
月
26
日

研
究
生
実
習
報
告

教
化
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
紹
介

「
世
と
共
に
世
を
超
え
ん
」（上
・
下
）

松
田 

章
一 

著



■名古屋教区・名古屋別院ホームページ［お東ネット］
■名古屋教区教化委員会ホームページ［いのちきらきら］

http://www.ohigashi.net/
http://www.inochikirakira.com/

教化センター日報
2011年3月～5月

３月１～４日
２日

４日
８日

11～18日

16日

17日
25日
28日

4月６日
14日

18～20日

26日

5月６日
12日
13日

20日
27日

公開講座にご参加ください（両講座とも聴講無料）

◆聖教研修「『正信念佛偈』に学ぶ」 ※どなたでもどうぞ
講　師：荒山 淳（教化センター主幹） 会　場：名古屋教務所2階　講義室
期　日：2011年7月22日㈮・9月2日㈮ テキスト：『正信偈』（東本願寺出版部刊）
時　間：午後4時30分～6時00分

◆教化研修「真宗儀式の教相」 ※僧籍者対象
講　師：竹橋 太氏（本廟部出仕） 時　間：午後4時00分～6時00分
期　日：2011年9月16日㈮ 会　場：名古屋教務所1階　議事堂

《編集子雑感》
　今号は震災に関するテーマ・切り口が多い。

中でも、実際に被災地へ赴きボランティア活

動を行ってきた下間氏に報告をいただけたこ

とは感謝したい。氏以外で活動されている方

や今後の教区内寺院へ良い橋渡しになるこ

とを願う。また、大東氏は近年の活動が認め

られ、中国文物保護基金会より賞をいただい

たとうかがった。心よりお祝い申し上げる。

　原稿が出そろい、紙面全体を見回してみ

ると、原稿依頼した時に想定していなかった

化学反応が起こることがある。紙面同士が

互いに影響しあい、想定していなかった効果

を生み出すのである。

　今号がそれに当たるかは読者にまかせる

しかないが、今後も化学反応を起こし続ける

ジャーナルであり続けたいとおもう。（C）

■教化センター
〈開　館〉　月～金曜日　 10:00～21:00　　土曜日　10:00～13:00
 　　　　　　　　　　　　　　　　　（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～

研究生・実習「別院法話」
研究生・特別
「現代社会と真宗教化」
研究生・教化研修（竹橋太氏）
研究生・実習「真宗門徒講座」
研究業務・「平和展」開催

研究生・聖教研修
（荒山淳センター主幹）
HP「お東ネット」会議
研究生・特別「尾張の真宗史」
HP「お東ネット」会議
　
研究生・実習「真宗門徒講座」
研究生・聖教研修
（荒山淳センター主幹）
研究生・真宗本廟奉仕団

HP「お東ネット」会議

研究生・実習「真宗門徒講座」
研究業務・「平和展」学習会
研究生・聖教研修
（荒山淳センター主幹）
研究生・実習「法話実習」
研究業務・「平和展」学習会

INFORMATION

　さる4月13日、「第8回ハンセン病問題全国交流集会（真宗本廟）」におい
て「人間に帰ろう～しんらんさんと考えるハンセン病問題～」というテーマ
のもと、分科会、記念講演が開催された。「らい予防法」廃止後の私たちの
在り方、回復者の高齢化に伴い園をどうするかという問題など、様々な問
題が提起された。
　会は、ハンセン病問題に関する話と震災に関する話が入り混じる独特な
雰囲気であった。記念講演で玉光順正氏は、ハンセン病を日本から根絶し
ようとする「無らい県運動」は「悪意ではなく、善意によって行われていっ
た」とし、「人間はまじめに間違える」と、その「善意」の危うさを指摘された。
「無らい県運動」は、患者に「あきらめ」を抱かせるものであり、大谷派は
「善意」による慰問布教によって絶対隔離政策を推し進め、「あきらめ」を
抱かせることに加担していった。
　パネリストの酒井義一氏は、「人間には３つの壁が満ちている。１つは悪
意に満ちた壁。もう１つは無関心の壁。そして最後に善意の壁」と述べ、こ

のたびの東日本大震災において、正義の仮面をかぶる「善意の壁」が特
に危うさを持っていると指摘された。
　過去から続く現在の課題「ハンセン病問題」、そして新たに現在起こっ
てきた「震災」。この二つに共通する課題として提起された「善意」の裏側
には、パネリストの徳田靖之氏が指摘する「『この国難の中でハンセン病問
題に時間を割けるか？』というのが役人の本音だ」という問題がある。
　国難を乗り切ろうという善意のスローガン「がんばろう日本」の名のもと、
無意識のうちにハンセン病問題を「消し去ろう」とする思いが私たちの中に
あるのではないか。それは同時に今に至っても回復者に「あきらめ」を抱か
せることになってしまっているのではないか。
　それと同様に、「東京電力の
社員が、無理を承知で作業す
ることを強いているのは私たち
である」と、ある原発問題の学
習会で聞いたことが重なる。私
たちが無意識のうちに見ようと
せず、消し去ろうとする裏側に
はこういった現実がある。
　集会に参加し、現在を問う眼
をいただいた。
（教化センター職員　小笠原 智秀）

真宗本廟  2011年4月13日（水）

「第8回ハンセン病問題
  全国交流集会」に参加して

センタージャーナル No.77 ⑧
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