
真宗大谷派名古屋教区教化センター

〒460-0016
名古屋市中区橘二丁目8番55号
TEL（052）323-3686
FAX（052）332-0900

■発行人／荒山 淳
■発行所／真宗大谷派名古屋教区教化センター

2011.12.25

No.79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
。
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今
号
表
紙
の
写
真
は
、宗
祖
五
百
回
御
遠

忌
の
庭
儀
の
様
子
を
描
い
た
絵
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
る
。原
本
は
、西
尾
市
岩
瀬
文
庫
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る『
東
本
願
寺
法
要
之
図
』か

ら
の
抜
粋
だ
が
、こ
の
書
物
の
信
憑
性
に
つ

い
て
は
、小
生
の
学
識
で
は
定
か
で
な
い
。し

か
し
、今
か
ら
二
百
五
十
年
前（
江
戸
時
代
中

期
）の
我
ら
の
先
達
が
、そ
の
時
代
の
最
高
の

も
の
で
浄
土
を
荘
厳
し
、宗
祖
の
恩
徳
に
報

謝
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
学
ぶ
に
、十
分
な

資
料
と
言
え
よ
う
。

思
い
起
こ
せ
ば
一
年
前
、小
生
も
楽
僧
の

は
し
く
れ
と
し
て
、こ
の
た
び
の
七
百
五
十

回
御
遠
忌
で
供そ

な
え

舞ま
い

を
勤
め
る
こ
と
を
夢
見
て

精
進
努
力
し
て
い
た
。し
か
し
、三
月
十
一
日

の
東
北
大
震
災
と
原
発
災
害
に
よ
っ
て
、私

が
思
い
描
い
て
い
た
想
定
は
す
べ
て
泡
と
消

え
た
。正
直
、未
だ
に
未
練
が
よ
ぎ
る
凡
小
愚

鈍
の
身
を
恥
じ
る
ば
か
り
だ
が
、し
か
し
、被

災
の
方
々
と
共
に
お
勤
め
し
た「
被
災
者
支

援
の
集
い
」は
、今
を
生
き
る
私
た
ち
の
悲
し

み
を
精
一
杯
表
現
し
た
、歴
史
に
残
る
最
高

の
荘
厳
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

原
子
の
核
分
裂
が
発
す
る
放
射
線
は
、細

胞
組
織
の
破
壊
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、我

ら
が
長
い
歴
史
の
中
で
築
い
て
き
た
地
域
、

家
族
、夫
婦
、親
子
の「
絆
」を
も
破
壊
し
て
い

る
。年
末
に
名
古
屋
を
訪
れ
た
福
島
の
子
ど

も
た
ち（
前
号
Ｎ
ｏ.

78
に
紹
介
）の
現
在
は
、今
ま

で
政
府
・
財
界
・
マ
ス
コ
ミ
の
情
報
統
制
の

仕
組
み
に
飲
み
込
ま
れ
て
き
た
、私
の
生
活

の
結
果
な
の
だ
ろ
う
。こ
の
子
ど
も
た
ち
の

未
来
に
、こ
れ
か
ら
我
々
は
ど
ん
な
荘
厳
を

す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

頭
の
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
が
い
る

（
本
誌
二
面
・
三
面「
真
宗
儀
式
の
教
相
」）

竹
橋 

太
氏

一
見
、華
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
二
五
十

年
前
の
御
遠
忌
の
絵
の
背
後
に
、飢
饉
に
苦

し
む
民
が
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
ま
い

か
。そ
し
て
、時
の
権
力
者
・
豪
商
に
よ
る
統

制
の
中
で
、犠
牲
に
な
っ
て
い
る
民
が
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

な
か
な
か
頭
の
下
が
ら
な
い
私
に
、儀
式

と
い
う“
か
た
ど
り
”を
も
っ
て
、仏
さ
ま
に

遇
わ
せ
し
め
よ
う
と
し
た
無
数
の
念
仏
者
に

よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
。そ
こ
に
連

な
る
、こ
の
身
に
余
る
至
福
の
時
を
過
ご
せ

る
歓
喜
を
忘
れ
、今
、私
は
、い
っ
た
い
何
を

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹　

荒
山 

淳
）
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「
い
ま
こ
こ
に
こ
う
し
て
有
る
」
と

い
う
こ
と
が
、
既
に
す
ご
い
こ
と

我
々
は
ふ
だ
ん
何
気
な
く「
暑
い
と
か
寒
い
」

と
か
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、「
月
」
で
は

日
の
照
っ
て
い
る
と
き
は
、何
百
度
に
も
な
り
、

日
が
し
ず
む
と
、
零
下
百
何
度
と
な
る
の
だ
そ

う
で
す
。地
球
か
ら
月
を「
き
れ
い
だ
な
あ
」と
、

呑
気
に
見
て
い
ま
す
が
、
空
気
も
な
く
凄
ま
じ

い
温
度
差
が
あ
っ
て
、
と
て
も
人
が
住
め
る
よ

う
な
場
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
広
い
宇
宙
の
中

で
、
ほ
ん
の
十
度
や
二
十
度
の
温
度
変
化
の
中

で
、
私
た
ち
は
「
暑
い
、
寒
い
」
と
言
っ
て
い

ま
す
が
、
た
ま
た
ま
地
球
に
こ
う
い
う
条
件
が

そ
ろ
っ
た
か
ら
、
生
命
が
生
ま
れ
、
我
々
が
こ

う
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
本
当

に
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
我
々
は

ど
う
し
て
も
「
自
分
の
思
い
を
中
心
に
し
て
自

分
自
身
や
世
界
を
眺
め
、
そ
れ
を
評
価
す
る
」

と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
て
、
不
平
不
満
を
言

い
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。

仏
教
で
は
、「
無
始
爾
来
＝
無
始
よ
り
こ
の

か
た
」、
衆
生
は
迷
っ
て
生
き
て
い
る
、
宇
宙

が
は
じ
ま
る
以
前
か
ら
の
歴
史
を
背
負
っ
て

我
々
一
人
一
人
が
、
迷
い
の
存
在
と
し
て
い
ま

こ
こ
に
こ
う
し
て
有
る
と
言
い
ま
す
。
不
思
議

な
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
本
当
の
話
で
す
。
で

す
か
ら
、
い
ま
こ
こ
に
こ
う
し
て
「
有
る
」
と

い
う
こ
と
が
、
既
に
と
て
も
す
ご
い
こ
と
な
ん

だ
と
思
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
我
々
は
、
そ
の
自
分
の
あ
り
方
に

満
足
せ
ず
、
周
り
の
世
界
を
変
え
て
い
く
こ
と

ば
か
り
に
関
心
が
向
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

し
て
、
自
分
自
身
を
見
な
い
よ
う
に
し
て
、
嫌

な
と
こ
ろ
を
世
の
中
の
せ
い
に
し
て
、「
敵
か
」

「
味
方
か
」
と
い
う
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る

の
で
す
。
一
切
皆
苦
と
い
う
お
釈
迦
さ
ま
の
こ

と
ば
は
、
仏
教
が
人
間
を
そ
う
い
う
存
在
と
し

て
観
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

頭
の
下
っ
た
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
が

い
る

こ
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
、「
凡
夫
」と
か「
悪

人
」、あ
る
い
は「
罪
悪
深
重
」と
か「
煩
悩
成
就
」

「
煩
悩
具
足
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
「
煩
悩
成
就
」
と
言
っ
た
場
合
は
、
煩

悩
が
私
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ

れ
は
ま
た
仏
教
の
人
間
観
、
つ
ま
り
縁
起
に
も

と
づ
く
人
間
観
で
す
。
無
始
爾
来
、
既
に
迷
い

が
あ
り
、
そ
れ
が
今
こ
う
し
て
私
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
常
に
私
た
ち
の
帰
る
べ
き
原
点

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
八
十
歳
を
過
ぎ
て
ま
で
、『
愚

禿
悲
歎
述
懐
（
和
讃
）』
な
ど
を
書
か
れ
て
い

ま
す
。「
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
」、「
こ
こ
ろ
は

蛇
蝎
の
如
く
な
り
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。「
親
鸞
聖
人
は
自
身
に
と
て
も
厳
し
く
て

厳
密
な
人
だ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で

す
が
、
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
浄
土
真
宗

の
「
救
い
」
と
い
う
も
の
が
、
こ
う
い
う
言
葉

と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
悪
人
だ
」
と
言
え
る
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま

に
摂
取
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
私
た
ち

は
本
物
に
出
会
う
と
本
物
の
ほ
う
に
体
を
寄
せ

て
、
自
分
が
解
っ
た
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯

覚
し
て
し
ま
う
と
い
う
人
間
で
あ
る
ゆ
え
の
構

造
上
の
欠
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。
人
間
は
自
分

が
正
し
い
と
思
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な

い
。「
あ
い
つ
は
わ
か
っ
て
な
い
」
と
、「
わ
か

っ
て
し
ま
っ
た
人
」
は
、
そ
う
い
う
分
け
方
を

し
て
生
き
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、そ
う
い
う
あ
り
方
が
「
迷
い
」

な
の
だ
と
解
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
救
い
」
だ
と

教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。「
阿
弥
陀
さ
ま

は
ど
う
い
う
も
の
か
」と
い
う
こ
と
よ
り
も「
自

分
は
偽
者
だ
っ
た
」
と
、
頭
が
下
が
っ
た
と
こ

ろ
に
仏
さ
ま
が
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
の
意
味
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
に
出

会
う
時
は
、
か
な
ら
ず
「
南
無
」
し
か
な
い
の

で
す
。

前
に
も
話
し
ま
し
た
が
、
お
念
仏
で
救
わ
れ

る
の
で
は
な
く
、
お
念
仏
が
救
い
そ
の
も
の
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
南
無
と
言
っ
て
手
を
合
わ

せ
、
頭
が
下
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
必
ず
仏

さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。『
悲
歎
述
懐
』
と
は
、

ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
苦
楽
の
問
題
で
は
な
く
、「
あ
あ
本
当
に

間
違
っ
て
た
な
。
ご
め
ん
」
と
言
え
た
ら
す
ご

く
安
心
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
少
し
軽
い
た

と
え
で
す
が
、
そ
う
い
う
感
じ
で
す
。
け
れ
ど

も
決
し
て
自
分
が
変
わ
っ
て
正
し
い
者
に
な
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
は
よ
く

よ
く
考
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。お

荘
厳

お
荘
厳
な
ど
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
質

問
を
い
た
だ
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
輪
灯
と
は

何
で
す
か
」
と
か
、「
仏
具
は
何
で
金
色
な
の

で
す
か
」
な
ど
で
す
。
は
っ
き
り
言
え
ば
答
え

は
な
い
の
で
す
。
蝋
燭
は
仏
さ
ま
の
智
慧
を
表

し
、
仏
花
は
慈
悲
を
表
す
と
言
わ
れ
た
り
し
ま

す
。
お
説
教
と
し
て
は
結
構
な
の
で
す
が
、
も

と
を
た
ど
れ
ば
、
こ
の
三
具
足
と
い
う
形
式
は

室
町
時
代
に
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
床
間
飾
り

の
一
種
で
す
。
蓮
如
上
人
が
仏
さ
ま
の
荘
厳
に

当
時
の
最
新
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
の
で
す
。

ど
う
し
て
も
私
た
ち
は
、
お
荘
厳
に
は
一
つ

一
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
総
合
し
て
何

ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
分
析
的
に
考
え

て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
、
こ
ち
ら
か
ら

の
何
ら
か
の
意
味
づ
け
が
な
い
と
落
ち
着
か
な

第 8回

講 義 抄 録
2011年９月16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
）
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い
の
で
す
。

意
味
づ
け
で
大
事
な
こ
と
は
、
最
高
の
物
で

飾
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
一
つ
の
事
柄
に

は
意
味
が
な
い
場
合
が
多
い
の
で
す
。
最
高
の

も
の
で
荘
厳
す
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
別
の
す
ば

ら
し
い
世
界
（
超
越
）
が
こ
ち
ら
に
来
て
い
る

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
方
向

性
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
派
手
な
仏
事
は
や
め
て
、
何

か
浄
土
真
宗
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
う
も
の
を
表

現
す
る
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
な
ど
と

い
う
こ
と
を
我
々
は
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
私
の
中
に
潜
む
「
悪
」
を
捨
て
て
い
け
ば
、

中
心
に
は
「
綺
麗
な
私
」
が
残
る
に
違
い
な
い
。

こ
れ
は
私
た
ち
の
分
別
で
す
。
す
べ
て
を
剥
が

し
て
い
っ
た
ら
何
も
残
ら
な
い
。「
人
間
は
玉

ね
ぎ
だ
」
と
い
う
の
が
仏
教
の
考
え
方
で
す
。

「
黒
衣
を
着
て
外
陣
に
座
っ
て
い
て
お
勤
め

を
し
た
ら
真
宗
ら
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う

思
い
、
こ
れ
も
我
々
の
分
別
の
ひ
と
つ
で
す
。

ど
ち
ら
が
よ
り
適
当
だ
ろ
う
か
と
い
う
議
論
は

さ
れ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
決
し
て
き
ら
び

や
か
に
飾
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
誤
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

時
々
の
最
高
の
も
の
、
自
分
の
手
に
届
く
限
り

の
こ
と
を
す
る
。
そ
う
い
う
形
で
出
来
上
が
っ

て
い
る
の
が
仏
教
の
、
浄
土
真
宗
の
お
荘
厳
な

の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え

る
と
い
う
こ
と
を
選
び
取
っ
た
か
ら
、
儀
式
や

荘
厳
な
ん
か
い
ら
な
い
ん
だ
」
と
い
う
ふ
う
に

考
え
て
も
い
い
。
た
だ
し
、
そ
う
い
う
考
え
方

は
、
必
然
的
に
「
お
寺
な
ど
な
く
て
も
い
い
」

と
い
う
結
論
に
ま
で
い
き
つ
き
ま
す
。し
か
し
、

あ
っ
て
い
い
と
も
言
え
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀

仏
が
お
寺
に
な
っ
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
儀
式

と
な
っ
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
本
山
の
あ
の
大

き
な
建
物
と
な
っ
た
」
と
い
た
だ
く
こ
と
も
で

き
ま
す
。
そ
う
い
う
方
向
性
を
自
分
の
中
で
確

保
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。
正
解
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
う
い
た
だ
け
る
か
、と
い
う
問
題
で
す
。

方
便
と
は

本
山
か
ら
受
け
ら
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
絵
像

の
裏
書
に
は
、「
方
便
法
身
尊
形
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
我
々
は
そ
の
ご
本
尊
に
向
か
っ
て

礼
拝
や
荘
厳
を
し
て
い
る
の
で
す
。「
方
便
」

と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
は
、
分
別
の
心
と
は
関

係
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
自
分
の
分
別
で
お
荘
厳
を
し
て
い
る
つ

も
り
で
い
ま
す
が
、
そ
の
分
別
を
も
超
え
る
よ

う
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
方
便
と
い

う
は
た
ら
き
に
は
計
ら
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
仏

さ
ま
の
方
か
ら
こ
ち
ら
に
来
る
の
で
す
。
我
々

は
「
最
高
の
も
の
を
仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
」

と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
が
、
実
は
、
仏
さ

ま
が
そ
う
い
う
形
で
い
ま
、
私
の
目
の
前
に
現

れ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
荘
厳
に
な
り
ま
せ

ん
。「

南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
本
尊
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、「
法
性
法
身
」、「
自じ

然ね
ん

」
あ
る
い
は

「
真
如
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
そ
れ
が

形
に
な
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら

私
た
ち
が
何
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
か
と
い
う

と
、「
真
実
」
に
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
「
縁

起
の
道
理
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
し
、「
空
」

と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
仏
さ
ま
（
真
実
）
に
手
を
合
わ
せ

る
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
と
の
出
会
い
を
表
現

し
て
い
ま
す
。
儀
式
は
そ
れ
を
、
形
と
し
て
表

現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
真
実
が
仏
さ
ま
の
形

と
な
っ
て
、
そ
こ
に
私
た
ち
は
頭
を
下
げ
る
。

決
し
て
儀
式
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

わ
け
で
も
な
く
、
立
派
な
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て

い
く
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
浄
土
真
宗
の
儀

式
は
、
そ
う
い
う
出
会
い
を
表
現
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
が
方
便
と
い
う
こ
と
で
す
。

真
実
そ
の
も
の
は
、
私
た
ち
が
間
違
っ
て
い

よ
う
が
、
い
ま
い
が
、
構
わ
な
い
ん
で
す
。
し

か
し
、
私
た
ち
の
中
に
「
不
安
」
と
い
う
サ
イ

ン
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。人
間
は
必
ず
死
に
ま
す
。

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
が
人
生
で
す
。「
不

安
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
証
拠
で
も
あ
り
ま
す
し
、
仏
の
慈

悲
の
具
体
的
な
す
が
た
そ
の
も
の
で
も
あ
り
ま

す
。教

化
者
意
識

真
実
は
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
わ
っ
て

い
く
も
の
な
の
で
す
。
私
が
発
し
た
言
葉
を
通

し
て
伝
わ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
が
伝
え

た
の
で
は
な
く
て
、
真
実
そ
の
も
の
の
力
に
よ

っ
て
、
聞
い
た
人
の
聞
法
し
て
き
た
歴
史
と
交

わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
、
突
然
花

が
開
い
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
真
実
は
い
つ
、

ど
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の

で
す
。
逆
に
言
え
ば
阿
弥
陀
さ
ま
は
ど
こ
に
で

も
お
ら
れ
、
ど
ん
な
形
に
で
も
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
決
し
て
私
が
伝
え
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
。
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
も
伝
わ
る

時
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
が
ど
う
思
っ
て
い
て

も
聞
い
て
い
る
人
の
方
が
す
ば
ら
し
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
教
化
者
意
識
と
は
つ
ま

り
真
実
と
世
界
を
私
有
化
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。大

事
な
の
は
教
化
者
意
識
を
無
く
す
努
力
で

は
な
く
、「
教
化
者
意
識
は
な
く
な
ら
な
い
」

と
い
う
自
覚
で
す
。
た
だ
ひ
た
す
ら
自
分
の
教

化
者
意
識
を
知
ら
さ
れ
る
だ
け
で
す
。
そ
し
て

そ
れ
が
聞
法
の
歩
み
で
す
。
で
す
か
ら
「
私
の

念
仏
は
だ
ん
だ
ん
本
物
に
な
っ
て
き
た
」
な
ど

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

真
宗
の
僧
侶
は
、
こ
う
い
う
衣
を
着
て
、
お

寺
と
い
う
場
、
真
実
が
表
現
さ
れ
る
場
を
あ
ず

か
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
役
割
を
荷
っ

て
き
た
の
で
す
。
儀
式
の
場
所
も
含
め
て
全
て

の
も
の
が
真
実
の
回
向
表
現
と
な
る
の
で
す
。

真
実
の
方
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
、
私
が
積
み

上
げ
て
い
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
実
が

た
と
え
ば
儀
式
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て

き
て
い
る
。
こ
う
い
う
受
け
取
り
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

（
文
責
編
集
部
）
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は
じ
め
に

セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
五
号
で
、
中
島
郡

会
の
本
山
御
華
束
講
に
つ
い
て
述
べ
た
際
、
御

華
束
作
り
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て

も
調
査
・
研
究
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い

た
。今
回
は
そ
れ
を
受
け
て
中
島
郡
会
の
寄
合
・

法
要
を
取
り
上
げ
、
御
華
束
講
の
活
動
基
盤
に

触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　

一
、
郡
会
と
小
会

ひ
と
く
ち
に
「
中
島
郡
会
」
と
呼
ぶ
が
、
こ

の
講
組
織
は
決
し
て
単
独
で
存
在
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
所
属
す
る
い
く
つ
も
の

組
に
分
か
れ
て
お
り
、「
郡
会
」
と
称
さ
れ
る

全
体
で
取
り
組
む
行
事
と
、
各
地
域
の
組
ご
と

で
の
「
小
会
」
の
活
動
と
が
あ
る
。
現
在
活
動

す
る
小
会
は
四
組
で
あ
る
が
、
郡
会
現
会
長
の

竹
山
錦
氏
、
同
副
会
長
の
吉
田
勇
夫
氏
へ
の
取

材
と
、
小
会
の
一
つ
稲
葉
組
の
冊
子
『
私
た
ち

の
真
宗
と
稲
葉
組
の
姿
』（
以
下
『
稲
葉
組
の

姿
』
昭
和
四
八
年
発
行
）、
さ
ら
に
そ
れ
を
再

編
し
た
『
私
達
の
真
宗
大
谷
派
と
稲
葉
組
の
現

在
』（
以
下『
稲
葉
組
の
現
在
』平
成
三
年
発
行
）

に
よ
れ
ば
、
郡
会
結
成
時
に
は
十
組
あ
っ
た
と

い
う
。
ち
な
み
に
そ
の
十
組
と
は
、
一
宮
組
、

稲
葉
組
、萩
原
組
、福
島
組
、山
崎
組
、高
木
組
、

西
島
組
、
三
宅
組
、
丸
渊
組
、
下
起
組
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
最
後
の
三
つ
が
行
政
区
整
理
等
の
関

係
で
「
海
部
郡
会
」（
そ
の
実
情
に
つ
い
て
は

不
明
）
へ
転
属
と
な
っ
て
脱
け
、
そ
の
後
平
成

に
入
っ
て
西
島
組
が
活
動
休
止
と
な
り
、
さ
ら

に
近
年
福
島
組
、
萩
原
組
が
相
次
い
で
休
止
状

態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
会
員

は
す
べ
て
旧
中
島
郡
地
域
の
有
志
門
徒
で
、
現

在
七
六
名
（
男
性
七
三
名
、
女
性
三
名
）。
数

の
上
で
は
高
木
組
が
最
も
有
力
で
あ
る
。

さ
て
、
中
島
郡
会
の
結
成
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
直
接
の
記
録
が
な
く
詳
細
に
つ
い
て
は
分

か
ら
な
い
。
た
だ
、
郡
会
が
所
有
し
伝
え
て
き

た
御
消
息
（
御
書
）
が
あ
り
、そ
れ
を
見
る
と
、

明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
に
現
如
上
人
よ

り
、「
名
古
屋
別
院
所
属　

尾
張
国
中
島
郡　

二
十
八
日
講
中
」
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
（
添
状
は
な
い
）。
中
島
郡
会

は
名
古
屋
別
院
の
護
持
団
体
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
二
十
八
日
講
」
が
中
島

郡
会
そ
も
そ
も
の
公
的
名
称
で
あ
り
、
そ
の
結

成
も
こ
の
御
消
息
下
付
の
時
か
、
あ
る
い
は
そ

れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
明
治
中
頃
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
＊
１
。
か
つ
て
は
郡
会
で
の
法
要
の

際
に
は
、
こ
の
御
消
息
と
同
時
に
下
付
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
教
如
上
人
御
影
（
※
写
真
）
が

掛
け
ら
れ
、
こ
の
御
消
息
も
拝
読
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
現
在
は
そ
れ
は
な
く
な
り
、
各
小

会
の
法
要
時
に
会
所
に
運
ば
れ
、
そ
こ
で
掛
け

ら
れ
拝
読
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

＊
１�　

そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
稲
葉
組
の
「
世

話
方
の
会
」
が
平
成
二
一
年
に
作
成
し
た
『
稲
葉

組
大
年
番
当
番
表
』
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

本
山
（
真
宗
本
廟
）
の
両
堂
再
建
中
で
あ
る
明
治

二
三
年
に
稲
葉
組
（
こ
の
時
の
名
称
に
つ
い
て
は

不
明
）
が
存
在
し
、
明
治
三
三
年
に
は
稲
葉
組
の

法
要
と
し
て
第
一
回
の「
郡
会
勤
め
」が
催
さ
れ
た
。

こ
の
時
「
中
島
郡
会
」
の
呼
称
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　

�　

ま
た
こ
の
場
を
借
り
て
、
本
山
報
恩
講
の
御
華

束
作
り
の
由
来
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

先
の
七
五
号
で
は
二
通
り
の
伝
承
を
挙
げ
て
お
い

た
が
、
実
は
、
今
回
再
び
調
査
を
進
め
て
い
く
中

で
興
味
深
い
記
録
に
出
会
っ
た
。
そ
れ
は
名
古
屋

別
院
発
行
の
『
名
古
屋
御
坊
』
昭
和
四
一
年
一
二

月
号
の
記
事
と
、
先
述
の
『
稲
葉
組
の
姿
』『
稲
葉

組
の
現
在
』
に
あ
る
記
述
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
後

に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
先

ず
第
二
次
大
戦
中
の
物
資
不
足
に
際
し
て
、
本
山

と
名
古
屋
別
院
の
修
正
会
の
鏡
餅
を
奉
納
す
る
こ

と
が
始
ま
り
、
さ
ら
に
戦
後
の
昭
和
二
四
年
、
本

山
で
の
蓮
如
上
人
四
五
〇
回
御
遠
忌
法
要
に
あ
た

っ
て
須
弥
盛
華
束
が
奉
納
さ
れ
、
翌
年
か
ら
は
本

山
の
春
の
法
要
と
報
恩
講
の
御
華
束
も
奉
納
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
現
在
は
春
の

法
要
は
金
納
）。
よ
っ
て
、
明
治
二
四
年
の
濃
尾
地

震
の
際
に
本
山
か
ら
多
額
の
見
舞
金
が
あ
り
、
そ

の
御
礼
と
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
の
は
、
本
山
及

び
名
古
屋
別
院
へ
の
奉
仕
を
目
的
と
し
た
、
中
島

郡
会
の
結
成
そ
の
も
の
を
物
語
る
伝
承
と
見
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

※
中
島
郡
会
所
有
の
教
如
上
人
御
影
と
そ
の
裏
書

（
下
付
者
は
「
大
谷
本
願
寺
釈
現
如
」、願
主
は
「
尾

張
国　

廿
八
日
講
中
」
で
あ
る
）

　
　
　
　

二
、一
宮
組
に
つ
い
て

中
島
郡
会
で
は
全
体
の
郡
会
と
し
て
名
古
屋

別
院
を
会
所
に
、
三
月
に
総
会
と
永
代
経
、
八

月
に
盂
蘭
盆
会
、
九
月
に
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ

る
が
（
日
に
ち
は
不
定
）
＊
２
、
そ
れ
と
は
別

に
小
会
に
お
い
て
も
、
地
域
ご
と
に
年
一
回
寄

合
・
法
要
が
行
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
現
在
活
動

す
る
四
組
の
法
要
の
名
称
と
時
期
は
次
の
通
り

で
、各
組
と
も
独
自
の
御
消
息
を
伝
え
て
い
る
。

高
木
組
―
宝
珠
講
、
六
月
の
不
定
日
。

稲
葉
組
―
郡
会
お
勤
め
、
九
月
の
不
定
日
。

　
尾
張
の
お
講

−

中
島
郡
会
レ
ポ
ー
ト

−

尾張の真宗史
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一
宮
組
―
五
日
講
、
一
〇
月
五
日
。

山
崎
組
―
信
珠
講
、四
月
の
不
定
日（
休
止
）。

で
は
、
小
会
の
法
要
に
つ
い
て
一
宮
組
を
例

に
挙
げ
て
見
て
み
よ
う
。
先
ず
法
要
の
会
所
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
名
古
屋
教
区
第
六
組

の
寺
院
が
有
志
で
受
け
持
ち
、
数
ヶ
寺
で
巡
回

す
る
。
そ
し
て
午
前
・
午
後
と
、
そ
の
本
堂
余

間
に
前
述
の
現
如
上
人
下
付
の
教
如
上
人
御
影

が
掛
け
ら
れ
、
会
所
寺
院
住
職
が
調
声
人
と
な

り
、
正
信
偈
・
和
讃
（「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か

た
は
」
次
第
六
首
）
が
お
勤
め
さ
れ
る
。
今
年

の
会
所
は
一
宮
市
篭
屋
の
願
通
寺
で
あ
っ
た
。

お
勤
め
の
後
に
は
住
職
に
よ
る
御
消
息
の
拝
読

が
あ
り
、
午
前
は
一
宮
組
所
有
の
御
消
息
、
午

後
は
郡
会
所
有
の
御
消
息
が
読
ま
れ
る
。
そ
の

後
、
招
待
さ
れ
た
説
教
師
の
法
話
が
あ
り
、
正

午
に
は
お
斎
も
用
意
さ
れ
る
。
ま
た
、
あ
く
ま

で
も
一
宮
組
の
門
徒
が
主
催
者
で
あ
る
か
ら
参

詣
は
一
宮
組
が
主
で
あ
る
が
、
他
の
郡
会
会
員

も
参
加
し
、
地
元
の
人
た
ち
に
も
声
が
掛
け
ら

れ
て
行
わ
れ
る
。

次
に
、
一
宮
組
所
有
の
御
消
息
に
つ
い
て
見

て
み
よ
う
。
年
次
・
添
状
を
欠
く
が
証
判
は
厳

如
上
人
で
、
宛
先
は
「
尾
州　

中
嶌
郡　

海
東

郡　

海
西
郡　

本
山
相
続　

五
日
講
中
」
で
あ

る
。
た
だ
「
五
」
の
字
に
加
筆
修
正
さ
れ
た
跡

が
あ
り
、
こ
の
御
消
息
自
体
は
、
別
の
講
に
下

付
さ
れ
た
の
を
一
宮
組
が
引
き
継
い
だ
も
の

で
あ
る
＊
３
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
文
政
元

（
一
八
一
八
）
年
に
乗
如
上
人
よ
り
、「
尾
州
中

嶋
郡
拾
一
ヶ
寺
卅
五
ヶ
村
」
に
わ
た
る
「
本
山

相
続　

五
日
講
中
」
に
対
し
て
、
御
消
息
が
下

付
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
＊
４
、
現
在

の
一
宮
組
は
、
近
世
に
端
を
発
す
る
中
島
郡
五

日
講
の
流
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ

と
も
、
一
宮
組
の
法
要
が
勤
め
ら
れ
る
一
〇
月

五
日
が
教
如
上
人
の
祥
月
命
日
で
あ
り
、
さ
ら

に
そ
の
教
如
上
人
の
御
影
が
中
島
郡
会
の
什
物

と
し
て
下
付
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
む
し

ろ
中
島
郡
会
自
体
が
中
島
郡
五
日
講
を
地
盤
と

し
て
結
成
さ
れ
、
五
日
講
の
法
要
が
一
宮
組
の

行
事
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
＊
５
。

＊
２�　

も
と
は
名
古
屋
市
中
区
大
井
町
の
中
島
郡

会
名
古
屋
詰
所
で
勤
め
ら
れ
て
い
た
が
、
平

成
二
一
年
三
月
に
同
所
は
閉
鎖
さ
れ
た
。

＊
３�　

さ
ら
に
こ
の
後
、「
愛
知
郡　

春
日
井
郡

丹
羽
郡　

葉
栗
郡　

知
多
郡　

名
古
屋
市
」

と
別
筆
で
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。

＊
４�　
『
真
宗
史
料
集
成
』第
六
巻（
同
朋
舎
）、「
大

谷
派
歴
代
消
息　

乗
如
集
」。

＊
５�　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
以
前
は
一
〇
月
中

旬
（
も
と
も
と
は
一
一
月
五
日
）
に
郡
会
と

し
て
五
日
講
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ

る
〔『
東
別
院
護
持
団
体
の
あ
ゆ
み
』（
名
古

屋
別
院
発
行
）、
前
掲
『
稲
葉
組
の
現
在
』〕。

一
宮
組
の
法
要
の
後
に
全
体
行
事
と
し
て
も

寄
り
合
っ
た
と
解
さ
れ
る
が
、
現
在
は
勤
め

ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
よ

く
分
か
ら
な
い
。

　
　
　
　

三
、
他
の
御
消
息
か
ら

こ
の
よ
う
な
小
会
の
法
要
の
形
式
は
、
他
の

組
で
も
大
体
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
、
今

回
は
他
の
組
の
法
要
に
参
詣
す
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
所
有
す
る
御
消
息

か
ら
見
え
て
く
る
所
を
述
べ
て
み
た
い
。
先

ず
高
木
組
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
年
次
・

添
状
を
欠
く
が
証
判
は
現
如
上
人
で
、
宛
先

は
「
尾
州　

中
嶋
郡　

海
東
郡　

海
西
郡　

宝

珠
講
中
」
＊
６
と
い
う
御
消
息
で
あ
る
。『
稲
葉

組
の
姿
』『
稲
葉
組
の
現
在
』
に
よ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
宝
珠
講
と
は
本
山
報
恩
講
に
際
し
て
土

地
の
野
菜
を
上
納
し
た
講
の
こ
と
で
、
御
消
息

は
謝
礼
と
し
て
下
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
毎
年
中
島

郡
会
か
ら
は
、
本
山
報
恩
講
へ
御
華
束
と
と
も

に
大
根
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
ま
さ
に
、

こ
の
宝
珠
講
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
中
島
郡
会
は
宝
珠
講
も
そ
の
地

盤
の
一
つ
と
し
て
お
り
、
後
に
法
要
・
行
事
を

高
木
組
が
受
け
継
ぎ
、
他
の
会
員
も
参
加
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

稲
葉
組
に
つ
い
て
も
同
様
の
構
造
が
あ
る
。

現
在
稲
葉
組
の
小
会
で
拝
読
さ
れ
る
御
消
息

は
、
宛
先
を
欠
く
明
治
四
四
年
九
月
二
四
日
付

の
彰
如
上
人
証
判
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ

れ
は
、本
山
の
相
続
講
制
度
改
正
に
と
も
な
い
、

そ
の
「
再
興
」
の
た
め
に
全
国
へ
一
律
に
下
付

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
稲
葉
組
の
歩

み
そ
の
も
の
と
直
接
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
の
御
消
息
の
添
状

が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
る
と
、
そ
も

そ
も
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
達
如
上
人
よ

り
、「
尾
州　

中
嶋
郡　

海
東
郡　

海
西
郡　

本
山
相
続　

二
日
講
中
」
に
御
消
息
が
下
付
さ

れ
た
が
、
損
じ
て
し
ま
っ
た
た
め
新
た
に
願
い

出
て
、
明
治
七
年
に
下
付
し
直
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
後
こ
の
御

消
息
も
損
失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
＊
７
、
こ

こ
に
あ
る
二
日
講
が
現
在
の
稲
葉
組
へ
と
繋
が

り
、
法
要
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
６�　

こ
の
御
消
息
に
も
別
筆
で
「
愛
知
郡　

春

日
井
郡　

丹
羽
郡　

葉
栗
郡　

知
多
郡　

名

古
屋
市
」
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。

＊
７�　

今
の
と
こ
ろ
、
一
宮
組
所
有
の
御
消
息
が

そ
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、

山
崎
組
の
御
消
息
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら

調
査
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
調
査
の
質
・
量
と
も
に
ま
だ
ま
だ
不

十
分
で
、
変
遷
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
ば
か

り
で
あ
る
が
、
本
山
護
持
に
携
わ
る
広
域
の
講

が
近
世
か
ら
中
島
郡
地
域
に
は
い
く
つ
か
存
在

し
、
そ
れ
が
中
島
郡
会
結
成
の
地
盤
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
、垣
間
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
ら
が
郡
会
の
小
会
へ
と
受
け
継
が
れ
、
寄

合
・
法
要
を
行
い
な
が
ら
、
絶
え
ず
聞
法
の
機

会
が
持
た
れ
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
中
島
郡
会
の
強
固
な
本
山
護
持
組
織
の
背

景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
門
徒
の
講
組

織
が
あ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
小
会
を
支

え
る
そ
の
ま
た
背
後
に
、
各
集
落
に
お
け
る
小

規
模
な
講
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら

ば
そ
れ
ら
も
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ

が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
次
の
機
会
に
譲
る
こ

と
と
す
る
。

（
研
究
員　

小
島　

智
）
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は
じ
め
に

２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
３
月
11
日
、
日
本

は
四
度
目
の
被
曝
を
し
た
。
過
去
三
回
は
核
兵

器
に
よ
る
被
曝
で
あ
る
が
、
今
回
は
被
災
原
子

力
発
電
所
に
よ
る
被
曝
で
あ
る
。

本
稿
は
、
原
爆
と
被
災
原
子
力
発
電
所
の
被

曝
を
自
然
科
学
の
分
野
か
ら
見
つ
め
る
も
の
で

あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
分
野
は
平
和
展
ス
タ

ッ
フ
の
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る

が
、
そ
の
緊
急
性
・
重
大
性
か
ら
、
被
曝
理
解

の
一
助
と
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
受
け
止
め

て
い
た
だ
き
た
い
。

尚
真
宗
大
谷
派
で
は
繰
り
返
し
、
諸
外
国
の

核
実
験
に
は
抗
議
声
明
を
発
表
し
て
き
た
。
し

か
し
、今
回
の
原
発
事
故
（
被
曝
）
に
つ
い
て
、

「
国
策
」
と
し
て
原
発
を
推
進
し
て
き
た
日
本

政
府
な
ど
に
対
す
る
抗
議
声
明
は
出
て
お
ら

ず
、ま
た
宗
議
会
の
声
明
も
否
決
さ
れ
て
お
り
、

核
兵
器
と
原
発
に
対
す
る
姿
勢
の
違
い
を
鮮
明

に
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
、
長
崎
の
被
曝

原
爆
被
害
は
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。「
爆

風
」「
熱
線
」、
そ
し
て
「
放
射
線
」
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、「
爆
風
」
は
原
爆
全
体
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
約
50
パ
ー
セ
ン
ト
、「
熱
線
」
は
約
35

パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
し
て
「
放
射
線
」
は
わ
ず
か

15
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か
な
い
。

こ
の
放
射
線
被
害
に
つ
い
て
、
放
射
性
降
下

物
（
爆
発
と
と
も
に
発
生
し
、
時
間
を
経
て
地

上
に
降
下
す
る
も
の
）
に
は
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ

ム
89
・
バ
リ
ウ
ム
１
４
０
・
プ
ラ
セ
オ
ジ
ム

１
４
４
・
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
95
・
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ

ム
１
３
７
・
セ
リ
ウ
ム
１
４
４
・
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
２
３
９
、
そ
し
て
セ
シ
ウ
ム
１
３
７
が
検
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
セ
シ
ウ
ム
１
３
７
は
、
半

減
期
（
放
射
線
放
出
量
が
半
分
に
な
る
期
間
）

が
30
年
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

１
９
６
９（
昭
和
44
）年
か
ら
１
９
７
１（
昭

和
46
）
年
ま
で
の
、
長
崎
市
西
山
地
区
住
民
の

セ
シ
ウ
ム
１
３
７
の
体
内
量
は
、
他
の
地
域
の

住
民
に
比
べ
二
倍
近
く
に
及
ん
で
い
た
。
長
崎

西
山
地
区
は
、
爆
発
直
後
に
降
雨
と
な
っ
た
地

区
で
あ
っ
た
。

爆
風
や
熱
線
に
よ
る
被
害
。
そ
し
て
急
性
放

射
性
中
毒
は
、
原
爆
爆
発
直
後
に
発
生
し
て
い

る
。
し
か
し
爆
発
後
何
十
年
も
経
過
し
て
発
症

す
る
「
原
爆
病
」
は
、
こ
の
放
射
性
降
下
物
に

よ
る
も
の
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

被
曝
に
よ
る
健
康
被
害
に
は
、
①
白
血
病　

②
癌　

③
白
内
障　

④
胎
児
の
障
害
が
あ
げ
ら

れ
る
。

二
、
遺
伝
的
影
響

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
動
物

実
験
に
よ
り
被
曝
に
よ
る
遺
伝
的
な
異
常
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
に
広
島
・

長
崎
の
被
曝
者
の
子
供
た
ち
に
遺
伝
的
な
異
常

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
事
実
は
遺
伝
的
影
響
を
完
全

に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
継
続
調
査
が
必

要
と
な
る
。

三
、
被
曝
距
離

被
曝
被
害
は
、
爆
心
地
か
ら
の
距
離
が
大
き

く
関
係
す
る
。
距
離
が
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ

ど
、
そ
の
被
害
は
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
広
島

の
場
合
、
爆
心
地
よ
り
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内

で
の
放
射
線
障
害
に
よ
る
脱
毛
率
は
１
０
０
％

（
屋
外
で
の
被
曝
）、
そ
れ
が
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
内
で
は
90
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
り
、
1.5
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
50
％
以
下
と
な
っ
て
い

る
。爆

風
・
熱
線
と
と
も
に
、
放
射
線
被
害
も
爆

心
地
か
ら
の
距
離
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

四
、
ベ
ク
レ
ル
と
シ
ー
ベ
ル
ト

報
道
な
ど
、被
曝
情
報
に
は「
ベ
ク
レ
ル
」「
シ

ー
ベ
ル
ト
」
の
単
位
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

「
ベ
ク
レ
ル
」
と
は
「
一
秒
間
に
一
個
の
原

子
核
が
出
す
放
射
線
量
」
の
こ
と
。
つ
ま
り
放

射
線
の
強
さ
の
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し「
シ

ー
ベ
ル
ト
」
は
、
放
射
線
の
体
へ
の
影
響
度
を

表
す
単
位
で
あ
る
。

よ
っ
て
、「
シ
ー
ベ
ル
ト
」
は
、
放
射
能
の

強
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
の
距
離
に
よ

り
変
化
す
る
。
地
震
の
「
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
」

と
「
震
度
」
と
の
単
位
の
違
い
と
同
様
に
理
解

す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。
報
道
で
、「
シ
ー
ベ

ル
ト
」
が
よ
り
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
の
は
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。

五
、
体
内
被
曝

被
曝
に
は
、「
外
部
被
曝
」
と
「
体
内
被
曝
」

が
あ
る
。
人
体
の
外
側
か
ら
放
射
線
を
浴
び
る

こ
と
を
外
部
被
曝
。
そ
し
て
水
や
食
物
な
ど
に

よ
り
、
体
内
に
放
射
性
物
質
を
取
り
込
む
こ
と

を
体
内
被
曝
と
い
う
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故

後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
の
調
査
で
は
、
外
部

被
曝
は
15
パ
ー
セ
ン
ト
、
内
部
被
曝
が
85
パ
ー

セ
ン
ト
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
人
体
へ
の
危
険

原
爆
被
曝
と
原
発
被
曝

（
第
23
回
平
和
展
）

近 現 代 史
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性
は
、「
体
内
被
曝
」
が
か
な
り
大
き
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
被

曝
は
日
常
生
活
の
な
か
で
継
続
す
る
と
い
う
こ

と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
体
内
被
曝
」

の
代
表
的
な
放
射
性
物
質
と
し
て
、
ヨ
ウ
素

１
３
１　

キ
セ
ノ
ン
１
３
３　

ク
リ
プ
ト
ン
85

　

セ
シ
ウ
ム
１
３
７　

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
90
が

あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
部
科
学
省
の
調
査
で

は
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
飛
散
も
確
認
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
発
す
る
放
射
線
が
、
健
康
被
害
を
も
た
ら

す
の
で
あ
る
。

「
体
内
被
曝
」
は
、
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン

タ
ー
に
よ
る
外
部
か
ら
の
計
測
と
バ
イ
オ
ア
ッ

セ
イ
法
に
よ
る
測
定
が
あ
る
。
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ

カ
ウ
ン
タ
ー
は
、
体
内
に
と
り
こ
ま
れ
た
放
射

性
物
質
が
発
す
る
放
射
線
を
外
部
か
ら
測
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
放
射
線
が
微
弱
で
あ

っ
た
場
合
は
測
定
で
き
な
い
。
一
方
バ
イ
オ
ア

ッ
セ
イ
法
は
、
糞
・
尿
を
分
析
し
、
排
出
さ
れ

た
放
射
性
物
質
を
分
析
す
る
こ
と
で
「
体
内
被

曝
」
を
証
明
す
る
方
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
測
定
す
る
の
み

で
、
治
療
の
効
果
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一

度
体
内
に
取
り
込
ま
れ
た
放
射
性
物
質
は
新
陳

代
謝
な
ど
の
作
用
に
よ
り
、
排
出
さ
れ
る
の
を

待
つ
し
か
手
だ
て
が
な
い
。
ち
な
み
に
体
外
に

排
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
半
減
期
は
、
セ
シ
ウ

ム
１
３
７
で
１
１
０
日
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
「
生
物
学
的
半
減
期
」
で
あ
り
、
治
療
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
。「
外
部
被
曝
」
に
は
、

洗
浄
と
い
う
軽
減
方
法
が
あ
る
が
、「
体
内
被

曝
」
は
、
自
然
（
肉
体
）
に
ま
か
せ
る
し
か
軽

減
方
法
は
な
い
。

ホ
コ
リ
を
さ
け
る
た
め
の
マ
ス
ク
と
食
品
の

洗
浄
が
、
効
果
的
な
予
防
方
法
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

原
爆
に
せ
よ
原
発
に
せ
よ
、
被
曝
に
対
す
る

根
本
的
な
対
処
法
は
な
い
。
予
防
が
唯
一
の
対

処
方
法
で
あ
る
。
放
射
性
物
質
・
放
射
線
被
害

に
、
原
爆
と
原
発
の
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。

被
曝
を
防
ぐ
に
は
、
地
表
の
放
射
性
物
質
を

取
り
除
く
こ
と
が
最
も
効
果
的
と
い
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
汚
染
さ
れ
た
土
の
移
動
先
は
、

現
在
も
な
お
決
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

１
９
８
６
（
昭
和
61
）
年
４
月
26
日
、
旧
ソ

連
で
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
が
お
こ
っ

た
。
そ
の
後
、世
界
中
に
反
原
発
運
動
が
起
り
、

当
然
日
本
で
も
盛
り
上
が
っ
た
。
そ
の
頃
Ｆ
Ｍ

東
京
で
は
、
タ
イ
マ
ー
ズ
（
忌
野
清
志
郎
）
と

ブ
ル
ー
ハ
ー
ツ
と
い
う
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
曲
が

放
送
禁
止
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
反
原
発
を
歌

っ
た
た
め
で
あ
る
。
Ｆ
Ｍ
東
京
の
大
株
主
は
、

東
京
電
力
で
あ
っ
た
。

同
じ
頃
名
古
屋
の
放
送
局
で
は
、
原
発
事
故

の
報
道
を
危
惧
す
る
職
員
が
い
た
と
い
う
。
こ

れ
は
中
部
電
力
が
大
株
主
で
あ
る
こ
と
へ
の
配

慮
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ふ
た
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
現
在
の

原
発
事
故
報
道
に
つ
い
て
色
々
な
想
像
を
し
て

し
ま
う
。
現
在
の
原
発
事
故
報
道
の
客
観
性
は

ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
な
、
株
主
か
ら
の
圧
力
や

自
主
規
制
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す

れ
ば
、
必
要
な
情
報
が
届
い
て
い
る
と
は
言
い

難
く
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
逆
か
ら
想
像
す
れ
ば
、
圧
力
を
か
け
た

り
自
主
規
制
が
出
来
な
い
ほ
ど
の
事
実
が
存
在

し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
報
道
が
許
さ
れ

て
い
る
。
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

圧
力
や
自
主
規
制
が
出
来
な
い
ほ
ど
の
事
実
だ

け
で
も
、
報
道
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
が

現
実
で
あ
る
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
の
「
大
本
営
発
表
」。
政
府
・
軍
部

に
よ
る
情
報
統
制
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、政
府
・

財
界
そ
し
て
マ
ス
コ
ミ
の
情
報
統
制
を
疑
っ
て

し
ま
う
。

平
和
展
で
は
、
拙
い
な
り
に
情
報
（
史
料
）

収
集
と
情
報
分
析
（
史
料
批
判
）
を
必
須
と
し

て
き
た
。
今
回
の
原
発
事
故
に
つ
い
て
は
、
ひ

と
り
ひ
と
り
が
こ
の
方
法
に
よ
り
事
実
を
理
解

さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
む
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
対
症
療
法
」
だ
け
で
な
く
、「
被
曝
」

を
完
全
に
無
く
す
た
め
の
方
策
を
考
え
て
い
く

必
要
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。次
回
平
和
展
ま
で
、

状
況
の
変
化
を
見
つ
め
な
が
ら
、
更
な
る
学
び

を
深
め
て
い
き
た
い
。

（
平
和
展
ス
タ
ッ
フ　

大
東 

仁
）

参
考

　

・ 

広
島
市
・
長
崎
市　

原
爆
災
害
誌
編

集
委
員
会
編　
『
原
爆
災
害　

ヒ
ロ

シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
』　

岩
波
書
店　

２
０
０
５
（
平
成
17
）
年
７
月
15
日

　

・ 

沢
田
昭
二
ほ
か　
『
共
同
研
究　

広

島
・
長
崎　

原
爆
被
害
の
実
相
』　

新
日
本
出
版
社　

１
９
９
９
（
平
成

21
）
年
７
月
30
日

　

・ 

安
斉
育
郎　
『
こ
れ
で
わ
か
る　

か

ら
だ
の
な
か
の
放
射
能
』　

合
同
出

版　

２
０
１
１
年
７
月
15
日

　

・ 「
特
報
」　
『
中
日
新
聞
』　

２
０
１
１

（
平
成
23
）
年
７
月
29
日

　

・
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「３月１２日に爆発した福島第一原発１号機（写真左）と１４日に爆発した同原発３号機」
（福島民報３月１５日付紙面／福島中央テレビを撮影したもの）
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教化センター日報
2011年9月～11月

9月2日
6日
9日
14日
16日
30日

10月5日
7日
11日
14日

21日

24日

27日
28日

11月4日
14日
15日
16日
18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

荒山 淳（教化センター主幹）
2012 年 2月17日㈮
午後４時３０分～６時

◆教化研修「真宗儀式の教相」 ※僧籍者対象

講 師
期 日
時 間

竹橋 太氏（本廟部出仕）
午後４時３０分～６時

講 師
時 間

名古屋教務所 1階　議事堂
『正信偈』（東本願寺出版部刊）

会 場
テキスト

2012 年 4月6日㈮
名古屋教務所１階　議事堂

期 日
会 場

お知らせ
◎2011年12月29日（木）～2012年1月7日（土）の期間、教化センターを閉館とさせていただきます。
◎2012年2月1日（水）～17日（金）の期間、教化センター所蔵図書、資料の整理を行います。この期間、図書、視聴覚資料などの貸し出しを
停止させていただきます。借受中の方は1月31日（火）までにご返却ください。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承の程、お願い申し上げます。

■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・聖教研修（荒山淳センター主幹）
研究業務・「平和展」学習会
研究生・実習「真宗門徒講座」
HP「お東ネット」会議
研究生・教化研修（竹橋太氏）
研究業務・「平和展」学習会
研究生・学習会

研究業務・「お講」調査
研究生・実習「真宗門徒講座」
HP「お東ネット」会議
研究業務・「平和展」学習会
研究生・学習会
研究生・聖教研修（荒山淳センター
主幹）
「彰元さんのつどい」（大垣教区主
催）参加
研究業務・「平和展」学習会

研究業務・「お講」調査
研究生・学習会
研究生・学習会
研究生・実習「真宗門徒講座」
HP「お東ネット」会議
研究業務・「お講」調査
研究業務・「平和展」学習会
研究生・学習会
研究業務・「法然と親鸞－ゆかりの
名宝」展調査

　大垣教区では2000（平成12）年より毎年、非戦・平和を願った竹中彰元師

を敬う会を開催している。

　今回は大谷派の近・現代史を学ぶ一環として、戦争に反対したことによって

大谷派から僧侶の位を３年間最下位に落とす「軽停班３年」や布教使の免許

を取り上げる「免布教使」という処分を受けながらも非戦・平和を訴えた竹中

師の声に耳を傾け、自分自身がどこに向かって生きるべきなのか、また教団が

どこに向かっていくべきなのかを考える。

　木々が日増しに色づいていく中、10月21日（竹中彰元師の御命日）に
明泉寺で「彰元さんのつどい（大垣教区主催）」が行われた。非戦・平
和を願った彰元師の声に耳を傾けることを趣旨とするこの集いに、お
堂から溢れんばかりの老若男女が参加した。勤行に続き、「大逆事件
～彰元　－国家・世間を超える－」と題し講演した田中伸尚氏（ノンフィ
クションライター）は「親鸞聖人は『非僧非俗』の立場に立った。国家に
つながる、国家の任命した『僧』ではなく、またそういう国家・僧を支持
してきた世間・『俗』を超えて生きた聖人。大逆事件によって投獄された
高木顕明師や反戦発言で有罪となった竹中彰元師が信仰をもって国
家と闘った姿勢は聖人の姿勢と同様のものではないか」と語られた。

　自らが身を置く国家・世間に迎合していく私に、人生における課題を
持つこと、そしてそれを根拠として批判していくことの大切さを教えてく
れている。原子力発電もＴＰＰも財界や他国の意向に沿う形で進んで
いく。だが、根底には国家・財界らの戦略があり、その実現のためには
国家や財界が事実を事実として、また隠すことなく私たちに伝えてくれ
ることはない。私たちは容易に定められた方向へと進まされるし、また
自ら進んでいってしまう。だからこそ課題を持ち国家や財界、世間、教
団そして自分への批判的な眼が必要になってくる。
　国家・世間・教団がこぞって戦争協力へと進んで行った時、平和・非
戦を主張した竹中師と高木師。「自らの課題を根拠とし、一人ででも行
動していく「単独者」であれ」という田中氏の言葉に両師の願いをうか
がうことができる。
　自分が何を課題にし、どう動くのか。両師の願いに耳を傾けていか
なければならない。

（教化センター職員　小笠原 智秀）

INFORMATION

彰元さんのつどい
2011年10月21日　大垣教区主催
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