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No.80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

浄土を思わせるほど静かできれいな海には、たくさんの悲しみが抱かれている
（岩手県宮古市　浄土ヶ浜） 写真の無断転用はご遠慮下さい。

本
有
の
願
い

・講義抄録
　「部落史が変わった？ ❷・❸・❹
　部落差別とは何か」

・教化センター研究生報告 ❺

・現代社会と真宗教化
　「グリーフワークと仏事」 ❻・❼

・INFORMATION ❽

◆挟み込み〈※寺報などにご利用ください〉

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
た

三
月
十
一
日
。新
聞
・
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
と

し
た
マ
ス
コ
ミ
各
社
は
、震
災
を
振
り
返
る

特
集
を
組
み
、「
忘
れ
な
い
」「
絆
」「
継
続
的
な

支
援
」を
呼
び
か
け
た
。言
う
ま
で
も
な
い
、

多
く
の“
い
の
ち
”が
奪
わ
れ
た
震
災
だ
か
ら

「
忘
れ
て
」な
ら
ぬ
の
で
な
い
。決
し
て
人
の

命
を
数
で
量
っ
て
は
な
ら
な
い
、死
に
逝
っ

た
尊た

っ
と

き
一い

ち
に
ん人

の
い
の
ち
に
掌
を
合
わ
す
。そ

の
と
き
、未
だ
生
き
る
望
み
も
見
い
だ
せ
ず
、

深
い
悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
人
の

い
る
こ
と
が
同
心
同
時
に
憶お

も

い
お
こ
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。私
一
人
で
は
決
し
て
気
づ

く
こ
と
の
叶
わ
な
い
、わ
れ
ら
本
有
の
願
い

は
、き
っ
と
深
い
悲
嘆
と
共
に
あ
る
は
ず
だ

か
ら
。

＊

二
本
松
市
の
市
民
放
射
能
測
定
室
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
た
、粉
ミ
ル
ク
に
放
射
性
物
質

が
混
入
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
し
て
、

「
公
害
の
被
害
者
は
二
度
殺
さ
れ
る
」と
い
う

言
葉
を
思
い
出
し
た
。ヒ
素
ミ
ル
ク
中
毒
事

件
の
被
害
者
で
あ
っ
た
高
校
時
代
の
恩
師
か

ら
聞
い
た
言
葉
だ
。師
は
、生
後
七
ヶ
月
の
我

が
子
に
、猛
毒
の
ヒ
素
入
り
ミ
ル
ク
を
自
ら

の
手
で
飲
ま
せ
た
、そ
の
深
い
悲
し
み
を
私

た
ち
に
語
っ
て
く
れ
た
。一
度
目
の
死
は
、言

う
ま
で
も
な
く
実
質
的
な
被
害
。そ
し
て
二

度
目
は
、事
件
の
風
化
に
よ
り
、被
害
者
が
忘

れ
去
ら
れ
る
死
で
あ
る
。ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ

サ
キ
を
忘
れ
、国
益
や
企
業
営
利
の
犠
牲
と

し
て
奪
わ
れ
た“
い
の
ち
”を
忘
却
す
る
と

き
、二
度
目
の
死
が
訪
れ
る
。そ
し
て
、そ
の

死
が
三
度
目
、あ
ら
た
な
犠
牲
を
生
む
の
で

あ
る
。

＊

い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な
い
深
い
悲
し
み

の
中
で
、身
を
寄
り
添
わ
せ
る
こ
と
は
容
易

な
こ
と
で
な
い
。終
わ
り
の
見
え
な
い
な
か
、

「
絆
」を
語
り「
継
続
的
な
支
援
」を
呼
び
か
け

る
。絆
と
は
、愛
憎
を
内
に
ふ
く
ん
だ
葛
藤

で
も
あ
る
。忘
却
し
て
い
る
私
が
全
身
を
耳

に
し
て
、亡
き
人
の
声
な
き
声
に
耳
を
傾
け

て
い
く
。す
る
と
不
思
議
に
も
死
の
事
実
の

前
に
、愛
憎
し
葛
藤
す
る
身
を
晒
す
こ
と
に

よ
っ
て
、真
実
が
顕あ

ら
わ

に
な
っ
て
く
る
。愛
憎
と

い
う
矛
盾
を
か
か
え
た
ま
ま
、ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
、こ
の
身
の
事
実
に
頭
が
さ

が
る
の
で
あ
る
。

三
十
五
年
前
の
悲
痛
な
声
か
ら
発
信
さ
れ

る
深
い
悲
し
み
と
共
に
あ
る
本
有
の
願
い

が
、忘
却
の
彼
方
に
殺
し
続
け
て
い
る
私
に

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」の
声
と
な
っ
て
呼
び
覚

ま
し
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹　

荒
山 

淳
）
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「
士
農
工
商
」
の
本
来
の
意
味

今
日
は
、
部
落
問
題
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
歴
史
の
中
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
み
て
、
そ
の

上
で
部
落
の
起
源
の
話
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
部
落
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
必
ず
二
つ
の
こ
と
が

語
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
士
農
工
商
穢

多
非
人
と
い
う
、
世
の
中
の
最
底
辺
に
部
落
は

置
か
れ
て
い
る
と
い
う
位
置
づ
け
に
関
す
る
認

識
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
江
戸
時
代
に
部
落
が

生
ま
れ
た
と
す
る
認
識
で
す
。
こ
れ
ら
が
私
た

ち
の
聞
い
て
き
た
、
部
落
問
題
の
図
式
で
す
。

（
図
１
）

と
こ
ろ
が
、
こ
の
十
年
間
で
歴
史
の
教
科

書
は
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て

き
た
「
士
農
工
商
穢
多
非
人
」
と
い
う
言
葉

は
消
え
、
代
わ
り
に
「
武
士
と
百
姓
、
町

人
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
図
２
）
ま
た
、
教

科
書
に
は「
百
姓
、町
人
と
は
別
に
、穢
多
身
分
、

非
人
身
分
な
ど
の
人
々
が
い
ま
し
た
」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
「
別
に
」
と
あ
り
ま
す 

が
、か
つ
て
は「
下
に
」「
最
底
辺
に
」と
書
か
れ
、

穢
多
身
分
、非
人
身
分
が
他
の
身
分
と
「
下
に
」

つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
消

え
、「
別
に
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
は
、

こ
れ
ら
は
な
ぜ
消
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
大
き

く
二
つ
に
分
け
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
「
士
農
工
商
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ

の
言
葉
は
、紀
元
前
六
五
〇
年
頃
の
中
国
の『
管

子
』
と
い
う
書
物
に
「
士
農
工
商
の
四
民
は
、

石
民
な
り
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
四
種
類

の
民
が
国
の
大
切
な
民
だ
、と
い
う
意
味
で
す
。

つ
ま
り
「
士
農
工
商
」
は
江
戸
時
代
の
日
本
の

言
葉
で
は
な
く
、
古
代
中
国
の
四
字
熟
語
だ
っ

た
の
で
す
。

そ
れ
で
は
士
農
工
商
と
は
、
ど
う
い
う
意
味

か
と
言
い
ま
す
と
、中
国
に
は
皇
帝
が
い
ま
す
。

そ
の
下
に
民
が
い
ま
す
。
そ
の
民
を
職
業
で
分

類
し
た
も
の
が
士
農
工
商
な
の
で
す
。
こ
れ
は

身
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
る
意
味
で
平

等
で
す
。

そ
の
中
に
「
士
」
が
あ
る
の
で
納
得
で
き
な

い
方
も
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、「
士
」

は
一
と
十
を
合
わ
せ
た
も
の
で
す
ね
。
最
初
か

ら
最
後
ま
で
知
っ
て
い
る
人
、
あ
る
い
は
最
初

か
ら
最
後
ま
で
管
理
す
る
人
を
言
い
ま
す
。
例

え
ば
、
弁
護
士
は
刀
を
差
し
ま
せ
ん
。
最
初
か

ら
最
後
ま
で
法
律
に
つ
い
て
全
体
を
知
っ
て
い

る
者
で
す
。
つ
ま
り
、「
士
」
と
は
本
来
、
何

ら
か
の
専
門
的
な
知
識
、
あ
る
い
は
お
役
人
的

な
立
場
の
者
を
指
す
の
で
あ
り
、
武
士
を
意
味

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
人
々
を
職
業
で
四
種
類
に
分
類
し
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
士
農
工
商
」
と
い
う

言
葉
で
民
全
体
を
も
意
味
し
ま
し
た
。
こ
れ
と

全
く
同
じ
使
い
方
を
し
た
も
の
に
、
老
若
男
女

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
老
若
男
女
と
は
、

年
齢
・
性
別
を
問
わ
ず
誰
で
も
、
と
い
う
意
味

で
す
。
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
士
農
工
商

と
は
職
業
を
問
わ
ず
誰
で
も
、
と
い
う
意
味
と

し
て
、か
つ
て
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
職
業
の
違
い
と
し
て
、
も
し

講 義 抄 録
2012年１月17日

部
落
史
が
変
わ
っ
た
？
部
落
差
別
と
は
何
か

上う

え

杉す

ぎ　

聰さ
と
し

氏

（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
特
別
研
究
員
）

名
古
屋
教
区
で
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
精
神
に
則
り
、
部
落
解
放
運
動
に
関
す
る
基
本
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
人
間
解
放
に
向
か
っ
て
自
ら
進
ん
で
啓
発
活
動
を
行
う
人
の
誕
生
を
願
い
、
各
組

に
解
放
運
動
推
進
要
員
を
置
い
て
い
る
。
今
回
、
第
八
期
目
の
推
進
要
員
育
成
の
た
め
の
研
修
が
始

ま
っ
た
こ
と
を
受
け
、
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
も
新
た
な
推
進
要
員
と
共
に
学
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

本
号
で
は
、
さ
る
一
月
十
七
日
に
名
古
屋
教
務
所
で
行
わ
れ
た
解
放
運
動
推
進
要
員
研
修
の
第
一

回
目
の
講
義
抄
録
を
掲
載
す
る
。
近
年
著
し
く
進
ん
だ
部
落
差
別
の
歴
史
研
究
に
つ
い
て
、
再
度
確

認
い
た
だ
く
一
助
に
な
る
こ
と
を
願
う
。

武
士

百
姓

町
人

図２　江戸時代の三身分の関係

士

農

工

商

穢多・非人

図１　使うべきでないピラミッド図式
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く
は
民
全
体
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た

「
士
農
工
商
」
を
縦
に
並
べ
て
、
日
本
の
江
戸

時
代
の
身
分
制
を
表
そ
う
と
し
て
も
無
理
な
の

で
す
。

「
下
」
と
「
外
」
二
種
類
の
差
別

次
に
、
士
農
工
商
の
下
に
穢
多
非
人
が
く
る

こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

部
落
は
最
底
辺
の
身
分
と
し
て
語
ら
れ
て
き
ま

し
た
が
、
実
は
歴
史
史
料
に
は
「
下
」
と
い
う

表
現
が
出
て
き
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
も
の
を

見
て
も
、
人
の
外
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
ば

か
り
で
す
。

例
え
ば
、
明
治
六
年
静
岡
県
が
士
族
に
あ
て

た
文
書
に
は
「
か
の
穢
多
・
非
人
の
如
き
は
、

名
称
の
ご
と
く
、
四
民
中
に
歯
（
よ
わ
い
）
せ

し
め
ざ
る
者
な
り
」（『
静
岡
県
史
料
』）
と
い

う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
歯
」
と
い

う
の
は
平
等
に
組
み
込
ま
れ
た
状
態
を
意
味
し

ま
す
。
で
す
か
ら
、
穢
多
非
人
と
い
う
の
は
名

前
の
よ
う
に
、
み
ん
な
の
中
に
加
え
な
い
も
の

だ
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。「
非
人
」
を
漢
文

読
み
し
た
ら
「
人
に
あ
ら
ず
」。
人
間
以
外
を

意
味
し
ま
す
。
下
層
階
級
を
表
す
の
な
ら
、
こ

の
よ
う
に
は
書
き
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
も
、
例

え
ば
「
下
人
」
と
い
う
言
葉
を
文
学
作
品
な
ど

で
目
に
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
奴
隷
で

す
。日

本
の
奴
隷
制
度
は
卑
弥
呼
の
時
代
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に

な
る
と
少
し
良
く
な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な

り
ま
す
と
、
無
期
限
に
身
売
り
す
る
こ
と
が
禁

止
と
な
り
、
十
年
以
内
と
い
う
期
間
が
設
け
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
女
性
達

を
吉
原
な
ど
に
売
る
、
娼
妓
の
ケ
ー
ス
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
人
た
ち
が
解
放
さ
れ
る
時
期
が

や
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
明
治
五
年
十
月
の
解

放
令
で
す
。
そ
の
当
時
日
本
に
い
た
奴
隷
的
な

人
た
ち
は
全
部
、
こ
の
布
告
に
よ
っ
て
解
放
さ

れ
ま
し
た
。

し
か
し
、解
放
令
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
明
治
四
年
八
月
に
出
さ
れ
た
賤
民
廃

止
令
で
す
。
こ
れ
は
穢
多
非
人
を
対
象
に
し
て

い
ま
し
た
。
な
ぜ
二
つ
の
解
放
令
を
出
す
必
要

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
賤
民
が
二

種
類
い
た
か
ら
で
す
。
二
種
類
の
賤
民
が
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
差
別
も
二
種
類
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
一
方
は
人
を
持
ち
物
に
す
る
、
あ
る

い
は
支
配
す
る
差
別
。
そ
し
て
一
方
は
除
け
者

に
す
る
差
別
。（
図
３
）

私
は
授
業
を
や
っ
て
い
る
時
、
こ
の
二
種
類

の
差
別
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
一
人
の
学
生
が

手
を
挙
げ
て
、「
先
生
の
話
を
聞
い
て
、
今
日

は
よ
く
分
か
っ
た
。
僕
は
中
学
校
の
頃
い
じ
め

を
や
り
ま
し
た
。
そ
の
い
じ
め
が
二
種
類
あ
り

ま
し
た
。
一
つ
は
シ
カ
ト
と
い
う
い
じ
め
で

す
。
無
視
し
ま
す
。
も
う
一
つ
が
パ
シ
リ
で
す
。

人
を
こ
き
使
い
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
思
わ

ず
私
の
背
中
に
電
流
が
流
れ
る
の
を
感
じ
ま
し

た
。
今
、
子
供
た
ち
が
や
っ
て
い
る
い
じ
め
に

は
二
種
類
あ
る
。
そ
れ
は
非
常
に
古
い
歴
史
の

堆
積
物
が
、
表
面
に
出
て
き
て
い
る
と
感
じ
た

か
ら
で
す
。
二
種
類
の
い
じ
め
を
、
子
供
た
ち

は
ど
こ
で
学
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
た
ち

は
私
達
の
社
会
の
空
気
を
ど
こ
か
で
吸
い
込
ん

で
、
そ
し
て
自
発
的
に
二
種
類
の
い
じ
め
を
や

っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
考
え
方
か
ら
部
落
問
題
を
排
除
の

差
別
と
見
ま
す
と
、
実
に
納
得
で
き
る
こ
と
が

い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
大
阪
の
被
差
別
部
落
の

中
心
に
渡
辺
村
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
史
料

の
地
図
に
は
穢
多
村
と
書
か
れ
て
い
て
、
湿
地

帯
で
人
の
住
め
る
よ
う
な
所
で
は
な
く
、
本
村

か
ら
1.5
キ
ロ
ほ
ど
隔
離
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
穢
多
村
の
周
り
が
青
く
塗
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
堀
で
す
。
つ
ま
り
部
落
の
人
た
ち

が
、
そ
の
周
り
の
お
百
姓
さ
ん
と
接
触
を
し
な

い
よ
う
に
、
堀
に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
部
落

の
人
た
ち
も
、
仕
事
の
関
係
な
ど
で
一
般
の
町

の
中
に
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
す
る
か

と
い
う
と
、
家
に
入
る
場
合
は
門
の
外
、
玄
関

の
外
で
草
履
を
脱
が
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
も
、土
間
ま
で
し
か
入
れ
ま
せ
ん
。

も
し
、
部
落
の
人
が
上
り
口
や
廊
下
に
上
が
れ

ば
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
腰
掛
け
て
も
い
け
ま
せ

ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
部
落
の
人
が
腰
掛
け

る
と
、
穢
れ
が
そ
の
家
へ
移
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
す
。
お
茶
や
食
事
を
一
緒
に
す
る

こ
と
も
、
人
に
穢
れ
が
移
る
行
為
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

穢
れ
と
は
何
か
？

先
ほ
ど
非
人
が
人
間
以
外
だ
と
い
う
こ
と
を

申
し
あ
げ
ま
し
た
が
、
実
は
こ
の
穢
れ
が
深
く

関
係
し
て
い
ま
す
。
で
は
「
穢
れ
」
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。
よ
く
似
た
言
葉
に
「
汚
れ
」
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
汚
れ
と
穢
れ
は
非
常
に
よ
く
似

て
い
て
、
メ
ア
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス
と
い
う
社
会

人
類
学
者
は
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
秩
序
に
反

す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
考
え

に
沿
っ
て
、
穢
れ
と
汚
れ
の
説
明
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
黒
板
は
文
字
な
ど
を
書
い
て
、
み

な
さ
ん
に
説
明
す
る
た
め
に
置
か
れ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
黒
板
に
文
字
を
書
い
て
説
明
し

ま
す
と
、
少
々
字
が
下
手
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
秩
序
に
あ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
綺
麗

な
も
の
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
意

味
の
な
い
線
や
絵
を
書
い
た
ら
文
字
が
書
け
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
こ
の
黒
板
の
機
能
を
害
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
秩
序
に
反
し
て
い

る
も
の
が
汚
れ
で
す
。
自
身
の
一
部
で
あ
る
髪

の
毛
や
皮
膚
も
、
体
の
秩
序
の
中
に
あ
る
時
は

綺
麗
で
す
。
し
か
し
体
か
ら
離
れ
る
と
、
垢
や

ゴ
ミ
な
ど
の
「
汚
れ
」
と
な
る
の
で
す
。
こ
れ

天皇・公家

支配・所有

排除

部落

武　士

奴　　隷奴　　隷 奴隷奴隷

百

　姓

町

　人

穢多

非人

図３　新しい身分図式（部落内部のあり方は関東の場合）
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ら
全
て
の
「
汚
れ
」
が
秩
序
と
関
係
し
て
い
る

の
で
す
。

そ
し
て
穢
れ
と
は
、
こ
の
汚
れ
が
人
間
世
界

に
拡
大
し
た
も
の
で
す
。
人
が
生
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
必
ず
秩
序
の
中
に
生
き
て
い
ま

す
。
誰
か
が
亡
く
な
る
と
、
ま
ず
物
体
と
し
て

の
汚
れ
が
発
生
し
ま
す
。
人
は
腐
っ
て
い
き
ま

す
ね
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
人
が
い
な
く
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
が
壊
れ
る
の
で
す
。
そ
の

こ
と
に
対
す
る
汚
れ
感
覚
を
、
か
つ
て
の
人
は

「
穢
れ
」
と
し
て
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
我
々
は
人
と
接
触
を
す
る
時
、
嫌

な
人
、
つ
ま
り
人
間
関
係
が
壊
れ
た
人
と
関
わ

る
と
汚
れ
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
が
よ
く
現
れ
る

の
が
握
手
の
時
で
す
。
嫌
な
人
と
握
手
を
し
た

後
で
、
そ
の
手
を
ズ
ボ
ン
な
ど
に
こ
す
り
つ
け

た
り
す
る
。
こ
の
時
に
感
じ
る
汚
れ
が
穢
れ
な

の
で
す
。

我
々
は
人
間
関
係
が
壊
れ
た
時
、
こ
う
い
う

不
潔
感
を
持
ち
ま
す
。
例
え
ば
、
人
間
関
係
を

壊
す
人
の
こ
と
を
我
々
は
汚
い
と
い
い
ま
す
。

「
塩
撒
い
と
け
」
と
言
う
の
は
、
そ
こ
に
汚
れ

を
感
じ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
お
葬
式
は
、
こ

の
秩
序
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
い
う
作
用
な
の
で

す
。「
生
前
、
お
た
く
の
こ
と
は
故
人
か
ら
聞

い
て
お
り
ま
し
た
。
以
後
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
」
と
い
っ
て
秩
序
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し

ま
す
。
し
か
し
葬
式
の
時
に
は
ま
だ
秩
序
は
回

復
の
途
上
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
塩
が
出

る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
穢
れ
と
は
、
人
間
関
係
の
秩

序
の
壊
れ
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
穢
多
と
い
う
言
葉
は
ま
さ
に
そ
の
言
葉
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
穢
れ
が
多
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
人
間
の
中
の
ゴ
ミ
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。
し
か
も
こ
の
穢
れ
は
、
同
じ
場
所
に

座
っ
た
り
、一
緒
に
食
事
を
す
る
と
移
り
ま
す
。

こ
の
穢
れ
は
排
除
の
差
別
に
現
れ
て
く
る
の
で

す
。
部
落
は
社
会
の
外
に
置
か
れ
る
排
除
の
差

別
、
奴
隷
は
下
に
置
く
と
い
う
所
有
の
差
別
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

部
落
の
起
源

「
穢
多
」
と
い
う
言
葉
が
載
っ
て
い
る
最

も
古
い
資
料
に
『
塵
袋
』（
一
二
七
四
〜

一
二
八
一
年
頃
）
と
い
う
文
献
が
あ
り
ま
す
。

鎌
倉
時
代
の
も
の
で
す
。
そ
こ
に
「
人
マ
シ
ロ

ヒ
モ
せ
ヌ
オ
ナ
シ
サ
マ
ノ
モ
ノ
」
と
書
い
て
あ

り
ま
す
が
、
漢
字
に
直
し
て
読
み
ま
す
と
、「
人

に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
つ
ま
り
部
落
差
別
を
表
す
表
現
が
、

鎌
倉
時
代
の
中
期
に
出
て
き
て
お
り
、
し
か
も

そ
の
人
達
が
「
穢
多
」
や
「
非
人
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
頃
、
部
落
が
無
か
っ

た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
同
じ
く
鎌

倉
時
代
の
史
料
で
、
非
人
の
村
の
分
布
（
統
計

約
５
０
０
０
人
）
を
示
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
不
思
議
な
こ
と
に
、非
人
の
村
は
京
都
、

奈
良
の
周
辺
に
の
み
存
在
し
、
他
の
地
域
に
は

存
在
し
な
い
の
で
す
。
研
究
を
進
め
て
分
か
っ

た
の
は
、
実
は
部
落
は
荘
園
と
対
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
の
荘
園
に
一
つ
の

部
落
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
荘
園
が
あ
っ
た

頃
、
そ
の
本
部
が
あ
っ
た
京
都
・
奈
良
か
ら
各

地
に
あ
る
荘
園
に
部
落
が
配
置
さ
れ
た
と
考
え

な
け
れ
ば
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
荘
園
は
平
安
時

代
の
中
期
に
生
ま
れ
、
戦
国
時
代
の
初
め
に
消

え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
で
は
な
く
、

戦
国
時
代
ま
で
に
部
落
が
出
来
て
い
な
い
と
部

落
と
荘
園
の
対
応
関
係
の
事
実
と
合
わ
な
い
の

で
す
。

こ
れ
ま
で
の
教
科
書
に
は
、
部
落
の
起
源
は

江
戸
時
代
と
し
て
書
か
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と

を
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
部
落
問
題
を
教
え
て
き

た
学
校
現
場
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
、と
い
う
指
摘
も
頂
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

部
落
が
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
、
ど
う
い
う
経
過

を
辿
っ
て
今
が
あ
る
の
か
。そ
れ
が
分
か
れ
ば
、

今
後
ど
う
や
っ
て
無
く
し
て
い
く
の
か
と
い
う

方
法
も
出
て
く
る
は
ず
で
す
。

例
え
ば
、
室
町
時
代
末
期
の
『
鹿
苑
日
録
』

（
一
四
八
九
年
）
と
い
う
文
献
に
、
日
本
一
の

庭
師
と
し
て
称
え
ら
れ
る
者
が
出
て
き
ま
す
。

彼
ら
は
「
河
原
者
」
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
有
名

な
庭
を
造
り
ま
し
た
。
そ
の
代
表
作
が
例
え
ば

苔
寺
や
、
銀
閣
寺
の
庭
園
、
世
界
遺
産
で
あ
る

龍
安
寺
の
石
庭
な
ど
で
す
。
そ
し
て
、こ
の「
河

原
者
」
の
別
名
が
「
穢
多
」
で
し
た
。
歴
史
史

料
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、「
河
原
者
」と「
穢

多
」
は
、
同
じ
意
味
、
同
じ
人
を
指
し
ま
す
。

今
、
多
く
の
先
生
方
が
龍
安
寺
の
石
庭
を
取

り
上
げ
た
教
科
書
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
で
学
校
で
部
落
差
別

問
題
の
授
業
を
す
る
と
、
部
落
出
身
の
子
供
た

ち
が
下
を
向
く
と
言
い
ま
す
。
惨
め
な
差
別
の

話
で
す
か
ら
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
世
界
遺
産
を

作
っ
た
の
が
穢
多
だ
と
い
う
話
で
す
。す
る
と
、

先
祖
を
誇
り
に
思
い
、
子
供
た
ち
は
顔
を
あ
げ

る
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
部
落
の
子
供
た
ち

を
い
じ
め
て
い
た
子
も
、
差
別
は
や
っ
ぱ
り
い

か
ん
と
考
え
始
め
る
。
そ
う
い
う
教
材
に
な
る

の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
点
も
含
め
て
、
こ
れ
ま

で
言
わ
れ
て
き
た
「
士
農
工
商
穢
多
非
人
」
の

間
違
い
、
そ
し
て
部
落
の
起
源
に
つ
い
て
も
変

え
な
け
れ
ば
、
江
戸
時
代
以
前
の
庭
造
り
の
話

を
部
落
問
題
と
し
て
誇
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
科
書
が
大
き
く
取

り
上
げ
方
を
変
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
単
な
る
知
識
上
の
変
更
に
留
ま
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
こ
れ
ま
で
は
、
い
じ
め
の
対
策
と
し

て
の
学
校
で
の
取
り
組
み
と
、
同
和
問
題
と
は

切
り
離
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
う
し
て
は

な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
次
回
は
、
こ
う

し
た
古
く
か
ら
の
歴
史
的
な
差
別
に
対
し
て
、

親
鸞
聖
人
が
ど
う
対
処
し
て
い
か
れ
た
の
か
を

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（

文
責
編
集
部
）
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私
は
、
小
学
生
の
時
に
転
校
を
し
た
の
で
す

が
、
そ
の
転
校
先
で
い
じ
め
に
あ
う
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
と
て
も
小
さ
な
小
学
校
で

し
た
の
で
、全
校
生
徒
か
ら
総
ス
カ
ン
に
さ
れ
、

友
達
の
輪
に
入
れ
て
も
ら
え
な
い
よ
う
な
状
態

が
何
年
か
続
き
ま
し
た
。
友
達
と
の
会
話
に
入

れ
な
か
っ
た
り
、
少
し
で
も
体
に
触
れ
る
と
汚

い
と
言
わ
れ
た
り
し
た
記
憶
は
今
で
も
忘
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

講
義
の
中
で
上
杉
先
生
が
、
部
落
差
別
の
原

因
と
し
て
「
穢
れ
」
の
感
情
が
あ
る
、
そ
し
て

そ
の
「
穢
れ
」
の
感
情
は
秩
序
が
壊
さ
れ
た
時

に
感
じ
る
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

小
さ
な
小
学
校
に
転
入
し
て
き
た
私
は
、
そ

れ
ま
で
の
人
間
関
係
の
秩
序
を
壊
す
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
ふ
と
し
た
時
に
表

に
出
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
い
じ
め
は
、

お
互
い
の
歩
み
寄
り
で
い
つ
か
ら
か
無
く
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、そ
の
当
時
の
経
験
か
ら
か
、

人
間
関
係
を
う
ま
く
築
け
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
、
嫌
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
つ

い
人
の
顔
色
を
気
に
し
て
し
ま
い
、
な
か
な
か

感
情
を
表
に
出
せ
な
い
自
分
が
い
ま
す
。
そ
ん

な
自
分
を
克
服
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
課
題
で

も
あ
り
ま
す
。

い
じ
め
と
部
落
差
別
問
題
は
「
穢
れ
」
と
い

う
感
情
か
ら
き
て
い
る
同
じ
問
題
だ
と
い
う
先

生
の
言
葉
を
聞
い
て
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。私
は
、

い
じ
め
は
個
人
的
な
問
題
、
部
落
差
別
は
社
会

的
差
別
の
問
題
と
し
て
別
の
問
題
だ
と
考
え
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
根
底
で
は
同
じ
問
題
な

の
だ
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
い
じ
め
や
差
別
問
題
を
解
決
す
る

と
は
言
わ
ず
に
、
私
た
ち
の
中
を
掘
り
返
し
て

克
服
し
て
い
く
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

部
落
差
別
問
題
と
私
個
人
の
問
題
を
別
の
こ
と

と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
中

に
あ
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
だ
と
思
い
ま
す
。歴
史
的
な
差
別
問
題
が
、

現
代
の
私
た
ち
の
心
の
中
の
差
別
意
識
と
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

私
自
身
の
心
の
問
題
を
考
え
、
人
間
関
係
を

回
復
し
て
い
く
道
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
、

部
落
差
別
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
部
落
差
別
の
歴
史
を
学
び
、
そ
の
歴
史
を

遡
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
私
の
抱
え
る
課

題
を
克
服
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
、
今
回
の
講
義
を
聞
い
て
感

じ
ま
し
た
。

（
第
７
期 
研
究
生　

加
藤 

淨
恵
）

上
杉
先
生
が
今
回
の
講
義
で
言
わ
れ
た
「
私

達
は
“
秩
序
に
反
す
る
も
の
”
を
嫌
い
、
汚
い

と
感
じ
る
感
覚
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘

が
非
常
に
印
象
深
か
っ
た
。

例
え
ば
、
髪
の
毛
が
抜
け
た
り
、
唾
が
口
か

ら
外
に
出
た
途
端
に
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で
体
の

一
部
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
汚
い
」
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
、
社
会
に
お

い
て
は
、“
死
”
は
秩
序
に
反
す
る
最
た
る
も

の
で
あ
り
、
駐
車
場
等
で
も
「
死
」
を
連
想
さ

せ
る
「
４
」
と
い
う
数
字
ま
で
も
避
け
よ
う
と

す
る
。
さ
ら
に
は
、
一
昔
前
に
は
“
出
産
”
も

秩
序
に
反
す
る
た
め
“
穢
れ
”
と
さ
れ
た
。
つ

ま
り
、私
た
ち
は
「
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
“
秩

序
に
反
す
る
存
在
”
を
差
別
す
る
こ
と
で
、
そ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
“
多
数
派
の
秩
序
”
を
守

っ
て
き
た
」と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
い
っ
た
状
況
は
現
在
、
私
の
周
り
で
も

あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
毎
日
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー

ス
で
流
れ
る
「
〇
〇
容
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
」

と
い
う
こ
と
も
、
私
達
の
国
の
ル
ー
ル
に
反
し

た
人
を
“
犯
罪
者
”
と
し
て
差
別
化
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
を
私
た
ち
の
視
界
か

ら
排
除
す
る
こ
と
で
安
心
し
、
ル
ー
ル
を
破
っ

て
い
な
い
私
た
ち
多
数
派
の
秩
序
を
守
っ
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
。
又
、
誰
か
を
笑
い
物
に
す

る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
時
に
は
、
そ
の
笑
い

の
元
と
な
る
人
へ
の
差
別
的
な
心
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。
子
供
の
頃
等
は
特
に
容
赦
な
く
、「
誰

か
を
ネ
タ
に
し
て
、
そ
の
場
の
皆
が
笑
っ
て
盛

り
上
が
る
」
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
。
私
も
“
ネ
タ
”
に
な
ら
ず
、“
笑
う
側
”

に
な
る
た
め
に
必
死
だ
っ
た
の
が
思
い
返
さ
れ

る
。こ

の
よ
う
に
、
今
回
こ
の
講
義
を
受
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、“
自
分
の
周
り
の
差
別
”“
自
分

の
差
別
心
”
そ
し
て
“
そ
の
差
別
に
よ
っ
て
安

心
を
得
て
い
る
自
分
”
と
い
う
こ
と
に
目
を
向

け
る
機
会
を
頂
い
た
。
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
お

い
て
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
気
付
く
為
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
、「
差
別
す
る
こ
と
で
、“
多
数

派
の
秩
序
”
を
守
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
。

（
第
７
期 

研
究
生　

小
嶋 

朋
大
）

教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
報
告

解
放
運
動
推
進
要
員

研
修
に
参
加
し
て！

本
書
は
、
今
回
の
解
放
運
動
推
進
要
員
研

修
の
講
師
（
上
杉
聰
氏
）
が
、
関
西
大
学
に

お
け
る
連
続
セ
ミ
ナ
ー
で
行
っ
た
講
義
を
内

容
と
し
て
い
る
。
部
落
差
別
史
の
起
源
か
ら

賤
民
廃
止
令
ま
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
語
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
差
別
の
変
遷
が
豊
富
な
史

料
と
と
も
に
丁
寧
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
自
身
の
被
差
別
部
落
で
の
実

体
験
を
は
じ
め
、
学
校
の
い
じ
め
問
題
、
平

和
問
題
な
ど
の
本
質
に
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、

部
落
差
別
問
題
に
関
心
の
無
い
方
に
も
興
味

深
く
読
め
る
は
ず
で
あ
る
。
本
書
の
続
編
で

あ
る
『
こ
れ
で
な
っ
と
く
！　

部
落
の
歴
史
』

（
解
放
出
版
社　

上
杉
聰
著
）
と
併
せ
て
お
す

す
め
し
た
い
。（

教
化
推
進
要
員　

飯
田
真
宏
）

  「
こ
れ
で
わ
か
っ
た
！　

部
落
の
歴
史

−

わ
た
し
の
ダ
イ
ガ
ク
講
座

−

」

上
杉　

聰
著（
解
放
出
版
社
）

書籍
紹介
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グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
と
は

グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
と
は
、
死
別
の
悲
嘆
（
グ

リ
ー
フ
）
か
ら
回
復
し
て
い
く
、
心
と
身
体
の

作
業
（
ワ
ー
ク
）
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
は
人

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
。

例
え
ば
、
毎
日
お
内
仏
の
前
に
座
っ
て
手
を

合
わ
せ
る
、
墓
参
り
を
す
る
、
遺
影
に
話
し
か

け
る
、
遺
品
を
整
理
す
る
、
亡
き
人
の
生
前
の

記
録
を
書
き
綴
る
、
思
い
出
の
地
を
訪
れ
る
、

思
い
出
を
語
る
な
ど
、
そ
の
方
法
は
十
人
十
色

で
あ
ろ
う
。
他
者
か
ら
す
れ
ば
「
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
」「
か
え
っ
て
辛

く
な
る
だ
け
で
は
な
い
か
」
と
思
え
る
よ
う
な

事
も
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
辛
く
苦
し
い
現

実
を
受
け
止
め
、
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
い
く

大
事
な
作
業
な
の
で
あ
る
。

人
間
の
自
然
な
感
情
で
あ
る
驚
き
や
怒
り
、

悲
し
み
、
喜
び
な
ど
は
、
そ
の
度
合
い
が
大
き

い
時
に
は
、
平
常
の
心
と
は
異
な
る
状
態
に
な

る
。
そ
う
い
っ
た
場
合
深
呼
吸
を
す
る
、
誰
か

に
話
を
聞
い
て
も
ら
う
、
音
楽
を
聴
く
、
一
人

落
ち
着
い
た
部
屋
に
こ
も
る
な
ど
、
自
分
な
り

の
方
法
で
心
を
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
す
る
。
そ

し
て
、
時
間
を
か
け
て
徐
々
に
平
常
心
へ
と
戻

っ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
い
と
な
み
と
深
い
悲
し

み
（
死
別
の
悲
嘆
）
を
伴
う
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク

は
、
基
本
的
に
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
人
間
の
感
情
と
い
う
も
の
は
、
そ

れ
ほ
ど
単
純
に
整
理
で
き
る
も
の
で
も
、
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
一
旦
落
ち

着
い
て
克
服
で
き
た
か
の
よ
う
に
思
え
て
も
、

何
か
の
き
っ
か
け
で
再
び
元
の
状
態
に
戻
る
こ

と
も
あ
る
。
行
っ
た
り
来
た
り
を
繰
り
返
し
な

が
ら
、
少
し
ず
つ
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
。

死
別
の
悲
嘆
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
は
喪
に

服
す
時
と
場
が
、
世
間
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
予
期
せ
ぬ
突
然
の
死
別
で
あ
っ
た

場
合
に
は
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
瞬
く
間

に
儀
式
が
進
行
さ
れ
る
。
仕
事
も
長
期
間
休
む

こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
た
め
、
死
別
を
悼
む
間

も
な
い
ま
ま
、
ま
る
で
何
事
も
な
か
っ
た
か
の

よ
う
に
、
即
座
に
元
の
生
活
に
戻
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
の
時

と
場
が
な
い
ま
ま
に
、
以
前
と
同
じ
生
活
を
す

る
こ
と
を
世
間
か
ら
求
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

わ
か
ち
あ
い
の
つ
ど
い

こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
い
て
、
人
間
の
自
然

な
感
情
と
じ
っ
く
り
と
向
き
合
う
グ
リ
ー
フ
ワ

ー
ク
の
一
つ
の
場
と
し
て
「
わ
か
ち
あ
い
の
つ

ど
い
」
が
あ
る
。
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
て
、
自
分
の
感
情
を
思
い
の
ま
ま
に
語
る
場

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、日
頃
の
思
い
や
感
情
を
、

そ
の
ま
ま
自
分
の
言
葉
で
語
る
こ
と
が
大
切
に

さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
体
験
や
苦
し
み
を

抱
え
る
者
同
士
の
グ
ル
ー
プ
で
、
指
導
者
も
提

言
者
も
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
も
い
な
い
。
何
か
し
ら

の
答
え
を
与
え
る
会
で
も
な
い
。
語
る
こ
と
と

聞
く
こ
と
を
大
切
に
し
、
誰
か
が
話
し
て
い
る

時
は
最
後
ま
で
話
を
聞
く
。
そ
の
場
で
聞
い
た

内
容
は
口
外
し
な
い
。
苦
し
み
や
悲
し
み
の
比

較
を
し
な
い
。
話
し
た
く
な
い
時
に
は
、
無
理

に
話
さ
な
く
て
も
良
い
、
な
ど
の
約
束
事
が
決

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
約
束
事
に
よ
っ
て
参
加

者
は
、
安
心
し
て
語
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
そ

の
場
に
居
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
一
時
間
、
苦
し
い
気
持
ち
、
悲
し
い

気
持
ち
、
自
責
や
後
悔
の
念
、
悩
み
な
ど
、
内

容
は
自
由
に
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
る
。
沈
黙
が

続
く
こ
と
も
あ
る
が
、
沈
黙
の
間
は
心
を
言
語

化
す
る
作
業
と
し
て
、
必
要
か
つ
大
切
な
時
間

で
も
あ
る
。

時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
参
加
者
の
表
情
が

ほ
ぐ
れ
て
い
く
こ
と
や
、
笑
み
が
起
こ
る
こ
と

も
あ
る
。
は
じ
め
は
苦
悶
の
表
情
で
自
責
の
念

を
語
っ
て
い
た
方
が
、
安
ら
い
だ
表
情
に
変
わ

る
。
平
生
を
装
い
な
が
ら
も
支
離
滅
裂
な
話
を

さ
れ
て
い
た
方
が
、
だ
ん
だ
ん
と
落
ち
着
い
た

口
調
に
変
わ
っ
て
い
く
な
ど
、
来
場
し
た
時
と

会
場
を
後
に
す
る
時
で
は
、
参
加
者
の
表
情
に

は
明
ら
か
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
た
っ
た
一
時

間
で
も
、
安
心
し
て
語
る
事
の
で
き
る
場
は
、

人
の
心
、
表
情
、
生
活
を
変
え
て
い
く
力
を
持

っ
て
い
る
。
苦
し
い
現
実
は
何
も
変
わ
ら
な
く

と
も
、
安
心
し
て
語
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
が
で

き
る
場
が
あ
る
だ
け
で
、
人
間
は
生
き
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
に
「
わ
か
ち
あ
い
の
つ
ど
い
」
に
参
加

し
た
方
の
言
葉
を
紹
介
し
た
い
。

　

�

汗
に
し
て
も
、
尿
に
し
て
も
、
鼻
じ
る
に

し
て
も
、
自
分
の
体
か
ら
出
た
と
た
ん
に

グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
と
仏
事

現代社会と真宗教化近
年「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」と
呼
ば
れ
る
会
が
全
国
的
に
催
さ
れ
て
い
る
。「
グ
リ
ー
フ
」と
は
、「
悲
嘆
」

を
意
味
し
、死
別
体
験
に
伴
う
苦
痛
や
環
境
変
化
な
ど
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
作
業
・
は
た
ら
き（
グ

リ
ー
フ
ワ
ー
ク
）
を
支
援
「
ケ
ア
＝
気
を
配
る
・
関
心
を
持
つ
」
す
る
の
が
、「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
で

あ
る
。
特
に
災
害
や
事
故
・
自
死
な
ど
に
よ
り
、
家
族
や
恋
人
な
ど
を
突
然
失
っ
た
場
合
の
死
別
体

験
者
へ
の
支
援
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

今
号
で
は
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
現
代
社
会
の
実
状
と
、
私
た
ち
が
日
頃
営
ん
で
い
る

仏
事
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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「
汚
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
に
、
涙
だ
け

は
「
き
れ
い
」。
流
せ
ば
流
す
ほ
ど
、
心

が
浄
化
さ
れ
て
い
く
。不
思
議
な
話
だ
な
。

（
六
十
代
男
性
参
加
者
の
言
葉
）

世
間
一
般
に
は
、
涙
を
流
し
な
が
ら
胸
の
内

を
吐
露
す
る
こ
と
は
「
泣
き
言
」
に
な
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
苦
し
い
と
き
に
「
苦
し
い
」
と

言
う
の
は
、
わ
が
ま
ま
に
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
韋
提
希
夫
人
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
私
た
ち
も
、
自
分
の
気
持
ち
を
自
分

の
言
葉
で
言
語
化
し
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ

そ
、
目
覚
め
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
頃
の
自
ら
の
日
常
を
省
み
る
と
、
安
心
し

て
語
れ
る
誰
か
に
、
自
分
の
思
い
を
聞
い
て
も

ら
っ
て
い
る
こ
と
が
多
分
に
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

自
死
遺
族
の
置
か
れ
て
い
る
立
場

自
死
遺
族
は
世
間
か
ら
の
差
別
や
偏
見
、
安

易
な
励
ま
し
に
苦
し
ん
で
い
る
方
が
少
な
く
な

い
。
自
死
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
周

囲
に
言
え
ず
に
生
活
し
て
い
る
方
、
葬
儀
や
法

事
も
世
間
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
執
り
行
っ
た

と
い
う
方
も
多
い
。
配
偶
者
を
自
死
で
亡
く
し

た
方
は
、
家
族
（
特
に
子
ど
も
）
に
も
話
す
こ

と
が
で
き
ず
、
一
人
で
孤
独
に
苦
し
み
を
抱
え

込
ん
で
い
る
こ
と
も
多
い
。

ま
た
、
悲
し
み
だ
け
で
な
く
「
ど
う
し
て
気

づ
い
て
や
れ
な
か
っ
た
の
か
（
救
っ
て
や
れ
な

か
っ
た
の
か
）」「
な
ぜ
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
の

か
」
な
ど
の
自
責
の
念
も
遺
族
に
は
起
こ
っ
て

く
る
。
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、

親
戚
を
は
じ
め
、
周
囲
の
人
か
ら
批
難
さ
れ
、

責
め
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
悲
し
む
こ
と
も

許
さ
れ
な
い
、
亡
き
人
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と

す
ら
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
過
酷
な
状
況
の
中

で
生
活
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
。「
も
う
忘
れ

て
し
ま
い
た
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
苦

し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
わ
か
ち
あ
い
の
つ
ど
い
」
な
ど
の
会
に
は
、

遺
族
は
会
場
に
入
る
寸
前
ま
で
、
参
加
し
よ
う

か
迷
い
な
が
ら
足
を
運
ば
れ
る
。
知
人
に
会
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
、
誰
か

の
言
葉
に
再
び
苦
し
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
不
安
、
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不

安
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
や
恐
怖
す
ら
抱
き
な
が

ら
来
場
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
周
囲
の
人
の
態
度
や
言
葉
に
ど
れ

ほ
ど
傷
つ
け
ら
れ
、
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
か
が

容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
苦
し
み
は
葬
儀

の
一
場
面
に
も
あ
る
。
参
列
者
の
前
に
立
ち
、

焼
香
の
度
に
立
礼
す
る
こ
と
は
、
遺
族
に
と
っ

て
は
堪
え
難
い
ほ
ど
の
苦
し
み
で
あ
り
、
法
要

そ
の
も
の
の
意
味
を
も
喪
失
さ
せ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
」
と
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」

グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
の

作
業
（
ワ
ー
ク
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
、そ
の
個
人
の
悲
し
み
に「
気

を
配
る
・
関
心
を
持
つ
（
ケ
ア
）」
こ
と
で
し

か
な
い
と
考
え
る
。
世
間
一
般
で
は
「
ケ
ア
」

＝
「
世
話
を
す
る
」「
面
倒
を
見
る
」
な
ど
と

理
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
何
か

を
「
す
る
人
」「
し
て
も
ら
う
人
」
と
い
う
関

係
で
は
な
い
。「
わ
か
ち
あ
い
の
つ
ど
い
」
に

関
し
て
言
え
ば「
語
る
人
」「
聞
い
て
あ
げ
る
人
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え

ば
、
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
の
場
を
開
く
こ
と
が
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
な
の
だ
。

こ
れ
ま
で
は
、
御
仏
事
が
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の

場
と
し
て
開
か
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

悲
し
い
気
持
ち
の
ま
ま
に
泣
き
伏
せ
る
時
、
親

類
縁
者
か
ら
亡
き
人
の
昔
話
を
聞
く
時
、
自
ら

が
語
る
時
、
大
勢
で
食
事
を
す
る
時
、
声
に
出

し
て
念
仏
・
勤
行
す
る
時
、
法
話
を
聞
く
時
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
含
ま
れ
て
い
る
の
が

御
仏
事
で
あ
る
。
す
べ
て
の
場
面
が
、
遺
族
に

と
っ
て
の
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
の
場
と
し
て
、
自

然
と
成
り
立
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。今

日
、「
わ
か
ち
あ
い
の
つ
ど
い
」
を
は
じ

め
と
し
た
、
特
別
な
場
を
設
け
て
グ
リ
ー
フ
ワ

ー
ク
が
行
な
わ
れ
る
背
景
に
は
、
地
域
共
同
体

の
変
化
や
家
族
形
態
の
変
化
、
あ
ら
ゆ
る
人
間

関
係
の
変
化
、
御
仏
事
の
形
態
の
変
化
な
ど
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
悲
し
み
と
向
き
合
う
、

悲
し
み
を
表
現
す
る
、
思
い
を
語
る
な
ど
の
時

と
場
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
人
間
関
係

が
開
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
昨
年
の
東
日
本
大
震

災
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

は
じ
め
は
「
何
か
し
て
あ
げ
た
い
」
と
い
う

思
い
で
現
地
に
赴
い
た
け
れ
ど
、
実
際
に
行
っ

て
み
た
ら
「『
こ
ち
ら
こ
そ
あ
り
が
と
う
』
と

い
う
思
い
だ
っ
た
」
と
い
う
話
は
い
く
ら
で
も

あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
、
何
か
を
「
す
る

人
」「
し
て
も
ら
う
人
」
で
は
な
い
人
間
関
係

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
被
災
さ
れ
悲
嘆
さ
れ
て
い

る
方
の
中
に
は
「
み
ん
な
苦
し
い
の
だ
か
ら
、

私
だ
け
が
わ
が
ま
ま
を
言
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
」
と
、自
ら
の
苦
し
み
を
閉
ざ
す
人
も
多
い
。

こ
の
言
葉
の
裏
に
は
、
思
い
の
ま
ま
を
言
葉
に

し
て
語
る
時
と
場
が
な
い
、
身
近
な
人
に
は
言

え
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
は
特
別
な
こ
と
で
は
な

い
。
人
間
が
本
来
、
自
然
に
行
う
い
と
な
み
な

の
だ
。

し
か
し
、
そ
の
時
と
場
が
失
わ
れ
て
い
る
昨

今
に
お
い
て
、
儀
式
を
執
行
し
、
遺
族
と
接
す

る
機
会
の
多
い
僧
侶
に
は
、
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク

の
場
を
開
く
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
研
究
員　

前
田 

健
雄
）

超
宗
派
で
組
織
さ
れ
る
「
自
殺
対
策
に
取

り
組
む
僧
侶
の
会
」
の
代
表
を
つ
と
め
る
著

者
が
、
自
身
の
取
り
組
み
の
中
で
気
づ
か
さ

れ
た
こ
と
を
執
筆
。
誰
に
も
相
談
で
き
ず
に

一
人
で
苦
し
ん
で
い
る
人
に
届
け
た
い
と
い

う
筆
者
の
切
実
な
願
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

同
会
は
、
毎
月
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
本

願
寺
築
地
別
院
を
会
場
に
、
自
死
遺
族
の
わ

か
ち
あ
い
の
つ
ど
い
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
二
千
五
百
通
以
上
も
の
手
紙
相
談

を
行
な
っ
て
い
る
。

仏
さ
ま
の
教
え
が
や
さ
し
い
言
葉
で
綴
ら

れ
て
い
る
の
で
、
と
て
も
読
み
や
す
い
。

（
研
究
員　

前
田 

健
雄
）

  「
い
の
ち
の
問
答　
“
あ
な
た
”に
届
け
た
い
話
の
お
布
施
」

藤
澤 

克
己
著（
幻
冬
舎
）

書籍
紹介
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教化センター日報
2011年12月～2012年2月

12月7日
8日

9日
16日
22日

2012年1月12日

13日
17日

20日
24日

30日
2月6日
10日
14日

20日

21日
22日

28日～29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 4月27日㈮－源空章－・5月11日㈮－結勧－
午後４時３０分～６時

講 師
期 日
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

◆教化研修「真宗儀式の教相」 ※僧籍者対象
竹橋 太氏（本廟部出仕）
午後４時３０分～６時

講 師
時 間

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
教化センターの人事がありましたのでお知らせいたします。

退職　事 務 員　堀田　沙紀　　（2012年1月20日付）
　　　事 務 員　小笠原智秀　　（2012年1月20日付）

任命　研 究 員　小笠原智秀　　（2012年2月1日～2012年6月30日）
　　　事務嘱託　寺西　賢静　　（2012年2月1日～2012年6月30日）
　　　業務嘱託　大東　　仁　　（2012年2月1日～2012年3月31日）

■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～

HP「お東ネット」会議
自死者追悼法要「いのちの日いのち
の時間」後援
研究生・実習「真宗門徒講座」
研究生学習会
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・教化研修「伝道スタッフ養
成講座」参加
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「解放運動推進
要員研修」参加
教務所・センター職員報恩講　　　
HPお東ネット課題学習会
研究業務（真宗史）「北陸布教研究
報告会」参加

研究生・実習「お内仏のお給仕研修」スタッフ
研究業務（現代社会）自死問題学習
研究生・実習「真宗門徒講座」
研究生・教化研修「伝道スタッフ養
成講座」参加
研究生・教化研修「解放運動推進
要員研修」参加
研究業務（近現代史）「平和展」準備
HP「お東ネット」会議
教務所・センター職員研修「浜岡原発ほか」

《編集子雑感》
３年にわたり教化センターを支えてくれた仲間が出産のた
め退職した。彼女のきめ細かい校正にはいつも脱帽して
いたが、全力をあげて追い付きたい。
　その彼女が「無事出産した」との便りをくれた。様々な
「夢」を見させられて育ってきた私たちだが、私たちはこ
れからの子どもたちに何を見せるのだろう。震災によって
今まで隠されていた問題が顕かになってきているが、もと
どおりに復興しても、問題を覆い隠すだけの復興なら次
世代に申し訳がたたない。今が正念場のはずなのだが・・・。

（Ｋ）

　さる３月16日から23日にかけて、第23回平和展が開催された。今回
は「くり返された災禍をみつめて」というテーマのもと、過去においてく
り返された災禍、そして現代においてくり返された災禍、この両方を徹
底的に見つめることが主眼となった。
　過去の災禍とは、戦時下における大谷派の積極的な戦争への加
担だ。仏教の基本的な教えである「不殺生」を「一殺多生（少しを殺
すことで多くが生きる）」という教えにすり替え、日清戦争に積極的に加
担し、布教という形で台湾の植民地支配の一翼を担った過去。そして
後の日露戦争においても、朝鮮の植民地支配に手を貸し、同じ災禍を
くり返した過去。大谷派が当時、台湾および朝鮮の人 を々どのように見
ていたのか。展示された資料の数々は、私たちの過去の事実を冷徹
に物語っていた。
　現代の災禍とは、被曝のことだ。終戦直前、広島および長崎におけ
る原爆投下により被曝した日本は、昨年の福島第一原子力発電所の
事故により、再び被曝という災禍をくり返した。その被害は今も、福島を
はじめとした多くの人 を々苦しめている。その背景には、今まで原発の
存在を黙認し続けてきた私たち一人ひとりの存在がある。展示された

資料は、被曝の事実をまざまざと見せつけるものばかりだった。
　そして特別展として、福島第一原子力発電所の事故の発端となっ
た東北地方太平洋沖地震における現地の写真や、瓦礫といった資料
が展示された。「この瓦礫がダンボール箱で届けられた時、中を見るの
が心底怖かった」と語ったスタッフの言葉は、今も忘れられない。ご来
場いただいた方々は、ご覧になってどのような感想を抱かれただろう
か。
　スタッフの大東仁氏は、今回の平和展を開催するにあたり「『戦争と
仏教』というものを追い続け、今回を含め23回にわたり開催されてきた
平和展だが、まだまだ反省しなければならないことは山のようにある」
と語った。その言葉は「事実を徹底的に見つめなければ、いつかまた
同じ災禍がくり返される」という、私たち一人ひとりに対する警告のよう
に感じられた。

（教化センター事務嘱託　寺西賢静）

INFORMATION

「くり返された災禍をみつめて」報告
第23回平和展

2012年３月16日（金）～23日（金）　　　　　　　　　　
名古屋教務所１階議事堂にて開催
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