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No.81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

いわき市薄磯地区
震災前はたくさんの海水浴客で賑わい、日本一を自負するかまぼこ工場が軒を連ねていた。残った建物の土台
に描かれている絵は、仮設住宅からこの先の学校へ通う児童たちのことを考え、ボランティアが描いたという。

（写真の無断転用はご遠慮下さい。）

同
じ
く
悲
引
す

・講義抄録
　差別と解放の歴史を考える ❷・❸

・尾張のお講レポート ❹

・教化センター研究生報告 ❺

・講義抄録
　真宗儀式の教相 ❻・❼

・INFORMATION ❽

◆挟み込み〈※寺報などにご利用ください〉

一
九
六
二（
昭
和
三
十
七
）年
に
真
宗
同

朋
会
運
動
は
、宗
祖
七
百
回
御
遠
忌
を
勝
縁

に
発
足
し
た
。ち
ょ
う
ど
同
じ
年
、世
界
は
第

三
次
世
界
大
戦
の
勃
発
寸
前
に
ま
で
達
し

て
い
た
。日
本
で
も
、人
間
が
人
間
に
加
え

た
汚
濁
、公
害
が
起
こ
っ
て
い
た
頃
で
あ
っ

た
。人
間
の
尊
厳
が
奪
わ
れ
、苦
悶
の
う
ち
に

亡
く
な
る
生
々
し
い
死
の
現
実
。御
遠
忌
後

の
真
宗
同
朋
会
運
動
の
歩
み
は
、こ
の
よ
う

な
時
代
社
会
が
抱
え
る
危
機
的
状
況
と
共

に
歩
み
、宗
祖
御
誕
生
八
百
年
・
立
教
開
宗

七
百
五
十
年
の
御
仏
事
も
厳
修
さ
れ
た
の
で

あ
る
。人
間
の
尊
厳
を
回
復
せ
し
め
よ
う
と
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
宗
と
す
る
運
動
こ
そ

が
、こ
の
真
宗
同
朋
会
運
動
の
本
質
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

＊

あ
れ
か
ら
半
世
紀
。世
界
を
見
渡
せ
ば
紛

争
は
絶
え
間
な
く
続
き
、格
差
、貧
困
、さ
ら

に
は
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能
汚
染
。そ
こ

に
大
飯
原
発
の
再
稼
働
発
表
。ま
さ
に
末
代

濁
世
の
相
が
世
の
中
に
蔓
延
し
て
い
る
よ
う

に
感
ぜ
ら
れ
る
。生
ま
れ
た
意
義
も
見
出
せ

ず
、生
き
る
喜
び
も
感
じ
る
こ
と
の
な
い
私

の
課
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。あ
ら
た
め
て

宗
祖
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百

年
と
い
う
節
目
に
向
け
て
の
歩
み
の
な
か

で
、こ
の
身
の
事
実
か
ら
知
ら
さ
れ
る
課
題

を
見
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

＊

宗
祖
は
こ
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
る
私

に
、人
間
の
現
実
存
在
を
明
か
そ
う
と「
像

末
法
滅
、同
じ
く
悲
引
す
」と
教
誨
さ
れ
る
。

自
己
の
能
力
を
過
信
す
る
あ
ま
り
、実
の
如

く
修
行
す
る
者
が
い
な
い
時
代
を
末
法
と
い

う
。そ
の
時
代
の
中
、人
間
の
努
力
次
第
で
何

で
も
出
来
る
と
い
う
憍
慢
心
が
旺
盛
な
た

め
、生
ま
れ
た
意
義
も
、生
き
る
喜
び
も
感
じ

ら
れ
な
い
。そ
の
も
と
を「
人
知
の
闇
と
信
知

せ
よ
」と
、誨
え
て
い
て
下
さ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
私
の
現
実
は
、不
安
と
怒
り
を
胸

に
、反
原
発
と
い
う「
正
義
」を
標
榜
し
て
み

た
り
、失
業
・
格
差
・
貧
困
の
現
実
を
突
き

付
け
ら
れ
、「
原
発
容
認
も
認
め
ざ
る
を
得
な

い
」と
思
っ
て
み
た
り
、正
に
若
存
若
亡
の
只

中
を
さ
迷
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

＊

正
義
が
私
を
盲
目
に
さ
せ
、私
を
見
え
な

く
し
、事
実
に
は
多
く
の
側
面
が
あ
る
こ
と

を
忘
れ
さ
せ
る
。今
こ
そ
、人
間
の
愚
か
さ
に

帰
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。原
発
を
推
進
し
た
者
、

反
対
し
た
者
、恩
恵
を
受
け
る
者
、被
害
を

被
っ
た
者
、そ
し
て
傍
観
し
て
い
る
者
、皆
が

共
に
仏
か
ら
常
に
大
悲
さ
れ
て
い
る
身
な
の

で
あ
る
。

人
間
存
在
の
悲
し
み
を
、私
の
悲
し
み
と

し
て
受
け
止
め
た
如
来
の
御
教
え
が
響
い
た

時
、あ
ら
ゆ
る
人
々
の
悲
し
み
も
観
え
て
く

る
の
で
あ
ろ
う
。上
載
の
写
真
に
描
か
れ
た

花
々
が「
共
に
」の
世
界
を
、そ
っ
と
伝
え
て

い
て
く
れ
る
。こ
の
名
古
屋
の
地
に
も
、故
里

を
憶
う
た
く
さ
ん
の
被
災
者
が
お
ら
れ
る
こ

と
を
心
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹
　
荒
山 

淳
）
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親
鸞
の
思
想
を
育
ん
だ
部
落
の
人
々

　

前
回
は
、
歴
史
に
限
定
し
て
、
部
落
問
題
と

そ
の
起
源
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
。
今
日
は

前
回
を
ふ
ま
え
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
年
～

一
二
六
二
年
）
の
教
え
に
つ
い
て
考
え
た
い
と

思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
部
落
差
別
が
社
会
の

雰
囲
気
と
し
て
生
ま
れ
始
め
て
い
た
時
代
に
生

き
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
も
部
落
差
別
の
発

生
地
で
あ
っ
た
京
都
に
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

親
鸞
聖
人
は
差
別
さ
れ
て
い
た
人
々
を
意
識
し

た
上
で
、
様
々
な
書
物
を
著
さ
れ
た
と
考
え
て

い
ま
す
。

た
だ
、
親
鸞
聖
人
が
活
動
さ
れ
て
い
た
頃
に

は
、
ま
だ
「
穢
多
」
と
い
う
言
葉
は
発
生
し
て

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
も
う

部
落
は
発
生
し
て
い
ま
し
た
。
『
小
右
記
』

（
一
〇
一
五
年
）
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
葵
祭
の

た
め
に
穢
れ
を
払
う
清
掃
（
道
端
の
死
体
処
理

な
ど
）
が
、
警
察
及
び
清
掃
を
担
当
す
る
役
人

で
あ
っ
た
検
非
違
使
に
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

部
落
の
人
た
ち
は
、
そ
の
検
非
違
使
か
ら
「
キ

ヨ
メ
」
と
し
て
、
清
掃
の
仕
事
を
命
じ
ら
れ
始

め
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
職
業
的
に
ひ
と
か
た

ま
り
の
集
団
と
し
て
部
落
が
把
握
さ
れ
て
い

き
、
こ
の
頃
が
部
落
形
成
の
始
ま
り
の
起
源
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
う
背
景
を
考
え
た
上
で
、
次
に
『
天

狗
草
紙
』
（
一
二
九
六
年
頃
）
と
呼
ば
れ
る
史

料
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
肉
食
な
ど

を
す
る
お
坊
さ
ん
を
天
狗
に
例
え
て
批
判
し
た

話
で
す
。
こ
の
話
の
中
に
、
穢
多
と
呼
ば
れ
る

人
々
が
河
原
で
罠
を
仕
掛
け
て
鳥
を
捕
ま
え
る

絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
罠
に
使
わ
れ
た

肉
を
、
酔
っ
た
天
狗
（
僧
侶
）
が
食
べ
よ
う
と

し
て
捕
ま
り
、
穢
多
の
子
供
に
首
を
ひ
ね
ら
れ

殺
さ
れ
て
し
ま
う
、
こ
の
よ
う
な
物
語
と
絵
が

進
行
し
ま
す
。
そ
こ
に
出
て
く
る
穢
多
の
人
た

ち
は
、
残
酷
で
恐
い
人
た
ち
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
「
キ
ヨ

メ
」
と
し
て
警
察
や
清
掃
の
仕
事
を
し
た
り
、

他
に
も
井
戸
掘
り
や
庭
造
り
な
ど
の
肉
体
労
働

の
仕
事
も
担
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
様
々

な
仕
事
を
担
っ
て
い
た
人
々
が
多
く
住
ん
で
い

た
の
が
河
原
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
「
キ
ヨ

メ
」
の
仕
事
が
無
い
時
は
、
鳥
を
捕
ま
え
て
生

計
を
立
て
て
い
ま
し
た
。
『
天
狗
草
紙
』
に
描

か
れ
て
い
た
、
鳥
を
捕
ま
え
る
姿
は
、
部
落
の

人
た
ち
の
ほ
ん
の
一
コ
マ
だ
け
な
の
で
す
が
、

そ
れ
の
み
を
取
り
上
げ
、
「
穢
多
は
恐
ろ
し
い

も
の
だ
」
と
吹
聴
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
差
別
意
識
が
、
当
時
の
社
会
に
は
存
在
し

て
い
ま
し
た
。

仏
教
が
も
た
ら
し
た
差
別

　

こ
う
し
た
部
落
差
別
の
発
生
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
の
は
仏
教
で
し
た
。
「
穢
多
」
と
い

う
言
葉
が
初
め
て
見
ら
れ
る
文
献
に
『
塵ち

り

袋ぶ
く
ろ』

（
一
二
七
四
年
～
一
二
八
一
年
頃
）
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
を
書
い
た
の
は
真
言
宗
の
僧
侶
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
天
竺
ニ
旃せ

ん

陀だ

羅ら

ト
云
フ
ハ
屠と

者し
ゃ

也
。
イ
キ
物
ヲ
殺
テ
ウ
ル

エ
タ
体
ノ
悪
人
也
」
と
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド

（
天
竺
）
に
「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
」
と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
が
い
て
、
こ
れ
を
中
国
で
「
旃
陀
羅
」

の
文
字
を
あ
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
「
旃
陀

羅
は
屠
者
で
あ
り
、
「
エ
タ
」
の
よ
う
な
悪
人

で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
竺

に
存
在
し
た
差
別
の
情
報
が
、
中
国
を
経
由
し

て
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
ま
た
、
伝
え
ら
れ
た
仏
典
の
中
に
は
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
た
仏
教
の

教
え
も
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

仏
教
に
悪
影
響
を
与
え
た
一
つ
に
、
紀
元
前

後
に
作
ら
れ
た
『
マ
ヌ
法
典
』
と
い
う
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
の
聖
典
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
内
容
を
少

し
見
て
み
ま
す
と
、
「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
と
シ
ュ

ヴ
ァ
パ
チ
ャ
と
の
住
所
は
村
落
の
郊
外
た
る
べ

く
」
と
、
あ
り
ま
す
。
「
シ
ュ
ヴ
ァ
パ
チ
ャ
」

と
は
「
犬
を
料
理
す
る
者
」
の
こ
と
で
す
が
、

日
本
で
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
、
差
別
さ
れ
た

者
の
住
居
を
町
外
れ
に
置
く
と
い
う
部
落
差
別

の
や
り
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
『
マ

ヌ
法
典
』
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
で
す
。
そ
し

て
、
「
宗
教
的
義
務
を
遵じ

ゅ
ん
し
ゅ守

せ
ん
と
す
る
人

は
、
か
れ
ら
と
の
交
友
を
冀ね

ご

う
て
は
な
ら
ぬ
」

と
、
宗
教
者
は
彼
ら
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い

し
、
交
際
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。

仏
教
の
『
法
華
経
』
で
も
「
宗
教
者
は
屠
者

の
人
た
ち
と
交
際
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
安
時
代
に
空
海
が
著

し
た
『
性
霊
集
』
に
は
「
我
お
よ
び
仏
弟
子
に

非
ず
ば
、
い
わ
ゆ
る
旃
陀
羅
、
悪
人
な
り
」
と

あ
り
ま
す
。
私
の
教
え
に
従
わ
な
い
者
は
旃
陀

羅
、
悪
人
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
イ
ン

ド
か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
た
真
性
仏
教
な
の
だ
と

信
じ
て
、
空
海
は
日
本
に
伝
え
た
の
で
す
。
そ

の
意
味
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
的
な
差
別
思
想
を

日
本
に
最
も
早
く
伝
え
た
の
は
、
実
は
仏
教
だ

っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
仏
陀
は
『
ス
ッ
タ
ニ

パ
ー
タ
』
で
「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と

な
る
の
で
は
な
い
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ

ン
と
な
る
の
で
は
な
い
。
行
為
に
よ
っ
て
賤
し

い
人
と
も
な
り
、
バ
ラ
モ
ン
と
も
な
る
」
と
言

っ
て
い
ま
す
。
仏
陀
の
教
え
は
、
家
業
の
仕
事

と
し
て
犬
殺
し
を
し
て
い
る
マ
ー
タ
ン
ガ
を
差

講 義 抄 録
2012年２月20日

差
別
と
解
放
の
歴
史
を
考
え
る

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
）

前
回
に
引
き
続
き
、
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
も
受
講
し
て
い
る
第
八
期
解
放
運
動
推
進
要
員
研
修

の
第
二
回
目
の
上
杉
聰
氏
の
講
義
抄
録
を
掲
載
す
る
。
今
回
は
特
に
親
鸞
聖
人
と
部
落
差
別
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
の
講
義
を
い
た
だ
い
た
。
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別
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
は
、
ど
こ
ま
で
が
本
来
の
教
え
で
、
ど

こ
か
ら
が
ゆ
が
め
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
の

こ
と
を
し
っ
か
り
見
極
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。悪

人
こ
そ
救
わ
れ
る

そ
こ
で
、
親
鸞
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ

た
の
か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
『
唯
信

鈔
文
意
』
に
は
「
屠
は
、
よ
ろ
ず
の
い
き
た
る

も
の
を
、
こ
ろ
し
、
ほ
ふ
る
も
の
な
り
。
こ
れ

は
り
ょ
う
し
と
い
う
も
の
な
り
。
（
中
略
）
み

な
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る

わ
れ
ら
な
り
」
（
聖
典
五
五
三
頁
）
と
あ
り
ま

す
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
塵

袋
』
に
も
出
て
き
た
「
屠
者
」
で
す
。
動
物
を

殺
し
て
い
る
人
で
あ
り
、
「
り
ょ
う
し
」
と
も

呼
ば
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
「
わ
れ
ら
な
り
」
と

言
っ
て
抱
き
し
め
て
お
ら
れ
る
と
私
は
思
い
ま

す
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
『
歎
異
抄
』
に
も
出

て
き
ま
す
。
聖
人
は
動
物
だ
け
で
な
く
人
に
つ

い
て
も
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
、
こ
ろ
さ

ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
害
せ
じ
と
お
も
う
と

も
、
百
人
千
人
を
こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」

（
聖
典
六
三
三
頁
）
と
、
述
べ
て
お
ら
れ
ま

す
。
鎌
倉
時
代
は
軍
事
技
術
の
発
展
に
よ
り
、

百
人
千
人
殺
す
こ
と
も
可
能
な
時
代
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
現
代
は
、
ボ
タ
ン
を
押
す
だ
け
で

さ
ら
に
多
く
の
人
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
時
代

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

少
し
話
が
そ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
原

爆
を
落
と
し
た
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト

は
、
悪
人
な
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
善
人

で
し
ょ
う
か
。
善
い
人
間
だ
っ
た
ら
殺
人
ボ
タ

ン
を
押
さ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ボ
タ
ン
を
押
さ

な
け
れ
ば
軍
法
会
議
に
か
け
ら
れ
て
死
刑
に
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
問
題
を
我
々

は
抱
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
問
い
は
、
実
は

も
の
す
ご
く
現
代
的
で
す
。
こ
れ
に
は
回
答
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
を
「
煩
悶
し
ろ
」
と
親

鸞
聖
人
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
う
い
う
現
代
意
識
の
も
と
で
、
『
歎
異

抄
』
は
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

自
身
が
百
人
千
人
殺
す
こ
と
も
あ
り
う
る
悪

人
（
屠
者
）
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
初
め
て
、

極
楽
往
生
で
き
る
。
そ
れ
で
や
っ
と
己
の
努
力

を
捨
て
て
、
弥
陀
の
本
願
に
す
が
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
が
悪
人
正
機
説
だ
と
私
は
理
解

し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
こ
で
、
は
っ
き
り

と
部
落
の
人
た
ち
を
眼
前
に
お
い
て
お
ら
れ

る
。
ま
だ
こ
の
時
代
に
は
「
穢
多
」
と
い
う
言

葉
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
屠
者
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
し
た
。
「
屠
」
と
い
う
こ
と
は
『
唯

信
鈔
文
意
』
に
そ
の
言
葉
を
使
い
、
ち
ゃ
ん
と

「
り
ょ
う
し
」
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
点
か
ら
、
当
時
の
社
会
観
や
差
別
を
よ
く

表
し
た
『
天
狗
草
紙
』
に
対
抗
し
て
い
く
も
の

と
し
て
、
『
歎
異
抄
』
や
『
唯
信
鈔
文
意
』
を

位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

も
う
一
つ
、
『
口
伝
鈔
』
の
中
に
、
親
鸞
聖

人
が
袈
裟
を
着
け
て
お
肉
を
食
べ
て
い
た
話
が

あ
り
ま
す
（
聖
典
六
五
七
～
六
五
九
）
。
そ
れ

を
見
た
子
供
が
「
み
な
は
肉
を
食
べ
る
と
き
に

袈
裟
を
脱
ぐ
の
に
、
な
ぜ
着
け
た
ま
ま
な
の

か
」
と
し
つ
こ
く
尋
ね
る
の
で
す
。
す
る
と

「
私
は
こ
れ
で
動
物
を
解
脱
さ
せ
て
い
る
」
と

答
え
ら
れ
た
。
当
時
の
人
か
ら
す
れ
ば
、
袈
裟

を
着
け
て
肉
を
食
べ
る
の
は
外
道
の
や
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
宗
教
者
と
し
て
の
宣
言
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
動
物
を
殺
し
て
何
が
悪
い

の
か
、
そ
の
い
の
ち
を
も
ら
っ
て
生
き
る
し
か

な
い
で
は
な
い
か
。
「
解
脱
を
さ
せ
る
」
と
い

う
よ
り
は
、
「
宗
教
者
と
し
て
私
は
食
べ
て
い

る
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
語
ら
れ
た
も
の
を
読
む
限
り
、

「
悪
人
」
の
中
に
猟
師
が
入
っ
て
い
ま
す
。

『
塵
袋
』
に
は
「
エ
タ
体
ノ
悪
人
也
」
と
あ
り

ま
す
。
悪
人
の
中
に
穢
多
も
入
る
の
で
す
。
仏

教
的
に
見
て
そ
う
で
す
。
真
言
宗
の
教
え
、
空

海
も
「
旃
陀
羅
、
悪
人
な
り
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
中
で
、
部
落
の
人
た
ち
が
救
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
す
る
仏
教

の
根
本
理
解
が
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
中
に
あ

っ
た
の
だ
と
私
は
疑
い
ま
せ
ん
。

差
別
は
無
く
せ
る

最
後
に
、
松
浦
静
山
が
書
い
た
『
甲
子
夜

話
』
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
江
戸
末

期
、
一
八
二
三
年
に
東
本
願
寺
が
火
事
で
燃
え

た
時
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
京
東
本

願
寺
自
火
に
て
焼
亡
す
。
（
中
略
）
本
堂
に
火

移
り
し
と
き
、
宗
旨
の
穢
多
ど
も
二
百
人
余
馳は

せ

集あ
つ
まり
て
消
防
せ
し
が
、
火
勢
盛
ん
に
し
て
防
ぎ

留
め
が
た
く
、
其
辺
往
来
も
協か

な
い

が
た
く
成
る

と
、
半
の
人
数
は
門
外
へ
逃
出
た
り
し
に
、
残

る
百
人
計ば

か
りは
本
堂
と
と
も
に
灰か
い
じ
ん燼
と
成
て
失う
せ

け

る
。
そ
の
後
に
生
残
り
し
穢
多
、
ま
た
そ
の
間

に
合
ざ
り
し
者
等
打
こ
ぞ
り
て
後
悔
し
、
本
堂

と
と
も
に
焼
死
せ
し
者
は
真
に
成
仏
し
て
、
来

世
は
穢
多
を
離
れ
て
平
人
に
生
れ
出
べ
し
と
、

皆
羨

う
ら
や
みし
と
な
り
」
。
な
ぜ
部
落
の
人
た
ち
は
自

分
の
身
を
投
げ
出
し
て
ま
で
極
楽
往
生
し
た
い

と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
当
は

生
き
て
い
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
世
が
辛つ

ら

す
ぎ

た
の
で
す
。
そ
う
い
う
時
、
親
鸞
聖
人
の
教
え

に
出
会
っ
た
の
で
す
。

「
あ
の
世
」
に
も
っ
と
現
実
性
が
あ
っ
た
時

代
、
「
こ
の
世
が
辛
く
て
も
、
死
ん
だ
ら
仏
さ

ま
に
な
れ
る
よ
ね
」
と
み
ん
な
で
慰
め
合
っ
て

い
た
時
に
、
部
落
の
人
た
ち
は
あ
の
世
で
も
救

わ
れ
な
い
、
地
獄
に
堕
ち
る
と
言
わ
れ
て
き

た
。
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
は
「
あ
な
た
た

ち
こ
そ
救
わ
れ
る
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
が
ど

れ
だ
け
人
格
の
尊
厳
の
覚
醒
に
な
っ
た
か
。
こ

の
こ
と
を
ま
ず
知
っ
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
生
き
物
を
殺
す
人
を
皆
が
嫌
い
、

差
別
を
し
て
い
た
時
代
に
、
そ
の
よ
う
な
人
々

を
「
私
と
同
じ
だ
」
と
言
い
き
っ
て
生
き
た
。

こ
の
よ
う
な
聖
人
の
生
き
様
が
仏
教
を
読
み
変

え
る
力
を
与
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
皆
が
そ
の
立
場
に
立
っ
た
な
ら
ば
、

部
落
差
別
は
無
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
親

鸞
聖
人
の
教
え
に
責
任
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
真
宗
の
ま
わ
り
か
ら
部
落

差
別
は
無
く
な
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
私

は
真
宗
に
期
待
を
し
て
い
ま
す
。（

文
責
編
集
部
）

班別座談の内容を発表する研究生
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は
じ
め
に

前
回
は
中
島
郡
会
の
四
つ
の
小
会
に
つ
い
て

レ
ポ
ー
ト
し
た
が
、
そ
の
際
、
背
景
に
小
会
を

支
え
る
各
集
落
の
講
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

述
べ
た
。
た
だ
、
紙
幅
の
都
合
で
内
容
に
つ
い

て
は
何
も
紹
介
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
は

い
く
つ
か
あ
る
講
の
中
か
ら
一
例
と
し
て
、
稲

葉
組
の
背
後
に
あ
る
稲
沢
市
奥
田
堀
畑
町
の
講

組
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
と
も
う

一
つ
、
こ
れ
は
中
島
郡
会
と
は
関
係
な
い
が
、

清
須
市
の
中
河
原
地
域
の
講
も
こ
の
場
を
借
り

て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
実
は
こ
の
講

組
は
、
大
谷
派
と
本
願
寺
派
の
門
徒
が
宗
派
を

超
え
て
寄
合
う
と
い
う
、
非
常
に
め
ず
ら
し
い

講
組
な
の
で
あ
る
。

一
、
奥
田
堀
畑
の
月つ
き
な
み並
講

こ
の
講
の
同
行
は
八
軒
。
そ
も
そ
も
は
十
軒

で
あ
っ
た
が
、
二
十
八
年
前
に
一
軒
、
そ
し
て

六
年
前
に
も
う
一
軒
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。『
御
消
息
』
は
な
く
由
来
も
よ
く
分
か
ら

な
い
が
、
講
と
し
て
所
有
す
る
『
御
文
』（
五

帖
目
）
が
あ
り
、
真
如
上
人
の
証
判
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
元
禄
期
か
そ
れ
を
さ
ほ
ど
下
ら
な
い

頃
に
は
、
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

毎
月
の
寄
合
は
、
月
一
回
、
二
十
七
日
の
午

後
八
時
か
ら
で
あ
る
が
、
六
年
前
ま
で
は
月
二

回
、
七
日
の
同
時
刻
か
ら
も
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
。会
所
の
宿
は
同
行
各
戸
の
持
ち
回
り
で
、

前
月
の
宿
の
者
が
寄
合
当
日
に
、
先
述
の
『
御

文
』
を
持
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
長
老
を
調
声
人
と
し
て
門
徒
同
行
の
み

で
、『
正
信
偈
』
草
四
句
目
下
・『
和
讃
』「
弥

陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
」
次
第
六
首
が
勤
め
ら

れ
、五
帖
目
第
一
通
「
末
代
無
知
」
の
『
御
文
』

が
拝
読
さ
れ
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
こ
の
講
は

各
戸
の
男
衆
が
基
本
で
、
昔
は
他
に
女
人
講
も

年
一
回
、
十
月
頃
に
寄
合
を
持
ち
、
双
方
と
も

昔
は
必
ず
着
物
を
着
て
寄
合
っ
た
も
の
だ
と
い

う
。次

に
、「
御
仏
事
」
と
称
さ
れ
る
講
と
し
て

の
報
恩
講
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
報
恩
講
は
毎

年
十
一
月
二
十
七
日
に
、
朝
か
ら
全
員
で
同
行

の
各
戸
を
順
番
に
回
り
、『
正
信
偈
』
草
四
句

目
下
・『
和
讃
』「
五
十
六
億
七
千
万
」
次
第
六

首
を
お
勤
め
す
る
。
最
後
は
そ
の
年
の
報
恩
講

当
番
の
家
が
宿
と
な
り
（
毎
月
の
寄
合
と
は

別
）、
お
勤
め
の
後
に
お
斎と
き

が
用
意
さ
れ
皆
で

相し
ょ
う
ば
ん
伴
す
る
。
以
前
は
、
最
後
の
宿
の
家
に
、
稲

沢
市
奥
田
町
の
正
本
寺
住
職
が
報
恩
講
の
時
の

み
来
て
導
師
を
つ
と
め
た
が
、
今
は
そ
れ
は
な

く
、
す
べ
て
門
徒
の
み
で
お
勤
め
し
て
い
る
と

い
う
。か
つ
て
は
さ
ら
に
そ
の
他
に
、「
御
正
当
」

と
呼
ぶ
法
要
が
あ
り
、『
正
信
偈
』草
四
句
目
下
・

『
和
讃
』「
善
知
識
に
あ
う
こ
と
も
」
次
第
六
首

に
て
勤
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
詳
細
は
分

か
ら
な
い
。

な
お
、
正
本
寺
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
正
本

寺
門
徒
は
八
軒
の
う
ち
六
軒
で
、
全
て
が
正
本

寺
門
徒
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
。
た
だ
、
所
謂

「
講
下
（
コ
ー
シ
タ
）」
の
関
係
で
、
毎
年
年
番

が
二
人
、
順
番
に
正
本
寺
の
報
恩
講
に
お
取
り

持
ち
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に

正
本
寺
で
は
「
大
お
講
」
と
い
っ
て
、
毎
年
二

月
の
第
一
土
曜
も
し
く
は
日
曜
日
に
、「
講
下
」

関
係
に
あ
る
各
講
組
か
ら
二
人
ず
つ
出
そ
ろ
っ

て
、
寺
の
一
年
の
行
事
と
そ
の
役
割
分
担
を
決

め
る
寄
合
が
あ
る
と
い
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
地
元
の
地
域
共
同
体
で

あ
る
月
並
講
が
、
ど
の
よ
う
に
中
島
郡
会
の
よ

う
な
大
規
模
講
と
関
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う

か
。
中
島
郡
会
は
あ
く
ま
で
旧
中
島
郡
地
域
の

有
志
門
徒
に
よ
る
任
意
団
体
で
あ
り
、
各
講
組

の
代
表
が
出
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。し
か
し
、

こ
の
講
の
同
行
で
あ
り
、
な
お
か
つ
中
島
郡
会

副
会
長
の
吉
田
勇
夫
氏
の
次
の
言
葉
に
あ
る
よ

う
に
、
郡
会
が
存
続
し
て
き
た
基
盤
に
各
集
落

の
講
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
吉
田

氏
は
、「
月
並
講
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
先
輩

か
ら
声
を
か
け
ら
れ
て
中
島
郡
会
に
入
り
ま
し

た
」
と
語
ら
れ
る
が
、
記
録
に
も
残
ら
ず
、
決

し
て
歴
史
の
表
舞
台
に
立
つ
こ
と
も
な
い
よ
う

な
、
地
域
共
同
体
と
し
て
の
講
組
織
に
よ
っ
て

真
宗
本
廟
の
護
持
が
受
け
継
が
れ
、
法
義
が
相

続
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。

二
、
中
河
原
お
講
組

中
河
原
は
、
現
清
須
市
の
庄
内
川
と
新
川
に

挟
ま
れ
た
地
域
の
う
ち
、
豊
公
橋
を
や
や
上
が

っ
た
新
川
側
の
地
名
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
は

現
在
約
百
四
十
の
世
帯
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

の
ム
ラ
の
集
落
は
十
三
軒
で
あ
っ
た
と
い
う
。

た
だ
、
こ
の
数
字
も
明
治
以
降
の
も
の
で
、
そ

れ
以
前
の
江
戸
期
は
も
っ
と
少
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
記
録
が
な
く
詳
細
は
よ
く
分
か
ら
な

い
が
、
江
戸
中
期
に
は
現
在
の
原
型
と
な
る
集

落
が
形
成
さ
れ
、
ム
ラ
が
誕
生
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
の
十
三
軒
が
す

べ
て
二
つ
の
寺
を
手
次
と
す
る
真
宗
門
徒
で
あ

り
、
軒
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ

の
十
三
軒
で
講
が
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
。

さ
て
、
こ
の
講
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と

と
し
て
、
手
次
寺
の
宗
派
が
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
一
ヶ
寺
が
清
須
市
清
洲
の

真
宗
大
谷
派
・
久
證
寺
。
も
う
一
ヶ
寺
が
西
区

枇
杷
島
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
西
源
寺
。
つ

ま
り
、
お
東
と
お
西
の
門
徒
が
毎
月
合
同
で
寄

合
っ
て
き
た
、
全
国
的
に
も
希
有
と
思
わ
れ
る

講
組
な
の
で
あ
る
。
調
査
に
入
っ
た
時
に
は
す

で
に
、
久
證
寺
門
徒
が
三
軒
、
西
源
寺
門
徒

が
六
軒
の
計
九
軒
と
な
っ
て
い
た
が
、
毎
月

二
十
七
日
の
午
後
八
時
よ
り
宿
を
順
番
に
持
ち

回
り
な
が
ら
寄
合
い
、『
正
信
偈
』・『
和
讃
』「
弥

陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は
」
次
第
六
首
を
門
徒
同

行
の
み
で
勤
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

平
成
七
年
ま
で
は
こ
れ
以
外
に
も
う
一
日
、
お

東
の
門
徒
宅
が
宿
に
な
る
場
合
は
十
四
日
、
お

西
の
門
徒
宅
が
宿
に
な
る
場
合
は
十
七
日
に
も

寄
合
が
持
た
れ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
宿
元
の
家

の
宗
派
に
よ
っ
て
お
勤
め
も
、
お
東
と
お
西
の

も
の
を
使
い
分
け
る
と
い
う
の
は
と
て
も
興
味

深
か
い
。
講
中
共
有
の
『
御
文
』『
御
消
息
』

等
は
特
に
な
く
、
お
勤
め
の
後
は
各
宿
元
に
備

わ
っ
て
い
る
『
御
文
』
を
読
み
上
げ
る
が
、
こ

の
時
は
調
声
人
で
も
あ
る
長
老
が
拝
読
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
講
と
し
て
の
報
恩
講
で
あ
る
が
、
毎

年
十
二
月
の
第
一
土
曜
日
に
、
そ
の
年
の
報
恩

講
の
宿
元
（
毎
月
の
寄
合
と
は
別
）
を
基
準
に
、

手
次
寺
は
関
係
な
く
二
組
に
分
か
れ
、
こ
の
時

だ
け
は
久
證
寺
住
職
と
西
源
寺
住
職
が
そ
れ
ぞ

れ
導
師
と
な
り
、
各
組
一
軒
ず
つ
お
勤
め
し
て

回
り
、
最
後
に
宿
の
家
で
午
後
五
時
に
全
員
が

そ
ろ
っ
て
お
勤
め
す
る
。
こ
の
時
、
宿
の
家
が

お
東
の
門
徒
な
ら
、
久
證
寺
住
職
が
お
東
の
節ふ
し

で
『
正
信
偈
』『
和
讃
』
を
お
勤
め
し
、
お
西

な
ら
西
源
寺
住
職
が
お
西
の
節
で
お
勤
め
す
る

と
の
こ
と
で
、
た
ま
た
ま
調
査
に
入
っ
た
際
の

宿
は
お
西
の
門
徒
宅
で
あ
っ
た
の
で
、
お
西
の

節
で
報
恩
講
が
お
勤
め
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

そ
の
後
に
は
、
宿
で
お
斎
が
振
る
舞
わ
れ
相
伴

と
な
る
が
、
さ
ら
に
長
老
の
話
で
は
、
昔
は

十
三
年
に
一
度
報
恩
講
の
宿
が
回
っ
て
く
る
の

  
尾
張
の
お
講
レ
ポ
ー
ト

−

奥
田
堀
畑
と
中
河
原
の
お
講

−

尾張の真宗史
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お
寺
に
い
な
が
ら
、
教
え
や
門
徒
さ
ん
に

向
い
て
い
な
い
私
、
こ
の
ま
ま
で
大
丈
夫
？

（
第
６
期
研
究
生　

加
藤　

烈
）

　

教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
と
し
て
真
宗
本
廟
奉

仕
研
修
に
参
加
し
ま
し
た
。
今
回
研
究
生
と
し

て
真
宗
本
廟
奉
仕
研
修
に
参
加
す
る
の
は
三
回

目
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
は
御
遠
忌
の
期
間
と

重
な
り
ま
し
て
、
御
遠
忌
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
団
体
参
拝
に
来
ら
れ
た
方
の
案
内
や
支
援
物

資
の
運
搬
な
ど
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。

今
回
は
、
清
掃
奉
仕
、
諸
殿
拝
観
、
ご
修
復

現
場
視
察
、
教
導
・
補
導
に
よ
る
講
義
・
座
談

な
ど
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
従
い
研
修
を
行
い
ま

し
た
。

講
義
・
座
談
の
時
に
「
お
寺
・
お
坊
さ
ん
と

は
一
体
ど
う
あ
る
べ
き
か
」、「
ど
う
や
っ
た
ら

お
寺
に
人
が
集
ま
る
の
か
」、「
な
ぜ
お
寺
は
入

り
づ
ら
い
の
か
」
な
ど
、
普
段
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

が
考
え
て
い
る
こ
と
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
「
お
寺
は
こ
れ
か
ら
先
や
っ
て

い
け
る
の
か
」
と
い
う
話
し
に
な
り
、
こ
の
ま

ま
で
は
お
寺
が
ダ
メ
に
な
る
と
い
う
危
機
感
は

あ
る
け
れ
ど
、「
お
寺
側
が
人
を
呼
ぶ
努
力
を

し
て
い
な
い
」、「
心
配
し
て
い
る
の
は
お
金
の

面
だ
け
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
が
話
し
合

わ
れ
、
ま
る
で
自
分
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の

よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
危
機
感
は
お
寺
の
運
営
ば
か
り
に
目
が

い
き
、
教
え
や
門
徒
さ
ん
の
方
を
向
い
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
あ
ら
た
め

て
「
お
寺
・
お
坊
さ
ん
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
し
た
。

真
宗
本
廟
奉
仕
は
、一
度
立
ち
止
ま
っ
て

日
常
生
活
を
振
り
返
る
場

（
第
８
期
研
究
生　

石
原　

唯
和
）

　

今
回
、
研
究
生
と
し
て
真
宗
本
廟
奉
仕
研
修

に
初
め
て
参
加
さ
せ
て
い
い
た
だ
き
ま
し
た
。

正
直
最
初
は
大
変
だ
な
と
当
日
ま
で
思
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
研
修
に
参
加
し
て
普
段
の

生
活
か
ら
離
れ
共
同
生
活
を
す
る
こ
と
に
よ
り

気
付
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
研
修
中

に
何
度
か
座
談
会
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
普
段

か
ら
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
疑
問
に
す
ら
思
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
で
も
、
改
め
て
聞
か
れ
る
と
考

え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
あ
り
、
普
段
忙
し

い
忙
し
い
と
理
由
を
つ
け
て
疑
問
を
持
っ
て
も

深
く
考
え
ず
勝
手
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
し
、
考

え
る
こ
と
を
や
め
て
い
た
私
に
気
付
か
さ
れ
ま

し
た
。
研
修
中
は
疑
問
や
自
分
自
身
に
つ
い
て

落
ち
着
い
て
考
え
る
時
間
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
二
日
目
に
行
っ
た
清
掃
奉
仕
で
は
、

渉
成
園
の
草
取
り
と
御
影
堂
の
畳
の
雑
巾
が
け

を
午
前
か
ら
午
後
に
か
け
て
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
と
て
も
広
く
全
体
を
清
掃
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
部
分
的
に
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
そ
れ
で
も
と
て
も
大
変
で
し
た
。
一
人
の
力

で
は
到
底
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
実
感
し
ま
し
た
。
研
修
に
参
加
す
る
こ
と

に
よ
り
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
生
活
を
振
り
返

り
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
真
宗
本
廟
奉

仕
研
修
で
得
た
も
の
を
研
修
中
だ
け
で
終
わ
っ

た
こ
と
に
せ
ず
、
普
段
の
生
活
で
も
研
修
で
気

付
か
さ
れ
た
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
し
た
。

⑤

で
、そ
れ
に
合
わ
せ
て
仏
壇
を
洗
っ
た
も
の
だ
、

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
地
域
の
共
同
体
と
し
て
、
時
に

は
宗
派
の
違
い
も
超
え
て
寄
合
え
る
こ
と
を
こ

の
講
は
教
え
て
く
れ
る
が
、
そ
う
し
て
寄
合
い

な
が
ら
念
仏
を
相
続
し
て
き
た
真
宗
門
徒
の
姿

を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

�（
追
記
）
た
だ
残
念
な
が
ら
、
調
査
直
後
の

平
成
二
十
三
年
以
降
、
こ
の
講
は
寄
合
・
法

要
を
休
止
中
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
今
回
は
二
つ
の
地
域
講
を
見
て
み
た

が
、
ひ
と
く
ち
に
講
と
い
っ
て
も
、
実
に
様
々

な
形
態
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
思

い
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
真
宗
の
講
組
織

と
い
う
の
は
、
一
見
す
る
と
一
つ
一
つ
単
独
で

存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
く
、
多
層
的
か
つ
多
角
的
に
組
み
合
わ

さ
り
な
が
ら
、
す
べ
て
が
本
廟
護
持
へ
と
つ
な

が
り
、
法
義
相
続
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

（
研
究
員　

小
島　

智
） 報恩講宿でのお勤め。（導師は西源寺住職。）

研
究
生

真
宗
本
廟
奉
仕
研
修

２
０
１
２
年
５
月
15
日
〜
17
日
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も
っ
と
自
由
に

真
宗
同
朋
会
運
動
は
、
こ
の
七
月
か
ら

五
十
一
年
目
に
入
り
ま
す
。
推
進
員
養
成
講
座

や
特
別
伝
道
な
ど
、
宗
派
が
行
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
一
人
一
人
が
お
念
仏
の
教
え
、
真
実

そ
の
も
の
を
聞
い
て
い
く
こ
と
が
願
わ
れ
た
運

動
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
に
と
っ
て
は
凡

夫
の
運
動
、
つ
ま
り
凡
夫
が
凡
夫
で
あ
る
事
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
よ
う
な
運
動
で
あ
る
は
ず

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
運
動
で
す
か
ら
、
世
の

中
の
動
き
の
影
響
も
あ
り
ま
す
し
、
ど
う
し
て

も
目
標
を
定
め
て
、
成
果
が
な
く
て
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
善
を
目
指
す
と
い
う
方
向

が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
部
落
差
別

問
題
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
問
わ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
出
会
い
も
あ
り
ま
し
た
し
、

ま
た
見
失
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

仏
法
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、「
自
由
に
生

き
る
」
と
い
う
こ
と
を
い
た
だ
く
の
だ
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
あ
る
べ
き
だ
、
も
っ
と

善
く
、
も
っ
と
純
粋
に
、
も
っ
と
進
歩
す
る
、

失
敗
し
な
い
よ
う
に
う
ま
く
や
っ
て
い
く
。
そ

の
た
め
に
仏
教
が
あ
る
、
本
当
で
し
ょ
う
か
？

私
が
凡
夫
で
あ
る
。
悪
人
で
あ
る
。
煩
悩
成
就

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
事
、

だ
か
ら
こ
そ
、
ど
う
生
き
る
か
自
分
自
身
で
考

え
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
れ
が
仏
教
、
浄
土
真

宗
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
切
無
条
件
の
世

界
を
い
た
だ
く
。
そ
こ
で
考
え
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

私
た
ち
は
、
自
分
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の

善
悪
の
物
差
し
を
基
準
に
し
て
生
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
ま
ず
疑
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
自
我
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
い
ま
ま

で
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
善
悪
と
い
う
も
の
を

研
ぎ
澄
ま
し
、
も
っ
と
い
い
人
間
に
な
っ
て
い

こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
真
宗
の
教
え

も
聞
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し

そ
の
無
意
識
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
「
私
そ
の

も
の
」
が
問
題
に
な
ら
な
く
て
は
、
仏
教
・
真

宗
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

真
と
仮

実
は
、
そ
の
私
そ
の
も
の
は
「
た
ま
ね
ぎ
」

な
の
で
す
。
皮
ば
か
り
で
芯
が
あ
り
ま
せ
ん
。

宗
祖
はさ

る
べ
き
業ご
う
え
ん縁

の
も
よ
お
せ
ば
、
い
か

な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
（
そ
う
す
る

よ
う
な
ご
縁
が
あ
れ
ば
、
ど
う
い
う
こ

と
で
も
し
て
し
ま
う
）

（
聖
典
六
三
四
）

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。「
縁
が
自
分
に
な

る
」
の
で
あ
っ
て
、「
自
分
が
い
て
」
ご
縁
を

頂
く
の
で
は
な
い
の
で
す
。
自
分
と
い
う
も
の

は
結
果
か
ら
し
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
う
し
な
い

よ
う
に
、
あ
あ
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
の
は
仏

教
の
め
ざ
す
本
質
で
は
な
い
の
で
す
。
思
い
を

超
え
た
自
分
自
身
の
あ
り
方
に
応
答
す
る
も
の

な
の
で
す
。

そ
う
い
う
あ
り
方
を
、
釈
尊
は
「
無
我
」、

宗
祖
は
「
仮
」
と
い
う
こ
と
ば
で
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
仏
と
私
た
ち
が

別
々
に
存
在
し
て
、
そ
れ
が
何
か
の
拍
子
に
で

あ
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
と
で

あ
っ
た
我
々
が
凡
夫
で
あ
り
、
凡
夫
だ
と
い
う

目
覚
め
を
与
え
て
下
さ
っ
た
は
た
ら
き
を
仏
と

呼
ぶ
の
で
す
。
そ
こ
に
だ
け
仏
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
同
時
に
成
立
す
る
の
で
す
。「
仏
に
で
あ

っ
た
凡
夫
」
と
い
う
の
が
「
わ
た
し
」
の
中
身

な
の
で
す
。
そ
の
出
会
い
の
瞬
間
が
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

真
仮
を
知
ら
ず

こ
の
こ
と
は
宗
祖
に
お
い
て
、
真
仏
土
と

化
身
土
の
関
係
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に

法
、
真
実
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
と
い
う

問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

す
で
に
も
っ
て
真し
ん

仮け

み
な
こ
れ
大
悲
の

願
海
に
酬し
ゅ
う
ほ
う報
せ
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
知

り
ぬ
、
報
仏
土
な
り
と
い
う
こ
と
を
。

良ま
こ
とに
仮
の
仏
土
の
業ご
う
い
ん
せ
ん
じ
ゃ

因
千
差
な
れ
ば
、

土
も
ま
た
千
差
な
る
べ
し
。
こ
れ
を
「
方

便
化け

身し
ん

・
化け

ど土
」
と
名
づ
く
。
真
仮
を

し
ら
ざ
る
に
由よ

っ
て
、
如
来
広
大
の
恩

徳
を
迷
失
す
。
こ
れ
に
因よ

っ
て
、
い
ま

真
仏
・
真
土
を
顕
あ
ら
わ
す
。

（
聖
典
三
二
四
）

こ
れ
は
「
真
仏
土
巻
」
の
結
論
部
分
で
す
。

真
と
い
う
の
は
真
仏
土
、
仮
と
は
方
便
化
身
土

の
こ
と
で
す
。
な
ぜ
二
土
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
そ
の
二
つ
が
な
い
と
、
我
々
が
す
く

わ
れ
な
い
か
ら
で
す
。「
仮
の
仏
土
の
業
因
千

差
な
れ
ば
、
土
も
ま
た
千
差
な
る
べ
し
」
と
あ

る
よ
う
に
、
我
々
は
た
く
さ
ん
の
縁
で
成
り
立

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
浄
土

が
化
身
土
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん

報
土
で
す
か
ら
、
本
願
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た

仏
の
教
化
の
土
で
あ
る
わ
け
で
す
。し
か
し「
業

因
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う
に
表
現
の
素

材
は
我
々
衆
生
の
側
に
あ
る
わ
け
で
す
。
私
の

世
界
に
仏
の
方
か
ら
現
わ
れ
て
く
だ
さ
る
わ
け

で
す
。

そ
し
て
「
真
仮
を
知
ら
ざ
る
に
由
っ
て
、

如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
。
こ
れ
に
因
っ

て
、い
ま
真
仏
・
真
土
を
顕
す
。」
と
あ
る
の
は
、

つ
ま
り
、
真
と
仮
と
い
う
こ
と
の
区
別
を
き
ち

ん
と
し
て
も
ら
い
た
い
か
ら
、
今
、
真
仏
土
を

説
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。「
仮
身
土
巻
」の「
後

序
」
に
も

し
か
る
に
諸
寺
の
釈
門
、
教
き
ょ
う
に
昏く
ら

く
し

第 9回

講 義 抄 録
2012年４月６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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て
真し
ん

仮け

の
門も
ん

戸こ

を
知
ら
ず（

聖
典
三
九
八
）

と
あ
り
ま
す
。
真
仮
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
や
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
は
真
だ
と

思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
良
い
こ
と
、

正
し
い
こ
と
を
し
た
ら
仏
に
な
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
人
は
、
な
ぜ
釈
尊
の

証
（
さ
と
り
）
が
真
の
仏
土
と
仮
の
仏
土
と
し

て
説
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
分
か
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

我
々
は
今
こ
の
身
で
は
真
仏
土
に
は
生
ま

れ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
我
々
の
た
め

に
化
身
土
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
我
々
は
形
の

世
界
を
生
き
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
私
た
ち
の

言
葉
、
表
現
に
下
り
て
き
た
阿
弥
陀
さ
ま
を
化

身
と
い
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
浄
土
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
二
つ
あ
る
わ
け

で
す
。
我
々
を
照
ら
す
は
た
ら
き
は
真
仏
土
と

呼
ば
れ
、
光
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
光
に

照
ら
さ
れ
る
の
が
私
で
す
。
つ
ま
り
、
光
の
世

界
、
真
実
は
真
仏
土
で
あ
り
、
照
ら
さ
れ
る
世

界
を
化
身
土
と
言
い
ま
す
。

照
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
二
つ
の
意

味
が
あ
り
ま
す
。
縁
起
し
て
い
る
仮
な
る
も
の

を
、
自
我
を
通
し
て
真
な
る
も
の
・
永
遠
な
る

も
の
と
し
て
し
ま
う
こ
と
、つ
ま
り
「
ま
よ
い
」

が
知
ら
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ま
よ
い
を

含
め
た
私
の
世
界
も
縁
起
し
た
の
だ
と
知
ら
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
二
面
性
を

持
っ
て
い
る
の
が
、
仮
の
世
界
で
す
。
そ
れ
を

知
る
こ
と
が
「
す
く
い
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

此
岸
と
彼
岸
／
穢
土
と
浄
土

釈
尊
在
世
中
、
対
機
説
法
が
な
さ
れ
、
そ

し
て
、
釈
尊
が
認
め
れ
ば
仏
道
は
成
就
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
仏
滅
後
は
釈
尊
が
出

会
っ
た
法
に
自
分
も
出
会
っ
て
、
同
じ
く
仏
に

な
る
大
乗
仏
教
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
法

と
出
会
い
（
こ
の
こ
と
を
ど
の
経
典
も
「
仏
と

出
会
う
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
）
自
ら
仏
と
成

っ
て
い
く
場
所
を
浄
土
と
い
い
ま
す
。
最
初
は

「
他
方
浄
土
」
で
す
か
ら
、
此
岸
と
彼
岸
で
す
。

し
か
し
『
法
華
経
』
や
『
維
摩
経
』
な
ど
で
は
、

「
娑
婆
即
寂
光
土
」、
こ
の
世
こ
そ
が
浄
土
で
あ

る
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
ま
す
。
あ
る
意
味
で

は
一
段
階
前
進
し
た
表
現
で
す
。
今
こ
こ
に
法

が
は
た
ら
い
て
い
る
。
こ
の
土
が
浄
土
で
あ
り

釈
尊
こ
そ
が
あ
ら
ゆ
る
仏
の
本
体
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

し
か
し
そ
こ
に
新
し
い
問
題
が
生
ま
れ
ま

す
。
さ
ら
に
そ
の
釈
尊
の
本
体
は
私
だ
と
言
い

出
す
人
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
一
土
で
あ
る

こ
と
の
問
題
で
す
。
私
が
こ
の
土
で
仏
に
な
る

と
い
う
こ
と
の
問
題
な
の
で
す
。
浄
土
と
穢
土

の
境
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
問
題
で
あ
っ
て
、
教

え
そ
の
も
の
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
の
仏
教
は
、
ど

こ
ま
で
も
す
く
う
側
に
立
た
ず
、
す
く
わ
れ
る

側
に
立
つ
の
で
す
。「
私
が
正
し
い
」
と
は
一

切
言
え
な
い
凡
夫
だ
、
悪
人
な
の
だ
と
い
う
自

覚
こ
そ
が
す
く
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
真
仮
を

知
る
」、
と
い
う
こ
と
に
拠
る
の
で
す
。

人
間
は
誤
る
も
の
だ

真
実
と
虚
偽
は
真
仏
土
と
化
身
土
、
仏
と

凡
夫
と
同
じ
く
同
時
に
成
立
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
を
形
に
し
た
も
の
が
お
念
仏
で
す
。
南
無

と
い
っ
て
私
の
頭
が
下
が
っ
て
い
る
、
そ
こ
に

は
仏
が
い
る
、
頭
が
下
が
ら
な
い
か
ぎ
り
、
仏

は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
目
に

見
え
る
形
で
表
現
し
て
い
る
の
が
お
念
仏
で
あ

り
、
儀
式
で
す
。
形
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、

ど
う
い
う
気
持
ち
で
あ
ろ
う
が
、
一
応
成
り
立

つ
よ
う
に
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
緒
に
正

信
偈
を
読
み
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
頭
を
下
げ
て

い
る
そ
の
姿
全
体
、
本
堂
全
体
が
阿
弥
陀
さ
ま

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
世
界
、
釈
尊
の
説
い
た
世
界

を
現
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
私
自
身

が
、
本
当
に
頭
が
下
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

何
度
も
言
っ
て
き
た
よ
う
に
声
明
や
儀
式

に
よ
っ
て
す
く
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
本
願
が

声
明
や
儀
式
と
い
う
形
に
ま
で
な
っ
て
く
だ
さ

っ
た
と
、
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
七
宝
講
堂
道
場
樹　

方
便

化
身
の
浄
土
な
り
」
と
は
っ
き
り
と
示
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
形
と
し
て
現
わ
れ
る
浄
土

は
方
便
化
身
土
で
す
。
し
か
し
「
講
堂
道
場
礼

す
べ
し
」
と
も
あ
り
ま
す
。
方
便
化
身
土
だ
か

ら
だ
め
な
の
で
は
な
く
て
、
方
便
化
身
土
と
し

て
仏
法
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
大
事
な

の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
方
便
化
身
土
だ
か
ら

す
ぐ
に
ま
た
転
落
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
当
に
私
た
ち
に
と
っ
て
の
す
く

い
の
あ
り
方
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
方
便
化
身

土
だ
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で

す
。で

す
か
ら
儀
式
は
容
易
に
我
々
の
善
悪
の

世
界
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
自
己

肯
定
に
つ
な
が
り
や
す
い
の
で
す
。
仮
を
真
な

る
も
の
と
し
て
し
ま
う
「
偽
」
で
す
。
道
場
が

尊
い
の
で
は
な
く
て
、
道
場
と
ま
で
な
っ
た
本

願
は
礼
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
す
。
む
こ
う

か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
、
回
向
さ
れ
た
も
の
と

し
て
受
け
取
る
か
ら
儀
式
も
道
場
も
尊
い
と
言

え
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
受
け
取
り
が
な
け
れ

ば
無
意
味
な
も
の
な
の
で
す
。
か
と
い
っ
て
、

よ
り
純
粋
な
表
現
が
で
き
る
と
い
う
の
も
錯
覚

な
の
で
す
。
表
現
の
素
材
は
あ
く
ま
で
も
こ
ち

ら
に
あ
る
と
知
る
。
本
来
仏
法
を
説
く
純
粋
な

表
現
な
ど
な
い
の
で
す
。

最
初
に
、
真
宗
同
朋
会
運
動
の
展
開
の
中

で
、
良
い
人
間
に
な
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
は

仏
教
で
は
な
い
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。

仏
教
は
、
人
間
は
誤
る
も
の
で
あ
り
、
失
敗
す

る
も
の
で
あ
り
、
偽
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ

る
も
の
で
す
。
失
敗
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う

場
所
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

よ
く
考
え
、
立
ち
止
ま
り
、
喜
び
、
悲
し
む
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏

法
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
由
を
い
た
だ
く

こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

（
文
責
編
集
部
）
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教化センター日報
2012年3月～2012年5月

3月9日
１３日
１４日

１６日～２３日
２３日

２６日～２７日

２７日

4月6日
９日
１３日

２４日～２５日

２５日～２６日
２７日

３０日
5月7日

９日

１１日

１４日

１５日～１７日
１８日
２３日
２８日
２９日

公開講座にご参加ください （聴講無料）
◆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
2012 年 9月7日㈮
名古屋教務所１階　議事堂

講 師

時 間

期 日

会 場

お知らせ
第９期 教化センタ－研究生を若干名募集します。

教区・別院・教化センターの教化事業に携わりながら、共に学ぶ

朋をみつけませんか。名古屋教区に僧籍を置く教師資格を有し

ている40歳くらいまでの方、是非ご応募ください。詳しい内容

については、教化センタ－までお問い合わせください。

電話 052-323-3686（担当：蓮容）

■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「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
ＨＰ「お東ネット」会議
研究業務「第２３回平和展」
研究業務（近現代）第２３回平和展 反省会
研究生・教化研修「東海連区推進
員研修」にスタッフとして参加　
研究生課題学習「真宗の未来（宗
務施策を考えてみよう）」

研究生・教化研修「真宗儀式の教相」竹橋太氏
ＨＰ「お東ネット」会議
研究生・実習「真宗門徒講座（釈尊伝①）」
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１泊研修」参加
全国教学研究機関交流集会（宗務所）
研究生・聖教研修
「正信念仏偈に学ぶ」荒山淳氏
研究生・実習「お内仏のお給仕研修」スタッフ
研究生「別院奉仕研修事前学習会
（別院主催）」清史彦氏
研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加

研究業務（現代社会）
「自死遺族のわかちあい」後援
研究生・聖教研修
「正信念仏偈に学ぶ」荒山淳氏
研究生・教化研修「伝道スタッフ養
成講座」参加実習「真宗門徒講座」
研究生・真宗本廟奉仕団
研究業務（近現代）平和展 学習会
ＨＰ「お東ネット」会議
研究生・実習「真宗門徒講座（釈尊伝②）」
研究業務（現代社会）
「自死遺族の方々のケアについて」
公開講演会の後援

《編集子雑感》
　本誌表紙の写真を撮影したのは、本年5月の金環日食の日のことである。写真には写
っていないが、瓦礫の土台に描かれた花の他にも、本物の花が植えられ、ところどころの
家々には亡くなった家族のために手向けられたものだろう花束が添え
られていた。通りすがりの地元の方の話によれば、1,200人の方々がこ
こで亡くなったそうだ。早朝の寒さに加え、あらためて身が引き締まる思
いがした。しかし、不謹慎と思われるかも知れないが、青い海と白い砂
浜、そして花と新緑の大地が織りなす東北の大地は本当に美しく、訪
れるたびに感動してしまう。 （Ｋ）

　去る４月５日から６日にかけて、国立ハンセン病療養所の「長島
愛生園」と「邑久光明園」を訪ね、真宗大谷派山陽教区が主催し
た瀬戸内三園合同お花見会（「長島愛生園」「邑久光明園」「大
島青松園」）に参加した。
　今回で２度目の参加となったが、実は先回、研究生在籍中に訪
問した際に持参した名古屋名物の「どて煮」の味付けがあまり好
評ではなく、「絶対にリベンジしよう」と、固く心に誓っての再参加で
あった。当日は春先の冷え込みもあって、開花には程遠い寂しい景
色ではあったが、東海地方の名古屋教区や高山教区をはじめ、全
国各地からの参加者もあり、総勢１００名を超す賑わいだった。
　今回、入所されておられる方々の話を聞く中で、ハンセン病に関
する法律も無くなり、ハンセン病にまつわる負の歴史も消し去られ
ていっていることに危機感を抱いた。差別と偏見だけが一人歩き
をし、今なお多くの元患者が故郷に帰ることさえできない現実に目
を向けようとしない私の問題、そして、人間の持つ差別性と差別構

造の上に成り立っている私たちの秩序など、本当に多くの課題を
改めて感じさせられた。
　ちなみに、「今年こそは」と改良した「どて煮」は、なかなかの好
評をいただき、一先ずリベンジを果たせただろうと思う。そして、ここ
で出会ったみんなに「もう一度会いたい」、「また来よう」と心に誓
い、瀬戸内を後にした。

（25組三月寺　下間 寿昭（第４期研究生））

INFORMATION

「ハンセン病療養所」の
　　　花見会に参加して

研究生修了者からの報告

光明園の納骨堂（桜は二分咲だった）
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