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真
実
の
学
び
か
ら
、

今
を
生
き
る「
人
間
」と
し
て
の

責
任
を
明
ら
か
に
し
、

と
も
に
そ
の
使
命
を
生
き
る
者
と
な
る
。

も く じ

研究生教化研修「真宗儀式の教相（第10回）」 講師 竹橋 太氏（本廟部出仕）（写真の無断転用はご遠慮下さい。）

無
二
の
勤
行

・講義抄録
　真宗儀式の教相 ❷・❸

・教化センター研究生報告
　なぜ部落差別問題を学ぶのか？ ❹・❺

・尾張の真宗史 ❻・❼

・研究生報告 ❼

・INFORMATION ❽

◆挟み込み〈※寺報などにご利用ください〉

先
般
、有
縁
の
呼
び
か
け
に
よ
り
福
島
を

訪
れ
た
。そ
の
際
、震
災
修
復
工
事
を
終
え
た

ば
か
り
の
原
町
別
院
に
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。福
島
第
一
原
発
か
ら
北
へ
二
十
四
㎞ 

の
南
相
馬
市
に
構
え
る
念
仏
の
息
づ
く
道

場
。こ
こ
で
院
代
を
勤
め
る
木
ノ
下
秀
昭
氏

よ
り
伺
っ
た
話
が
今
も
胸
に
の
こ
る
。「
こ
の

た
び
の
大
震
災
に
よ
り
、福
島
県
浜
通
の
町

は
津
波
に
流
さ
れ
、そ
こ
で
生
活
し
て
い
た

多
く
の
御
門
徒
も
亡
く
な
り
ま
し
た
。そ
し

て
フ
ク
シ
マ
の
見
え
な
い
放
射
線
の
恐
怖

は
、人
の
心
を
不
安
に
し
続
け
て
い
ま
す
。今

ま
で
共
に
生
活
し
て
き
た
多
く
の
同
行
も
放

射
線
被
曝
か
ら
身
を
護
る
た
め
に
避
難
。こ

の
現
状
に
鑑
み
る
と
、報
恩
講
を
勤
め
ら
れ

な
い
寺
院
も
あ
り
胸
が
痛
み
ま
す
。」

院
代
の
伝
え
る
言
葉
を
聞
き『
御
俗
姓
』の

「
毎
年
の
例
時
と
し
て
、一
七
か
日
の
あ
い

だ
、形
の
ご
と
く
報
恩
謝
徳
の
た
め
に
、無
二

の
勤
行
を
い
た
す
」が
憶
い
お
こ
さ
れ
る
。

＊

こ
の
地
に
お
け
る
大
谷
派
寺
院
の
始
ま
り

は
、今
か
ら
約
二
百
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。た

び
重
な
る
飢
饉
に
よ
る
打
撃
か
ら
の
復
興
を

命
題
に
、金
沢
・
富
山
の
北
陸
門
徒
を
中
心

に
相
馬
へ
の
移
民
は
お
こ
な
わ
れ
た
。そ
の

後
、「
た
だ
念
仏
」の
信
仰
が
門
徒
を
突
き
動

か
し
、真
宗
の
教
線
を
広
範
に
展
開
さ
せ
た

と
い
う
。こ
こ
に
後
述
の
竹
橋
師
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、「
私
た
ち
に
は
真
実
の
一
片
も
な

い
」自
身
と
信
知
し
た
し
る
し
と
し
て
、「
善

悪
で
人
を
排
除
し
て
い
く
」こ
と
を
許
さ
ぬ

仏
事
か
ら
展
開
し
た“
い
の
ち
の
歴
史
”が
土

徳
と
な
っ
て
の
こ
る
。＊

七
百
五
十
一
年
、毎
年
の
例
時
と
し
て
勤

め
ら
れ
て
き
た
報
恩
講
。そ
の
歴
史
的
事
実

を
戴
き
直
せ
ば
、ど
の
時
代
ど
の
場
に
お
い

て
も
幾
多
の
問
題
を
抱
え
る
な
か
、「
た
だ
念

仏
し
て
」の
呼
び
か
け
に「
た
だ
信
心
を
要
と

す
」と
応
え
る
報
恩
謝
徳
の
御
仏
事
と
し
て

勤
め
ら
れ
て
き
た
。こ
の
た
び
出
遇
っ
た
院

代
の
胸
の
痛
み
が
、単
に
年
中
行
事
の
一
つ

と
し
て
報
恩
講
を
勤
め
て
き
た
私
の
懈
怠
慢

心
を
打
ち
破
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

＊

過
去
か
ら
未
来
に
繋
が
る
い
の
ち
を
、誰

一
人
排
除
し
な
い
南
無
阿
弥
陀
仏
。こ
の
念

仏
か
ら
賜
る
信
心
の
お
勤
め
を「
無
二
の
勤

行
」と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き
た
の
で
は
な
い

か
。阿
弥
陀
仏
に
南
無
と
頭
が
下
が
る
と
き
、

絶
望
の
只
中
に
あ
っ
て
も
、自
分
の
中
に
あ

る
い
の
ち
は
決
し
て
絶
望
す
る
こ
と
の
な
い

力
と
な
る
。震
災
を
乗
り
越
え
共
に
生
き
る

力
を
与
え
、未
来
に
繋
ぐ
い
の
ち
を
与
え
賜

う
勤
行
こ
そ｢

無
二
の
勤
行｣

で
あ
っ
た
の

だ
。「
別
院
は
最
前
線
寺
院
と
し
て
衆
会
の

場
・
結
の
心
を
共
に
、支
え
合
う
念
仏
の
場

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」院
代
の
肉
声
が
今

も
、耳じ

だ朶
に
残
る
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹　

荒
山　

淳
）
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儀
式
は
感
性
を
一
つ
の
根
拠
と
し
て

作
ら
れ
て
い
る

今
日
七
日
は
、
本
山
で
得
度
式
を
行
っ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
も
ご
記
憶
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
唐
戸
を
締
め
切
り
、
暗
い
所
で
蝋
燭
を
灯

し
て
剃
刀
（
お
か
み
そ
り
）
を
行
い
ま
す
。
日

の
光
が
射
す
よ
う
な
明
る
い
所
よ
り
も
、
暗
い

所
で
執
り
行
わ
れ
る
ほ
う
が
厳
か
で
良
い
よ
う

な
気
が
し
ま
せ
ん
か
。「
得
度
」
と
い
う
「
新

し
い
誕
生
」
を
、
私
た
ち
が
、
無
意
識
の
内
に

お
母
さ
ん
の
お
腹
か
ら
出
て
く
る
と
き
の
、
つ

ま
り
実
際
の
誕
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
て
感
じ

て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。儀
式
の
形
、

基
本
の
枠
組
み
は
人
間
の
感
覚
に
よ
っ
て
作
ら

れ
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
私
の
実
家
は
北
海
道
な
の
で
す

が
、
東
北
・
北
海
道
南
部
に
江
戸
時
代
か
ら
続

く
真
宗
系
の
民
俗
宗
教
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
「
秘
事
法
門
」
で
す
。
表
向
き
は
ご
門
徒
で

も
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
信
仰
を
裏
で
展
開
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
善
知
識
と
言

わ
れ
る
人
が
、入
信
の
た
め
に
「
お
と
り
あ
げ
」

と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
出
産
で

す
ね
。
暗
い
狭
い
部
屋
に
し
ば
ら
く
閉
じ
込
め

て
お
い
て
「
光
が
見
え
た
か
」
と
聞
い
て
、「
光

が
見
え
た
」
と
答
え
れ
ば
信
心
成
就
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
本
山

で
行
わ
れ
る
得
度
式
も
秘
事
法
門
で
行
わ
れ
る

儀
式
も
、
暗
い
所
か
ら
再
生
す
る
、
と
い
う
よ

う
な
人
間
の
感
性
を
基
と
し
て
、
あ
る
い
は
一

つ
の
根
拠
と
し
て
作
ら
れ
て
き
た
点
で
は
、
同

質
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

答
え
を
「
形
」
と
し
て
与
え
る
た
め
に

儀
式
が
行
な
わ
れ
る

儀
式
は
形
で
す
。
す
で
に
実
現
し
た
信
心
の

世
界
が
、
目
に
見
え
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
私
た
ち
が
合
掌
礼
拝
し
、
儀
式
を
行

う
姿
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
目
に
見
え
る
形
に
し

た
も
の
で
す
ね
。
阿
弥
陀
さ
ま
に
“
南
無
”
と

い
っ
て
頭
が
下
が
り
、
全
て
を
お
ま
か
せ
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
救
い
以
外
の
な
に
も

の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
頭
が
下
が
る

と
い
う
こ
と
が
ほ
と
け
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
逆
に
言
え

ば
、
私
た
ち
の
頭
が
下
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
仏

さ
ま
は
い
な
い
。
我
々
が
凡
夫
と
し
て
手
を
合

わ
せ
る
か
ら
仏
さ
ま
が
い
る
。
ま
た
凡
夫
だ
と

知
ら
せ
る
は
た
ら
き
を
仏
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
形
に
し
て
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
表
現

し
て
い
る
の
が
お
念
仏
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の

儀
式
な
の
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
私
の
意

識
と
し
て
は
、
頭
が
下
が
っ
て
い
な
い
わ
け
で

す
。
ま
ず
、先
に「
形
＝
こ
た
え
」が
与
え
ら
れ
、

そ
れ
を
な
ぞ
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
練
習
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

い
ま
お
話
し
た
「
得
度
」
の
「
度
」
と
は
、

彼
岸
に「
度（
わ
た
）る
」と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
僧
侶
に
な
る
・
仏
弟
子
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
覚
り
を
得
た
こ
と
と
同
じ
だ
」
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
お
念
仏
で
も
そ
う
で
す
が
、
仏
の

教
え
に
頭
が
下
が
る
と
い
う
こ
と
は
、「
救
い
」

を
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
そ
れ
が

仏
弟
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
得
度
に
実

質
が
与
え
ら
れ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
実
質
が
私

に
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
“
救
い
”
だ
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

何
度
も
い
い
ま
す
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

え
る
か
ら
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
「
形
」
は
答
え
と
し
て

与
え
ら
れ
て
い
る
。
得
度
も
仏
弟
子
に
な
る
と

い
う
「
形
」
が
与
え
ら
れ
、
本
当
に
仏
の
教
え

に
頭
が
下
が
っ
た
時
に
完
成
す
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が「
何
に
頭
を
下
げ
、

手
を
あ
わ
せ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
方
向
性
で

す
。
我
々
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
も

の
と
な
る
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
う
な
ず
い

て
い
く
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
が
違
う
わ

け
で
す
。

た
と
え
ば
葬
儀
は
ど
ん
な
宗
教
で
も
す
る
わ

け
で
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
「
浄
土
真
宗
の
葬

儀
で
は
、
習
俗
的
な
部
分
を
も
っ
と
排
除
し
、

純
粋
に
真
宗
的
な
表
現
を
追
い
求
め
る
べ
き

だ
。」
と
考
え
て
い
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
考
え
方
に
、
そ
も
そ
も

無
理
が
あ
る
わ
け
で
す
。「
純
粋
で
真
宗
的
な

表
現
な
ど
無
い
」「
私
た
ち
に
は
真
実
の
一
片

も
な
い
」
と
い
う
の
が
、
浄
土
真
宗
で
す
。
方

便
と
い
う
で
し
ょ
う
。
方
便
と
言
う
の
は
仮
＝

か
り
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
表
現
と
い
う
の
は
全
部
人
間
が
作
っ
た
も
の

で
す
。
得
度
に
し
て
も
葬
儀
に
し
て
も
、
具
体

的
な
表
現
と
い
う
も
の
は
、人
の
中
で
生
ま
れ
、

育
ま
れ
て
今
の
よ
う
な
形
と
な
り
、
皆
が
納
得

す
る
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

葬
儀
は
仏
教
以
前
か
ら
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
形
か
ら
言
え
ば
、
も
と
も
と
行
わ
れ
て
き

た
も
の
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
上
に
仏
教
・
浄

土
真
宗
が
現
わ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で

す
。
そ
の
形
を
か
り
て
、
つ
ま
り
皆
が
認
め
る

よ
う
な
儀
礼
を
行
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
浄
土
真

宗
の
葬
儀
と
し
て
ゆ
く
。
形
は
あ
る
程
度
共
通

だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
身
、
意
味
す
る
所
を
浄

土
真
宗
を
表
現
す
る
も
の
に
し
て
ゆ
く
と
い
う

こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
が
「
方
便
化
身

の
浄
土
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
純
粋
な
浄
土
真
宗
の
葬
儀
」
な
ど
と
い
う

も
の
を
考
え
だ
す
と
、
こ
う
で
な
く
て
は
と
い

う
条
件
を
作
り
出
し
、
善
悪
で
人
を
排
除
し
て

い
く
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
方
便
に
な

ら
な
い
、
も
っ
と
言
え
ば
浄
土
真
宗
に
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

第 10回

講 義 抄 録
2012年９月７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 

氏

（
本
廟
部
出
仕
）
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相
伝
と
学
寮
の
教
学

浄
土
真
宗
の
儀
式
に
つ
い
て
、
む
か
し
の

人
々
は
教
学
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
の
大
谷
派
に
は
お
お

ま
か
に
い
え
ば
相
伝
と
学
寮
と
い
う
二
つ
の
学

問
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
学
寮
は
江
戸
時
代
の

中
頃
に
本
山
に
作
ら
れ
た
学
校
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
相
伝
と
い
う
学
問
が
あ
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
、蓮
如
上
人
以
降
、法
主
（
宗

主
）
と
な
る
べ
き
人
に
、
本
願
寺
の
住
職
家
を

中
心
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
た『
教
行
信
証
』

の
読
み
方
を
中
心
と
し
た
学
問
の
体
系
で
す
。

大
谷
派
に
お
い
て
は
、
法
主
（
宗
主
）
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
を
相
伝
、
つ
ま

り
伝
授
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
と

て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
大
ま
か
に
言
っ
て
、
学
寮
は
存
覚

の
『
六
要
鈔
』
を
中
心
に
学
び
、
相
伝
は
覚
如

上
人
の
系
統
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
来
な
ら
対
抗
す
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
の
で
す
。
蓮
如
上
人
も
『
六
要
鈔
』
を
読

み
学
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

相
伝
の
文
書
に
『
稟ほ

ん
じ
ょ
う
よ
そ
う

承
餘
艸
』
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。「
私
が
伝
授
さ
れ
聞
か
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
の
一
端
」
と
い
う
よ
う
な
意
味

で
す
。
松
坂
の
本
宗
寺
の
光
尊
院
真
詮
の
著
述

で
、
一
七
八
八
年
に
出
来
た
も
の
で
す
。

　

真
宗
道
場
の
勤
行
声
明
は
、
忝
も
普
為
十

　
　

方
説
微
妙
法
の
仏
の
説
法
な
り
。

　

音
声
の
中
の
最
為
第
一
微
妙
和
雅
の
法
音

　
　

な
り
。　

「
勤
行
声
明
之
事
」『
稟ほ

ん
じ
ょ
う
よ
そ
う

承
餘
艸
』

「
普
く
十
方
の
為
に
微
妙
の
法
を
説
く
」（
聖

典
43
頁
）
と
は
、『
大
無
量
寿
経
』
の
言
葉
で
す
。

そ
う
い
う
仏
の
説
法
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
が

「
最
も
第
一
と
為
す
微
妙
和
雅
の
音
」（
同
36
頁
）

だ
と
。
そ
れ
が
勤
行
声
明
で
あ
り
、
仏
の
説
法

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
勤
行
や
声
明
は
、
実
際

の
と
こ
ろ
は
我
々
が
声
を
出
し
、
様
々
な
所
作

を
行
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
表
現
さ
れ
て
い
る
の

は
、
仏
の
説
法
で
あ
る
と
い
う
の
が
相
伝
の
立

場
で
す
。
儀
式
を
し
て
覚
る
と
い
う
よ
う
な
行

法
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

一
八
〇
四
年
に
は
本
願
寺
派
で
は
三
業
惑
乱

と
い
う
信
心
論
争
へ
の
幕
府
の
介
入
が
あ
り
ま

し
た
。
同
じ
頃
こ
ち
ら
で
も
、
自
由
な
感
じ
の

強
い
こ
の
『
稟
承
余
艸
』
に
よ
っ
て
教
化
し
て

い
た
人
が
異
安
心
と
し
て
学
寮
に
よ
っ
て
取
調

べ
を
受
け
ま
す
。
こ
ち
ら
に
は
幕
府
の
介
入
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
か
な
り
政
治
的
な

動
き
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結

果
、
後
に
こ
の
『
稟
承
余
艸
』
を
批
判
す
る

『
稟ほ

ん
じ
ょ
う
よ
そ
う

承
餘
艸
評
破
』
な
ど
が
学
寮
に
よ
っ
て
著

さ
れ
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
幕
府
が
視
野
に
入
っ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
書
は
そ

れ
を
意
識
し
な
が
ら
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
相
伝
」
対
「
学

寮
」
と
い
う
対
立
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

勤
行
声
明
を
仏
の
説
法
と
す
る
こ
と
に
諸

　
　

宗
に
も
今
家
に
も
一
向
な
き
こ
と
な
り
。

　

勤
行
声
明
は
是
仏
前
の
行
法
な
り
。（
略
）

　

報
謝
の
経
営
な
り
。
仏
の
説
法
と
心
え
た

　
　

る
は
増
上
慢
の
頂
き
に
て
報
恩
を
念
ぜ
ざ

　
　

る
の
邪
見
と
云
ふ
べ
し
。

雲
華
院
大
含 

『
稟ほ
ん
じ
ょ
う
よ
そ
う

承
餘
艸
評
破
』

と
い
う
訳
で
す
。「
増
上
慢
の
頂
き
」、「
邪
見
」

厳
し
い
言
い
方
で
す
。「
私
の
勤
行
が
仏
の
説

法
で
す
」
と
言
え
ば
、
や
は
り
そ
の
批
判
は
当

た
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

ど
ち
ら
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
と
思
い

ま
す
。
儀
式
を
す
る
者
の
こ
こ
ろ
が
ま
え
と
し

て
は
報
恩
が
の
ぞ
ま
し
い

4

4

4

4

4

こ
と
で
す
が
、
そ
れ

で
は
読
経
や
声
明
が
儀
式
の
形
に
な
っ
て
実
践

さ
れ
る
こ
と
が
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
儀
式
全
体

を
考
え
る
と
き
に
は
、
相
伝
の
考
え
方
の
方
が

わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
私
た
ち
に

本
当
に
仏
徳
讃
嘆
の
い
と
な
み
が
で
き
る
の

か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。『
仏
説
無
量

寿
経
』
の
第
十
七
の
願
の
念
仏
は
「
諸
仏
称
揚
」

で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
を
讃
嘆
す
る
の
は
諸
仏

な
の
で
す
、
自
分
で
そ
う
思
っ
て
儀
式
を
し
て

い
る
と
言
っ
て
済
む
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
愚
禿
鈔
』
の
中
で
、
善
導
大

師
の
観
経
四
帖
疏
の
中
に
あ
る
五
正
行
を
引
用

さ
れ
て
（『
真
宗
聖
典
』
四
四
六
頁
）、
念
仏
が

正
行
中
の
正
定
の
業
で
あ
り
、
礼
拝
や
お
経
を

読
む
と
い
う
こ
と
は
正
行
中
の
助
業
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
学
寮
の
主
張
の
根

拠
で
も
あ
り
ま
す
。
儀
式
は
我
々

4

4

が
仏
前
で
行

う
、
助
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
が
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
助
業
と
い
う
こ

と
を
抜
け
出
な
い
。
あ
る
い
は
助
業
に
も
な
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
仏
の
説
法
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
と

お
り
で
す
。
仏
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と

は
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
か
表

現
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
儀
式
全
体

が
そ
の
空
間
も
含
め
て
、
仏
の
存
在
、
そ
し
て

仏
の
説
法
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
お
寺
が

あ
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
そ
こ
に
は
仏
法
が
あ

る
、
大
き
な
伽
藍
、
鐘
の
音
、
す
べ
て
そ
う
い

う
も
の
の
表
現
だ
と
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

「
聞
の
声
明
」
が
仏
徳
讃
嘆
と
な
る

手
を
合
わ
す
も
の
に
と
っ
て
は
、
仏
の
説
法

が
お
寺
と
い
う
形
に
な
り
、
儀
式
と
い
う
形
に

な
っ
て
い
る
。
そ
う
受
け
取
る
こ
と
が
還
相
回

向
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
儀
式
が
仏
の

説
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
信
心
の
表
現
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
ま
た
儀
式
を

行
う
者
に
と
っ
て
は
形
の
通
り
行
な
え
ば
成
り

立
っ
て
し
ま
う
の
が
儀
式
で
す
。
で
す
か
ら
、

わ
た
し
が
仏
徳
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
自
力
的
な

も
の
な
の
で
は
な
く
、
儀
式
が
行
わ
れ
る
場
全

体
が
仏
徳
讃
嘆
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
一
応
は
儀
式
を
行
う
者
の
信

心
の
有
無
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
大
谷
派

の
伝
統
に
は
「
聞
の
声
明
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
声
を
出
し
て
い
て
も
、
そ
の
言
葉
を

聞
く
。
聞
法
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
役

割
を
果
た
し
な
が
ら
聞
法
も
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
る
。
儀
式
と
い
っ
て
も
一
言
で

は
語
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
が
向
こ
う
か

ら
や
っ
て
く
る
、
そ
う
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
文
責
編
集
部
）
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部
落
差
別
問
題
を
学
ぶ
「
楽
し
さ
」

「
こ
の
辺
に
は
被
差
別
部
落
は
な
い
か
ら
関

係
な
い
」「
今
さ
ら
部
落
差
別
問
題
を
蒸
し
返

す
必
要
が
あ
る
の
か
」
な
ど
。
部
落
差
別
を
学

ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、様
々
な
疑
問
の
声
を
聞
く
。

正
直
に
言
え
ば
、
私
自
身
も
部
落
差
別
問
題
を

学
ぶ
こ
と
に
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
。
差
別
問

題
に
真
剣
に
取
り
組
め
な
い
己
の
態
度
を
叱
責

さ
れ
、
ど
こ
ま
で
も
自
身
が
差
別
者
で
あ
る
こ

と
を
受
け
取
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
重
く
て

暗
い
も
の
を
背
負
っ
て
歩
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

と
、
部
落
差
別
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
、
直
結

さ
せ
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
被
差
別
部
落
の
方
々
と
の

交
流
を
通
し
て
感
じ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
自
分

た
ち
が
受
け
て
き
た
差
別
へ
の
怒
り
や
苦
し
み

を
、
私
た
ち
に
背
負
わ
せ
る
よ
う
な

重
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

不
勉
強
な
私
を
叱
責
す
る
こ
と
も
、

問
い
詰
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
研

修
の
度
に
感
じ
た
の
は
、
一
緒
に
差

別
を
無
く
し
て
い
こ
う
、
社
会
を
良

く
し
て
い
こ
う
、
と
い
う
願
い
で
あ
り
、
一
人

の
人
間
と
一
人
の
人
間
と
の
交
流
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
交
流
を
重
ね
る
内
に
、
差
別
問

題
に
取
り
組
む
方
々
の
真
剣
な
態
度
と
情
熱
に

感
化
さ
れ
、
私
は
差
別
問
題
を
意
識
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
ま
で
見
よ
う
と
も
し

て
こ
な
か
っ
た
も
の
に
目
を
向
け
、
耳
を
傾
け

る
う
ち
、新
た
な
疑
問
は
次
々
に
湧
い
て
く
る
。

自
分
は
差
別
に
出
会
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
、

差
別
と
は
何
か
、
宗
祖
は
差
別
と
ど
う
向
き
合

っ
て
き
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
問
題
に

応
え
て
い
く
も
の
が
真
宗
の
教
え
で
は
な
い
の

か
。
真
宗
の
教
え
を
本
気
で
聞
き
続
け
て
き
た

被
差
別
部
落
の
方
々
の
姿
を
通
し
て
、
部
落
差

別
問
題
を
学
び
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
自

身
の
中
の
真
宗
に
対
す
る
疑
い
が
消
え
る
の
を

感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歩
み
こ
そ
、

私
が
感
じ
た
部
落
差
別
問
題
を
学
ぶ「
楽
し
さ
」

で
あ
る
。

部
落
差
別
問
題
は
、個
人
の
問
題
で
は
な
い
。

多
く
の
仲
間
と
共
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
間
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
誰
も
が
興
味
を
持
っ
て
共
に
学
ん
で
い
け

る
こ
と
を
切
に
願
う
の
で
あ
る
。

（
教
化
推
進
要
員　

飯
田 

真
宏
）

④

大和川沿いの大阪・浅香地区をフィールドワークする研究生

講師の山本氏の案内で浅香の街をフィールドワーク

さ
る
十
月
一
日
か
ら
二
日
に
開
催
さ
れ
た「
教
区
解
放
運
動
推
進
要
員
現
地
研
修
」に
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
及
び
教
化
推
進
要
員
が
参
加
し
た
。

こ
の
た
び
の
現
地
研
修
で
は
、
山や

ま
も
と
よ
し
ひ
こ

本
義
彦
氏
（
部
落
解
放
同
盟
浅
香
支
部
顧
問
）、
上う
え
す
ぎ杉
聰
さ
と
し

氏
（
大
阪
市
立
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
特
別
研

究
員
）、
梯

か
け
は
し

良よ
し
ひ
こ彦
氏
（
本
願
寺
派
順
照
寺
副
住
職
）
の
三
氏
か
ら
、「
に
ん
げ
ん
の
街
を
目
指
し
て
」、「
歴
史
か
ら
見
た
浅
香
の
解
放
運
動
」、「
本

願
寺
派
に
お
け
る
解
放
運
動
の
取
り
組
み
〜
宗
法
改
定
を
通
し
て
〜
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
講
義
を
受
け
、
浅
香
地
区
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
リ
バ
テ
ィ
ー
お
お
さ
か
を
見
学
し
た
。

名
古
屋
教
区
で
は
、
組
か
ら
推
薦
さ
れ
た
解
放
運
動
推
進
要
員
を
中
心
と
し
た
取
り
組
み
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
今
、
あ
ら
た
め
て
「
な
ぜ

部
落
差
別
問
題
を
学
ぶ
の
か
」
に
つ
い
て
、
現
地
研
修
に
参
加
し
た
研
究
生
の
受
け
止
め
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

研究生報告
2012年10月１日〜２日

な
ぜ
部
落
差
別
問
題
を
学
ぶ
の
か
？

　
　

−

解
放
運
動
推
進
要
員 

大
阪
現
地
研
修
に
参
加
し
て

−
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見
て
い
な
い
け
れ
ど
も
あ
る「
差
別
」

今
回
は
、
浅
香
の
街
を
訪
れ
た
。
浅
香
の
街

に
到
着
し
、“
新
し
い
街
だ
な
あ
”
と
感
じ
た
。

こ
の
新
し
い
街
に
は
、
外
国
人
労
働
者
の
た
め

の
研
修
セ
ン
タ
ー
、在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
、
社
会
的
に
弱
い

立
場
に
陥
り
や
す
い
人
々
の
た
め
の
施
設
が
立

ち
並
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
街
に
生
ま
れ
変
わ
る

た
め
に
は
、
山
本
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
た
解
放

運
動
を
担
っ
た
人
々
の
情
熱
が
あ
っ
た
。
部
落

外
か
ら
の
差
別
だ
け
で
な
く
、
部
落
内
の
「
寝

た
子
を
起
こ
す
な
」
と
い
う
大
多
数
の
人
々
の

心
を
動
か
し
て
い
っ
た
結
果
が
、
こ
の
新
し
い

街
だ
っ
た
。

山
本
さ
ん
の
社
会
的
弱
者
と
共
に
歩
も
う
と

す
る
姿
は
、
御
同
行
・
御
同
朋
と
い
わ
れ
た
親

鸞
聖
人
の
姿
と
重
な
っ
た
。

（
第
七
期 

研
究
生　

安
部　

淳
）

今
回
初
め
て
浅
香
地
区
に
生
ま
れ
育
っ
た
方

の
話
を
ゆ
っ
く
り
聞
か
せ
て
頂
く
機
会
を
得

た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
浅
香
地
区
出
身
の
方

す
べ
て
が
解
放
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。

ま
た
、
今
回
は
浅
香
地
区
の
ご
住
職
の
話
も

懇
親
会
の
中
で
聞
い
た
。
地
域
に
密
着
し
て
い

る
が
ゆ
え
に
、
積
極
的
に
解
放
運
動
に
取
り
組

ん
で
い
る
人
と
、
解
放
運
動
へ
の
関
わ
り
に
躊

躇
し
て
い
る
人
と
の
狭
間
で
の
苦
労
話
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
い
た
。

元
来
「
部
落
差
別
」
と
聞
い
て
も
ピ
ン
と
き

て
い
な
か
っ
た
私
だ
が
、「
実
際
に
身
を
運
ん

で
現
地
の
方
の
話
を
聞
く
」
こ
と
の
大
切
さ
を

感
じ
た
。

（
第
七
期 

研
究
生　

小
嶋 

朋
大
）

こ
の
た
び
の
現
地
研
修
で
、
た
と
え
ば
鉄
道

の
改
札
口
も
利
用
頻
度
に
関
わ
ら
ず
被
差
別
部

落
側
に
は
造
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
を
実
際
に
身

を
運
ん
で
知
っ
た
。
講
義
だ
け
の
研
修
で
は
、

自
分
と
は
無
関
係
な“
ど
こ
か
遠
く
の
出
来
事
”

或
い
は
“
昔
の
出
来
事
”
と
し
て
感
じ
て
い
た

よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
れ
ま
で
、「
私
は
差
別
し
て
い
な
い
か
ら

私
に
は
関
係
な
い
」
こ
と
と
し
て
き
た
が
、
実

は
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
部
落

差
別
問
題
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
日
常

生
活
に
お
け
る
私
自
身
の
差
別
性
に
気
づ
か
さ

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

（
第
八
期 

研
究
生　

石
原 

唯
和
）

今
回
の
研
修
で
は
、
被
差
別
部
落
で
解
放
運

動
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
の
生
の
声
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
皆
さ
ん
に
共
通
し
て
い

た
の
は
、
部
落
解
放
運
動
を
決
し
て
諦
め
な
い

と
い
う
情
熱
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
真
剣

に
「
人
」
と
触
れ
合
い
、
向
き
合
う
と
い
う
こ

と
な
の
だ
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

今
回
の
研
修
で
出
会
っ
た
方
々
の
情
熱
が
、

深
く
私
自
身
の
中
に
響
い
た
よ
う
に
感
じ
た
。

今
後
も
引
き
続
き
、
多
く
の
方
々
と
出
会
っ
て

い
き
た
い
と
思
う
。

（
第
八
期 

研
究
生　

花
園 

盛
二
）

今
回
研
修
に
参
加
し
て
強
く
感
じ
た
の
は
、

差
別
す
る
側
か
ら
は
、
差
別
と
い
う
も
の
が
見

え
に
く
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
実
際
私
は
研

修
に
参
加
す
る
ま
で
、
部
落
差
別
の
歴
史
や

問
題
性
等
を
、
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い

た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
差
別
さ
れ
な
い
側
か
ら

の
傍
観
者
的
な
受
け
取
り
で
あ
る
と
気
づ
か
さ

れ
た
。
講
義
を
聞
き
、
浅
香
の
街
を
歩
く
こ
と

で
、
部
落
差
別
問
題
の
根
の
深
さ
と
広
さ
を
知

っ
た
。
ま
だ
ま
だ
我
々
は
部
落
差
別
か
ら
遠
い

と
こ
ろ
で
議
論
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を

教
え
ら
れ
た
。
教
え
ら
れ
、
知
ら
さ
れ
、
気
付

か
さ
れ
る
中
で
、
一
人
の
人
間
と
し
て
あ
ら
ゆ

る
差
別
か
ら
の
解
放
と
い
う
願
い
を
持
ち
続
け

て
い
く
。
そ
れ
が
つ
ま
り
「
部
落
差
別
問
題
を

学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
第
九
期 

研
究
生　

田
島　

晶
）

今
回
の
研
修
を
通
じ
て
、
日
頃
、
目
を
向
け

て
い
な
い
事
柄
や
知
ら
れ
て
い
な
い
様
々
な
状

況
や
問
題
が
、
常
に
私
の
周
り
に
も
沢
山
あ
る

こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

“
見
え
な
い
け
れ
ど
も
あ
る
”
で
あ
り
、“
見

て
い
な
い
け
れ
ど
も
あ
る
”。
こ
の
言
葉
と
大

阪
浅
香
地
区
の
大
和
川
河
川
敷
の
風
景
が
繋
が

り
、
そ
の
こ
と
が
一
番
印
象
に
残
っ
た
。

（
第
九
期 

研
究
生　

藤
原 

猶
誠
）

上杉氏の説明に聞き入る参加者
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は
じ
め
に

今
回
は
、
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
九
号
の

「
尾
張
の
お
講

−

中
島
郡
会
レ
ポ
ー
ト
」
で
触

れ
た
中
島
郡
会
の
五
日
講
を
、
再
び
取
り
上
げ

る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
五
日
講
は
中
島
郡
会
結

成
以
前
か
ら
あ
り
、
郡
会
結
成
の
母
体
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
実
は
史
資
料
が
乏

し
く
変
遷
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
今
年

に
入
っ
て
か
ら
の
調
査
で
、
昨
年
の
段
階
で
は

不
明
で
あ
っ
た
の
が
、
か
す
か
な
が
ら
分
か
っ

て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
度
新
た

に
得
ら
れ
た
知
見
を
交
え
て
、
も
う
少
し
詳
し

く
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
　

一　

御
消
息
に
つ
い
て

現
在
十
月
五
日
に
、
中
島
郡
会
一
宮
組
で
勤

め
ら
れ
る
五
日
講
の
法
要
で
は
、
厳
如
上
人
証

判
で
、「
尾
州　

中
嶌
郡　

海
東
郡　

海
西
郡

　

本
山
相
続　

五
日
講
中
」
宛
の
御
消
息
が
拝

読
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
宛
先
は
加
筆
修
正

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
は
五
日
講
に

宛
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
、

文
政
元（
一
八
一
八
）年
に
達
如
上
人
よ
り
、「
尾

州
中
嶋
郡
拾
一
ヶ
寺
卅
五
ヶ
村　

本
山
相
続　

五
日
講
中
」
へ
宛
て
ら
れ
た
、
先
代
乗
如
上
人

制
作
の
御
消
息
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
（
注 1
）。
残
念
な
が
ら
こ
の
御
消
息
自
体
は

現
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、今
こ
こ
で
、

『
真
宗
史
料
集
成　

第
六
巻
』（
同
朋
舎
出
版
）

の
「
大
谷
派
歴
代
消
息　

乗
如
集
」
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
御
消
息
記
録
を
参
考
に
、
復
元
し
て

み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
も
と
に
を
い
て
、
こ
の
た
ひ
講
を
と

り
む
す
ハ
れ
さ
ふ
ら
ふ
よ
し
、
法
義
相

続
の
も
と
ひ
と
神
妙
に
お
ほ
え
さ
ふ
ら

ふ
、
こ
れ
し
か
し
な
か
ら
、
生
死
を
は
な

れ
て
浄
土
に
往
生
せ
ん
か
た
め
の
会
合
な

れ
は
、
た
ゝ
法
義
を
か
ろ
〳
〵
し
く
こ
ゝ

ろ
え
て
、
い
つ
も
其
座
席
を
ふ
さ
く
は
か

り
の
風
情
に
て
は
な
に
の
所
詮
も
な
き
も

の
か
、
さ
れ
は
一
味
の
同
行
と
な
り
て
か

た
り
あ
ひ
ぬ
る
こ
と
は
、
か
り
そ
め
の
縁

に
て
ハ
あ
る
へ
か
ら
す
、
宿
世
の
ち
な
ミ

あ
さ
か
ら
さ
る
こ
と
な
れ
は
、
を
の
〳
〵

人
我
の
情
を
わ
す
れ
、
あ
ひ
た
か
ひ
に
信

心
の
有
無
を
沙
汰
し
て
、
お
な
し
く
一
味

の
安
心
に
住
し
、
真
実
報
土
の
往
生
を
証

得
す
へ
き
も
の
な
り
、
そ
れ
う
け
か
た
き

は
人
身
、
あ
ひ
か
た
き
ハ
仏
法
な
り
、
た

ま
〳
〵
仏
法
に
あ
ふ
こ
と
を
得
た
れ
と

も
、
末
法
の
い
ま
の
と
き
は
機
根
最
劣
に

し
て
、
自
力
修
行
の
門
は
か
な
ひ
か
た
き

か
ゆ
へ
に
、
い
そ
き
他
力
易
行
の
道
に
帰

す
へ
き
も
の
な
り
、
す
て
に
三
恒
河
沙
の

諸
仏
の
み
も
と
に
を
い
て
、
大
菩
提
心
を

お
こ
す
と
い
へ
と
も
、
自
力
か
な
は
す
し

て
久
遠
劫
よ
り
こ
の
か
た
生
死
に
流
転
し

て
、
か
ゝ
る
ま
よ
ひ
の
凡
夫
と
は
な
り
た

り
、
ま
た
こ
れ
よ
り
の
ち
も
、
う
つ
く
し

く
他
力
の
信
心
を
決
定
す
る
こ
と
な
く

は
、
い
つ
の
と
き
に
か
苦
界
を
い
て
は
つ

へ
き
や
、
ま
こ
と
に
な
け
き
て
も
な
を
あ

ま
り
あ
る
も
の
か
、抑
、当
流
聖
人
の
す
ゝ

め
ま
し
ま
す
他
力
の
信
心
と
い
ふ
ハ
、
雑

行
雑
修
自
力
な
ん
と
い
ふ
ひ
か
お
も
ひ
を

な
け
す
て
ゝ
、
か
ゝ
る
一
生
造
悪
の
あ
さ

ま
し
き
わ
れ
ら
こ
と
き
の
も
の
を
、
や
す

く
往
生
せ
し
め
ん
か
た
め
に
、
を
こ
し
た

ま
へ
る
弥
陀
の
本
願
の
あ
り
か
た
さ
よ
と

ふ
か
く
信
し
て
、
一
心
に
弥
陀
に
帰
命
し

た
て
ま
つ
れ
は
、
願
力
無
窮
に
ま
し
ま
す

か
ゆ
へ
に
、
罪
業
深
重
の
も
の
も
え
ら
ハ

れ
す
、
仏
智
無
辺
な
る
か
ゆ
へ
に
、
散
乱

放
逸
の
も
の
も
す
て
た
ま
ハ
さ
る
い
は
れ

あ
る
に
よ
り
て
、
六
趣
四
生
の
因
果
は
た

ち
ま
ち
に
消
滅
し
て
、
あ
ま
さ
へ
正
定
聚

不
退
の
く
ら
ゐ
に
住
し
、
万
善
万
行
恒
河

沙
の
功
徳
を
あ
た
へ
ま
し
ま
す
な
り
、
こ

の
こ
ゝ
ろ
を
、
経
に
は
、
令
諸
衆
生
功
徳

成
就
と
と
き
た
ま
へ
り
、
こ
れ
を
他
力
と

は
ま
う
す
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
、
さ
て
、

こ
の
信
す
る
こ
ゝ
ろ
も
、
念
す
る
こ
ゝ
ろ

も
、
仏
智
他
力
よ
り
を
こ
さ
し
む
る
と
こ

ろ
な
り
と
し
る
へ
し
、
さ
れ
は
か
ゝ
る
不

思
議
の
本
願
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
る
に
よ
り

て
、
や
す
く
往
生
を
と
く
へ
き
身
と
な
り

た
る
こ
と
を
つ
ね
に
よ
ろ
こ
ひ
た
て
ま
つ

り
て
、
仏
恩
報
謝
の
称
名
念
仏
せ
し
む
へ

き
な
り
、
こ
れ
す
な
は
ち
、
憶
念
弥
陀
仏

本
願
、
自
然
即
時
入
必
定
、
唯
能
常
称
如

来
号
、
応
報
大
悲
弘
誓
恩
と
い
へ
る
釈
文

の
こ
ゝ
ろ
に
も
か
な
ふ
へ
き
も
の
な
り
、

あ
な
か
し
こ
〳
〵

　
〔
右
如
乗
如
上
人
文
可
有
信
心
決
定
事

　

肝
要
也
〕

十
一
月
十
二
日

　

文
政
元
年　
　
　
　
　
〔
達
如 

判 

〕

　

尾
州
中
嶋
郡
拾
一
ヶ
寺
卅
五
ヶ
村

本
山
相
続　
　

五
日
講
中

※
〔　

〕
部
は
推
定

こ
れ
以
外
に
も
尾
張
に
存
在
す
る
五
日
講
に

下
付
さ
れ
た
御
消
息
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

中
島
郡
全
域
に
わ
た
る
よ
う
な
広
域
の
五
日
講

に
下
付
さ
れ
た
も
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
他
に
見

出
さ
れ
な
い
（
注 2
）。
こ
こ
に
あ
る
「
中
嶋
郡

拾
一
ヶ
寺
卅
五
ヶ
村
」
が
具
体
的
に
ど
の
範
囲

な
の
か
は
特
定
で
き
な
い
が
、
規
模
を
考
え
る

と
、
現
在
の
中
島
郡
会
が
こ
の
中
島
郡
五
日
講

の
流
れ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
尾
張
の
お
講−中

島
郡
会
五い

つ

日か

講こ
う

−

尾張の真宗史

§
§
§
§
§
§§

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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§
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§
§
§
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§
§
§
§
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§
§
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二　

法
要
・
寄
合
に
つ
い
て

さ
て
、中
島
郡
会
に
は
全
体
で
取
り
組
む「
郡

会
」
と
各
組
ご
と
の
「
小
会
」
が
あ
り
、
五
日

講
は
現
在
一
宮
組
の
小
会
法
要
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
全
体
で
も
五
日

講
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
前

回
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し

て
、
今
回
改
め
て
稲
沢
市
祖
父
江
町
の
来
遊
寺

住
職
・
長
崎
誠
氏
に
話
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
次

の
よ
う
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

・
五
日
講
は
も
と
も
と
中
島
郡
会
全
体
の
寄

合
、
法
要
で
あ
っ
た
。

・
毎
年
十
月
五
日
（
の
ち
に
十
一
月
五
日
）

に
大
寄
合
が
あ
り
、
各
組
持
ち
回
り
で
会

所
を
つ
と
め
た
。

・
大
寄
合
は
本
山
報
恩
講
お
待
ち
受
け
の
意

味
合
い
が
あ
り
、
お
取
り
持
ち
の
こ
と
が

話
し
合
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
来
遊
寺
門
徒
で
中
島
郡
会
山
崎
組

の
渡
辺
廣
行
氏
が
所
持
す
る
、
昭
和
三
七
年
九

月
に
作
成
さ
れ
た
、「
第
二
十
八
組
祖
父
江
上

組
同
行
」
に
よ
る
中
島
郡
会
記
録
帳
に
は
、

此
命
日
ヲ
期
シ
テ
僧
俗
共
ニ
協
力
シ
五

日
講
ヲ
結
ビ
各
有
力
者
ニ
テ
勤
修
サ
レ

マ
ス
又
是
ニ
從
ヒ
テ
郡
下
僧
俗
共
ニ
相

談
ノ
上
毎
月
一
回
ヅ
ヽ
各
組
ヲ
順
序
ニ

郡
會
ノ
法
話
ヲ
催
ス
可
事
ヲ
誓
フ
ト
ノ

傳
説
ヲ
守
リ
マ
ス

※
写
真
参
照

と
し
て
、
昭
和
十
四
年
か
ら
の
、
山
崎
組
北
部

地
域
が
担
当
し
た
際
の
会
所
名
が
記
さ
れ
て
あ

る
（
注 3
）。
こ
れ
を
見
る
と
、
そ
も
そ
も
は
中

島
郡
会
と
し
て
五
日
講
の
寄
合
が
毎
月
も
た

れ
（
日
に
ち
は
不
定
）、
そ
の
上
で
本
山
報
恩

講
前
に
大
寄
合
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
会
所
名
は
す
べ
て
寺
院
で
あ
る
の

で
、
各
組
の
地
元
寺
院
を
順
番
に
回
っ
て
い
た

様
子
が
見
て
と
ら
れ
る
が
、
平
成
十
四
年
十
月

二
九
日
の
妙
用
寺
を
最
後
に
記
録
が
終
わ
っ
て

お
り
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
あ
た
り
で
毎
月
の
寄

合
は
な
く
な
り
、
年
一
回
の
大
寄
合
も
形
を
変

え
、
一
宮
組
の
法
要
と
し
て
の
み
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
　

む
す
び
に
か
え
て

中
島
郡
会
の
各
組
の
小
会
法
要
で
は
、
現
如

上
人
下
付
の
教
如
上
人
御
影
が
奉
掛
さ
れ
る
。

五
日
講
の
名
称
は
教
如
上
人
の
命
日
に
ち
な
ん

だ
も
の
で
あ
り
、
中
島
郡
五
日
講
に
教
如
上
人

に
関
す
る
何
ら
か
の
由
緒
が
あ
っ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
伝
承
が

な
い
。
た
だ
、
明
年
上
人
の
四
百
回
忌
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
尾
張
地
域
に
も
教
如
上
人
ゆ
か

り
の
講
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要

は
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
以
前
は
中
島
郡
会
に
お

い
て
毎
月
こ
の
寄
合
が
も
た
れ
、
そ
れ
が
本
山

護
持
活
動
の
基
盤
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
踏
ま

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
、
今
の
よ
う
な
形
に
な
る
前
の
一
宮
組

の
小
会
に
関
す
る
疑
問
が
残
る
。
当
然
他
の
組

と
同
じ
よ
う
に
一
宮
組
で
も
法
要
が
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
具
体
的
な
姿
に
つ

い
て
の
記
録
等
は
ま
だ
目
に
し
て
い
な
い
。
皆

様
か
ら
の
御
教
示
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ

る
。

（
研
究
員　

小
島　

智
）

注1　

七
九
号
で
は
、
こ
の
御
消
息
に
つ
い
て
、
文
政

元
年
に
乗
如
上
人
よ
り
下
付
さ
れ
た
と
し
て
し
ま

っ
た
が
、
乗
如
上
人
は
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年

に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
訂

正
し
て
お
く
。

注2　
『
真
宗
史
料
集
成　

第
六
巻
』「
大
谷
派
歴
代
消

息
」、『
名
古
屋
別
院
史　

史
料
編
』（
真
宗
大
谷

派
名
古
屋
別
院
発
行
）「
尾
張
国
下
付
御
消
息
一

覧
表
」
参
照
。

注3　

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
「
古
帳
ニ
有
記
ス
」
と

あ
り
、
他
に
も
記
録
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

東
本
願
寺
分
離
本
山
主

十
二
代
目

慶
長
十
九
年
十
月

五
日
還
化
五
十
七
才

教
如
上
人

§
§
§
§
§
§§
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研
究
生
報
告

永
代
経
総
経
奉
仕
団
に
参
加
し
て

真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
で
春
と
秋
の
彼
岸

中
に
厳
修
さ
れ
る
「
永
代
経
総
経
」
に
併
せ
、

今
年
か
ら「
永
代
経
総
経
奉
仕
団
」が
始
ま
っ
た
。

二
泊
三
日
と
一
泊
二
日
の
コ
ー
ス
が
選
択
で
き
、

忙
し
い
人
で
も
個
人
で
奉
仕
団
に
参
加
で
き
る

と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
参
加
さ
せ
て
頂
い
た
。

申
し
込
ま
れ
た
方
々
は
、
ほ
と
ん
ど
が
奉
仕

団
に
参
加
す
る
の
が
初
め
て
の
方
ば
か
り
だ
っ

た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
緊
張
し
て
、
ぎ
こ
ち
な

い
座
談
会
で
は
あ
っ
た
が
、
補
導
さ
ん
の
導
き

と
、
真
宗
本
廟
と
い
う
場
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
段
々
と
打
ち
解
け
て
き
た
。
そ
し
て
、「
親

が
亡
く
な
り
、
お
内
仏
の
お
給
仕
を
ど
う
し
て

い
い
の
か
分
か
ら
ず
、
お
寺
に
足
を
運
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
る
と
、
多

く
の
方
が
共
感
し
、
そ
の
う
ち
に
、
知
ら
な
い

人
ば
か
り
だ
か
ら
こ
そ
、
日
頃
は
話
せ
な
い
よ

う
な
心
の
内
を
語
り
出
す
方
も
い
て
、
と
て
も

有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。

帰
り
際
に
は
、
昨
日
初
め
て
会
っ
た
ば
か
り

と
は
思
え
な
い
ほ
ど
仲
良
く
な
り
、
こ
う
い
う

出
会
い
の
場
が
、
も
っ
と
多
く
の
方
に
提
供
で

き
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
と
強
く
感
じ
た
。

（
第
七
期 

研
究
生 

安
部　

淳
）



■名古屋教区・名古屋別院ホームページ［お東ネット］http://www.ohigashi.net/　■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.inochikirakira.com/

教化センター日報
2012年9月～11月

 ９月７日 教化研究
  「真宗儀式の教相（第10回）」（竹橋太氏）
  研究業務・「平和展」学習会
 １０日 ＨＰリニューアル会議
 １１日 ＨＰ「お東ネット」会議
 １４日 研究生・実習
  「真宗門徒講座（釈尊伝⑤）」
 ２１日 研究生学習会「現代社会と真宗教化」
  （パネルディスカッションをしてみよう）

 ２０日 ＨＰリニューアル会議
 ２６日 研究生・教化研究
  「第1回 伝道スタッフ養成講座」参加
 ２８日 研究業務・「平和展」学習会
 １０月１日～２日 解放運動現地研修
 ９日 研究業務・
  「自死遺族のわかちあいの会」後援
  研究業務・「平和展」学習会
 １２日 研究生学習会「教団問題と私」
 １５日 ＨＰ「お東ネット」会議
 １７日 ＨＰリニューアル会議
 １９日 研究生・実習
  「真宗門徒講座(釈尊伝⑥)」
 ２２日 研究業務・お講調査 

  法閑寺門徒服部家
 ２６日 研究生学習会
  「現代社会と真宗教化」
  （パネルディスカッションをしてみよう）
  研究業務・「平和展」学習会
 ２８日 研究業務・お講調査　聯芳寺
 １１月５日 解放運動研修
 ６日 ＨＰリニューアル会議
 ９日 研修生学習会
  「私にとっての教団問題」
  研究業務・「平和展」学習会
 １５日 研究生・実習
  「真宗門徒講座（釈尊伝⑦）」　
 ２１日 ＨＰ「お東ネット」会議

公開講座のご案内 （ 聴講に費用はかかりません。）　 お気軽にご参加ください。

◆研究生教化研修 
　「真宗儀式の教相（第１１回）」 ※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

2013 年 4月12日㈮
名古屋教務所１階　議事堂

期日
会場

お知らせ
○２０１２年１２月２９日（土）から２０１３年１月５日（土）（冬期休暇）、２月７日
（木）～８日（金）（職員研修）のため、教化センターを閉館させていただきます。

○２０１３年２月１日（金）から１５日（金）までの期間、教化センターの蔵書・資料
の整理を行います。この期間は、書籍・視聴覚資料などの貸し出しを停止させて
いただきます。借り受け中の方は、１月３１日（木）までにご返却ください。

■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～

《編集子雑感》
　葛飾柴又に帰ってきた寅さんが、団子屋裏の印刷工
場に顔を出し「ヨッ、労働者諸君！景気はどうだい？」と声を
かける。「相変わらずひでえもんよ」と応じるのはタコ社長。
48作の映画の中で景気はいつも悪かったような気がする。
この後、お決まりの喧嘩が始まるのだが、何とも言えない
哀愁と心の豊かさが窺える。年末の政権交代に込められ
た「景気回復」の向こう側に見え隠れする改憲・国防軍
はどうだろうか。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が
起ることのないようにすることを決意し」という憲法前文の
誓いと寅さんに漂う心の豊かさを大切にしたい。

（Ｋ）

ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます

　教化センターでは、現代社会が抱える諸問題と真宗教化の接点を
探っている。中でも、自死でご家族等を亡くされた方々に対し、どのよう
な支援が望まれているかについて、宗教・宗派を超えて自死問題に取
り組んでいる「いのちに向き合う宗教者の会」を後援し、その関わりの
中で情報収集、模索を続けている。
　大切な人(家族、恋人、友人等)が自死で亡くなり、哀しい思いをされ
ている方や、自身を責め、苦しみを内に秘めている方、世間の心無い
言葉や態度に辛く悔しい思いをされている方が、安心して亡き人を偲
ぶことのできる場を開きたいという願いのもと、『いのちに向き合う宗教
者の会』主催による自死者追悼法要「いのちの日　いのちの時間」が
名古屋別院対面所にて勤められた。
　40名程の参加者から事前に記入頂いた、亡き人へのメッセージを
御尊前に奉納し、各宗派の特色を合わせた法要が営まれた。また、法
要後は僧侶スタッフを含む数名のグループに分かれての茶話会を開
き、法要を終えて感じたことなどを語り合った。
　感謝の言葉が綴られたアンケートの回答からは、仏さまの前に座っ
て儀式の進行に身を委ね、心のままに思い、語り合うことのできる場

が、自死遺族にとってどれほど大切な場であるかを知らされる。それは
同時に、参列者の日常生活では亡き人を偲び、涙を流すことすら許さ
れない過酷な状況が推察される。
　毎年12月に勤められているこの法要は、今年で4回目を迎えた。
様々な事情から年忌法要を営むことのできない方もいる。また、恋人を
亡くした場合には、年忌法要やお墓にもお参りできない。そういった
方々にとっても、年に一度のこの法要は、時の流れだけでは癒されな
い深い悲しみ、感情、いのちに向き合うことのできる“場”となっているの
だろう。そして、僧侶と自死遺族が、ともに救われていく道を探し続ける
“場”でもあるのだろう。

（教化センター研究員　前田 健雄）

INFORMATION

現代社会と真宗教化 報告

いのちに向き合う宗教者の会 主催　名古屋教区教化センター 後援

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

自死者追悼法要
「いのちの日 いのちの時間」

（2012年12月7日　於対面所）

法要後に行われる茶話会のリハーサルを行う各宗派の僧侶
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