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No.85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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越
中
五
箇
山
に
は“
赤
尾
の
道ど

う

宗し
ゅ
う

”を
開
基

と
す
る
行
徳
寺
が
あ
る
。二
十
五
年
前
、新
婚

旅
行
で
訪
れ
た
地
で
、お
も
し
ろ
い
開
基
の

御
影
像
に
出
会
っ
た
。坐
っ
て
い
る
の
で
な

く
、四
十
八
本
の
割
木
を
本
願
に
な
ぞ
ら
え

て
、そ
の
上
に
臥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。蓮
如

上
人
か
ら
聴
聞
し
た
御
法
を
不
法
懈
怠
に
睡ね

眠む

っ
て
し
ま
っ
て
は
も
っ
た
い
な
い
と
、わ

ざ
わ
ざ
割
木
を
敷
い
て
睡
眠
ら
ぬ
よ
う
に
し

た
逸
話
を
も
と
に
彫
ら
れ
た
と
い
う
。こ
れ

に
は
、か
の
棟む

な

方か
た

志し

功こ
う

も
感
動
し「
後
生
の
一

大
事
、命
あ
ら
ん
限
り
、油
断
あ
る
ま
じ
き

事
」の
文
言
を
添
え
、一
刀
版
画
を
遺
し
て
い

る
。先

日
、そ
の
五
箇
山
地
方
へ
研
究
生
と
研

究
員
が
、そ
の
地
に
息
づ
く
念
仏
道
場
の
歴

史
を
訪
ね
に
参
っ
た
。

そ
の
道
場
を『
無
量
寿
経
』に
は
、

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

仏ぶ
つ

の
そ
の
道
場
樹
は
、高
さ

四
百
万
里
な
り
。（
中
略
）こ
の
樹き

を

見
る
も
の
、三さ

ん
ぼ
う法

忍に
ん

を
得う

。一
つ
に
は

音お
ん
こ
う響

忍に
ん

、二
つ
に
は
柔

に
ゅ
う
じ
ゅ
ん順

忍に
ん

、三
つ
に
は

無む
し
ょ
う
ぼ
う

生
法
忍に

ん

な
り
。

（
聖
典
三
十
五
頁
）

と
あ
る
。安
楽
国
土
の
荘
厳
で
あ
る「
道
場

樹
」と
は
、灼
熱
の
炎
天
下
、人
生
の
道
中
に

疲
弊
し
た
人
々
が
、不
安
立
の
身
を
清
陰
の

樹
下
に
寄
せ
て
、先
に
身
を
寄
せ
て
い
た
先

師
・
先
輩
の
語
る
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
、皆

が
歩
ん
で
き
た
人
生
の
来
し
方
を
振
り
返
る

場
で
あ
る
。そ
し
て
、我
が
人
生
の
行
く
末
を

志
願
し
憶
念
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。

寄
ら
ば
大
樹
の
陰
と
い
う
が
、清
陰
の
樹
下

は
、ま
さ
に
人
生
の
寄
る
辺
な
の
で
あ
る
。

そ
の
道
場
樹
の
梢
に
風
が
吹
き
渡
る
と

き
、樹
木
の
葉
が
裏
を
見
せ
、表
を
見
せ
光
り

輝
き
乱
転
す
る
。何
か
そ
こ
に
は
ハ
ッ
と
息

を
呑
む
よ
う
な
転
調
を
伴
っ
た
楽
曲
が
、聞

こ
え
て
き
そ
う
な
感
じ
が
す
る
。ち
ょ
う
ど

そ
れ
は
、人
の
不
安
と
悲
し
み
の
三
塗
苦
難

の
声
が
、先
師
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
自じ

然ね
ん

に

快け

楽ら
く

音お
ん

と
転
じ
ら
れ
る
の
に
等
し
い
。こ
れ

を「
音
響
」と
い
う
。

不
安
と
悲
し
み
の
原
因
を
、自
分
勝
手
に

分
析
せ
ず
、仏
の
教
え
に
順し

た
が

い
本
願
に
聞
い

て
い
く
。そ
の
姿
勢
を「
柔
順
」と
い
う
。聞
法

に
よ
っ
て
の
み
、悲
し
み
の
根
源
的
原
因
を

知
ら
さ
れ
、思
い
通
り
に
な
ら
な
い
現
実
の

中
に
あ
っ
て
も
自
分
の
位
相
を
知
ら
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
た
ち
は
本
願
に
自
己
を
聞
き
訪

ね
る
と
い
い
な
が
ら
、不
安
と
悲
し
み
に
苦

悩
す
る
自
と
、苦
悩
さ
せ
る
他
と
、苦
悩
の
現

実
を
二
つ
に
分
け
て
見
て
し
ま
う
。自
ら
を

是
・
他
を
非
、自
ら
を
賢
・
他
を
愚
と
判
断

し
て
い
る
。二
つ
に
仕
分
け
て
し
か
見
る
こ

と
の
で
き
ぬ
私
だ
っ
た
と
知
ら
せ
る
、そ
の

は
た
ら
き
を「
無
生
法
忍
」と
い
う
の
で
は
な

い
か
。仕
分
け
る
必
要
の
な
い
水
平
の
大
地

に
道
場
樹
は
そ
び
え
建
つ
。ど
こ
に
い
て
も
、

遠
く
離
れ
て
い
よ
う
と
も
、間
近
に
い
よ
う

と
も
如
来
は
私
を
摂
取
し
て
捨
て
る
こ
と
は

な
い
。

よ
く
よ
く
憶
え
ば
二
十
五
年
間
、不
法
懈

怠
を
生
き
て
き
た
私
を
道
場
樹
と
連
れ
合
い

は
案
じ
つ
づ
け
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹
　
荒
山 

淳
）
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本
尊
は
荘
厳
だ
ろ
う
か

「
本
尊
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、「
本
尊
が

荘
厳
で
あ
る
」
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
、
少

し
抵
抗
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。「
荘
厳
」
と

い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、『
阿
弥
陀
経
』
で
述

べ
ら
れ
る
七
宝
の
池
な
ど
の
「
功
徳
荘
厳
」
や
、

『
浄
土
論
』
の
二
十
九
種
の
「
荘
厳
功
徳
」
な

ど
と
し
て
出
て
き
ま
す
。こ
の
よ
う
な
荘
厳
は
、

は
る
か
遠
く
に
あ
る
浄
土
と
い
う
世
界
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
表
現
そ
の
も
の
が
は

た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
功
徳
と

い
う
言
葉
で
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。『
浄
土
論
』

の
中
で
は
浄
土
の
衆
生
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の

主
と
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
は
荘
厳
の
一
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
教
え
で
は
、
法
蔵
菩
薩
が
五
劫

に
及
ぶ
長
い
思
惟
を
経
た
後
に
、
四
十
八
の
誓

願
を
建
て
そ
れ
を
成
就
し
て
「
極
楽
浄
土
」
を

建
立
し
た
と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
受
け
、「
私
も
そ
の
道
を
歩
む
の
だ
」
と

い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
の
で
す
が
、
浄
土
真

宗
の
教
え
か
ら
見
れ
ば
、
私
た
ち
は
救
わ
れ
る

側
に
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
、「
自

と
他
を
生
き
る
」「
善
悪
を
生
き
る
」「
生
死
を

生
き
る
」
存
在
で
す
。
私
た
ち
は
常
に
自
と
他

と
に
分
け
、
自
分
で
自
分
を
評
価
し
、
善
と
思

わ
れ
る
方
向
に
向
か
お
う
と
し
ま
す
。
私
た
ち

は
そ
う
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
し
、
こ
れ

以
外
に
は
人
間
の
あ
り
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏

教
を
学
ん
で
も
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と

を
私
た
ち
に
知
ら
せ
る
た
め
に
表
現
と
な
っ
た

仏
の
覚
り
（
証
）
が
本
尊
で
あ
り
、
浄
土
、
つ

ま
り
そ
の
荘
厳
な
の
で
す
。

本
尊
は
コ
ト
か
モ
ノ
か

従
来
か
ら
「
本
尊
と
は
モ
ノ
で
は
な
い
、
コ

ト
で
あ
る
」、
と
か
、「
本
尊
と
は
ハ
タ
ラ
キ
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
つ
ま
り
、
仏
像
や
名
号
の
軸
と
い
う
も
の

が
そ
の
ま
ま
本
尊
な
の
で
は
な
く
て
、
南
無
す

る
私
が
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
尊
と
成
る
、
つ

ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
が
本
尊
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
あ
る
い
は
そ
う
い
う
こ
と
を
起
こ
す

は
た
ら
き
こ
そ
が
本
尊
で
あ
り
、
そ
れ
が
南
無

阿
弥
陀
仏
の
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
大
事
な
指

摘
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
形
と
な
っ
た
も

の
を
本
尊
で
は
な
い
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
言

い
過
ぎ
で
、
そ
れ
で
は
何
か
大
事
な
こ
と
を
損

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

釈
尊
の
覚
り
（
証
）
の
内
容
で
あ
る
本
願
力

や
真
如
と
い
う
よ
う
な
形
の
な
い
も
の
が
、
形

と
な
っ
た
、
そ
れ
が
荘
厳
な
の
で
す
。
そ
の
時

に
、
形
の
な
い
「
ハ
タ
ラ
キ
」
の
方
が
本
尊
の

実
体
で
あ
っ
て
、
形
の
あ
る
「
モ
ノ
」
は
本
尊

で
は
な
い
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
は
た
ら
き
・

形
つ
ま
り
無
形
・
有
形
と
い
う
二
項
対
立
・
分

別
に
陥
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
二
つ
は
並
立
し

て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
形
の
あ
る
「
モ

ノ
」
は
、
形
の
な
い
「
ハ
タ
ラ
キ
」
が
形
と
な

っ
た
、
つ
ま
り
そ
の
「
ハ
タ
ラ
キ
」
の
現
わ
れ

で
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
受
け
取
り
が
大
切

で
す
。
そ
の
形
以
外
に
は
真
如
と
い
う
も
の
は

存
在
し
な
い
わ
け
で
す
。
形
が
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
形
の
な
い
実
体
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
形
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
実
体
が
な

い
の
で
す
。
そ
れ
が
形
と
な
る
、
ど
ん
な
形
に

で
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ど
う
に
も
私
た
ち
は
二
元
的
表
現
に
依
ら
な

け
れ
ば
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
人
間
の
思

考
の
限
界
で
あ
る
わ
け
で
す
。
形
が
な
い
「
ハ

タ
ラ
キ
」
と
い
う
も
の
と
考
え
て
し
ま
う
の
で

す
。
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
も
二
元
論
に
堕
ち

て
い
き
ま
す
か
ら
、「
表
現
と
し
て
形
を
と
る
、

そ
し
て
そ
れ
以
外
に
は
何
も
存
在
し
な
い
」
と

い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
イ
メ
ー
ジ
を
理
解

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
か
ら
今
ま
で
本
尊
と
は「
コ
ト
」

で
あ
る
、「
ハ
タ
ラ
キ
」
で
あ
る
、
と
い
う
言

葉
で
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
に
ま

で
な
っ
た
、「
モ
ノ
」
に
ま
で
な
っ
た
真
如
の

は
た
ら
き
を
、
二
元
論
的
に
、
つ
ま
り
善
悪
で

否
定
し
て
は
台
無
し
な
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

「
ハ
タ
ラ
キ
」
が
浄
土
と
い
う
表
現
と
な
り
形

と
な
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
返
す
必
要
が
あ
る

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
本
尊
は
「
コ
ト
」
で
あ

っ
て
、
さ
ら
に
「
モ
ノ
」
と
も
な
っ
て
い
る
の

で
す
。「
コ
ト
」
だ
け
を
言
っ
て
い
て
は
、
お

寺
や
教
団
、
儀
式
と
い
っ
た
形
の
根
拠
は
存
在

し
な
い
事
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち

の
世
界
の
仏
前
の
お
荘
厳
も
同
じ
で
す
。
そ
し

て
、儀
式
に
お
け
る
感
動
や
新
た
な
感
覚
を“
本

願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
い
る
”
と
、
教
え
に

よ
っ
て
確
か
め
て
い
く
。
そ
う
い
う
方
向
を
儀

式
執
行
の
場
で
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
「
本
尊
も
荘
厳
だ
」
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
法
華
経
』
を

極
め
た
人
？

比
叡
山
延
暦
寺
は
天
台
の
学
場
と
し
て
『
法

華
経
』
を
学
ぶ
と
こ
ろ
で
す
。
天
台
宗
の
教
義

の
骨
子
は
、『
法
華
経
』
と
龍
樹
の
『
中
論
』

と
い
う
「
空
」
の
教
え
で
す
。
ま
た
密
教
と
い

う
要
素
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
他
に
聖
徳
太
子

信
仰
と
い
う
背
景
を
持
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖

人
が
聖
徳
太
子
信
仰
を
得
た
の
は
比
叡
山
だ
と

第 11 回

講 義 抄 録
2013年４月12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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い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
伝

説
で
は
、
十
九
歳
、
二
十
八
歳
、
二
十
九
歳
と
、

三
回
も
夢
告
と
い
う
か
た
ち
で
聖
徳
太
子
に
導

か
れ
て
い
ま
す
。

よ
く
「
親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
を
棄
て
た
」
と

言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
聖
徳
太
子
に

導
か
れ
た
聖
人
の
生
涯
を
見
れ
ば
、
棄
て
た
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
比
叡
山
で
得
た
も
の
を
身

の
一
部
に
し
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
『
法

華
経
』を
一
度
も
引
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら“
棄

て
た
”
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
逆
に
非
常
に
影
響

力
の
強
い
『
法
華
経
』
を
、
一
度
も
引
用
せ
ず

に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、『
法
華
経
』
を

熟
知
し
て
い
な
い
と
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
親
鸞
聖
人
は
『
法
華
経
』

を
評
価
し
た
り
、
棄
て
た
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
せ
ん
。「
私
は
自
力
で
救
わ
れ
る
機
で
は

な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
ま
す
が
、「
自

力
の
教
え
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
は
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
な
い
の
で
す
。
仏
説
を
批
判
さ
れ
る
よ

う
な
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
時
・
機

の
問
題
と
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ど
う
し
て
も
我
々
は
、
善
悪
で
物
事
を
見
て

し
ま
い
ま
す
か
ら
、
自
力
が
駄
目
で
他
力
が
善

い
と
い
う
よ
う
な
判
断
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
だ
と
仏
教
の
教
え
も
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば

も
、
聞
こ
え
て
き
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
が
『
法
華
経
』
を
引
用
し
て
作
成

さ
れ
た
の
が
次
の
和
讃
で
す
。

　

久く

遠お
ん

実じ
つ

成じ
ょ
う

阿あ

弥み

陀だ

仏

　
　

五
濁じ

ょ
くの

凡ぼ
ん

愚ぐ

を
あ
わ
れ
み
て

　
　

釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

仏
と
し
め
し
て
ぞ

　
　

迦が

耶や

城じ
ょ
うに
は
応
現
す
る

『
浄
土
和
讃
』

「
諸
経
の
こ
こ
ろ
に
よ
り
て 

弥み

陀だ

和わ

讃さ
ん

」

（
真
宗
聖
典
四
八
六
頁
）

「
久
遠
実
成
」、「
迦
耶
城
に
応
現
」
と
い
う

よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
る
背
景
に
は『
法
華
経
』

が
存
在
し
て
い
ま
す
。
本
来
天
台
宗
で
は
、「
久

遠
実
成
釈
迦
牟
尼
如
来
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ

は
天
台
宗
の
第
六
祖
の
湛た

ん

然ね
ん

の
こ
と
ば
で
す

が
、『
法
華
経
』
の
「
如
来
寿
量
品
」
の
有
名

な
「
自
我
偈
」（
日
蓮
聖
人
が
『
法
華
経
』
の

眼
目
と
い
っ
た
経
文
で
す
）に
依
っ
て
い
ま
す
。

「
久
遠
実
成
」
と
は
、
釈
迦
は
三
十
五
歳
で

覚
り
を
開
い
た
の
で
は
な
く
、
永
遠
の
過
去
か

ら
の
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
で
す
。
大
乗

仏
教
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
と
関
係
が
あ
り
ま

す
。
大
乗
仏
教
は
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
ら
れ

た
後
に
現
れ
た
教
え
で
す
か
ら
、無
仏
の
世
に
、

人
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
仏
に
あ
う
こ
と
が
で

き
る
か
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

歴
史
的
に
は
他
方
国
土
で
仏
に
あ
う
と
い
う

表
現
が
先
行
し
ま
し
た
。『
無
量
寿
経
』
も
そ

の
系
譜
に
連
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
今

こ
こ
に
“
法
”
と
し
て
お
釈
迦
さ
ま
は
い
ら
っ

し
ゃ
る
」
と
い
う
教
え
を
展
開
し
た
の
が
『
法

華
経
』
な
の
で
す
。
こ
れ
は
と
て
も
画
期
的
な

教
え
な
の
で
す
。

　

弥み

陀だ

成じ
ょ
う
ぶ
つ
仏
の
こ
の
か
た
は

　
　

い
ま
に
十じ

っ

劫こ
う

と
と
き
た
れ
ど

　
　

塵じ
ん

点で
ん

久く

遠お
ん

劫ご
う

よ
り
も

　
　

ひ
さ
し
き
仏ぶ

つ

と
ぞ
み
え
た
ま
う

『
浄
土
和
讃
』「
大

だ
い
き
ょ
う
の
こ
こ
ろ

経
意
」

（
真
宗
聖
典
四
八
三
頁
）

こ
れ
も
『
法
華
経
』
に
依
る
わ
け
で
す
。「
讃

阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
で
は
「
い
ま
に
十
劫
を
へ

た
ま
え
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
じ
つ
は
そ
れ
以

前
、
久
遠
実
成
の
釈
尊
の
成
仏
し
た
「
塵
点
久

遠
劫
（
と
て
も
と
て
も
長
い
時
間
）」
よ
り
も
、

さ
ら
に
以
前
に
阿
弥
陀
さ
ま
が
成
仏
さ
れ
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
法
華
経
』
の
「
久
遠
実
成
釈

迦
牟
尼
仏
」
か
ら
、
さ
ら
に
「
久
遠
実
成
阿
弥

陀
仏
」と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
仏
で
あ
る
所
以
を
、
阿
弥
陀
と

い
う
は
た
ら
き
に
展
開
さ
れ
た
の
が
親
鸞
聖
人

の
理
解
で
す
。『
法
華
経
』
を
よ
く
知
ら
な
け

れ
ば
こ
ん
な
和
讃
は
書
け
ま
せ
ん
。

浄
土
真
宗
の
儀
式
は“
凡
夫
の
儀
式
”

『
法
華
経
』
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
一
切
諸
仏

の
本
体
で
あ
る
と
す
る
「
釈
尊
本
仏
論
」
で
す
。

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀
仏
を
本
尊
と
し

ま
す
。
で
は
、
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
世

間
一
般
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
決
定
的
な
違
い
は
、
親

鸞
聖
人
の
場
合
、「
こ
の
身
で
は
救
わ
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。『
法
華
経
』
で
は
此
の
土

で
の
覚
り
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。

我
々
は
何
か
を
祈
願
し
て
手
を
合
わ
せ
る
と

き
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
の
欲
望
に
手
を

合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自

分
の
世
界
を
、
自
分
の
思
う
通
り
に
生
き
よ
う

と
い
う
私
た
ち
の
姿
で
す
。
そ
う
い
う
欲
望
を

か
な
え
る
対
象
と
し
て
、
仏
さ
ま
を
自
分
の
中

に
取
り
込
ん
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
善
し
悪
し
で
は
な
く
て
、
人
間
と
は
基
本

的
に
、そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。そ
し
て
、『
法

華
経
』
の
教
え
は
そ
う
い
う
形
で
、
人
間
に
引

き
込
ま
れ
や
す
い
性
質
を
も
っ
て
い
ま
す
。
日

蓮
宗
系
に
お
い
て
は
「
日
蓮
本
仏
論
」
を
説
く

門
流
も
あ
る
の
で
す
。
さ
ら
に
は
「
凡
夫
本
仏

論
」
ま
で
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
も
「
あ
の
先
生
は
凄
い
人
だ
」
と
、

本
仏
に
仕
立
て
ま
す
。「
あ
の
先
生
の
話
は
す

ば
ら
し
い
。
あ
な
た
わ
か
ら
な
い
の
？
」
と
な

れ
ば
、
そ
う
言
っ
て
い
る
自
分
は
先
生
と
ひ
と

つ
と
な
り
、
自
身
も
本
仏
に
な
っ
て
人
を
見
下

し
て
い
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
と
言

葉
を
尽
く
し
て
浄
土
真
宗
の
体
系
を
築
か
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
が
執
行
す
る
仏
事
は
、あ
く
ま
で“
凡

夫
の
仏
事
”
で
す
。
世
間
一
般
の
人
か
ら
す
れ

ば
、
お
坊
さ
ん
が
読
経
す
る
姿
は
、
浄
土
真
宗

も
他
の
宗
派
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見

え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
浄

土
真
宗
の
門
徒
が
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、

「
私
自
身
は
、
あ
く
ま
で
も
凡
夫
だ
」
と
い
う

こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥

陀
仏
が
本
尊
で
あ
る
こ
と
の
意
味
だ
と
思
い
ま

す
。

（
文
責
編
集
部
）
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赤
尾
の
道
宗
に
思
い
を
馳
せ
て

富
山
県
五
箇
山
地
方
に
は
、
各
集
落
ご
と
に

寺
院
や
念
仏
道
場
が
存
在
し
て
い
た
。
今
回

我
々
は
、
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
る
五
箇
山
相

倉
合
掌
集
落
の
民
宿
に
宿
泊
し
、
真
宗
大
谷
派

高
岡
教
区
「
相
念
寺
」
の
お
朝
事
に
お
参
り
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
冬
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
山

深
い
こ
の
地
で
暮
ら
し
て
い
る
人
々
が
、
白
山

信
仰
か
ら
、
な
ぜ
念
仏
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と

に
な
っ
た
の
か
、
蓮
如
上
人
と
当
時
の
こ
の
地

に
住
む
人
々
と
の
出
遇
い
も
想
像
し
、
と
て
も

心
が
締
め
付
け
ら
れ
た
。

ま
た
、
赤
尾
の
道
宗
が
開
い
た
行
徳
寺
で
お

話
を
聞
き
、
道
宗
の
蓮
如
上
人
へ
の
絶
対
的
信

頼
感
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か

と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

第
七
期
生　

安あ
ん
べ部 

淳
あ
つ
し

お
寺
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
シ
ン
ボ
ル

こ
の
た
び
訪
ね
た
念
仏
道
場
は
、
住
職
な
ど

の
専
住
者
が
寺
院
に
居
住
し
て
管
理
す
る
の
で

は
な
く
、集
落
の
人
達
が
皆
で
管
理
し
て
い
た
。

今
回
、
た
く
さ
ん
の
道
場
を
訪
ね
、
地
元
の
ご

住
職
の
お
話
な
ど
を
聞
か
せ
て
頂
き
、
集
落
の

方
々
に
と
っ
て
本
当
に
大
事
な
場
所
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
強
く
感
じ
た
。

日
程
の
帰
り
道
に
立
ち
寄
っ
た
高
山
昭
和
館

と
い
う
、
昭
和
の
街
並
み
と
生
活
を
再
現
し
た

施
設
を
訪
れ
た
の
だ
が
、
わ
ず
か
三
〇
～
四
〇

年
の
間
に
、
こ
ん
な
に
も
世
の
中
が
変
わ
っ
た

こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
し
か
し
、
逆
に
五
箇
山

の
道
場
が
何
百
年
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
こ

と
の
凄
さ
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
た
。

私
は
ふ
と
、
寺
院
と
い
う
の
は
「
変
わ
ら
な

い
も
の
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
た
と
え
街

並
み
や
暮
ら
し
ぶ
り
は
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、

じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ご
先
祖
様
、
み

ん
な
が
お
参
り
し
、
頭
を
下
げ
、
人
生
の
喜
び

や
悲
し
み
を
語
り
合
っ
て
き
た
「
場
」
を
変
わ

ら
ず
に
残
し
た
い
。
そ
ん
な
願
い
が
道
場
に
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

私
が
ご
縁
を
頂
い
て
生
活
し
て
い
る
自
坊
に

も
、
同
じ
願
い
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ

し
て
、「
人
が
集
ま
る
場
」
が
相
続
さ
れ
て
い

く
た
め
に
は
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
法
」
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
人
間
関
係
が
営
ま
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
頂
い
た
。

第
七
期
生　

小こ

嶋じ
ま 

朋と
も

大ひ
ろ

④

 世界遺産 相倉合掌集落の民宿（与茂四郎）に宿泊

行徳寺では、赤尾の道宗につい
てのお話しをうかがった  寿川念仏道場

さ
る
六
月
四
日
か
ら
五
日
、
研
究
生
現
地
研
修
と
し
て
富
山
県
五
箇
山
地
方
を
中
心
と
し
た
真
宗
寺

院
や
念
仏
道
場
、
ま
た
、
真
宗
寺
院
と
し
て
最
も
古
い
本
堂
の
形
態
を
有
し
て
い
る
高
山
市
照
蓮
寺
を

訪
問
し
た
。
五
箇
山
地
方
は
中
世
以
降
、
蓮
如
上
人
を
通
し
て
真
宗
の
教
え
が
広
ま
り
、
各
集
落
に
念

仏
道
場
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
念
仏
道
場
は
、
今
日
の
一
般
的
な
真
宗
寺
院
と
異
な

る
押
板
形
式
の
内
陣
を
有
し
て
お
り
、
道
場
に
専
住
の
居
住
者
は
な
く
、
集
落
の
門
徒
の
中
か
ら
道
場

主
を
選
出
す
る
な
ど
、
初
期
真
宗
の
道
場
の
形
態
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
び
の
研
修
に
は
、
当
教
化
セ
ン
タ
ー
で
真
宗
史
を
担
当
す
る
小
島
智
研
究
員
も
同
行
し
、
真

宗
寺
院
の
成
り
立
ち
の
歴
史
を
学
び
つ
つ
、
研
究
生
各
々
が
真
宗
寺
院
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
契

機
と
な
っ
た
。

本
号
で
は
、
研
究
生
が
五
箇
山
で
感
じ
た
真
宗
寺
院
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載

す
る
。

現 地 研 修
2013年６月４日〜５日

真
宗
寺
院
の
歴
史
を
訪
ね
て

〜
五
箇
山
地
方
の
念
仏
道
場
を
体
感
〜
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自
坊
と
の
違
い
に
不
思
議
な
感
じ

今
回
の
現
地
研
修
会
で
寺
院
の
成
り
立
ち
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
初
め
て
考
え
た
。
念
仏
道

場
に
つ
い
て
は
、
事
前
学
習
で
写
真
を
見
た
り

話
を
聞
い
た
り
は
し
て
い
た
が
、
実
際
に
現
地

に
行
っ
て
み
る
と
写
真
で
は
実
感
で
き
な
い
自

坊
と
の
違
い
に
不
思
議
な
感
じ
を
受
け
た
。

ま
た
、
念
仏
道
場
に
は
住
職
は
お
ら
ず
、
集

落
の
方
々
の
中
か
ら
道
場
主
を
置
き
、
集
落
の

皆
で
道
場
を
護
持
・
相
続
し
て
い
る
こ
と
に
驚

い
た
。
私
は
、
今
ま
で
寺
院
の
成
り
立
ち
の
歴

史
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
、
気
に
留
め

る
こ
と
も
な
く
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
た
願

い
を
考
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。

今
回
の
研
修
を
通
し
て
、
寺
院
は
、
寺
に
生

ま
れ
た
者
の
所
有
物
で
は
な
く
、「
共
に
教
え

を
聞
き
皆
で
相
続
し
て
い
く
場
」
で
あ
る
こ
と

を
、
あ
ら
た
め
て
体
感
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

第
八
期
生　

石い
し
は
ら原 

唯た
だ

和か
ず

太
鼓
の
音
に
驚
愕が
く

出
仏
壇
形
式
で
は
な
く
、
中
尊
前
・
祖
師

前
・
御
代
前
が
横
一
列
に
並
ぶ
押
板
形
式
の
内

陣
や
、
宮
殿
や
羅
網
が
無
か
っ
た
り
、
背
後
の

壁
面
に
金
箔
や
漆
が
施
さ
れ
て
い
な
い
簡
素
さ

が
印
象
に
残
っ
た
。

ま
た
、ど
の
道
場
に
も
太
鼓
が
置
い
て
あ
り
、

今
回
、
晨
朝
に
参
詣
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
相
念

寺
で
は
、
ご
住
職
が
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
と
こ

ろ
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
お
勤
め
が
始
ま
る

こ
と
を
知
ら
せ
る
太
鼓
の
音
は
、「
バ
ァ
ン
ッ
」

と
集
落
全
体
に
響
き
わ
た
る
よ
う
に
一
発
、
そ

の
後
「
ド
・
ド
・
ド
・
ド
・
ド
ン
」
と
続
く
の

だ
が
、
そ
の
一
発
目
の
凄
ま
じ
い
音
に
と
て
も

驚
い
た
。　

お
勤
め
の
後
、
相
念
寺
の
ご
住
職
が
語
ら
れ

た
「
こ
の
寺
を
支
え
て
く
れ
る
門
徒
さ
ん
の
数

は
少
な
い
が
、
お
寺
を
必
要
と
し
て
く
れ
る
門

徒
さ
ん
が
い
る
限
り
、
し
っ
か
り
と
護
持
し
て

い
き
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
、
身
の
引
き
締
ま

る
思
い
が
し
た
。

合
掌
造
り
の
家
々
や
、
緑
豊
か
な
山
に
囲
ま

れ
た
集
落
の
落
ち
着
く
景
観
、
宿
泊
さ
せ
て
頂

い
た
民
宿
の
ご
家
族
の
和
や
か
な
雰
囲
気
、
そ

し
て
そ
の
中
に
あ
る
寺
や
道
場
。
た
っ
た
一
泊

で
あ
っ
た
が
良
い
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

今
度
は
、
自
坊
の
同
行
や
家
族
を
是
非
案
内
し

た
い
と
思
っ
た
。

第
八
期
生　

花は
な
ぞ
の園 

盛せ
い

二じ

念
仏
の
歴
史
を
訪
ね
た
い

険
し
い
山
々
に
囲
ま
れ
た
地
に
ひ
っ
そ
り
と

た
た
ず
む
念
仏
道
場
を
訪
ね
て
、
ま
ず
感
じ
た

の
は
、
念
仏
の
「
歴
史
」
で
あ
っ
た
。
古
く
か

ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
念
仏
が
、
か
た
ち
と

し
て
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
感
覚
。
そ

れ
は
、
念
仏
道
場
を
今
ま
で
守
っ
て
こ
ら
れ
た

人
々
の
生
活
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
こ
に
あ
る

と
い
う
事
実
か
ら
く
る
も
の
だ
ろ
う
。こ
れ
は
、

私
た
ち
の
寺
院
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ

う
。
念
仏
道
場
か
ら
寺
院
へ
様
式
が
変
わ
っ
て

い
く
に
従
い
、「
僧
侶
」
と
「
門
徒
」
と
い
う

関
係
が
明
確
に
な
り
、
そ
の
間
に
溝
が
で
き
、

そ
し
て
そ
の
溝
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
溝

の
深
ま
り
は
、
内
陣
と
外
陣
の
段
差
や
、
矢
来

な
ど
に
、「
か
た
ち
」
と
し
て
残
っ
て
い
る
と

思
う
。

今
自
分
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
事
実
と
と
も

に
、
寺
院
が
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
「
歴

史
」
を
、
今
一
度
見
つ
め
直
し
た
い
。
そ
れ
こ

そ
が
念
仏
の
歴
史
を
た
ず
ね
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
九
期
生　

田た

島じ
ま 

晶
し
ょ
う

寺
に
住
む
も
の
に
託
さ
れ
た
願
い

民
家
の
一
間
に
村
人
が
集
ま
り
、
そ
こ
で
お

念
仏
を
称
え
聞
法
し
た
内
道
場
か
ら
始
ま
り
、

村
人
が
力
を
合
わ
せ
て
念
仏
道
場
が
建
て
ら

れ
、
そ
こ
に
庫
裡
が
で
き
現
在
の
形
に
な
っ
て

い
く
。
五
箇
山
地
方
に
は
、
お
寺
が
今
の
よ
う

な
形
態
に
な
る
以
前
の
歴
史
が
残
っ
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
、
お
寺
は
僧
侶
が
中
心
と
な
っ
て

創
ら
れ
て
き
た
と
い
う
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
た
が
、
五
箇
山
で
は
村
の
人
々
に
よ
っ

て
お
寺
が
創
ら
れ
、
お
念
仏
を
中
心
と
し
た
生

活
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
自
坊
や
他
の
お
寺
が
、
ど
の
よ
う

に
建
立
さ
れ
た
の
か
意
識
し
た
事
は
な
か
っ

た
。
何
年
に
創
建
し
た
と
か
、
あ
の
お
寺
は
他

宗
か
ら
転
派
し
た
等
の
知
識
は
あ
っ
て
も
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
お
寺

が
建
立
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
思
い
を
馳
せ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

私
が
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
自
坊
に
も
、
お
念

仏
の
教
え
を
中
心
と
し
た
生
活
を
伝
え
て
い
こ

う
と
さ
れ
た
先
人
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

に
違
い
な
い
。
時
代
の
流
れ
で
形
態
は
変
わ
っ

て
も
、
創
建
さ
れ
た
方
々
の
思
い
を
相
続
し
て

い
く
こ
と
が
、
寺
に
住
む
も
の
に
願
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
、
今
回
の
研
修
を
通
し
て
あ
ら
た
め

て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。第九

期
生　

藤ふ
じ
わ
ら原 

猶ゆ
う

誠せ
い

相念寺の晨朝を知らせる太鼓

 相念寺（大谷派）の晨朝に参拝

世界遺産 相倉合掌集落

 高山照蓮寺 真宗道場の初期の形が残されている
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今
、
福
島
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
？

今
回
は
福
島
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
東

日
本
大
震
災
か
ら
二
年
、
震
災
の
記
憶
も
薄
れ

風
化
し
て
い
く
中
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
話
し
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
東
日
本
大
震
災
で
は
津
波
と
原
発
事

故
の
被
災
状
況
と
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
す
。

福
島
県
は
津
波
の
被
害
に
加
え
て
原
発
事
故
の

問
題
が
深
刻
で
す
。
今
で
も
福
島
県
の
沿
岸
部

は
長
く
警
戒
区
域
で
あ
っ
た
た
め
に
瓦
礫
の
撤

去
や
復
旧
事
業
が
進
ま
ず
、
震
災
当
初
の
状
況

の
ま
ま
の
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
。
放
置
さ
れ
て

い
る
瓦
礫
は
、
単
な
る
瓦
礫
で
は
な
く
、
放
射

性
物
質
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
作
業
手
順
、
処
分
場
の
設
置
な
ど
の
問
題

か
ら
撤
去
の
目
途
は
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。
放
射

能
は
目
に
見
え
ず
、
に
お
い
も
味
も
し
ま
せ
ん
。

線
量
計
と
い
う
機
械
だ
け
が
放
射
能
の
存
在
を

実
感
さ
せ
る
唯
一
の
手
立
て
で
す
。

二
〇
一
二
年
十
二
月
十
六
日
に
当
時
の
野
田

首
相
が
発
し
た
原
発
事
故
の
収
束
宣
言
に
よ
っ

て
、
福
島
の
状
況
に
変
化
が
生
じ
ま
し
た
。
放

射
性
物
質
に
対
す
る
警
戒
感
が
薄
れ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
同
じ
日
に
福
島
県
庁
前
に
あ
る

学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
横
で
、
放
射
線
管
理
区
域

と
す
る
基
準
値
の
倍
の
数
値
が
測
定
さ
れ
ま
し

た
。
放
射
線
管
理
区
域
は
十
八
歳
未
満
の
者
の

就
労
禁
止
、
妊
婦
は
出
入
り
も
で
き
な
い
は
ず

な
の
に
、
子
ど
も
た
ち
が
マ
ス
ク
も
せ
ず
無
防

備
な
ま
ま
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

こ
の
状
態
で
な
ぜ
収
束
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。国

は
一
年
間
の
被
曝
限
度
を
二
〇
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
以
下
と
い
う
基
準
を
設
け
、
年
間
一
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
目
標
値
と
し
て
国
や
行
政
が

除
染
作
業
を
行
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
数
値
が

な
か
な
か
下
が
ら
ず
、
現
状
が
追
い
付
か
な
い

か
ら
目
標
値
を
上
げ
ろ
と
い
う
陳
情
を
出
す
市

町
村
も
出
て
き
ま
し
た
。
収
束
宣
言
を
機
に
、

日
本
の
法
律
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
顕
著

に
な
り
ま
し
た
。
福
島
県
外
の
皆
さ
ん
は
年
間

一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
な
の
で
す
が
、
福
島

県
の
人
だ
け
は
年
間
二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
ま

で
を
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

震
災
当
初
を
振
り
返
る

震
災
の
日
、
私
は
組
の
研
修
会
で
富
岡
町
に

お
り
、
富
岡
町
か
ら
大
熊
町
に
向
か
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
震
災
に
遭
い
ま
し
た
。
そ
の
晩
、
現

在
非
難
地
域
で
あ
る
双
葉
町
で
過
ご
し
、
夜

十
一
時
頃
、
消
防
団
と
警
察
、
町
役
場
、
東
電

関
係
の
会
社
の
方
が
避
難
所
の
小
学
校
に
集
ま

り
、「
明
日
朝
、
官
房
長
官
が
避
難
指
示
を
早

朝
に
出
す
の
で
、
会
見
が
始
ま
っ
た
ら
皆
さ
ん

に
は
別
の
場
所
に
避
難
し
て
い
た
だ
き
ま
す
」

と
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
双
葉
町
の
方
は
バ
ス

で
避
難
、
私
は
ご
門
徒
と
一
緒
で
し
た
の
で
バ

ス
に
乗
ら
ず
、
早
朝
四
時
頃
、
道
を
選
び
な
が

ら
南
相
馬
ま
で
帰
り
ま
し
た
。

未
だ
に
覚
え
て
い
る
の
は
、
避
難
所
を
出
る

と
き
、
東
電
の
方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
「
ど

こ
ま
で
逃
げ
た
ら
い
い
で
す
か
。
一
〇
キ
ロ
く

ら
い
で
す
か
」
と
尋
ね
た
ら
、「
何
バ
カ
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
。
ガ
ソ
リ
ン
が
続
く
限

り
遠
く
に
行
け
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
私

は
か
な
り
の
危
機
感
を
持
っ
て
双
葉
町
を
離
れ

ま
し
た
が
、
南
相
馬
に
帰
る
と
皆
の
ん
び
り
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
日
の
午
後
に
一
号
機
が
爆

発
、
そ
の
爆
発
音
が
南
相
馬
で
も
聞
こ
え
た
そ

う
で
す
。
そ
の
途
端
に
自
衛
隊
と
警
察
の
車
両

が
避
難
を
始
め
、
そ
れ
を
見
て
住
人
も
沢
山
逃

げ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
事
故
の
報
告
や
避
難
指

示
が
国
と
県
か
ら
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

ど
こ
が
危
な
い
の
か
と
い
う
情
報
も
無
い
ま

ま
の
避
難
で
す
。
最
初
に
私
が
た
ど
り
着
い
た

飯
舘
村
も
結
局
は
風
向
き
に
よ
っ
て
高
濃
度
に

汚
染
さ
れ
た
場
所
で
し
た
。南
相
馬
市
長
は「
震

災
当
初
、
全
く
情
報
が
無
か
っ
た
」
と
言
い
ま

し
た
が
、
情
報
開
示
請
求
か
ら
得
た
資
料
に
よ

っ
て
情
報
を
聞
か
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
住
民
だ

け
だ
っ
た
こ
と
が
解
っ
て
き
ま
し
た
。

震
災
か
ら
二
年
が
経
過
し
て
、
断
片
的
な
情

報
を
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
み
た
い
に
埋
め
て
い
く

と
、
当
時
の
国
や
行
政
が
原
子
力
災
害
は
起
こ

っ
た
け
れ
ど
、
で
き
る
だ
け
小
さ
く
見
え
る
よ

う
に
印
象
操
作
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が

見
え
て
き
ま
す
。

新
た
な
安
全
神
話

日
本
の
原
発
は
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
と
違
っ
て

爆
発
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

最
悪
の
事
態
が
起
こ
り
原
子
力
の
安
全
神
話
は

崩
れ
去
っ
た
は
ず
で
す
。

し
か
し
今
、「
放
射
能
が
漏
れ
て
も
健
康
被

害
は
な
い
」
と
い
う
新
た
な
神
話
が
作
ら
れ
始

め
て
い
ま
す
。「
世
界
一
安
全
な
原
発
」
と
は
、

事
故
を
起
こ
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
事
故
を
起

こ
し
て
も
健
康
被
害
が
出
な
い
原
発
だ
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
の
後
、
汚
染
地
域
か

ら
様
々
な
報
告
が
あ
っ
た
中
で
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
認

め
た
放
射
能
に
よ
る
健
康
被
害
は
、「
小
児
甲

状
腺
が
ん
」
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
健
康
被
害

は
原
発
由
来
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
大
人
に
は
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
説

明
は
、
大
人
は
「
小
児

4

4

の
甲
状
腺
が
ん
」
と
診

断
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。

講 義 抄 録
2013年５月15日

名
古
屋
教
区
教
化
委
員
会 

都
市
教
化
部
門

　

同
朋
社
会
支
援
事
業　

現
地
研
修
会
（
於　

真
宗
大
谷
派
東
北
別
院
本
堂
）

東
日
本
大
震
災
を
受
け
て

︱
福
島
を
考
え
る
︱

木き

ノの

下し

た

　
秀ひ

で

俊と

し 

氏
　

（
組
織
部 

非
常
勤
嘱
託
）
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今
年
の
五
月
八
日
、
南
相
馬
市
立
病
院
の

医
師
が
国
会
で
の
報
告
で
、
原
発
事
故
以
後
、

六
五
歳
以
上
で
脳
卒
中
に
な
る
患
者
は
震
災
前

の
一
．
四
倍
、
三
五
歳
か
ら
六
五
歳
未
満
の
壮

年
層
は
三
．
四
倍
に
な
っ
た
と
伝
え
ま
し
た
。

こ
の
二
日
後
、
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
が
年

間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
被
曝
量
を
超
え
る
と

腎
臓
に
影
響
が
出
る
と
発
表
し
ま
し
た
。
大
人

だ
か
ら
自
分
は
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
い
た
人
は

多
い
は
ず
で
す
。

こ
う
い
う
現
状
が
周
知
さ
れ
ず
に
、
原
発
の

海
外
輸
出
、
国
内
の
原
発
再
稼
働
。
そ
こ
に
は

健
康
被
害
の
存
在
は
困
る
と
い
う
意
図
が
パ
ズ

ル
の
絵
の
よ
う
に
見
え
て
き
ま
す
。
国
は
新
た

な
安
全
神
話
を
作
り
、
日
本
の
原
発
は
爆
発
し

て
も
誰
も
死
な
な
い
世
界
一
安
全
な
原
発
に
な

る
。
今
思
う
と
震
災
直
後
か
ら
、
我
々
は
氾
濫

す
る
情
報
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

ま
す
。

除
染
と
お
祓
い

期
待
さ
れ
て
い
た
除
染
は
、
汚
染
さ
れ
た
土

を
削
っ
て
掘
っ
た
穴
に
埋
め
る
だ
け
で
、
や
り

方
に
よ
っ
て
は
放
射
性
物
質
が
散
ら
ば
る
だ
け

で
す
。
除
染
で
放
射
線
量
は
一
時
的
に
下
が
り

ま
す
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は
し
ば
ら
く
す
る
と

元
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
除
染
し
て
い
る
方

を
責
め
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
方
法
が

確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
進

め
て
い
る
現
状
が
あ
る
の
で
す
。

放
射
能
は
目
に
見
え
ま
せ
ん
。
最
近
、
除
染

作
業
が
お
祓
い
の
よ
う
に
見
え
て
仕
方
が
な
い

の
で
す
。
除
染
は
お
祓
い
と
同
じ
で
、
実
利
的

な
効
果
は
さ
て
お
き
「
何
か
す
っ
と
軽
く
な
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
」
効
果
を
も
た
ら
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

震
災
以
来
、
福
島
に
は
本
当
に
様
々
な
人
が

出
入
り
し
て
い
ま
す
。
あ
る
先
生
は
、「
年
間

一
〇
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
ま
で
大
丈
夫
。
飯
舘

村
で
こ
れ
か
ら
「
が
ん
」
に
な
る
人
は
、
放
射

能
の
影
響
で
は
な
く
不
摂
生
が
原
因
で
、
む
し

ろ
放
射
能
を
怖
い
と
思
う
気
持
ち
が
良
く
な
い
。

だ
か
ら
毎
日
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
い
た
ら
大
丈
夫

だ
」
と
言
い
続
け
て
い
ま
し
た
。

我
々
に
は
放
射
能
に
つ
い
て
の
知
識
な
ど
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、「
危
な
い
」
と
言
う
先
生
と
、

「
大
丈
夫
だ
」
と
言
う
先
生
の
狭
間
で
、
も
う
、

宗
教
み
た
い
で
す
。
ど
の
先
生
の
話
を
信
じ
る

の
か
。
誰
を
信
じ
る
か
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
。

皆
一
人
ひ
と
り
の
立
場
が
あ
り
、
そ
の
立
場
か

ら
誰
を
信
じ
る
の
か
、
夫
婦
で
も
親
子
で
も
信

じ
る
宗
教
が
違
う
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
な
る

の
で
す
。
そ
こ
に
、
人
と
人
と
の
間
で
分
断
が

起
こ
り
ま
す
。

分
断
さ
れ
て
い
る
福
島

私
自
身
は
南
相
馬
市
の
出
身
で
す
。
十
年
後

に
、「
あ
の
時
は
大
騒
ぎ
し
て
恥
ず
か
し
か
っ

た
ね
」
と
言
い
た
い
け
れ
ど
、
こ
れ
ば
か
り
は

時
間
が
経
た
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。

昨
年
、
福
島
の
子
ど
も
三
十
万
人
の
う
ち

三
万
八
千
人
が
検
査
さ
れ
、
そ
の
う
ち
十
人
程

が
「
小
児
甲
状
腺
が
ん
」
と
診
断
さ
れ
ま
し
た
。

小
児
甲
状
腺
が
ん
の
発
生
率
は
世
界
で
は
百
万

人
に
一
人
だ
そ
う
で
す
。
郡
山
市
で
は
集
団
疎

開
を
求
め
て
の
裁
判
が
起
こ
り
、
地
裁
で
は
却

下
、
仙
台
高
裁
で
は
著
し
い
健
康
被
害
の
可
能

性
を
認
め
な
が
ら
も
、
疎
開
に
つ
い
て
は
個
人

の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
判
決
で
し
た
。

こ
う
い
う
現
実
に
対
し
、
沢
山
の
人
が
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
ど
の
話
を
信
じ
る
の
か
を

考
え
、
何
を
す
る
の
か
を
決
め
て
い
る
の
で
す
。

県
や
国
は
人
を
県
外
に
出
さ
な
い
よ
う
に
囲

い
込
み
を
し
、
経
済
界
は
経
済
復
興
が
福
島
の

復
興
だ
と
考
え
、
教
育
関
係
者
は
教
育
委
員
会

の
立
場
か
ら
行
動
す
る
。
農
業
の
方
は
五
〇
ベ

ク
レ
ル
し
か
出
な
い
か
ら
安
全
だ
と
、
何
と
し

て
も
米
を
作
る
こ
と
を
考
え
る
一
方
で
、
一
〇

ベ
ク
レ
ル
だ
っ
て
子
供
に
は
食
べ
さ
せ
た
く
な

い
と
考
え
る
母
親
も
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ

に
一
応
筋
は
通
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
一

つ
一
つ
が
分
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
の

福
島
で
す
。

そ
の
分
断
の
中
、
今
の
福
島
は
、
子
ど
も
と

家
族
の
健
康
と
い
の
ち
を
何
と
か
守
り
た
い
と

い
う
立
場
の
人
が
肩
身
の
狭
い
思
い
を
す
る
地

域
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
放

射
能
の
話
は
「
ホ
の
話
」
と
言
わ
れ
職
場
で
も

学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
中
で
も
な
か
な
か
で
き
ま
せ

ん
。「
放
射
能
は
危
な
い
」な
ん
て
話
を
す
る
と
、

「
全
然
違
う
意
見
の
人
も
い
ま
す
よ
、
皆
の
気

持
ち
が
乱
れ
ま
す
よ
」
と
諌
め
る
人
が
現
れ
ま

す
。し

か
し
、
私
は
こ
こ
で
思
う
の
で
す
。
立
場

に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
、
皆
さ
ん
放
射

能
は
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
の
で

す
。
問
題
は
そ
の
放
射
能
の
存
在
に
よ
っ
て
、

福
島
の
皆
が
生
き
生
き
と
で
き
な
い
こ
と
な
の

で
す
。

我
々
の
立
ち
処

宗
派
の
「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て

い
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
り
ま
し
た
。
最
近

あ
の
「
い
の
ち
」
と
い
う
の
は
小
さ
い
お
子
さ

ん
を
持
っ
た
お
母
さ
ん
が
、
子
ど
も
、
そ
し
て

そ
の
先
に
あ
る
「
い
の
ち
」
ま
で
を
心
配
す
る
、

い
の
ち
の
歴
史
に
思
い
を
寄
せ
る
気
持
ち
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
大
人
、
年
配
の

人
た
ち
が
生
き
生
き
と
生
き
る
と
い
う
こ
と
も

「
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

私
は
今
回
の
よ
う
な
原
発
の
講
習
会
で
も

「
三
帰
依
文
」
を
拝
読
し
ま
す
。
そ
れ
は
こ
れ

が
我
々
の
立
場
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。
私
は
医

師
で
も
な
い
し
、
農
業
者
で
も
経
済
人
で
も
政

治
家
で
も
な
い
。
福
島
の
原
子
力
災
害
と
、
そ

こ
に
住
む
人
た
ち
の
支
援
を
考
え
る
時
、
仏
教

徒
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
て
関
わ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
支

援
す
る
方
も
沢
山
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
立
場
が

あ
り
ま
す
が
、
福
島
を
生
き
る
一
人
一
人
、
そ

の
い
の
ち
と
い
う
こ
と
を
立
場
と
し
て
い
く
、

そ
れ
が
仏
教
徒
の
立
場
で
あ
り
、
三
帰
依
文
を

称
え
る
意
味
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

立
ち
処
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
関
わ
っ
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

大
谷
派
の
主
張
は
無
い
の
で
す
。
ど
の
支
援
団

体
で
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
も
政
治
団
体
で
も
構
わ
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

我
々
は
、
大
谷
派
と
い
う
処
に
立
つ
。
仏
教

徒
と
い
う
処
に
立
つ
。
そ
れ
が
原
点
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。 

（
文
責
編
集
部
）

線量計を使いながら説明する木ノ下氏



■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
2013年３月～５月

 ３月１日 研究生・学習会「真宗門徒講座打ち合わせ会」
  研究業務「平和展」学習会
 ７日 HPリニューアル会議
 ８日 研究生・実習「真宗門徒講座（釈尊伝⑪）
 12日 研究生・教化研修
  「第５回伝道スタッフ養成講座」参加
 14日 研究業務「平和展」準備
 15日～23日 研究業務「第24回平和展」
 19日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加

 29日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援

 ４月４日～５日 研究生・有志
  「子どものつどいin東本願寺」参加
 ８日 HPリニューアル会議
 10日 研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加
 11日 研究生・教化研修
  「別院奉仕研修事前学習会」参加
 12日 研究生・教化研修
  「真宗儀式の教相（第11回）」（竹橋太氏）
 15日 研究生・学習会「教区テーマ学習会」参加
 16日 研究生・教化研修
  「第６回伝道スタッフ養成講座」参加
 26日 研究生・実習

  「真宗門徒講座（真宗門徒のくらしとつとめ①）」
  研究業務「平和展」学習会

 ５月８日 HPリニューアル会議
 10日 研究生・実習
  「真宗門徒講座（真宗門徒のくらしとつとめ②）」
 17日 研究業務「平和展」学習会
 20日 HPリニューアル会議
 21日 研究生・学習会「真宗史」（小島智研究員）
 24日 研究生・学習会「教区テーマ学習会」参加
 28日 東別院てづくり朝市出店
 29日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援

■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》
▽過日、教化委員会主催の被災地現地研修で1年ぶりに
東北を訪れた。東北別院のある仙台駅周辺は名古屋と
変わらぬ賑わいだったが、沿岸部の復興は程遠いことを
痛感。木ノ下さんが語る「除染作業がお祓いに見える」に、
福島の悲痛な現状を再認識させていただいた。▽日程を
終え、帰路に立ち寄った二本松市で「二本松少年藩士
像」を見かけた。日本の近代化・国益の名のもとに犠牲に
なった少年たちは、今もなお犠牲を強いられているこの地
の現状をどのように見守っているのだろうか。 （Ｋ）

第24回平和展の展示及びパンフレットに関するお詫びと訂正のお願い
　第24回平和展の展示及びパンフレットにおいて、調査・確認していない内容の表記が
ありましたので、以下のとおり訂正いたします。来場者並びに関係各位にご迷惑をおか
けしましたことをお詫びするとともに、パンフレットをお持ちの方は以下のとおり訂正くださ
るようお願い申し上げます。

教化センター主幹　荒山 淳

訂正箇所
第24回平和展パンフレット　17頁６行目～９行目

訂正前
教主らは1937（昭和12）年３月16日、東本願寺で得度し、もともとの本尊の一つ「弥陀塔」
は阿弥陀仏に変更された。「水雲教」は大谷派の末寺「興龍寺」になった。

訂正後
教主らは1937（昭和12）年３月16日、東本願寺で得度した。大谷派より阿弥陀仏が下附
され、入仏式が行われた。「水雲教」は大谷派の末寺「興龍寺」になった。

訂正理由
入仏の事実は確認していたが、下附された阿弥陀仏（木像）が安置された場所等につ
いては未確認であった。なお、本来の水雲教の本尊は、弥陀塔、金剛塔、無量寿塔。

※ご不明な点がございましたら教化センターまでお問合せください。
（担当 研究員 小笠原 智秀）

　研究生の課題として、「真宗本廟おみがき奉仕団」に参加し、北
海道・京都府・福岡県・愛知県など、様 な々ところから来られた方 と々、
まもなく厳修される春の法要に向けて、御影堂に荘厳されるとても大
きい鶴亀や輪燈などの仏具を磨いた。
　日程の中では、参加された方々の帰敬式を受けた時の思いや柔
道の話など、それぞれが今日まで歩まれた道のりについてのお話を
聞かせてもらい、とても楽しかった。
　その中でも特に「今回は何故参加されたのですか」との私の問い
かけに、「親鸞聖人が遊びに来い！と呼んで下さった」と冗談交じりに
返された言葉に、“ハッ”とさせられた。
　今まで、「私は真宗本廟に行く」、「私は真宗本廟に来た」という考
えしかなかったので、「親鸞聖人が呼んで下さった」という言葉に、私

自身と真宗本廟・親鸞聖人との関係をあらためて問いかけられたよ
うな思いでいっぱいになった。
　今回はじめて個人参加という形で参加し、緊張や不安もあった
が、参加された方 と々日程を過ごす中で、様々な気づきと問いかけを
いただいた貴重な体験となった。　  （研究生８期生　花園　盛二）

INFORMATION

研究生報告
親鸞聖人に呼ばれて！？

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

真宗本廟奉仕団に参加
はなぞの　　せい じ
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