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No.91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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明
ら
か
に
し
て
闇
き
こ
と
な
き
が
ご
と
し

く
ら

師
走
に
入
り
足
早
に
歩
く
な
か
、名
古
屋
の

繁
華
街
の
街
路
樹
に
は
青
色
L
E
D（
発
光
ダ

イ
オ
ー
ド
）の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
飾
ら
れ

幻
想
的
で
あ
る
。こ
の
地
縁ゆ

か
り

の
研
究
者
ら
の

ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
授
賞
で
青
の
輝
き
が
増

す
。平

成
御
修
復
が
完
成
し
再
建
当
時
の
輝
き
が

蘇
っ
た
御
影
堂
に
、有
縁
の
方
々
と
共
に
一
日

参
拝
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。ゆ
っ
く
り
と
自

分
の
歩
幅
で
、そ
の
世
界
を
感
じ
歩
む
な
か
、尾

張
か
ら
寄
進
さ
れ
た
大
柱
に
触
れ
な
が
ら
明
治

の
御
苦
労
を
偲
び
御
同
行
は
言
う
。「
こ
ん
な
に

じ
っ
く
り
過
ご
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」と
。

（
本
誌
四
頁
）

明
治
維
新
・
文
明
開
化
・
富
国
強
兵
と
、ま

さ
に
激
動
の
時
代
。そ
の
再
建
当
時
の
様
子
を

夏
目
漱
石
は
、

汽
車
ほ
ど
二
十
世
紀
の
文
明
を
代
表
す
る
も

の
は
あ
る
ま
い
。（
中
略
）人
は
汽
車
へ
乗
る

と
云
う
。余
は
積
み
込
ま
れ
る
と
云
う
。人
は

汽
車
で
行
く
と
云
う
。余
は
運
搬
さ
れ
る
と

云
う
。汽
車
ほ
ど
個
性
を
軽
蔑
し
た
も
の
は

な
い
。文
明
は
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
手
段
を
つ

く
し
て
、個
性
を
発
達
せ
し
め
た
る
後
、あ
ら

ゆ
る
限
り
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
個
性
を
踏

み
付
け
よ
う
と
す
る
。

と『
草
枕
』に
あ
ら
わ
す
。尊
厳
な
る〝
い
ち
に

ん
〟を
積
み
込
み
運
搬
し〝
ひ
と
つ
〟の
モ
ノ
と

化
し
て
い
く
文
明
の
危
う
さ
に
漱
石
は
警
鐘
を

鳴
ら
す
。街
の
ガ
ス
燈と

う

の
灯あ

か

り
が
人
の
背
後
に

陰
影
を
作
る
よ
う
に
、文
明
開
化
の
灯あ

か

り
は
、同

時
に
人
知
の
闇
を
生
ん
だ
。ま
さ
に
こ
の
国
は
、

近
代
文
明
と
い
う
汽
車
に
幾
千
万
も
の
人
を
モ

ノ
と
し
て
積
み
込
み
、日
清
・
日
露
戦
争
と
運

搬
し
、そ
し
て
太
平
洋
戦
争
へ
と
暴
走
し
た
。

文
明
は
加
速
し
留と

ど

ま
る
時
を
待
た
ず
、原
子

力
の
平
和
利
用
を
理
念
に
揚
げ
、国
内
に
原
子

力
発
電
所
が
五
十
四
基
造
ら
れ
た
。煌こ

う

々こ
う

と

灯と
も

っ
た
原
子
力
の
灯あ

か

り
は
、そ
の
光
の
強
さ
に

比
例
し
闇
を
よ
り
深
く
し
た
。

こ
の
平
和
は
真
の
平
和
で
は
な
い
。動
物
園

の
虎
が
見
物
人
を
睨に

ら

め
て
、寝
転
ん
で
い
る

と
同
様
な
平
和
で
あ
る
。檻
の
鉄
棒
が
一
本

で
も
抜
け
た
ら
―
―
世
は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に

な
る
。（『
草
枕
』よ
り
）

明
治
の
文
豪
が
指
摘
し
た
人
知
の
闇
は
、幻

想
的
な
青
の
輝
き
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た

私
の
顔
を
不
気
味
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。明

後
年
勤
ま
る
御
遠
忌
で
、私
は
何
を
確
か
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。（

主
幹　

荒
山　

淳
）

御影堂で車座になり「私にとっての真宗本廟」を語り合う。（4・5面）
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「
仏
説
」
と
し
て
の
『
阿
弥
陀
経
』

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
は
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な

ら
れ
て
四
百
年
以
上
経
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
経

典
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
様
が
直
接
、
口

で
説
か
れ
た
経
典
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
そ
う
い

う
こ
と
は
言
わ
な
い
方
が
い
い
」
と
い
う
意
見

も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
学
問
的
に
証
明

さ
れ
、
世
界
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で

す
。そ

う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
我
々
は
何
故
『
阿

弥
陀
経
』
を
「
仏
説
」
と
し
て
頂
く
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
こ
れ
は
一
人
ひ
と
り
が
「
仏
と
は

何
か
」「
仏
教
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
確
認

し
な
い
と
答
え
ら
れ
な
い
問
題
で
す
。
そ
の
問

い
に
目
を
つ
む
っ
て
「
お
釈
迦
様
が
説
い
た
」

と
言
う
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、「
非
仏
説
」
と
言
わ
れ
る
大
乗
経
典

を
、「
仏
説
」と
し
て
ど
の
よ
う
に
頂
く
の
か
。「
仏

説
」
を
ど
う
考
え
る
か
。
自
分
な
り
の
答
え
の

よ
う
な
も
の
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

欧
米
の
仏
教
研
究

イ
ン
ド
は
十
七
世
紀
頃
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て

征
服
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
時
を
経
て
十
九
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
、
イ
ン
ド
の
仏
教
に
つ
い
て
の
学

問
が
始
ま
り
ま
す
。

征
服
後
、
イ
ギ
リ
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は

遺
跡
な
ど
か
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
い
う
イ
ン

ド
の
古
い
言
葉
で
書
か
れ
た
文
書
を
発
見
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
重
ん
じ
て
い
る
古
典

語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
よ
り
も
、
古

い
時
代
に
形
が
整
っ
た
と
想
定
で
き
る
言
葉
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
よ

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
の
原
形
を
想
定
す
る
よ

う
な
学
問
、
比
較
言
語
学
の
研
究
が
進
ん
だ
の
で

す
。
ま
た
、
経
典
の
言
葉
や
文
字
だ
け
で
な
く
、

そ
の
思
想
も
注
目
さ
れ
始
め
、
仏
教
も
研
究
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
欧
米
で
仏
教
を
学
ぶ
と
言

え
ば
、
イ
ン
ド
で
発
見
さ
れ
た
う
ち
で
も
原
始
経

典
と
呼
ば
れ
る
古
い
経
典
を
学
ぶ
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
大
乗
経
典
は
形
式
的
に
見
れ
ば
、
お
釈

迦
様
が
直
接
説
い
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
欧
米

の
学
者
た
ち
の
大
半
は
偽
物
と
し
て
重
ん
ず
る
こ

と
が
な
い
。
だ
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、

ま
だ
ま
だ
そ
う
い
う
現
状
で
す
。

経
典
の
成
立
は
分
か
ら
な
い

し
か
し
、
経
典
の
成
立
自
体
、
何
の
記
録
も
無

い
の
で
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

お
釈
迦
様
の
時
代
に
は
経
典
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
々
は
お
釈
迦
様
の
話
を
聞
い
て
い
た
の
で
あ
り
、

お
釈
迦
様
ご
自
身
が
経
典
で
し
た
。
弟
子
た
ち
は
、

そ
の
言
葉
を
暗
記
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
に
、

弟
子
た
ち
は
お
釈
迦
様
の
言
葉
を
留
め
る
た
め

「
第だ
い
い
ち一
結け
つ
じ
ゅ
う
集
」
と
い
う
経
典
編
纂さ
ん

会
議
を
開
き
ま
し

た
。そ
う
い
う
集
会
が
三
回
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、「
第
一
結
集
」
の
時
に
で
き
た
経
典
を

特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
今
残

る
古
い
経
典
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
何
度
か
の

変
遷
を
経
て
、
貝ば
い

葉よ
う

と
言
わ
れ
る
木
の
葉
に
書

写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
後

の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
人
々
は
貝
葉
を
読
ん
で
暗
記
し
、
使
い

古
し
、
古
い
も
の
は
朽
ち
、
捨
て
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
考
古
学
的
史
料
も
無

い
現
状
に
お
い
て
、
最
も
古
い
経
典
を
完
全
な

形
で
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。
ま

た
イ
ン
ド
の
言
葉
だ
か
ら
そ
の
経
典
は
古
い
も

の
、
と
も
言
え
な
い
の
で
す
。

大
乗
経
典
は
誰
が
作
っ
た
の
か
？

そ
も
そ
も
経
典
自
体
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な

ら
れ
て
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
の

た
め
、
経
典
が
お
釈
迦
様
の
役
割
を
し
た
わ
け

で
す
が
、
同
時
に
お
釈
迦
様
が
い
な
い
、
無
仏

と
い
う
こ
と
が
課
題
に
な
り
ま
し
た
。

上
座
部
仏
教
は
、
声し
ょ
う
も
ん聞
と
言
わ
れ
る
仏
弟
子

に
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

お
釈
迦
様
が
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
仏
弟
子

に
な
る
と
い
う
こ
と
が
全
う
し
な
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
生
き
て
い
る
間
は
、
お

釈
迦
様
と
法
（
仏
と
法
）
と
が
一
つ
で
す
。
お

釈
迦
様
に
認
め
ら
れ
れ
ば
、
阿あ

羅ら

漢か
ん

と
い
う
位

に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
所
か
ら
、
お
釈
迦
様
の
亡
く
な
ら

れ
た
後
、
つ
ま
り
無
仏
の
時
代
に
お
い
て
、
お

釈
迦
様
が
出
あ
っ
た
法
に
我
々
も
直
接
出
あ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
法
（
法

身
の
仏
）
に
出
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
私
た
ち
も

仏
に
な
る
の
で
す
。
無
仏
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
の
で

す
。大

乗
経
典
は
、
そ
の
法
の
世
界
、
覚さ
と

り
の
世

界
が
展
開
さ
れ
表
現
さ
れ
た
も
の
で
す
。
浄
土

経
典
に
つ
い
て
言
え
ば
、
お
釈
迦
様
の
覚
り
が

「
浄
土
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。
覚
り
そ
の
も
の
が
、
我
々
を

救
う
た
め
に
、「
浄
土
」
と
い
う
表
現
を
生
み
出

し
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
『
教
行
信
証
』
の
「
証

巻
」
に
述
べ
ら
れ
る
「
証
」
の
展
開
（
還
相
回
向
）

と
し
て
、
浄
土
（
真
仏
土
、
化
身
土
の
二
土
）

が
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
す
。

誰
が
大
乗
経
典
を
作
っ
た
の
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
お
釈
迦
様
の
教
え
に
出
あ
っ

て
救
わ
れ
た
人
の
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
表
現
が

生
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
法
そ
の
も
の
が

自
己
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
一
番
適
当

だ
と
思
い
ま
す
。

無
仏
の
時
代
の
、
仏
に
出
あ
い
た
い
と
い
う

求
め
。
そ
し
て
我
々
が
法
そ
の
も
の
で
あ
る
仏

に
出
あ
い
、
仏
に
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
大

乗
経
典
が
生
ま
れ
、
大
乗
仏
教
が
展
開
し
て
い

っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

今
年
度
よ
り
、
教
区
教
化
委
員
会
主
催
で
あ
っ
た
聖
典
研
修
が
、
当
教
化
セ
ン
タ
ー
事
業
に
移

管
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
、
こ
れ
ま
で
セ
ン
タ
ー
主
催
で
開
か
れ
て
き
た
研
究
生
教
化
研
修

「
真
宗
儀
式
の
教
相
」
の
課
題
を
踏
ま
え
、
新
た
に
聖
典
研
修
を
開
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

今
号
よ
り
、
講
義
で
提
示
さ
れ
た
課
題
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
。

聖
典
研
修

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
―
そ
の
教
義
と
真
宗
の
儀
式
―

第
一
回

九
月
十
九
日
（
金
）

『
阿
弥
陀
経
』
は
「
仏
説
」
だ
と
言
え
ま
す
か
？

講
師　

竹た
け
は
し橋　

太
ふ
と
し 

氏
（
儀
式
指
導
研
究
所
研
究
員
）
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「
生
苦
」
と
い
う
問
題

『
阿
弥
陀
経
』
は
「
浄
土
三
部
経
」
の
一
つ

で
す
。
そ
れ
で
、
こ
れ
か
ら
『
阿
弥
陀
経
』
を

学
ば
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
「
浄
土

三
部
経
と
は
何
か
」「
浄
土
三
部
経
を
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
い
た
だ
い
て
い
く
の
か
」
に

つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

私
た
ち
が
抱
え
て
い
る
根
本
的
な
問
題
と
し

て
、
仏
教
で
は
、
普
通
「
四
苦
」
と
い
う
こ
と

が
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
浄
土
仏
教
で

は
「
五
苦
」
と
い
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。「
五
苦
」
と
は
生
・
老
・
病
・
死
、
そ
し

て
愛
別
離
苦
で
す
。

私
は
こ
の
中
で
「
生
苦
」
と
い
う
も
の
が
な

か
な
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
以
前
、
テ
レ

ビ
か
何
か
で
「
生
苦
に
は
二
説
あ
る
」
と
聞
い

た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
母
親
の
産
道
を

通
っ
て
く
る
時
の
苦
し
み
。
も
う
一
つ
は
、
人

間
は
自
分
自
身
に
生
の
根
拠
を
も
っ
て
い
な

い
、
気
付
い
た
ら
生
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
く
る
苦
し
み
で
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
お
聞
き
し
て
も
、
そ
う

い
う
こ
と
な
の
か
な
あ
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
。
し
か
し
最
近
、
年
を
と
っ
て
き
て
気
づ
か

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、「
自
分
の
人
生
と

は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」「
何
の
た
め
に
生

ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
と
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
年
を
と
っ
て
と

い
い
ま
す
か
、
先
が
な
く
な
っ
て
き
て
気
づ
か

さ
れ
て
く
る
、
痛
切
な
か
た
ち
で
問
題
に
な
っ

て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
「
生
苦
」
と
は
、
自
分
自
身
が
生
ま
れ

て
き
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う

よ
う
な
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
ま
た
、
時
代
社
会
の
問
題
を
抱
え
て

生
き
て
い
る
の
が
私
た
ち
で
あ
り
ま
す
。
今
日

は
今
日
の
問
題
、
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
そ
の

時
代
の
問
題
。
ど
の
時
代
で
も
差
し
迫
っ
た
問

題
を
抱
え
な
が
ら
、
人
間
は
生
き
て
き
た
わ
け

で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
こ
ら
れ

た
多
く
の
方
々
が
、
そ
の
よ
う
な
人
生
の
意
義

を
尋
ね
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
を
見
出
し

て
こ
ら
れ
た
経
典
、
そ
れ
に
生
涯
学
び
続
け
て

い
か
れ
た
経
典
が
、「
浄
土
三
部
経
」
で
あ
る

と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
わ
け
で
し
ょ
う
。

「
有う

縁え
ん

の
法
に
藉よ

れ
」
と
い
う
言
葉

そ
の
よ
う
に
、
人
生
を
訪
ね
て
生
涯
導
か
れ

続
け
て
い
く
教
え
の
こ
と
を
、善
導
大
師
は「
必

ず
有う

縁え
ん

の
法
に
藉よ

れ
」
と
し
て
、「
有
縁
の
法
」

の
一
言
で
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
そ
の
こ
と
抜
き
に
人
生
・
道
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
私

た
ち
の
仏
教
の
学
び
方
を
示
し
て
お
っ
て
く
だ

さ
る
大
切
な
お
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

少
し
こ
の
言
葉
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
善
導
大
師
は
、

行
者
当ま
さ

に
知
る
べ
し
、
も
し
解げ

を
学
ば
ん

と
欲お
も

わ
ば
、
凡ぼ
ん

よ
り
聖
し
ょ
う
に
至
る
ま
で
、

乃な
い
し至

仏
果
ま
で
、
一
切
碍さ
わ
りな

し
、
み
な
学

ぶ
こ
と
を
得う

る
と
な
り
。

（『
聖
典
』
二
一
九
頁
）

と
お
っ
し
ゃ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、

も
し
行
を
学
ば
ん
と
欲お
も

わ
ば
、
必
ず
有う

縁え
ん

の
法
に
藉よ

れ
、
少
し
き
功く

労ろ
う

を
用
い
る
に

多
く
益や
く

を
得う

れ
ば
な
り
と
。

（『
聖
典
』
二
一
九
頁
）

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

先
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
「
解
」
に
関
す

る
学
び
方
の
一
文
に
つ
い
て
、
一
般
に
「
解げ

学が
く

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
解
学
と
申
し
ま
す

の
は
知
識
的
な
学
び
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い

で
し
ょ
う
。
仏
や
、
菩
薩
や
凡
夫
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
は
、
本
や
辞
書
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
知
識
的

に
仏
教
を
学
ぼ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
凡
夫
の
こ

と
か
ら
仏
の
こ
と
ま
で
全
部
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
行
を
学
ば
ん
と
欲お
も

わ
ば
」

と
い
う
方
は
「
行ぎ
ょ
う
が
く学
」
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
自
分
自
身
に
道
、
救
い
が
明
ら
か
に

な
る
学
び
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

誰
に
対
す
る
呼
び
か
け
な
の
か
？

こ
の
お
言
葉
に
つ
い
て
、
私
自
身
は
、
並
列

的
に
知
識
と
し
て
の
学
び
（
解
学
）
と
、
救
い

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
学
び
（
行
学
）、
そ

の
よ
う
な
二
つ
の
学
び
方
が
あ
る
の
だ
と
了
解

し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
教

え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
宮み
や

城ぎ

顗し
ず
か

先
生
で
し
た
。

大
事
な
の
は
「
行
者
当ま
さ

に
知
る
べ
し
」
と
い
う

呼
び
か
け
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
知
識
と
し
て

学
ぼ
う
と
し
て
い
る
人
に
対
し
て
で
は
な
く
、

自
ら
の
人
生
を
か
け
て
仏
道
を
求
め
て
い
る
人

に
対
し
て
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
言
葉
は
、
単
に
知
識

的
な
学
び
と
救
い
が
明
ら
か
に
な
る
学
び
と
の

二
つ
の
学
び
方
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
呑
気
な

話
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。「
行
者
」

に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
も

し
有
縁
の
法
が
無
け
れ
ば
、
結
局
、
ど
ん
な
に

一
生
懸
命
に
学
ん
だ
と
し
て
も
知
識
的
な
学
び

で
終
わ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
人

生
に
、
何
も
決
着
が
着
く
こ
と
な
く
終
わ
っ
て

し
ま
う
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
有
縁
の
法
が

無
け
れ
ば
解
学
に
終
わ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。そ

う
い
う
意
味
で
は
、
有
縁
の
法
と
の
出
あ

い
抜
き
に
は
行
学
と
い
う
学
び
は
成
り
立
た
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
学
び
は
、

た
と
え
一
度
う
な
ず
い
た
と
し
ま
し
て
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
縁
の
中
で
見
失
っ
た
り
、
分
か
ら
な

く
な
っ
た
り
し
な
が
ら
歩
ん
で
い
く
わ
け
で
し

ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
歩
み
の
中
で
、
常
に
立
ち

返
り
立
ち
返
り
し
な
が
ら
学
ん
で
い
く
こ
と
が

で
き
る
、
歩
み
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
教
え
、
そ
し
て
私
た
ち
に
道
を
開
い
て
く
だ

さ
る
教
え
、
そ
れ
が
「
有
縁
の
法
」
な
の
で
し

ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
教
え
と
し
て
、
多
く
の
人
々
に

学
ば
れ
続
け
て
き
た
教
え
が
「
浄
土
三
部
経
」

だ
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

第
二
回

十
月
三
十
日
（
木
）

あ
な
た
に
と
っ
て
「
浄
土
三
部
経
」
と
は
？

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺
し
ず
か 

氏
（
同
朋
大
学
特
任
教
授
）
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バ
ス
の
中
で
真
宗
本
廟
ク
イ
ズ

ク
イ
ズ
の
内
容
は
、「
御
影
堂
の
瓦
の
枚
数
」

「
両
堂
が
現
在
の
場
所
に
建
立
さ
れ
て
か
ら
、

何
度
焼
失
し
た
か
」「
御
真
影
が
ど
の
よ
う
に

お
念
珠
を
持
た
れ
て
い
る
か
」
な
ど
、
四
択
ク

イ
ズ
を
参
加
者
と
楽
し
く
事
前
の
学
び
を
し

た
。「
現
在
の
両
堂
が
江
戸
時
代
に
四
度
も
焼

失
し
た
」
と
の
答
え
に
、
驚
き
の
声
が
バ
ス
の

中
に
響
き
わ
た
っ
た
。
ま
た
、
参
加
者
か
ら
研

究
生
が
答
え
ら
れ
な
い
質
問
が
出
さ
れ
、
冷
や

汗
を
か
く
場
面
も
あ
る
な
ど
、
大
い
に
盛
り
上

っ
た
。

東
本
願
寺
の
両
堂
は
誰
が
建
立
し
た
？

バ
ス
か
ら
降
り
て
工
事
中
の
御
影
堂
門
を
く

ぐ
る
と
、
御
影
堂
か
ら
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
が

出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
聖
人
に
ご
挨
拶
し
た

後
、
一
行
は
同
朋
会
館
へ
向
か
い
、
譽ほ
ん

田だ

和や
す

人と

研
修
部
長
の
お
話
を
聞
い
た
。
部
長
か
ら
「
両

堂
は
誰
が
建
て
た
の
で
し
ょ
う
」
の
問
い
に
、

「
う
～
ん
。
何
上
人
だ
っ
た
か
な
」
と
、
首
を

か
し
げ
る
我
々
。「
ご
門
徒
さ
ん
が
建
て
た
の

で
す
」
と
い
う
答
え
に
、
み
ん
な
納
得
。
約

五
十
分
に
わ
た
っ
て
「
私
に
と
っ
て
真
宗
本
廟

と
は
」
に
つ
い
て
、
研
修
部
長
と
考
え
た
。

昼
食
は
同
朋
会
館
で

昼
食
は
同
朋
会
館
で
つ
く
ら
れ
た
合
掌
御

膳
。
旬
の
食
材
を
取
り
入
れ
た
お
も
て
な
し
に

笑
顔
が
こ
ぼ
れ
る
。
み
な
さ
ん
こ
れ
か
ら
の
日

程
が
待
ち
遠
し
い
！

④

工事中の御影堂門をくぐると、御影堂の正面で親鸞聖人の
御真影が出迎えてくださった

時間を延長して熱く語って
くださった譽田研修部長

心もはずむ昼食
※合掌御膳は1,200円でいただける（要予約）

研究生による真宗本廟
クイズに大盛り上がり！

真
宗
本
廟
で
得
度
し
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
と
な
り
、教
師
修
練
を
受
け
教
師
資
格
を
有
す
る
研
究
生
。

僧
侶
条
例
に
謳う

た

わ
れ
て
い
る
「
真
宗
本
廟
を
崇
敬
し
、
本
廟
奉
仕
に
努
め
る
こ
と
」
を
誓
約
し
た
の
だ

が
、
は
た
し
て
、
ど
れ
だ
け
本
廟
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
か
。

教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
か
ら
、
名
古
屋
別
院
教
化
事
業
部
と
協
力
し
、
別
院
主
催

の
真
宗
門
徒
講
座
受
講
者
を
は
じ
め
と
す
る
有
縁
の
方
々
に
「
そ
う
だ
！
若
い
お
坊
さ
ん
と
京
都
へ
行

こ
う
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
本
山
参
拝
を
呼
び
か
け
、
研
究
生
が
諸
殿
の
案
内
役
を
勤
め
る

企
画
を
十
月
二
日
に
実
施
し
た
。

昨
年
に
引
き
続
き
今
回
で
二
回
目
と
な
る
こ
の
企
画
に
、
ご
門
徒
七
十
六
名
が
参
加
。
研
究
生
と
別

院
職
員
ら
十
四
名
が
ス
タ
ッ
フ
と
な
り
、
両
堂
の
参
拝
に
加
え
、
勤
行
・
講
義
・
諸
殿
拝
観
・
座
談
と

盛
り
だ
く
さ
ん
な
一
日
を
真
宗
本
廟
で
過
ご
し
た
。

参
加
さ
れ
た
ご
門
徒
方
か
ら
は
、「
真
宗
本
廟
に
納
骨
、
お
参
り
し
た
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
こ
ん

な
に
じ
っ
く
り
過
ご
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
な
ど
、
喜
び
の
声
が
多
数
聞
か
れ
た
。

今
号
で
は
、
こ
の
た
び
の
企
画
の
一
端
を
紹
介
し
、
各
寺
院
で
の
取
り
組
み
の
参
考
に
し
て
い
た
だ

け
た
ら
と
思
う
。

07：00　受付（名古屋別院本堂前）

07：30　名古屋別院　発（大型バス２台）

09：50　真宗本廟　着

10：00　御影堂参拝

10：20　同朋会館にて入館式（勤行）

11：00　講義「私にとって真宗本廟とは」

12：00　昼食（同朋会館にて「合掌御膳」）

13：00　阿弥陀堂修復現場視察

13：30　班ごとに諸殿拝観

15：30　同朋会館にて閉会式

16：00　真宗本廟出発

16：30　おみやげ店で買い物

19：00　名古屋別院　着／解散

当日の行程

研究生現地研修
2014年10月２日

教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
が
真
宗
本
廟
を
案
内

　

私
に
と
っ
て
真
宗
本
廟
と
は

真
宗
門
徒
講
座
（
別
院
主
催
）
受
講
者
な
ど　

九
十
人
で
バ
ス
団
参
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昼
食
を
終
え
た
一
行
は
、
六
班
に
別
れ
て
座

談
を
交
え
た
諸
殿
拝
観
を
行
っ
た
。

御
影
堂
で
は
、
ど
の
よ
う
な
お
荘
厳
が
な
さ

れ
て
い
る
の
か
を
皆
で
確
認
し
、「
ど
う
し
て

こ
ん
な
に
広
い
お
堂
が
建
て
ら
れ
た
の
か
」「
明

治
度
の
再
建
事
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
か
」
な
ど
に
つ
い
て
、
柱
を
な
で
た
り
、
畳

の
温
も
り
を
感
じ
な
が
ら
の
話
し
合
い
が
行
わ

れ
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
個
人
で
お
参
り
し
て
も

眺
め
て
終
わ
る
だ
け
。
今
回
は
、
何
も
わ
か
ら

ず
に
参
加
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
と
興
味
を
持
て

た
。
多
少
な
り
と
も
知
識
が
あ
れ
ば
、
次
回
真

宗
本
廟
に
来
る
時
に
は
、
思
い
入
れ
が
違
っ
て

く
る
と
思
う
」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

は
じ
め
て
見
る
諸
殿

普
段
は
関
係
者
以
外
は
入
る
こ
と
が
で
き

な
い
諸
殿
に
、参
加
者
か
ら
は
「
緊
張
す
る
ね
。

わ
く
わ
く
す
る
ね
」
と
、
期
待
の
声
が
聞
か

れ
た
。
下
の
写
真
は
大
寝
殿
に
あ
る
竹た

け

内う
ち

栖せ
い

鳳ほ
う

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
襖ふ
す
ま
の
絵
。
何
者
か
に

よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
た
二
羽
の
「
喜き

雀じ
ゃ
く」
に

つ
い
て
の
説
明
を
受
け
る
と
、
参
加
者
か
ら

は
、「
な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
？
」「
よ

ほ
ど
か
わ
い
い
雀
だ
っ
た
の
か
な
」
と
、
な

ご
や
か
な
雰
囲
気
。「
普
段
は
入
っ
た
り
、
見

た
り
聞
い
た
り
で
き
な
い
か
ら
、
大
変
良
か

っ
た
」「
と
て
も
親
切
な
解
説
を
し
て
も
ら
い

個
人
で
は
見
ら
れ
な
い
様
な
と
こ
ろ
ま
で
見

学
で
き
、
有
り
難
か
っ
た
」
な
ど
、
喜
び
の

声
を
多
数
耳
に
し
た
。

⑤

御影堂を支える大柱は九十本。写真の柱は1885（明治17）年に名
古屋の同行から献木されたもの。

昼食後、現在は公開が終わった御修復現場から阿弥陀堂の破風を前
に語りあう参加者。

明
治
度
再
建
事
業
の
ご
苦
労
を
感
じ
る

研修を終えて
　研究生がひたむきに参加者と向き合うことで、
自然とお互いの心が近づいている様子が見てと
れ、帰りのバスも和やかに話し合いがもたれて
いた。この研修を終えた後、自坊でも 40年ぶり
の真宗本廟奉仕団に参加した。このたびの研修に
習って、真宗本廟クイズや同朋会館の紹介ビデオ
を見てバスの時間を過ごした。座談会では、「こ
れからのお寺はどうなっていくのか」と、月参り
の会話では出てこない問いかけをもらった。ご門
徒と大事な時間を過ごすことができたと思う。

（業務嘱託　林
はやし

�博
ひろ

行
ゆき

）

朝から晩までの過密な日程
の中で、皆さんはいつも笑顔、
バスから降りて足取りも軽や
か。疲れた顔をしているのは
私だけ。でも参加者の「あり
がとう」の声で元気回復。

（第 9期研究生　田
た

島
じま

�晶
しょう

）

ともに参拝した班の方々の
楽しそうな姿が印象に残って
いる。私自身は少しもやもや
した気持ちだった。毎回新た
な感情を抱くことのできる団
体参拝で、再度、本廟を訪れ
たい。
（第 10 期研究生　玉

たま

腰
こし

�暁
あき

広
ひろ

）

　参加者の方々が自然と手を
合わせている姿や、御影堂で
頭を下げる姿がとても印象に
残った。自然にできるその姿
に日頃の私の姿勢が問われる
思いがした。

（第 11 期研究生　鍋
なべ

野
の

� 了
りょう

悟
ご

）

皆さんに、いかに楽しんで
もらえるかを考え、レクリエ
ーション企画から細部にわた
り、事前に多くの下調べをし
て臨んだ。緊張し、動揺して
言葉に詰まりながら、案内さ
せていただいた。
（第 9期研究生　堂

た

宮
みや

�淳
あつ

賢
のり

）

譽田和人研修部長の「また、
いつでも帰ってきてくださ
い」という言葉が心に残った。
「出かける場所」でなく、「帰
る場所」として真宗本廟を参
加者の皆様と確かめさせてい
ただいた。
（第 9期研究生　荒

あら

山
やま

�優
ゆう

）

日頃意識することのなかっ
た真宗本廟。今回、案内役を
する中で、この真宗本廟がこ
れからも護持相続されていく
事を願わずにはいられなくな
った。

（第 11 期研究生　松
まつ

山
やま

�公
こう

顯
けん

）

案内役を勤めた研究生
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筆
者
は
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
「
真
宗
同
朋
会
運
動
の
源
流
を
探
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
尾
張
真
宗
の

講
組
織
を
研
究
課
題
と
し
、『
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
』（
以
下
『
研
究

報
告
』）
の
第
九
集
と
第
十
集
に
お
い
て
そ
の
成
果
を
報
告
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
聞
き
取
り
調
査

し
た
尾
張
地
域
の
講
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
今
に
受
け
継
が
れ
る
真
宗
の
講
が
中
世
の
寄
合
文
化

に
由
来
す
る
こ
と
を
確
認
し
（
第
九
集
）、
同
朋
会
運
動
と
伝
統
的
な
講
組
織
の
関
係
を
検
討
し
な
が

ら
、
そ
こ
に
孕は

ら

ま
れ
る
問
題
を
論
じ
て
み
た
（
第
十
集
）。
し
か
し
、
真
宗
の
講
が
歴
史
の
中
で
果
た

し
て
き
た
役
割
は
多
様
で
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
特

に
、
調
査
に
訪
れ
る
た
び
に
耳
に
し
て
き
た
、
葬
儀
に
お
け
る
同
行
の
相
互
扶
助
に
つ
い
て
は
充
分

に
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た
。
近
年
、
講
の
衰
退
・
消
滅
が
叫
ば
れ
る
が
、
様
々
な
講
組
織
で
話
を
う

か
が
う
と
、
実
は
そ
れ
が
葬
儀
形
態
の
変
化
に
よ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
今
後
は
「
真

宗
門
徒
の
講
と
葬
儀
」
を
研
究
課
題
と
し
な
が
ら
、
真
宗
の
講
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
今
後

い
か
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
以
下
は
、
そ
の
手
始
め
と
し

て
の
現
時
点
で
の
筆
者
の
覚
書
で
あ
る
。

最
初
に
、
愛
西
市
下
東
川
町
の
講
組
を
例
と

し
て
、
真
宗
の
講
で
同
行
が
亡
く
な
っ
た
際
の

相
互
扶
助
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
実

際
に
葬
儀
が
執
行
さ
れ
て
い
る
様
子
で
は
な

く
、
平
常
時
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
聞
き
取

っ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

愛
西
市
下
東
川
町
は
、
集
落
が
五
つ
の
講
組

（
北
組
・
西
組
・
中
組
・
下
組
・
河
原
）
に
分

か
れ
て
お
り
、
す
べ
て
同
市
鵜
多
須
町
の
了
慶

寺
と
講こ

う
し
た下

の
関
係
に
あ
る
。
そ
の
中
で
調
査
に

う
か
が
っ
た
下
組
で
は
、
今
も
な
お
同
行
が
亡

く
な
っ
た
時
に
は
、
会
館
等
を
使
用
す
る
こ
と

な
く
喪
主
宅
に
て
、
全
体
で
「
お
取
り
持
ち
」

を
し
な
が
ら
葬
儀
を
執
行
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
下
組
の
組
織
構
成
は
次
の
通
り
で
、
か

つ
て
は
十
二
軒
で
あ
っ
た
が
、
十
年
ほ
ど
前
か

ら
は
十
軒
に
な
り
、
手
次
寺
を
同
じ
く
了
慶
寺

と
す
る
同
行
宅
が
五
軒
、
そ
れ
以
外
の
真
宗
寺

院
が
五
軒
と
い
う
具
合
で
、
尾
張
西
部
地
域
に

見
ら
れ
る
典
型
的
な
真
宗
の
講
組
織
で
あ
る
。

た
だ
、
毎
月
の
寄
合
は
現
在
行
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
っ
た
が
、
一
月
と
六
月
に
懇
親
の
会
食

を
も
つ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
同
行
宅
で
の
葬
儀
で
あ
る
が
、
葬
儀

当
日
の
様
子
か
ら
先
に
見
て
み
る
と
、
先
ず
出

棺
前
の
「
出で

立だ

ち
」
の
お
斎と
き

は
女
人
講
（
女お
な
ご子

衆し
ゅ
う）

が
す
べ
て
煮
炊
き
を
し
、
コ
シ
ョ
ウ
汁
も

し
く
は
ユ
ウ
カ
ン
汁
も
用
意
す
る
。
コ
シ
ョ
ウ

汁
と
は
お
す
ま
し
に
胡こ

椒し
ょ
うを

入
れ
た
も
の
で
、

ユ
ウ
カ
ン
汁
は
醤
油
と
唐
辛
子
に
お
湯
を
さ
し

た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
も
と
は
ユ
ウ
カ
ン

汁
の
み
で
、
名
前
も
「
湯ゆ

灌か
ん

」
か
ら
派
生
し
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上

の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、お
こ
わ（
赤

飯
）
も
用
意
さ
れ
る
。
こ
の
葬
儀
の
「
出
立
ち
」

に
赤
飯
を
振
舞
う
習
慣
は
、
尾
張
の
最
西
部
地

域
に
残
る
独
特
の
習
俗
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
今
は
餅
屋
に
頼
む
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
男
衆
は
役
場
へ
の
届
け
出
や
通
夜
・
葬
儀

の
受
付
、
葬
儀
の
司
会
進
行
な
ど
庶
務
全
般
を

こ
な
す
が
、
そ
れ
こ
そ
以
前
は
納
棺
か
ら
、
棺

を
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ
葬
列
を
組
ん
で
の
サ
ン
マ

イ
（
村
の
火
葬
場
）
へ
の
搬
送
な
ど
も
、
す
べ

て
自
分
た
ち
で
取
り
仕
切
っ
た
わ
け
で
あ
る

（
現
在
は
愛
西
市
の
総
合
斎
苑
ま
で
霊れ
い
き
ゅ
う
し
ゃ

柩
車
で

運
ぶ
）。

ま
た
、
通
夜
や
火
葬
後
の
還
骨
に
も
お
斎
が

用
意
さ
れ
、
こ
れ
も
女
人
講
が
煮
炊
き
し
た
と

い
う
。
今
は
、
こ
れ
ら
は
割
子
弁
当
を
頼
む
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
だ
が
（
そ
れ
で
も
ご
飯
・
味

噌
汁
・
漬
物
は
調
理
す
る
）、通
夜
の
時
は
喪
主
・

親
族
が
先
に
食
事
を
と
り
同
行
は
そ
の
世
話
を

し
、
還
骨
後
は
逆
に
同
行
が
先
で
、
喪
主
・
親

族
は
同
行
に
お
礼
の
気
持
ち
で
接
待
す
る
と
い

う
の
は
興
味
深
い
。
ま
さ
に
相
互
扶
助
の
精
神

が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、

通
夜
と
還
骨
の
お
勤
め
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

今
で
こ
そ
手
次
寺
の
住
職
を
導
師
に
迎
え
て
一

緒
に
『
正
信
偈
』『
和
讃
』
を
勤
め
る
が
、
か

つ
て
は
講
組
の
同
行
だ
け
で
勤
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。
還
骨
の
際
は
お
勤
め
の
後
に
「
白
骨
の

御
文
」
が
続
く
が
、
こ
れ
も
も
と
も
と
は
同
行

の
代
表
が
拝
読
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
手
次
寺
が
行
う
の
は
枕
勤
め
と
葬
儀

の
お
勤
め
だ
け
で
、
あ
と
は
す
べ
て
同
行
が
お

互
い
に
お
勤
め
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
他
の
地
域
で
は
ほ
と

ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
、
実
は
ど
こ
で
で

も
見
ら
れ
る
姿
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
今
ま
で
に

調
査
し
た
講
組
で
も
、「
昔
は
こ
う
し
た
も
の

だ
」
と
同
じ
よ
う
な
話
を
常
に
聞
い
て
き
た
。

講
組
の
同
行
が
「
お
取
り
持
ち
」
を
し
て
助
け

合
う
。
こ
れ
が
真
宗
の
葬
儀
の
伝
統
で
あ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊

で
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
は
何
に
由
来
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
を
尋
ね
て
い
き
た

い
が
、
た
だ
こ
れ
を
真
宗
独
自
の
も
の
と
と
ら

え
る
の
は
短
絡
的
で
あ
る
。『
研
究
報
告
』
第

九
集
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
講
と
は

真
宗
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
の
で
は
な
く
、
古
代

か
ら
の
寺
院
に
お
け
る
仏
典
講
究
の
集
会
や
仏

事
法
会
を
意
味
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

民
間
へ
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
信
仰
上
・
社
会
上

の
様
々
な
集
団
を
さ
す
言
葉
と
し
て
中
世
に
お

い
て
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
。ま
た
葬
儀
も
、

念
仏
講
や
無
常
講
な
ど
と
称
さ
れ
る
相
互
扶

助
的
な
信
仰
共
同
体
が
関
わ
る
形
態
が
、
真

宗
成
立
以
前
に
す
で
に
民
間
に
広
ま
り
つ
つ

　
　真
宗
門
徒
の
講
と
葬
儀
に
関
す
る
覚
書

 

氏

尾張の真宗史
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あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
源
流
と
な
る
の
が

平
安
時
代
中
期
の
二
十
五
三
昧
講
な
の
で

あ
る
※
１
。

こ
こ
で
、
話
は
そ
れ
る
が
二
十
五
三
昧
講

に
つ
い
て
少
し
見
て
お
き
た
い
。
二
十
五
三

昧
講
（
会
）
は
比
叡
山
横よ
か
わ川

を
中
心
に
活
動

し
た
念
仏
結
社
で
、
寛
和
二
（
九
八
六
）
年

五
月
に
、
横
川
首し
ゅ
り
ょ
う楞
厳ご
ん
い
ん院
の
住
僧
二
十
五

人
を
根
本
結
衆
と
し
て
発
足
し
た
。
こ
の
結

社
は
毎
月
十
五
日
に
念
仏
三
昧
を
修
し
て

浄
土
往
生
を
願
っ
た
が
、
同
年
九
月
中
頃

ま
で
に
源
信
（
恵
心
僧
都
）
が
入
会
し
、

行
儀
作
法
な
ど
が
次
第
に
整
備
さ
れ
結
衆

も
増
加
し
た
※
２
。
さ
て
、
こ
の
講
に
は
寛

和
二
年
九
月
十
五
日
に
、
同
行
の
一
人
で

あ
る
慶よ
し

滋し
げ
の

保や
す

胤た
ね

が
起
草
し
た
、「
横
川
首

楞
厳
院
二
十
五
三
昧
起
請
」
と
い
う
八
ヶ

条
の
規
定
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
二

年
後
の
永
延
二
年
六
月
十
五
日
に
、
源
信

に
よ
っ
て
十
二
ヶ
条
に
改
訂
さ
れ
る
の
だ

が
、
そ
の
第
十
一
条
に
「
可
下

結
衆
之
中�

有
二

已
（
亡
カ
）者

一

時
問
葬
念
仏
上

事
」
※
３
と
あ
る

の
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
結
衆
の
葬

儀
を
執
り
行
っ
て
念
仏
せ
よ
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
八
ヶ
条
「
起
請
」

の
第
八
条
「
可
二

結
衆
没
後
守
レ

義
修
一レ

善
事
」

※
４
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
い

う
念
仏
は
追
善
の
念
仏
で
あ
る
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の

二
十
五
三
昧
講
が
そ
の
後
次
第
に
各
地
に
普

及
し
、
念
仏
講
が
結
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
に
よ
り

誕
生
す
る
真
宗
門
徒
団
の
道
場
で
の
寄
合
も
、

こ
の
よ
う
な
土
壌
の
上
に
結
成
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
葬
儀
に
お
け
る
相
互
扶
助
は
、
真
宗
の
講

組
織
に
も
、
当
初
か
ら
重
要
な
要
素
と
し
て
備

わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊

哲
学
者
・
内
山
節
氏
は
、
群
馬
県
の
山
村
で

の
自
身
の
生
活
を
踏
ま
え
て
、
広
く
講
一
般
の

性
格
と
し
て
、
信
仰
集
団
の
ほ
か
に
、
娯
楽
集

団
と
助
け
合
い
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る

が
※
５
、
真
宗
門
徒
の
寄
合
も
基
本
的
に
は
聞

法
・
求
道
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
共
同

体
の
親
睦
や
相
互
扶
助
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
こ

と
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
講
組
織

に
信
仰
性
、
娯
楽
性
、
相
互
扶
助
性
が
備
わ
っ

て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
実
際
に
足
を
運
ん
で

各
地
の
講
を
調
査
し
て
み
れ
ば
、
ま
さ
に
肌
で

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。「
お
講

で
い
た
だ
く
ご
飯
が
楽
し
み
だ
っ
た
」、「
役
場

か
ら
の
通
達
を
連
絡
す
る
な
ど
集
落
の
寄
合
も

兼
ね
て
い
る
」
と
い
っ
た
言
葉
は
幾
度
と
な
く

聞
い
て
き
た
。

と
く
に
真
宗
の
場
合
は
、教
説
に
お
い
て「
御

同
朋
・
御
同
行
」
と
、
同
朋
意
識
が
強
調
さ
れ

て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
非
常
に
顕
著
で

あ
る
と
感
じ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
信
仰

を
等
し
く
す
る
と
い
う
同
朋
意
識
が
よ
り
親
睦

を
深
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
相
互
扶
助
意

識
が
高
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
逆
に
、
娯
楽
的
、
相
互
扶
助
的
な
要
素
が

「
寄
り
合
う
」
と
い
う
行
為
を
推
進
し
、
そ
れ

が
互
い
の
信
仰
を
深
め
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
三
つ
の
性
格
が

絡
み
合
い
な
が
ら
真
宗
の
講
組
織
は
、
信
仰
か

つ
地
域
共
同
体
と
し
て
育
ま
れ
、
そ
の
土
地
の

人
々
の
生
活
に
浸
み
込
ん
で
き
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊

と
こ
ろ
が
、
高
度
経
済
成
長
期
の
工
業
化
・

都
市
化
が
、
従
来
は
当
た
り
前
で
あ
っ
た
こ
の

風
景
を
大
き
く
様
変
わ
り
さ
せ
て
い
っ
た
。
都

市
部
に
お
い
て
葬
儀
は
葬
祭
業
者
が
取
り
仕
切

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
地
方
村
落
に
も
広
が

っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
の
時
代
に
入
っ

て
か
ら
は
、
も
う
一
つ
大
き
く
変
化
す
る
こ
と

に
な
る
。
葬
儀
会
館
の
存
在
で
あ
る
。
も
は
や

葬
儀
は
サ
ー
ビ
ス
業
と
し
て
葬
祭
業
者
に
委
ね

ら
れ
、
葬
儀
会
館
が
そ
の
場
所
と
な
る
こ
と
が

主
流
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
も
調
査
で
何

度
も
耳
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、「
葬
儀

会
館
が
で
き
て
か
ら
状
況
が
変
わ
っ
た
」、「
会

館
で
葬
儀
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
お
取

り
持
ち
と
い
う
も
の
が
理
解
し
て
も
ら
え
な
く

な
っ
た
」。
こ
う
い
っ
た
言
葉
か
ら
は
、
講
の

相
互
扶
助
は
も
は
や
必
要
な
い
と
意
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
共
同
体
の
つ
な
が
り
な
ど
、
逆
に
「
煩
わ
し

い
」
も
の
と
し
か
認
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。

結
果
、
講
組
織
の
衰
退
・
消
滅
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
東
日
本
大

震
災
を
経
験
し
、
共
同
体
の
相
互
扶
助
が
見
直

さ
れ
て
い
る
の
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
講
組

織
の
役
割
は
ま
だ
ま
だ
失
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、

新
た
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
も
言
え
る
。

（
研
究
員　

小
島�

智
）

※
１　
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
一
巻
（
一
九
九
〇
年
、
吉
川
弘

文
館
）、
三
三
九
頁
参
照
。

※
２　
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
巻
（
一
九
八
九
年
、
吉
川
弘
文

館
）、
八
七
八
頁
参
照
。

※
３　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
二
七
年
、
比
叡
山

図
書
刊
行
所
）、
三
四
七
頁
。

※
４　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一
巻
、
三
五
六
頁
。

※
５　

内
山
節
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
―
自
然
と
人
間
の
基

層
か
ら
』（
二
〇
一
〇
年
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
第
一

部
第
五
章
参
照
。

下東川町下組での聞き取りの様子



　■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》
「苦」を、どう受け取っているか、という問いをいただいた。
悩みはたくさんあるし次から次へと出てくるが、それを苦

しんでいるかと言えば、わからなくなってくる。その問いをくだ
さった先生は、さらに「お釈迦さまは覚ったのち、もっと苦しん
だのではないか」と。「苦」と縁のない存在になられたようだ
が、それは一切皆苦と矛盾するようにも思う。だとしたら、お
釈迦さまは、どのように苦しまれたのだろうか。

自分より、お釈迦さまの「苦」の方が気になってきた。（り）

■名古屋別院・名古屋教区・教化センターホームページ［お東ネット］http://www.ohigashi.net
■お東ネット内で、教化センター所蔵図書・視聴覚教材を検索できます。 お東ネット 検索

INFORMATION

教化センター日報
2014年９月～11月

研究生・実習「真宗門徒講座（宗祖親鸞聖人 生涯と教え⑤）」
研究生・学習会「真宗本廟一日参拝 事前現地研修」
研究業務「平和展」学習会
HP「お東ネット」会議
教化研修「聖典研修①」（竹橋太氏）
研究業務「平和展」学習会
研究生・学習会「真宗本廟一日参拝 事前学習」

９月５日
８日

10日
19日
22日
24日

研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
研究業務「平和展」学習会
研究生・実習「真宗本廟一日参拝」
職員研修会「差別と私③」
研究業務「平和展」学習会
研究生・実習「真宗門徒講座）（宗祖親鸞聖人 生涯と教え⑥）」
研究業務「自死者追悼法要 事前打合せ」後援
教化研修「聖典研修②」（廣瀬惺氏）
研究業務「平和展」学習会
研究生・実習「真宗門徒講座（宗祖親鸞聖人 生涯と教え⑦）」
研究業務「平和展」学習会
研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加
研究業務「自死者追悼法要事前学習会」後援

29日

10月２日
６日
７日
16日
17日
30日

11月10日
13日
17日
18日
20日

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

お 知 ら せ
●事務休暇について
　・冬期休暇：2014年12月27日（土）～ 2015年１月６日（火）
　・午後５時閉館：2015年１月７日（水）、２月９日（月）
　・臨時閉館（図書整理のため）：2015年２月７日（土）、14日（土）
●図書整理に伴うお知らせとお願い
　・図書整理（図書・視聴覚教材及び資料の貸出停止期間）：2015年２月２日（月）～２月14日（土）
　　※上記期間中は、教化センターの蔵書、視聴覚教材及び資料の整理を行いますので、貸出を停止させていただきます。
　・借受中の書籍などをご返却ください
　　図書整理を行うため、お手元に借受中の書籍及び視聴覚教材がございましたら１月31日（土）までにご返却ください。

家族や友人、恋人が自死でこの世を去っていく。遺族は日常の中で突如起きた事実
を受け止めきれず、自らを責め、社会から孤立し、ついには生きる意欲さえ失ってしまう。

今年で6回目を数える自死者追悼法要に先立ち、「いのちに向き合う宗教者の
会」では、11月20日、鷹見有紀子氏（「リメンバー名古屋自死遺族の会」共同代表）
を招き事前学習会を開催。自らも自死遺族である鷹見氏からの、葬儀における焼香
時の立礼や答礼挨拶での身心の負担や、場合によっては法話が悲しみや自責の
念に苦しむ自死遺族をさらに追い詰めるという指摘をいただいた。

12月3日の法要当日、亡き人と自分自身の生まれた意味を見出そうと、宗派を超え
て集った僧侶とともに、ご遺族らがご尊前で静かにいのちに向き合った。「ともに悲
しみに向き合いたい」という会員の姿勢によっ
てか、法要後の茶話会では「苦しいのは私だ
けじゃなかった」「日頃封印している気持ちを
ここでは打ち明けられる」との声が聞かれた。

様々な葬送儀礼に携わる者、何より仏法に
生きる者として、ご遺族（ご門徒）とどう関わり、
どう応えるのか。なぜ儀式が生まれ、営まれてき
たのか。今一度確かめる必要があると感じた。

（研究員　大河内 真慈）

現代社会と真宗教化　報告
　　第６回 自死者追悼法要
　　「いのちの日 いのちの時間」（12月３日） 事前学習会（11月20日）

主催 いのちに向き合う宗教者の会　後援 名古屋教区教化センター

第26回平和展「戦争と歩んだ教育」

公開講座のご案内
◆聖典研修『仏説阿弥陀経』―その教義と真宗の儀式―
第４回　１月23日（金）
　竹橋　太 氏（儀式指導研究所研究員）
第５回　２月19日（木）
　廣瀬　惺 氏（同朋大学特任教授）
第６回　４月16日（木）
　廣瀬　惺 氏（同朋大学特任教授）
（全８回　第７回 ５月15日、第８回 ６月18日）

日 程　講義：午後６時～７時 20 分
 功究・座談：7 時 40 分～８時 30 分

会 場　名古屋教務所１階　議事堂

持ち物　『真宗聖典』

聴講料　500 円
 ※教師陞補のための聴講証発行研修

日時　３月18日(水)～24日(火)
　　　午前10時～午後６時
　　　※開会式　18日午前11時　※閉会式　24日午後５時
会場　名古屋教務所１階　議事堂
入場無料

《展示内容》
　◆特別展：戦争教育
　◆第１章：新資料紹介（大垣教区より）
　　　　　天皇教と仏教　　学校の戦争教育
　　　　　大谷派僧侶と戦争教育
　◆第２章：日本宗教の占領地活動
　　　　　宗教と宣撫工作　　占領地の日本語教育
　◆第３章：現代
　　　　　社会問題（人権・平和）　　大谷派の課題
　　　　　
　主催　名古屋教区教化センター
　協力　名古屋教区教化委員会、名古屋別院

たか　み 　 ゆ 　き　こ
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