
真宗大谷派名古屋教区教化センター

〒460-0016
名古屋市中区橘二丁目 8 番 55 号
TEL（052）323-3686
FAX（052）332-0900

■発行人／荒山 淳
■発行所／真宗大谷派名古屋教区教化センター

2015.3.25

No.92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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最
近
、
私
自
身
は
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル･

ネ
ッ
ト
ワ
ー

キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）
のFacebook(

フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク)

な
る
も
の
で
あ
る
。
各
地
の
情
報

が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
伝
達
さ
れ
て
く
る
こ
と
や
、

〈
い
い
ね
〉・〈
シ
ェ
ア
〉
す
る
こ
と
で
他
者
と
認

め
合
い
繫
が
る
と
い
う
、
友
だ
ち
の
輪
が
広
が

る
楽
し
さ
も
同
時
に
味
わ
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
な
か
に
は
、
東
日

本
、
特
に
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
爆
発
事
故

関
連
の
情
報
も
少
な
く
な
い
。
原
発
の
周
り
に

あ
る
町
は
、
四
年
経
っ
た
今
も
一
人
の
人
影
も

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。『
福
島
民
報
』

に
よ
れ
ば
、
放
射
線
に
阻
ま
れ
自
宅
に
戻
る
こ

と
も
で
き
ず
、
原
発
事
故
に
よ
る
関
連
死
が
二

月
二
十
一
日
ま
で
に
千
八
百
六
十
二
人
に
達

し
、「
県
民
健
康
調
査
」
対
象
者
三
十
七
万
人

中
、
甲
状
腺
が
ん
を
発
症
し
た
子
ど
も
が
、
疑

い
を
含
め
百
人
を
越
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
な

か
に
は
被
曝
さ
れ
た
ご
自
身
の
健
康
状
態
や
、

亡
く
な
ら
れ
た
我
が
子
の
写
真
を
掲
載
し
て
お

ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
。
何
に
苦
し
み
、
何
に

悲
し
ん
で
い
る
の
か
知
っ
て
ほ
し
い
。
声
に
な

ら
な
い
声
に
向
き
合
い
耳
を
傾
け
て
ほ
し
い
。

「
た
だ
普
通
に
生
活
し
て
い
た
い
」
と
い
う
胸
を

切
り
裂
く
よ
う
な
叫
び
が
、
そ
こ
か
ら
聞
こ
え

て
く
る
の
で
あ
る
。

自
分
自
身
が
こ
の
状
況
下
に
置
か
れ
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
か
。
亡
く
な
ら
れ
た
子
ど
も
の
顔
写

真
の
背
後
に
我
が
子
の
顔
を
浮
か
べ
る
一
方
で
、

都
合
の
悪
い
こ
と
は
見
て
見
ぬ
ふ
り
す
る
私
の

自
我
が
は
た
ら
く
。
ま
た
今
、
何
の
解
決
も
見

ぬ
ま
ま
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
が
始
め
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
送
電
線
の
向
こ
う
側
に
は
、

想
像
を
絶
す
る
世
界
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
私

の
頭
に
そ
ん
な
思
い
が
よ
ぎ
る
と
同
時
に
、
自

分
の
分
限
を
超
え
た
こ
と
だ
と
囁さ

さ
や

く
自
分
が
い

る
。
そ
う
い
う
私
に
宗
祖
は
、

六
悪
と
は
、
一
に
悪
時
、
二
に
悪
世
界
、

三
に
悪
衆
生
、四
に
悪
見
、五
に
悪
煩
悩
、

六
に
悪
邪
無
信
盛
時
な
り
。

『
愚
禿
鈔
』
聖
典
四
四
五
頁

と
お
お
せ
ら
れ
る
。
ど
ん
な
に
悲
惨
な
こ
と
が

起
こ
ろ
う
と
も
、
個
人
的
関
心
事
の
な
か
に
他

人
事
と
し
て
流
転
さ
せ
る
の
は
、
無
信
盛
ん
な

る
時
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
聞
こ
え
た
は
ず
の

悲
し
み
の
声
を
忘
れ
果
て
た
と
き
人
知
の
闇
は

広
が
る
。
そ
の
闇
が
、
ま
す
ま
す
私
自
身
の
憍

慢
心
と
な
っ
て
「
い
の
ち
の
尊
厳
」
を
見
え
な

く
し
て
い
る
。

五
十
年
に
一
度
お
迎
え
す
る
宗
祖
の
御
遠
忌

を
目
前
に
、
五
十
年
を
つ
な
ぐ
一
日
い
ち
に
ち

の
日
暮
し
が
仏
事
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
仏
前

に
灯と

も

さ
れ
る
灯
明
に
照
ら
さ
れ
た
こ
の
身
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
陰
影
。
ま
さ
に

光
と
影
の
狭
間
に
立
っ
て
私
の
後
生
の
一
大
事

が
問
わ
れ
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
主
幹　

荒
山　

淳
）

「すりきず公園」の手づくりの看板。傷や痛みから彼らは何を学び、私たちは何を学ぶのか。（4-5面）

光
と
影
の
狭
間
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大
悲
の
教
え

親
鸞
聖
人
ま
で
は
、
三
部
経
は
、
通
じ
て
念

仏
往
生
を
説
く
経
典
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
、
三
部
経

に
「
真
実
の
教
え
」
と
「
方
便
の
教
え
」
の
意

義
を
見
出
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。『
大
経
』
の

「
真
実
」
に
導
く
た
め
に
「
方
便
の
教
え
」
を
仏

陀
は
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
経
典
が
『
観

経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
「
方
便
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
親

鸞
聖
人
は
、『
教
行
信
証
』
に
曇
鸞
大
師
の
お
言

葉
を
引
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

正
直
を
方ほ
う

と
曰い

う
。
外げ

己こ

を
便べ

ん

と
曰
う
。

正
直
に
依
る
が
ゆ
え
に
、
一
切
衆し
ゅ

生じ
ょ
うを
憐れ

ん

愍み
ん

す
る
心
を
生
ず
。（『

聖
典
』
二
九
四
頁
）

「
方
便
」
の
「
方
」
と
は
「
正
直
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
衆
生
も
漏

ら
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
は
容
易
な

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
続
い
て
曇

鸞
大
師
は
、「
便
」
の
意
味
で
あ
る
「
外
己
」
に

つ
い
て
、

外げ

己こ

に
依
る
が
ゆ
え
に
自
身
を
供
養
し

恭く

敬ぎ
ょ
うす

る
心
を
遠お

ん

離り

せ
り
。

（『
聖
典
』
二
九
四
頁
）

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

自
ら
を
尊
ぶ
心
を
離
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
仏

陀
の
自
己
否
定
で
し
ょ
う
。
仏
陀
が
一
人
と
い

え
ど
も
衆
生
を
漏
ら
さ
ず
、
衆
生
に
真
実
を
開

こ
う
と
さ
れ
て
自
己
否
定
な
さ
っ
た
。
そ
し
て

お
説
き
く
だ
さ
っ
た
の
が
『
観
経
』
と
『
阿
弥

陀
経
』
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
観
経
』
と
『
阿
弥
陀

経
』
は
、
仏
陀
に
よ
る
並
々
な
ら
な
い
大
悲
の

教
え
と
申
し
上
げ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
方
便
の
教
え
」
と
し
て
の
意
義
と
は
？

親
鸞
聖
人
は
「
化
身
土
巻
」
の
初
め
に
、
当

時
の
時
代
社
会
・
仏
教
界
の
状
況
に
つ
い
て
記

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
法
を
見
出
し

て
い
る
人
・
法
に
生
き
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
。
一
方
で
、
表
面
だ
け
仏
教
徒
の
姿
を

し
て
い
る
者
、
仏
教
を
知
識
と
し
て
学
び
、
名

利
の
具
に
し
て
い
る
者
が
極
め
て
多
い
と
述
べ

て
お
ら
れ
ま
す
（『
聖
典
』
三
二
六
頁
）。

こ
れ
は
今
日
の
私
た
ち
の
状
況
と
言
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
親
鸞

聖
人
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
単
に
嘆
い
て
お

ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
仏

陀
が
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
『
観
経
』
に
対
す
る

深
い
帰
依
・
信
順
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
こ
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
記
さ
れ
た
こ

と
に
続
い
て
、

こ
こ
を
も
っ
て
釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

仏ぶ
つ

、
福ふ

く

徳と
く

蔵ぞ
う

を

顕
説
し
て
群ぐ
ん

生じ
ょ
う

海か
い

を
誘
引
し

（『
聖
典
』
三
二
六
頁
）

と
し
て
、
そ
う
い
う
状
況
を
仏
陀
が
全
存
在
を

も
っ
て
受
け
止
め
て
（「
釈
迦
牟
尼
仏
」
と
、
い

わ
ば
フ
ル
ネ
ー
ム
を
も
っ
て
記
し
て
お
ら
れ
る

意
）
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
『
観
経
』
の
意
義
を

い
た
だ
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
ご
自
身
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
生
き

る
一
人
と
し
て
念
仏
の
信
心
に
立
ち
返
っ
て
い

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
時
代
に

生
き
る
衆
生
の
課
題
に
応
え
て
、
仏
陀
は
人
々

を
「
誘
引
」
し
、
仏
法
と
の
縁
を
開
こ
う
と
な

さ
っ
て
お
ら
れ
る
、
そ
の
仏
意
を
い
た
だ
い
て

お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
一
つ
、『
阿
弥
陀
経
』
の
意
義
に
つ
い
て
書

か
れ
た
一
文
を
見
ま
す
と
、『
観
経
』
の
意
義
に

対
応
す
る
形
で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
釈し
ゃ

迦か

牟む

尼に

仏ぶ
つ

は
、
功

徳
蔵
を
開
演
し
て
、
十
方
濁じ
ょ
く

世せ

を
勧か

ん

化け

し

た
ま
う
。

（『
聖
典
』
三
四
七
頁
）

『
観
経
』
の
と
こ
ろ
で
は
『
観
経
』
の
教
え
の

内
容
が
「
福
徳
蔵
」
と
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ

こ
で
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
教
え
が
「
功
徳
蔵
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
功
徳
蔵
」
は
宗
教
の
真

実
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。

『
観
経
』
の
よ
う
に
、「
福
徳
」
と
い
う
衆
生

の
要
望
に
応
え
た
表
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
阿

弥
陀
経
』
で
は
、
仏
陀
が
浄
土
の
す
が
た
を
お

説
き
に
な
り
、
そ
の
世
界
へ
生
ま
れ
る
行
と
し

て
「
念
仏
申
せ
」
と
ひ
た
す
ら
真
実
の
法
を
勧

め
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

し
か
し
そ
れ
は
、
念
仏
さ
え
称
え
て
い
れ
ば

よ
い
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
を
勧

め
る
こ
と
を
通
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
ま
で

な
っ
て
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
如
来
の

本
願
に
立
ち
返
ら
せ
、
本
願
に
生
き
る
生
活
を

回
復
し
よ
う
と
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ

れ
が
、『
阿
弥
陀
経
』
の
仏
陀
釈
尊
に
よ
る
教
化

の
内
容
で
し
ょ
う
。
そ
の
お
心
を
親
鸞
聖
人
は

「
勧
化
（
勧
め
転
化
せ
し
め
る
）」
と
い
う
言
葉

で
押
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、『
観
経
』
は
果
て
し
な
い

迷
い
の
世
界
の
広
さ
に
応
え
て
、
一
切
の
衆
生

に
仏
法
と
の
縁
を
開
い
て
く
だ
さ
る
経
典
。
そ

れ
に
対
し
て
、『
阿
弥
陀
経
』
は
私
た
ち
一
人
一

人
が
抱
え
て
い
る
疑
心
（
自
力
の
執
心
）
に
応

え
て
、
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
を
通
し
て
今
一
度

本
願
に
立
ち
返
ら
せ
て
く
だ
さ
る
経
典
と
申
し

上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

第
三
回

二
〇
一
四
年
十
二
月
四
日
（
木
）

　

親
鸞
聖
人
の
三
部
経
観

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺
し
ず
か 
氏
（
同
朋
大
学
特
任
教
授
）

聖
典
研
修

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
―
そ
の
教
義
と
真
宗
の
儀
式
―
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仏
に
出
遇
っ
て
い
ま
す
か
？

善
導
大
師
の
『
法
事
讃
』
は
、『
仏
説
阿
弥
陀

経
』
の
読
誦
を
含
ん
だ
儀
式
の
次
第
で
す
。
親

鸞
聖
人
も
『
法
事
讃
』
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
例
え
ば
親
鸞
聖
人
は
「
文も
ん

類る
い

偈げ

」

で
、

謗ほ
う

法ぼ
う

・
闡せ

ん

提だ
い

回え

す
れ
ば
み
な
往ゆ

く
。

（『
聖
典
』
四
一
一
頁
）

と
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
に
は
「
唯ゆ
い

除じ
ょ

の
文も

ん

」
が
あ
り
、
五ご

逆ぎ
ゃ
く・

誹ひ

謗ほ
う

正し
ょ
う法ぼ
う

は
除
く
、
つ

ま
り
救
わ
な
い
、
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

親
鸞
聖
人
は
、
謗
法
な
ど
の
自
覚
（
回え

心し
ん

）
が
浄

土
真
宗
の
救
い
で
あ
る
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。「
唯
除
の
文
」
は
謗
法
、
闡
提
の
た
め
に
説

か
れ
た
教
え
あ
り
、
回
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

み
な
浄
土
に
往
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
教
え
こ

そ
が
私
の
た
め
に
説
か
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
の

が
、
親
鸞
聖
人
の
信
心
、
救
い
で
す
。
そ
し
て
、

こ
の
言
葉
は
「
懺さ
ん

悔げ

」
や
「
行
道
」
を
中
心
と
し

た
『
法
事
讃
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
で
す（『
真

宗
聖
教
全
書
』
一
巻
・
五
六
七
頁
）。

仏
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
仏
に
は
成
れ
な

い
私
で
あ
る
こ
と
、
謗
法
・
闡
提
を
自
覚
す
る

と
い
う
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
懺
悔
と

い
わ
れ
る
の
で
す
。
宗
祖
に
と
っ
て
は
念
仏
そ

の
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
悪
人
で
あ
り
、
凡
夫

で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
い
た
だ
い
て
救
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

逆
に
言
え
ば
、
私
た
ち
の
懺
悔
に
よ
っ
て
、
そ

こ
に
仏
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る

の
で
す
。
私
の
頭
を
下
げ
さ
せ
て
く
だ
さ
る
は

た
ら
き
を
仏
と
い
う
の
で
あ
り
、「
懺
悔
」
と

「
仏
と
出
遇
う
」
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
す
。
儀
式
は
ま
さ
に
、
そ
う
い

う
仏
と
の
出
遇
い
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

「
仏
徳
讃
嘆
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言

え
る
と
思
い
ま
す
。
儀
式
の
目
的
は
仏
徳
讃
嘆

だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
私
が
仏
徳
讃
嘆

の
気
持
ち
で
儀
式
を
す
る
か
ら
仏
徳
讃
嘆
に
な

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
の
前
で
懺
悔
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
私
の
頭
が
下
が
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
徳
讃
嘆
が
そ
の
儀

式
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。

破
ら
れ
な
い
私

「
懺
悔
」
と
は
自
分
を
ダ
メ
な
人
間
だ
と
批
判

す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
で
は
、
そ

の
よ
う
な
あ
り
方
を
「
卑ひ

下げ

慢ま
ん

」
と
言
い
、
戒

め
て
い
ま
す
。
自
分
が
ダ
メ
だ
と
言
え
る
と
い

う
こ
と
は
、
ダ
メ
で
は
な
い
答
え
を
、
も
う
一

人
の
自
分
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ダ

メ
な
自
分
を
見
て
い
る
、
正
し
い
答
え
を
知
っ

て
い
る
、
も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
い
る
わ
け
で

す
か
ら
、「
慢
」
す
な
わ
ち
、「
思
い
上
が
り
」

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
自
分
の
善
悪
の
判
断
が
問
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
そ
れ
は
あ
な
た
の
考
え
に

過
ぎ
な
い
」
と
突
き
つ
け
ら
れ
、
知
ら
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
応
自
分
が
破
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
次
の
瞬
間
に
は

「『
自
分
の
間
違
い
を
知
っ
た
私
』
は
正
し
い
」

と
な
っ
て
、
自
分
を
否
定
し
き
る
こ
と
は
な
い

の
で
す
。
逆
に
、
そ
れ
を
知
っ
た
か
ら
、
さ
ら

に
偉
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
す
ら
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
常
に
自
身
が
破
ら
れ
る
、
破

ら
れ
続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
」
と
言
う
意
見
を

聞
い
た
り
も
し
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、「
破

ら
れ
な
い
、
ど
う
し
て
も
自
分
を
疑
い
き
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
知
る
、
自
覚
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
そ
れ
が
「
凡
夫
」
や
「
悪
人
」
と

宗
祖
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
の
意
味
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
自
覚
が
ま
さ
に
、
自

分
自
身
が
仏
に
遇
っ
た
証
拠
で
す
。

私
た
ち
は
自
身
が
破
ら
れ
た
と
思
う
と
、
仏

の
方
に
少
し
近
づ
い
た
と
勘
違
い
し
て
し
ま
い

ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
人
間
と
仏
の
出
遇
い
を

表
現
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
分
限
を
守
り
、
仏

の
方
に
近
づ
い
て
い
る
と
理
解
さ
れ
な
い
よ
う

に
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思

い
ま
す
。
私
た
ち
は
破
ら
れ
な
い
身
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
言
葉
を
尽
く
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
著
作
を
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
悲ひ

歎た
ん

述じ
ゅ
っ

懐か
い

」
は
喜
び
で
あ
る

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
お
い
て
、

誠ま
こ
とに
知
り
ぬ
。
悲
し
き
か
な
、
愚ぐ

禿と
く

鸞ら
ん

、
愛

欲
の
広
海
に
沈ち

ん

没も
つ

し
、
名

み
ょ
う

利り

の
太た

い

山せ
ん

に
迷め

い

惑わ
く

し
て
、
定

じ
ょ
う

聚じ
ゅ

の
数か

ず

に
入い

る
こ
と
を
喜
ば

ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快た

の

し
ま

ざ
る
こ
と
を
、
恥は

ず
べ
し
、
傷い

た

む
べ
し
、
と
。

（『
聖
典
』
二
五
一
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。「
悲ひ

歎た
ん

述じ
ゅ
っ

懐か
い

の
文も

ん

」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
救
い
、

つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
を
表
現
す
る
言
葉
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。

本
当
に
わ
か
っ
た
。
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
愚
禿
親
鸞
は
愛
欲
の
広
い
海
に
沈
ん
だ
ま
ま

で
浮
か
び
上
が
る
こ
と
も
な
い
。
人
に
善
く
思

わ
れ
た
い
と
い
う
大
き
な
山
に
踏
み
惑
い
出
る

こ
と
も
な
い
。
正
定
聚
に
入
る
こ
と
を
喜
び
も

し
な
い
。
本
当
の
証
り
を
証
る
に
近
づ
く
こ
と

を
快
し
み
も
し
な
い
。
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
。
傷

ま
し
い
こ
と
だ
。

こ
れ
は
反
省
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
悲
歎
述

懐
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ま
さ
に

真
実
に
出
遇
っ
た
わ
が
身
の
懺
悔
の
表
現
で
あ

り
、
そ
の
裏
に
は
喜
び
も
隠
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。
私
は
偽
物
な
の
だ
と
教
え
て
い
た
だ
き
、

本
当
に
頭
が
下
が
っ
た
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の

い
た
だ
か
れ
た
救
い
、
信
心
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

謗
法
、
闡
提
の
身
で
あ
る
私
を
目
当
て
と
し

て
、
阿
弥
陀
如
来
の
第
十
八
願
は
建
て
ら
れ
て

い
る
。
仏
と
凡
夫
と
が
同
時
に
成
立
す
る
、
実

在
す
る
と
い
う
こ
と
が
第
十
八
願
の
意
味
で
あ

る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人

の
受
け
取
り
だ
と
思
う
の
で
す
。

私
が
懺
悔
す
る
と
か
、
ど
う
し
た
ら
仏
に
出

遇
う
の
か
と
か
、
私
た
ち
は
別
々
に
考
え
て
し

ま
い
ま
す
。
功
徳
を
頼
ん
で
浄
土
に
往
生
し
よ

う
と
す
る
仏
智
疑
惑
、
自
力
、
つ
ま
り
、
謗
法

の
生
き
方
。
そ
し
て
、
自
分
を
善
と
し
、
実
は

仏
法
な
ど
求
め
て
い
な
い
闡
提
で
あ
る
と
い
う

事
実
を
知
ら
さ
れ
る
以
外
に
、
阿
弥
陀
仏
に
出

遇
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

第
四
回

二
〇
一
五
年
一
月
二
十
三
日
（
金
）

　
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
儀
式
と
「
懺さ

ん

悔げ

」

講
師　

竹た
け

橋は
し　

太
ふ
と
し 

氏
（
儀
式
指
導
研
究
所
研
究
員
）
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【
家
を
つ
く
ろ
う
！
】

震
災
後
、
沿
岸
部
で
数
々
の
ご
遺
体
の
復
元

を
し
た
納
棺
師
、
笹
原
留
似
子
さ
ん
は
、
残
さ

れ
た
ご
遺
族
の
今
後
を
と
て
も
心
配
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

学
校
の
校
庭
の
よ
う
な
広
く
平
ら
な
場
所
に

は
仮
設
住
宅
が
建
ち
並
び
、
た
と
え
空
き
地
が

あ
っ
た
と
し
て
も
基
礎
や
鉄
骨
が
む
き
出
し
の

危
険
な
場
所
し
か
な
く
、
先
生
や
親
か
ら
そ
こ

に
入
る
な
と
言
わ
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
外
で
満

足
に
遊
べ
な
い
状
況
で
し
た
。
次
第
に
仮
設
に

閉
じ
こ
も
り
が
ち

に
な
り
、
不
登
校

に
な
っ
た
り
、
家

族
を
亡
く
し
た
子

が
あ
と
を
追
っ
て

自
殺
未
遂
を
し
た

り
、
命
を
落
と
し

て
し
ま
う
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
震
災
で
地
域

の
見
守
る
力
が
壊
れ
た
中
、
親
の
感
情
が
子
ど

も
に
向
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
笹
原
さ
ん
は
、
心
に
傷
を

負
い
な
が
ら
避
難
所
や
仮
設
で
感
情
の
発
散
が

で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
の
受
け
皿
に
な
る
施
設

が
必
要
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

震
災
以
降
、
何

か
支
援
が
で
き
な

い
か
と
考
え
て
い

た
藤ふ

じ

原わ
ら

茂し
げ
るさ
ん

（
山
口
県「
夢
の
み

ず
う
み
村
」代
表
）

は
、
そ
ん
な
大
槌

町
の
子
ど
も
た
ち

の
様
子
を
笹
原
さ

ん
か
ら
聞
き
、
一

軒
家
を
借
り
、
み
ん
な
が
集
ま
れ
る
「
家
」
を

つ
く
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
そ
し
て
私
が
管

理
者
を
ま
か
さ
れ
ま
し
た
。

【
子
ど
も
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
】

最
初
は
子
ど
も
た
ち
を
緊
急
避
難
的
に
守
ろ

う
と
開
設
し
ま
し
た
が
、
現
在
は
安
心
し
て
子

ど
も
ら
し
さ
を
出
せ
る
場
所
づ
く
り
を
し
て
い

ま
す
。

学
校
が
終
わ
る
と
幼
稚
園
児
か
ら
中
学
生
ま

で
、
十
人
弱
の
子
ど
も
が
毎
日
来
ま
す
。
お
も

ち
ゃ
で
遊
ん
だ
り
、
歌
を
歌
っ
た
り
、
ボ
ー
ド

ゲ
ー
ム
を
し
た
り
、
絵
を
書
い
た
り
、
お
や
つ

を
作
っ
た
り
し
て
過
ご
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
勉
強
も
し
ま
す
。

こ
こ
に
来
る
ま
で
勤
務
し
て
い
た
「
夢
の
み

ず
う
み
村
」
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
入
所
さ

れ
て
い
る
方
の
意
欲
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
達

成
で
き
た
と
い
う
喜
び
に
よ
っ
て
、
体
が
自
然

に
動
い
て
い
く
姿
を
見
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で

も
そ
こ
で
培
っ
た
ア
イ
デ
ア
を
活
か
し
、
料
理

や
工
作
、
園
芸
、
ゲ
ー
ム
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、
子

ど
も
た
ち
が
や
り
た
い
こ
と
を
大
切
に
し
な
が

ら
、
子
ど
も
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
夢
中
に
な
れ
る
こ
と
、
得
意

に
な
れ
る
こ
と
の
経
験
が
多
い
ほ
ど
、
将
来
に

活
か
せ
る
可
能
性
が
広
が
る
の
か
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

【
傷
を
作
っ
て
大
き
く
な
る
】

開
設
当
初
は
携
帯
ゲ
ー
ム
に
没
頭
す
る
子
が

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
一
切
持
ち
込

み
禁
止
に
し
て
、
も
っ
と
身
体
や
五
感
を
使
っ

た
こ
と
に
目
が
向
く
よ
う
に
公
園
を
作
る
事
業

を
計
画
し
ま
し
た
。
二
十
人
く
ら
い
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
さ
ん
と
一
緒
に
、
子
ど
も
も
丸
太
を
切

っ
た
り
土
を
運
ん
だ
り
し
て
、
五
日
間
で
更
地

か
ら
造
り
上
げ
ま
し
た
。
少
し
の
時
間
で
も
み

ん
な
の
協
力
で
こ
れ
だ
け
で
き
る
ん
だ
よ
と
い

う
こ
と
を
体
験
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
す
。
お

か
げ
で
思
い
切
り
走
り
回
っ
た
り
、
サ
ッ
カ
ー

を
し
た
り
、
い
た
ず
ら
し
た
り
、
ケ
ン
カ
を
し

た
り
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は

多
く
の
命
が

失
わ
れ
ま
し

た
の
で
、
親

御
さ
ん
た
ち

も
残
さ
れ
た

我
が
子
に
対

し
「
こ
の
子

だ
け
は
」
と

い
う
思
い
が

非
常
に
強
い
で
す
。
し
か
し
成
長
す
る
過
程
で

い
ろ
ん
な
壁
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
子
ど
も
は
傷

を
作
り
、
痛
み
を
経
験
し
な
が
ら
大
き
く
な
る

ん
だ
よ
と
い
う
思
い
を
込
め
て
「
す
り
き
ず
公

園
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
そ
れ
に
子
ど
も
は
ケ

ガ
を
し
て
で
も
遊
び
た
い
ん
で
す
よ
ね
。

【
誰
も
が
悲
し
み
を
抱
え
て
い
る
】

ま
た
、
当
初
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
こ
に
来
た

途
端
、
め
ま
ぐ
る
し
く
あ
れ
こ
れ
や
っ
た
り
、
突

然
叫
び
声
を
あ
げ
た
り
、
こ
ち
ら
の
言
う
こ
と

も
ほ
と
ん
ど
聞
い
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
原
因
は
震
災
の
影
響
だ
け
と
は
言
い
切
れ
ま

せ
ん
が
、
子
ど
も
た
ち
は
心
に
深
く
傷
を
残
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
は
あ
の
時
の
音
や
匂
い
、
家
や
車
が
潰

れ
な
が
ら
流
さ
れ
る
光
景
、
人
々
の
怒
り
や
涙

や
絶
望
、
そ
し
て
数
々
の
ご
遺
体
を
目
の
あ
た

り
に
し
ま
し
た
か
ら
。

④

夢ハウス内でできるプログラム一覧表

大人気の巨大すべり台

現代社会と真宗教化東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
津
波
の
被
害
を
受
け
た
沿
岸
部
で
は
、
地
域
の
支
え
合
う
力
、
見
守

る
力
が
極
度
に
低
下
し
た
。
そ
の
過
酷
な
環
境
に
残
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
を
守
ろ
う
と
、
二
〇
一
三
年

四
月
十
一
日
、
岩
手
県
大お

お

槌つ
ち

町
安あ

ん

渡ど

地
区
に
「
子
ど
も
夢
ハ
ウ
ス
お
お
つ
ち
」
と
い
う
「
家
」
が
開
か
れ
た
。

設
立
発
起
人
の
一
人
で
あ
る
笹さ

さ

原は
ら

留る

似い

子こ

さ
ん
と
の
ご
縁
に
よ
り
二
度
の
訪
問
の
機
会
を
い
た
だ
き
、

管
理
者
と
し
て
開
所
か
ら
常
駐
す
る
吉
山
周
作
さ
ん
に
、
子
ど
も
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
今
を
生
き
て
い

る
の
か
を
伺
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
声
と
、
そ
れ
に
寄
り
添
う
吉
山
さ
ん
の
姿
は
、
お
寺
を
あ
ず
か
り

同
朋
社
会
の
顕
現
を
標ひ

ょ
う

榜ぼ
う

す
る
私
た
ち
に
、
何
を
問
い
か
け
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

た
っ
た
一
人
を
待
ち
続
け
る
家

「
子
ど
も
夢
ハ
ウ
ス
お
お
つ
ち
」を
訪
ね
て

管
理
者　

吉よ
し

山や
ま　

周
し
ゅ
う

作さ
く 

氏
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一
方
、
大
人
も
仮
設
住
宅
と
い
う
厳
し
い
環

境
で
は
、
と
て
も
大
変
な
思
い
を
し
て
い
ま
す
。

身
も
心
も
経
済
的
に
も
時
間
的
に
も
限
界
の
状

態
で
し
た
の
で
、
子
ど
も
と
ゆ
っ
く
り
関
わ
る

余
裕
も
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
は
そ
ん
な

家
庭
内
の
大
人
の
状
況
や
感
情
の
起
伏
を
敏
感

に
感
じ
取
っ
て
、
心
配
や
迷
惑
を
か
け
た
く
な

い
と
我
慢
し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
自
分
ら

し
く
い
ら
れ
ず
、
と
て
も
辛
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

最
近
の
子
ど
も
た
ち
は
「
あ
ま
り
津
波
の
夢

を
見
な
く
な
っ
た
。
で
も
不
安
な
時
や
お
父
さ

ん
が
仕
事
で
い
な
い
時
に
見
ち
ゃ
う
」
と
、
少

し
ず
つ
自
分
の
心
の
状
態
や
変
化
を
自
己
洞
察

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。　
　

ま
た
あ
る
時
は
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
ん
だ
」
と
い
っ
て
海
の
絵
を
描

い
て
い
る
子
が
い
ま
し
た
。
苦
し
み
を
い
ろ
ん

な
形
で
表
現

し
た
り
整
理

し
よ
う
と
す

る
姿
が
見
え

て
き
ま
し
た
。

子
ど
も
た

ち
は
四
年
経

っ
た
今
で
も

亡
く
し
た
家

族
を
思
い
出

し
、
涙
を
こ

ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
け
ん
か
や
じ

ゃ
れ
合
い
が
絶
え
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
時
は
自

然
に
子
ど
も
た
ち
同
士
で
互
い
の
痛
み
を
聞
き
、

励
ま
し
合
う
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
の
指

示
も
随
分
聞
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
し
、
い

け
な
い
こ
と
は
子
ど
も
同
士
で
注
意
し
あ
っ
た

り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
の
時
間
は
子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
ほ

ん
の
一
部
で
す
。
し
か
し
友
達
と
一
緒
に
気
持
ち

を
発
散
し
た
り
、
整
理
し
た
り
し
て
、
柔
ら
か

な
表
情
で
家
に
帰
れ
た
ら
、
少
し
は
親
御
さ
ん

の
助
け
に
も
な
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

【
い
つ
で
も
帰
っ
て
お
い
で
】

人
が
懸
命
に
積
み
上
げ
て
き
た
も
の
が
一
瞬

で
流
さ
れ
た
こ
の
地
で
、
だ
か
ら
こ
そ
子
ど
も

た
ち
に
は
夢
を
持
っ
た
人
に
育
っ
て
ほ
し
い
の

で
す
。

悲
し
み
を

抱
え
な
が
ら
、

で
も
人
生
そ

れ
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
い

ろ
ん
な
可
能

性
が
あ
っ
て
、

そ
の
中
で
自

分
の
や
り
た

い
こ
と
を
見

つ
け
、
失
敗
し
て
も
何
度
で
も
や
り
直
せ
る
と

い
う
こ
と
を
、
み
ん
な
と
関
わ
り
な
が
ら
経
験

し
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
そ
れ
を
糧
に
、
大

き
く
な
っ
た
時
に
社
会
の
中
で
活
躍
で
き
る
人

に
な
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
い

つ
か
人
生
を
振
り
返
っ
た
時
に
、
夢
ハ
ウ
ス
で

過
ご
し
た
時
間
が
大
切
な
宝
物
、
心
の
故
郷
に

な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
く
れ
る
子
が
、
た
っ
た

一
人
で
も
育
っ
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

＊
子
ど
も
夢
ハ
ウ
ス
お
お
つ
ち
＊

「
子
ど
も
夢
ハ
ウ
ス
お
お
つ
ち
」
は
山
口
県
に

本
部
を
置
く
社
会
福
祉
法
人
「
夢
の
み
ず
う
み

村
」
代
表
の
藤
原
茂
さ
ん
（
写
真
左
）
と
岩
手

県
北
上
市
に
あ
る
復
元
納
棺
の
株
式
会
社
「
桜
」

代
表
の
笹
原
留
似
子
さ
ん
（
写
真
右
）
に
よ
っ

て
開
設
さ
れ
た
。
現
在
、
職
員
の
吉
山
周
作
さ

ん
と
釜
石
市
の

主
婦
、
横
澤
智

恵
子
さ
ん
に
管

理
運
営
が
ま
か

さ
れ
、
全
国
か

ら
の
募
金
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ

て
い
る
。

皆
さ
ん
も
是

非
ご
訪
問
く
だ

さ
い
。

話
を
聞
い
て
あ
げ
る
よ　

も
ち
ろ
ん
秘
密
は
守
る
よ

お
な
か
が
す
い
た
ら　

あ
た
た
か
い
ス
ー
プ
を
飲
も
う
よ　

手
づ
く
り
な
ん
だ
よ

ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
場
所
も　

ち
ゃ
ん
と
あ
る
よ

何
を
し
て
み
た
い
？　

や
っ
て
み
よ
う
よ

な
ん
で
も　

一
緒
に
や
れ
る
よ　

で
き
る
さ

ど
う
し
よ
う
も
な
ら
な
い
こ
と
は

小
さ
く
分
け
て
あ
げ
ら
れ
る
か
な
ぁ

い
つ
で
も
お
い
で
よ　

な
ん
に
も
で
き
な
い
け
ど

一
緒
に　

い
て
あ
げ
ら
れ
る
か
ら

い
つ
で
も
お
い
で
よ

（「
子
ど
も
夢
ハ
ウ
ス
」
の
理
念
）

岩
手
県
上
閉
伊
郡
大
槌
町
安
渡
２ 

︱ 

10 

︱ 

16

☎︎　

０
１
９
３ 

︱ 

５
５ 

︱ 

６
５
６
５

詳
し
く
は
ブ
ロ
グ
子
ど
も
夢
ハ
ウ
ス
お
お
つ
ち

で
検
索

⑤

《
取
材
を
終
え
て
》

お
話
を
伺
っ
た
吉
山
さ
ん
は
熊
本
県
出
身
。
リ

ハ
ビ
リ
病
棟
勤
務
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
「
死
を

待
つ
人
々
の
家
」
を
訪
問
、
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
経
て
、
管
理
者
と
し
て
身
一
つ
で
現
地
に
飛
び

込
み
、
ず
っ
と
傷
つ
い
た
子
ど
も
た
ち
に
寄
り
添

い
、
見
守
り
続
け
て
き
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
悲
し

み
を
一
身
に
引
き
受
け
て
き
た
二
年
間
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
世
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
厳
し
く
、

苦
し
く
、
悲
し
い
の
か
と
い
う
憤
り
を
背
負
っ
て
。

そ
れ
で
も
吉
山
さ
ん
は
子
ど
も
た
ち
を
信
じ
て
い

る
。
こ
の
悲
し
み
の
向
こ
う
に
喜
び
が
あ
る
、
き

っ
と
彼
ら
は
大
切
な
こ
と
に
気
付
き
、
こ
の
悲
し

み
を
背
負
っ
て
歩
き
だ
し
て
く
れ
る
と
。「
た
だ
い

ま
！
」
と
帰
っ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
を
い
つ
も
変

わ
ら
ぬ
穏
や
か
な
笑
顔
で
待
ち
続
け
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
は
自
分
ら
し
く
い
る
こ
と
が
で
き

る
場
所
を
失
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
震
災

に
よ
っ
て
地
域
が
崩
壊
し
た
現
地
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
い
。
問
題
は
、
自
分
を
尊
び
、
他
者
を
尊

ぶ
、
と
も
に
生
き
る
世
界
を
見
失
っ
た
こ
と
に
よ

る
苦
悩
に
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
迷
い
、
安
ら

か
な
帰
依
処
を
求
め
て
も
が
く
の
は
私
自
身
も
同

じ
だ
っ
た
。
夢
ハ
ウ
ス
の
心
地
良
い
空
気
に
触
れ
、

心
の
奥
で
「
帰
り
た
い
」
と
泣
き
べ
そ
を
か
い
て

い
る
迷
子
の
私
が
そ
こ
に
い
た
。

ご
本
尊
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
「
帰

っ
て
お
い
で
」
と
じ
っ
と
見
守
り
、
待
ち
続
け
て

い
る
。
私
た
ち
が
お
預
か
り
し
て
い
る
お
寺
は
、
こ

の
世
の
帰
る
べ
き
「
家
」
で
あ
れ
と
願
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
何
よ
り
子
ど

も
た
ち
や
吉
山
さ
ん
の
姿
に
強
く
問
わ
れ
る
。
あ

な
た
の
帰
る
家
は
ど
こ
で
す
か
？ 

そ
こ
に
家
族

（
仏
・
朋
）
は
い
ま
す
か
？
と
。

（
研
究
員　

大
河
内　

真
慈
）
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【
宗
教
と
教
育
】

第
二
十
六
回
目
と
な
る
「
平
和
展
」
は
、
教

育
を
中
心
課
題
に
据
え
ま
し
た
。「
戦
争
と
歩
ん

だ
教
育
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
、
尾
張
中
学
校

（
現
在
の
名
古
屋
大
谷
高
等
学
校
）な
ど
の
宗
門

校
で
行
わ
れ
た
戦
争
教
育（
軍
事
教
練
）や
、
中

国
大
陸
に
進
出
し
た
日
本
宗
教
が
占
領
地
で
日

本
語
教
育
（
日
語
学
校
）
を
行
っ
た
り
し
て
い

た
事
実
と
、
大
谷
派
の
僧
侶
教
育
の
一
端
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。

戦
争
と
教
育
は
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

教
育
に
よ
っ
て
戦
争
を
是
と
す
る
人
間
形
成
が

な
さ
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
目
指
す

方
向
が
顕
著
に
表
れ
る
の
が
教
育
だ
と
言
え
ま

す
。
例
え
ば
、
現
在
で
も
大
谷
派
の
住
職
に
補

任
さ
れ
る
に
は
教
師
の
資
格
が
必
要
で
す
。
教

師
資
格
を
取
得
す
る
に
は
、
大
谷
大
学
や
真
宗

学
院
と
い
っ
た
専
門
校
で
学
ぶ
他
に
試
験
に
よ

る
検
定
が
あ
り
ま
す
。
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）

年
二
月
に
行
わ
れ
た
教
師
の
検
定
試
験
を
見
て

み
る
と
、
布
教
に
関
す
る
課
題
で
「
戦
時
宗
教

教
化
運
動
に
就
て
記
せ
」
と
い
う
設
問
が
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
設
問
の
背
景
に
は
、
一
九

四
三
（
昭
和
十
六
）
年
十
一
月
に
「
必
勝
生
活
運

動
」
を
「
両
本
願
寺
戦
時
宗
教
教
化
運
動
」
へ
と

改
称
し
戦
争
協
力
を
拡
大
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
以
来
、
日
本
が
占

領
し
て
い
た
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
に
ア
メ
リ
カ
軍

が
上
陸
し
た
の
も
、
こ
の
頃
で
す
。「
一
億
一

心
」
の
総
力
戦
体
制
で
戦
争
へ
と
向
か
っ
て
い

た
日
本
に
と
っ
て
、大
谷
派
の
戦
争
協
力
は
、疑

問
を
挟
む
余
地
す
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
時
代
に
私
が
生
き
て
い
た
と
す
れ

ば
、
同
じ
よ
う
に
戦
争
協
力
を
し
て
い
た
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、「
平
和
展
」
が
目
指
す
の
は
、

そ
う
し
た
事
実
を
知
る
た
め
だ
け
に
開
催
し
て

き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
に
生
き
る
私

の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
た
い
の
で
す
。

【
戦
争
へ
の
心
構
え
】

「
戦
時
宗
教
教
学
運
動
に
就
て
記
せ
」
と
い
う

こ
の
設
問
に
は
、
確
か
に
時
代
が
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
時
代
性
が
顕
著
と
な
る
の

は
、
設
問
だ
け
で
は
な
く
導
き
出
さ
れ
る
解
答

に
あ
り
ま
す
。

こ
の
問
い
が
出
さ
れ
た
時
に
求
め
た
正
答
は
、

戦
争
協
力
を
推
進
す
る
内
容
で
し
ょ
う
。
戦
争

協
力
を
是
と
す
る
こ
と
は
大
前
提
で
あ
っ
て
、回

答
の
合
否
は
、
一
人
で
も
多
く
の
人
々
を
感
化

で
き
る
よ
う
な
布
教
内
容
が
問
わ
れ
た
は
ず
で

す
。
つ
ま
り
、
僧
侶
に
対
し
て
、「
戦
争
協
力
へ

の
心
構
え
」
を
試
し
た
の
で
す
。

【
現
代
の
課
題
と
し
て
】

現
代
に
お
い
て
ど
ん
な
捉
え
方
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。
設
問
自
体
は
、
現
代
に
も
通
用

し
ま
す
。
筆
者
も
、
大
学
時
代
に
同
じ
よ
う
な

設
問
を
問
わ
れ
た
た
め
授
業
で
発
表
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
、
戦
争
協
力
を
否
定

す
る
解
答
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
不
殺
生

を
説
い
た
釈
尊
の
教
え
や
、
安
穏
な
世
の
中
を

願
わ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
反
す
る
と
考
え
、

答
え
に
迷
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
は
、
竹
中
彰
元
の
反
戦
言
動
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。「
戦
争
は
罪
悪
で
あ
る
」
と
竹
中
が
言

い
放
っ
た
一
九
三
七
年
九
月
十
五
日
は
盧ろ

溝こ
う

橋き
ょ
う

事
件
か
ら
約
二
ヶ
月
後
の
こ
と
で
し
た
。
戦
争

へ
と
突
き
進
む
宗
門
と
自
ら
の
教
学
理
解
と
の

間
に
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
選
択
肢

す
ら
用
意
さ
れ
て
な
い
中
に
あ
っ
て
も
、
仏
法

か
ら
世
を
問
う
た
の
で
す
。
筆
者
が
ど
こ
か
遠

く
か
ら
平
和
問
題
を
批
評
す
る
よ
う
な
形
で
語

る
仏
教
と
は
違
い
ま
す
。
教
え
の
本
質
を
社
会

と
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
出
た
言
葉
で

あ
り
ま
し
た
。

【
大
垣
教
区
の
特
別
展
】

今
回
の
「
平
和
展
」
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

大
垣
教
区
内
寺
院
に
ご
協
力
を
頂
き
、
特
別
展

「
大
垣
教
区
新
史
料
」
を
盛
り
込
め
た
こ
と
で
す
。

教
区
を
越
え
て
、
大
垣
か
ら
の
三
名
が
新
し
く

平
和
展
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
い
た
だ
い
た
が

ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
平
和
展
」
の
学
習
の

場
で
収
集
し
き
れ
な
か
っ
た
史
料
を
展
示
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

特
別
展
示
で
は
、
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）

年
五
月
十
日
に
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
記
念
し
て

本
山
で
行
わ
れ
た
奉
賛
大
会
の
「
写
真
ア
ル
バ

ム
」
や
「
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
五
条
袈
裟
」、

大
垣
教
区
布
教
団
発
行
の
「
伝
道
リ
ー
フ
レ
ッ

大谷中学校（現在の大谷高等学校）運
動会にて、「伏射」する様子（1936年）

第
26
回
平
和
展
を
終
え
て

　
学
ぶ
場
と
し
て
の「
平
和
展
」

大谷派の近現代史

特別展の一角。紀元2600年記念法要の五条袈裟（右）、
「同朋箴規」の扁額（左）をはじめ、多くの史料を展示。

「皇帝陛下訪日記念郵票」。1935年、「満州国
皇帝溥儀」の訪日記念切手。写真上は表紙。
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ト
」、
そ
れ
に
大
垣
教
区
内
門
徒
さ
ん
か
ら
提
供

い
た
だ
い
た
「
満
洲
国
外
交
部
国
外
旅
券
」（
パ

ス
ポ
ー
ト
）、「（
満
洲
国
）
皇
帝
陛
下
訪
日
記
念

郵
票
」
な
ど
、
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
を

展
示
し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、「
同
朋
箴し

ん

規
」
の

扁へ
ん

額
（
大
垣
教
区
専
了
寺
蔵
）
は
、
本
山
が
示

し
た
教
化
方
針
が
普
通
寺
院
（
末
寺
）
に
ど
の

様
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
一
例
と
し

て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
た
め
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
、
己
を
捨
て
て
無
碍
の
大
道
に
帰
す
。

一
、
人
生
を
正
し
く
見
て
禍
福
に
惑
わ
ず
。

一
、
報
恩
の
至
誠
を
以
て
国
家
に
尽
す
。

「
同
朋
箴
規
」
は
、
こ
の
三
箇
条
の
徳
目
を
指

し
ま
す
。
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
四
月
十

四
日
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
一
見
し
て
、
宗
教

的
な
徳
目
を
明
文
化
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

中
国
大
陸
で
戦
闘
を
繰
り
広
げ
て
い
る
国
家
に

尽
く
す
こ
と
を
至
上
命
令
と
し
た
こ
と
は
、
見

逃
せ
な
い
事
実
で
す
。
内
容
的
に
見
て
、
大
谷

派
流
の
教
育
勅
語
理
解
の
一
つ
と
も
言
え
る
で

し
ょ
う
。

こ
の
標
語
は
、
大
谷
光
暢
法
主
の
「
御
親
言
」

と
し
て
機
関
誌
『
真
宗
』
の
紙
上
を
通
じ
て
普

通
寺
院
へ
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。
徹
底
す
る
た
め

に
大
谷
智
子
裏
方
の
作
詞
・
歌
唱
に
よ
る
「
同

朋
箴
規
レ
コ
ー
ド
」や
河
崎
顕
了
が
著
し
た『
同

朋
箴
規
と
そ
の
使
命
』
と
い
っ
た
史
料
は
こ
れ

ま
で
に
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
普
通
寺
院
が

ど
の
様
な
態
度
を
取
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
、
あ

ま
り
解
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の
展

示
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
例
が
提
示
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
扁
額
は
、
本
山
が
製
作
し
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
寺
院
が
独
自
に
作
製
し
本
堂
の

外
陣
南
側
上
壁
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

襖
　
ふ
す
ま

一
枚
ほ
ど
の
大
き
さ
が
あ
り
ま
す
。
本
堂

へ
参
拝
し
た
際
に
、
よ
く
目
立
つ
た
め
、
門
徒

教
化
の
為
に
掲
示
さ
れ
た
こ
と
が
解
り
ま
す
。

内
容
は
、
冒
頭
に
「
同
朋
箴
規
」
の
文
言
を

掲
示
し
た
後
に
、
意
図
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
説
明
は
本
山
発
信
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
内
容
と
思
わ
れ
ま
す
。
真
俗
二
諦
の
教
義

と
親
鸞
聖
人
の
御
消
息
「
朝
家
の
御
た
め
国
民

の
た
め
に
、
念
仏
も
う
し
あ
わ
せ
た
ま
い
そ
う

ら
は
ば
…
（
以
下
略
）」
を
引
用
し
て
、
同
朋
箴

規
を
守
り
国
家
に
報
い
る
こ
と
を
諭
し
て
い
ま
す
。

【
大
谷
派
と
教
育
勅
語
】

教
育
勅
語
が
発
せ
ら
れ
て
四
十
年
に
当
た
る

一
九
三
〇（
昭
和
五
）年
十
月
に
合
わ
せ
て
、
大

谷
派
は
大
々
的
に
記
念
行
事
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
時
、
教
育
勅
語
の
理
解
徹
底
を
促
す
た
め

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
『
聖
旨
に
そ
い
ま
つ
れ
』
を
数

万
部
発
行
し
ま
し
た
。
こ
の
史
料
も
大
垣
教
区

内
寺
院
か
ら
の
提
供
で
す
。
大
谷
派
は
教
育
勅

語
を
聖
旨
と
位
置
づ
け
て
、「
明
治
天
皇
の
大
御

心
を
体
し
、
教
育
勅
語
の
聖
旨
に
立
ち
帰
る
こ

と
は
誠
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
」
と
言
い
、
教

育
勅
語
を
「
布
教
」
し
ま
し
た
。

【
占
領
地
で
の
日
本
語
教
育
】

占
領
地
で
は
、
日
本
宗
教
の
開
教
活
動
の
一

つ
と
し
て
「
日
語
学
校
」（
日
本
語
学
校
）
が
開

設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
反
日
」
の
人
を
懐

柔
し
、
親
日
家
を
養
成
す
る
宣せ

ん

撫ぶ

活
動
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
ま
す
。「
日
語
学
校
」
経
営
の
増
加

は
、「
他
の
諸
事
業
に
比
し
手
つ
取
り
早
く
着

手
」
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
「
支

那
青
少
年
の
永
久
的
獲
得
」
に
あ
り
「
知
日
、
親

日
の
選
良
分
子
た
ら
し
め
」、「
吾
人
の
真
の
協

力
者
た
ら
し
め
る
」
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
（『
中

支
宗
教
大
同
連
盟
年
鑑
』
一
九
四
二
年
五
月
十

五
日
）。
日
本
軍
に
よ
る
占
領
地
経
営
と
宗
教
団

体
の
利
益
が
一
致
し
た
宣
撫
活
動
で
も
あ
り
ま

し
た
。
中
国
「
華
中
」
の
占
領
地
で
、
大
谷
派
、

真
言
宗
、
曹
洞
宗
と
い
っ
た
日
本
仏
教
や
、
天

理
教
や
金
光
教
な
ど
の
教
派
神
道
、
そ
れ
に
中

国
基
督
教
会
な
ど
が
経
営
し
た
約
四
十
の
「
日

語
学
校
」
を
紹
介
し
ま
し
た
。

【
平
和
展
か
ら
現
代
を
考
え
る
】

以
上
の
よ
う
な
展
示
内
容
か
ら
考
え
た
い
の

は
、歴
史
か
ら
現
在
に
共
通
す
る
課
題
で
す
。
過

去
の
戦
争
に
つ
い
て
考
え
る
時
、「
時
代
が
そ
う

さ
せ
た
」「
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
」
と
時
代
を

理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
反
戦
平
和
を
高
ら

か
に
宣
言
す
る
姿
も
ま
た
、
時
代
の
な
せ
る
非

戦
論
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
真
宗

門
徒
で
あ
る
限
り
、
教
え
に
立
ち
帰
る
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
の
「
意
見
」
は
場

合
に
よ
っ
て
変
質
し
ま
す
が
、「
教
え
」
は
普
遍

で
す
。
今
か
ら
お
よ
そ
二
五
〇
〇
年
前
、
釈
尊

に
よ
っ
て
説
か
れ
た
教
え
を
、
親
鸞
聖
人
を
通

じ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
教
え
」
が
普

遍
で
あ
る
か
ら
で
す
。

教
え
を
教
え
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
な
い
自

分
に
も
が
き
続
け
る
身
で
は
あ
り
ま
す
が
教
え

に
学
ぶ
場
と
し
て
「
平
和
展
」
が
開
か
れ
る
こ

と
を
願
い
ま
す
。

（
研
究
員　

新
野　

和
暢
）

教育勅語を「聖旨」として位置
づけ、『常に聖旨に副ひ奉るやう
心掛けねばなりませぬ』と説いた。

真谷大宗派の日本語教育（「満洲国」）の様子（1936年）

⑦ 



INFORMATION

教化センター日報
2014年12月～2015年２月

研究業務「自死者追悼法要 いのちの日いのちの時間」後援
教化研修「聖典研修③」（廣瀬惺氏）
研究生・実習「真宗門徒講座（宗祖親鸞聖人 生涯と教え⑧）」
HP「お東ネット」会議
研究業務「平和展」学習会
教化センター報恩講

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

12月３日
４日
９日
10日
17日
19日

１月８日
９日

研究生・実習「真宗門徒講座（宗祖親鸞聖人 生涯と教え⑨）」
研究業務「平和展」学習会
教化研修「聖典研修④」（竹橋太氏）
研究生・自主学習「2015年度 真宗門徒講座 企画会」

2014年度 教化センター図書整理
職員研修会「差別と私④」
研究生・実習「真宗門徒講座（宗祖親鸞聖人 生涯と教え⑩）」
研究業務「平和展」学習会
教務所・教化センター合同報恩講
教化研修「聖典研修⑤」（廣瀬惺氏）
研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加
研究業務「平和展」学習会

16日
19日
23日
26日

２月２～14日
９日
13日
17日
18日
19日
23日
27日

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

当センターでは、「同朋の会」などの聞法会で使用する新しいテキストと
して、講義を一方的に聴聞するのではなく、書き込みながら僧俗ともに「寄
合・談合」することを願い、2008年11月に『親鸞聖人ノート』を発行しまし
た。折しもそれは、本山の宗祖親鸞聖人750回御遠忌法要を目前に控え、
名古屋教区のお待ち受け事業である「真宗門徒入門講座」のテキストの指
定を受け、宗祖の生涯を学ぶ多くのご門徒に利用されました。

ただ、その過程で様々な問題点も出てまいりました。その中で最も多かっ
たのは「参考資料のボリュームが多すぎる」というもので、せっかくの講座も
「消化不良のまま終了してしまった」との声もよく耳にしたのでした。

そこで、このたび参考資料等を再検討し、シンプルにまとめ直した改訂版
の作成を試み、ようやく完成の運びとなりました。また、この改訂版はあえ
て冊子としては刊行せず、PDFファイルでウェブサイト「お東ネット」に公開
する形で提供いたします。ご自由にダウンロードしご活用ください。と同時
に、忌憚のないご意見・ご感想も引き続きお寄せください。

『親鸞聖人ノート（改訂版）』
「お東ネット」からダウンロードできます！

■御遠忌情報も発信しています。名古屋別院・名古屋教区・教化センター ウェブサイト
■「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。

■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》

ご存知の通り、名古屋教区・名古屋別院の御遠
忌が約１年後に厳修されます。各部会での話し合
いも進み、３月28日の「お待ち受け大会」を皮切り
に、お待ち受け行事や各組の「お待ち受け」の開催
が予定されています。

多くの御遠忌委員さんに事務職員が加わり総勢
400名ほどが委嘱され、大所帯の部は100名を超え、
意思疎通も簡単にはいきません。

そんななか私は、当然、御遠忌の部に所属する
事務職員、教区内寺院に籍を置くもの、雇用されて
いる個人、そして、いち真宗門徒として、どうお迎え
するか問われています。立場がいろいろあり、それ
ぞれで優先事項もコロコロ変わってしまうが、個人
的でなく「いち真宗門徒」として、どう勤めるのか
を大切に、この１年を過ごしていきたい。

公開講座のご案内

お東ネット 検索

◆聖典研修　全８回
　『仏説阿弥陀経』―その教義と真宗の儀式―
第６回　４月16日（木）
　廣瀬　惺 氏（同朋大学特任教授）

第７回　５月15日（金）
　竹橋　太 氏（儀式指導研究所研究員）

第８回　６月18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

お 知ら せ
●職員研修につき、臨時閉館とさせていただきます。
　・2015年４月14日（火）～2015年４月15日（水）

http://www.ohigashi.net/

き たん
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