
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

2015.6.25

No.93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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親
鸞
聖
人
独
特
の
伸
び
や
か
な
筆
致
で
墨
書

さ
れ
た
『
曇ど

ん
 
ま
 
か
 
ぼ
 
さ
つ

摩
伽
菩
薩
云
々
』
と
い
う
文
章
が
、

専
修
寺
（
高
田
派
本
山
・
津
市
）
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
曇
摩
伽
菩
薩
と
は
阿
弥
陀
仏
の
因
位

で
あ
る
「
法
蔵
菩
薩
」
の
こ
と
で
あ
る
。
菩
薩

と
し
て
修
行
に
入
ら
れ
る
前
に
一
国
の
王
で
あ

っ
た
曇
摩
訶
菩
薩
を
、
宗
祖
は
「
娑
婆
世
界
王   

无む

諍じ
ょ
う

念ね
ん

王お
う

」
と
記
さ
れ
、「
出
家
し
て
後
、
法

蔵
比
丘
と
名
づ
く
法
處
比
丘
と
も
申
す
」
と
伝

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

宗
祖
の
本
師
で
あ
る
法
然
上
人
も
「
无
諍
念

王
」
の
名
を
、

阿
彌
陀
如
來
の
因い

ん

位ゐ

の
時と

き

、
無む

淨じ
ゃ
う

念
王

と
ま
ふ
し
ゝ
よ
に
、
菩ぼ

提だ
い

心し
む

を
お
こ
し

て
生

し
ゃ
う

死じ

を
過く

わ

度ど

せ
し
め
む
と
ち
か
ひ
た

ま
ひ
し
に
、（
中
略
）無む

淨じ
ゃ
う

念
王
菩ぼ

提だ
い

心し
む

を
お
こ
し
攝せ

ふ

取し
ゅ

衆し
ゅ

生じ
ゃ
うの
願
を
た
て
ゝ
、

わ
れ
佛
に
な
れ
ら
む
と
き
、（
後
略
）

『
三
部
経
大
意
・
観
経
』（
聖
全
四　

七
九
四
頁
）

と
、
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
上
人
九

歳
の
と
き
、
父
・
漆
間
時
国
が
夜
襲
さ
れ
不
意

討
ち
に
倒
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て
の
こ
と
だ
ろ

う
。
息
絶
え
だ
え
の
中
「
恨
み
を
は
ら
す
の
に

恨
み
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
人
の
世
に
恨
み

の
な
く
な
る
と
き
は
な
い
。
恨
み
を
超
え
た
心

を
持
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
仏
の
道

を
求
め
よ
」
と
の
父
の
遺
言
を
享
受
し
た
上
人

は
、「
無
諍
」
を
生
き
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
無
諍
と
は
ま
さ
に
、
諍あ

ら
そ

い
の
無
い

世
界
を
念
じ
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

政
府
与
党
は
「
積
極
的
平
和
主
義
」
を
掲
げ
、

す
で
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
容
認
を
柱
と
す
る
「
安
全
保
障
関
連
法
案
」

を
国
会
に
提
出
し
た
。「
自
国
防
衛
」
を
名
目
と

し
、
地
球
の
裏
側
ま
で
自
衛
隊
の
行
動
範
囲
を

拡
大
さ
せ
、
積
極
的
に
「
平
和
」
を
求
め
る
と

説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
武
力
を
用
い
る
争
い

ご
と
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
が
、
無
諍
の
世

界
を
成
就
す
る
と
は
思
え
な
い
。
敗
戦
か
ら
七

〇
年
の
時
が
経
過
し
、
当
派
が
犯
し
た
過
去
の

罪
業
の
検
証
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
我
が
身

の
姿
勢
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
諍
念
王
は
、
生
死
を
過
度
す
る
た
め
国
の

財
位
を
棄
て
、
諍
い
を
生
き
る
人
々
を
一
人
も

漏
ら
す
こ
と
な
く
摂
取
し
な
け
れ
ば
、
仏
と
は

成
ら
ぬ
と
誓
わ
れ
た
。
翻
っ
て
、
無
諍
を
願
い

十
劫
の
間
立
ち
続
け
喚よ

び
続
け
て
お
ら
れ
る
姿

に
向
か
う
と
き
、
懈け

 
だ
い怠

な
私
の
姿
が
浮
か
び
上

が
る
。
十
劫
も
の
以
前
か
ら
道
は
開
か
れ
て
い

た
と
い
う
の
に
、
こ
の
国
・
私
は
ど
こ
に
向
お

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

 

（
主
幹　

荒
山　

淳
）

『
曇
摩
伽
菩
薩
云
々
』
高
田
専
修
寺
所
蔵
（
縦
二
九
・
七
㎝
×
横
三
〇
・
〇
㎝
）

宗
祖
親
鸞
聖
人
が
、
門
弟
に
経
典
を
示
し
な
が
ら
語
句
を
説
明
す
る
際
、

書
写
さ
れ
た
書
付
で
は
な
い
か
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

无
　
諍
　
念
　
王
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迷
い
・
悩
み
が
見
い
だ
し
て
き
た
真
実

先
回
、
質
問
と
し
て
出
さ
れ
ま
し
た
「
本
願
」

に
つ
い
て
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
念
頭
に
出
て
ま
い
り
ま
す

の
が
、
清
沢
満
之
先
生
の
「
宗
教
は
主
観
的
事

実
で
あ
る
（
中
略
）
実
な
る
が
故
に
信
ず
る
に

あ
ら
ず
、
信
ず
る
が
故
に
実
な
り
」
と
い
う
言

葉
で
す
。
本
願
は
、
そ
れ
が
客
観
的
事
実
だ
か

ら
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い

問
題
・
要
求
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
事
実
（
真

実
）
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
客
観
的
に
探

し
た
り
論
理
を
も
っ
て
導
き
出
そ
う
と
し
て
も

見
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
迷
い
・
悩
み
と
申

し
ま
す
か
、
宗
教
的
要
求
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ

て
き
た
真
実
で
す
。
宗
教
的
課
題
・
要
求
の
な

い
と
こ
ろ
で
、
本
願
は
意
味
を
も
た
な
い
の
で

し
ょ
う
。

そ
の
本
願
が
、『
大
無
量
寿
経
』
に
は
教
え
と

し
て
第
十
八
願
文
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

設
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
十
方
衆
生
、
心

を
至
し
信し

ん

楽ぎ
ょ
うし
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と

欲お
も

う
て
、
乃な

い

至し

十
念
せ
ん
。
若
し
生
ま
れ

ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
。
唯た

だ

五ご

逆ぎ
ゃ
く

と
正し

ょ
う

法ぼ
う

を
誹ひ

謗ほ
う

せ
ん
を
ば
除
く
。

�

（『
聖
典
』
十
八
頁
）

こ
れ
は
、
人
々
に
よ
っ
て
い
た
だ
か
れ
て
き
た

本
願
が
、
教
え
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
表
現
で

す
。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
善
導
・
法
然
・

親
鸞
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
本
願
は
、『
大
経
』

の
本
願
文
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

善
導
独
明
仏
正
意

法
然
上
人
は
親
鸞
聖
人
に
、
善
導
大
師
が
表

さ
れ
た
本
願
の
文
を
書
き
与
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

若に
ゃ
く

我が

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

十じ
つ

方ぽ
う

衆し
ゅ
う

生じ
ょ
う　

称
し
ょ
う

我が

名み
ょ
う

号ご
う

下げ

至し

十じ
つ

声し
ょ
う　

若
に
ゃ
く

不ふ

生し
ょ
う

者じ
ゃ

不ふ

取し
ゅ

正し
ょ
う

覚が
く　

彼ひ

仏ぶ
つ

今こ
ん

現げ
ん

在ざ
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ　

当と
う

知ち

本ほ
ん

誓ぜ
い

重じ
ゅ
う

願が
ん

不ふ

虚こ　

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

称し
ょ
う

念ね
ん

必ひ
つ

得と
く

往お
う

生じ
ょ
う

（『
教
行
信
証
』
後
序
・『
聖
典
』
三
九
九
頁
）

こ
れ
が
、
善
導
・
法
然
・
親
鸞
と
伝
承
さ
れ
て

い
る
本
願
の
文
（
本
願
成
就
も
含
む
文
）
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
『
大
経
』
の
第
十
八
願
文
は
、
四

十
八
願
全
体
の
中
で
、
他
の
本
願
と
の
関
係
に

お
い
て
教
え
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
文
な
の
で

し
ょ
う
。

善
導
大
師
が
表
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
本

願
の
文
に
つ
い
て
、
曽
我
量
深
先
生
は
、「
本
願

復
元
の
文
」、
あ
る
い
は
「
本
願
還
元
の
文
」
と

い
う
言
葉
で
押
さ
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
善

導
大
師
の
文
は
、
私
た
ち
が
直
接
体
験
す
る
本

願
に
即
し
た
本
願
の
表
現
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
十
八
願
に
先
立
つ
本
願
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
正
信
偈
」
に
「
善
導
独
明
仏
正
意
」
と
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
、
善
導
大
師
を
通
し
て
、
初

め
て
仏
の
正
意
で
あ
る
本
願
に
出
遇
う
こ
と
が

で
き
た
聖
人
の
感
銘
を
詠う
た

っ
て
お
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
。「
正
信
偈
」
に
は
「
善
導
独
明
仏
正
意

　

矜
哀
定
散
与
逆
悪
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
文
類

偈
」
で
は
、
そ
の
二
句
の
間
に
「
深
藉
本
願
興

真
宗
」
の
一
句
を
入
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の

こ
と
は
、「
善
導
独
明
仏
正
意
（
善
導
独
り
、
仏

の
正
意
を
明
か
せ
り
）」
の
内
容
が
「
深
藉
本
願

興
真
宗
（
深
く
本
願
に
藉よ

っ
て
真
宗
を
興こ

う

ず
）」

（『
聖
典
』
四
一
三
頁
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

同
体
の
大
悲

私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
理
念
と
し
て

立
て
ま
す
が
、
本
願
は
理
念
で
は
な
い
。
根
拠

を
持
ち
得
な
い
私
た
ち
の
根
拠
と
な
っ
て
は
た

ら
い
て
く
だ
さ
る
真
実
で
し
ょ
う
。

私
が
馴
染
め
な
い
こ
と
の
一
つ
が
、「
阿
弥
陀

如
来
の
前
で
は
み
な
平
等
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

こ
れ
は
理
念
と
し
て
の
阿
弥
陀
で
し
ょ
う
。
仏

さ
ま
が
言
え
ば
間
違
い
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
人

間
の
言
葉
と
し
て
言
わ
れ
る
場
合
、
ど
こ
に
立

っ
て
言
わ
れ
て
い
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
立
場
を

持
ち
得
な
い
衆
生
の
立
場
と
な
っ
て
く
だ
さ
る
。

そ
し
て
未
来
を
開
き
（
往
生
）、
悔
い
の
な
い
生

涯
を
果
た
し
遂
げ
さ
せ
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
（
成

仏
）。
そ
の
よ
う
な
真
実
と
し
て
、
本
願
を
教
え

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
善
導
大
師
の
文
で
あ

り
、
そ
こ
に
立
っ
て
本
願
と
本
願
が
開
く
救
い

の
世
界
を
教
え
と
し
て
明
瞭
に
示
し
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
の
が
『
教
行
信
証
』
な
の
で
し
ょ
う
。

善
導
大
師
の
本
願
の
文
で
特
に
大
事
な
の
は

「
若
我
成
仏
」
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
重
ね
て
の
表
現

で
し
ょ
う
。
衆
生
の
救
い
に
自
ら
の
成
仏
を
か

け
て
、
運
命
を
共
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ

と
を
表
し
て
い
る
表
現
で
す
。『
大
経
』
の
「
設

我
得
仏
」
で
す
と
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
言
葉

の
よ
う
に
も
聞
こ
え
ま
す
が
、「
若
我
成
仏
」
と

い
い
ま
す
と
、
我
ら
と
身
を
一
つ
に
し
て
は
た

ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
真
実
と
し
て
本
願
が

表
さ
れ
て
い
る
。
善
導
大
師
に
は
「
同
体
の
大

悲
」
と
い
う
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
（『
聖
典
』

二
一
七
頁
）。

し
か
し
「
同
体
の
大
悲
」、
私
た
ち
と
身
を
一

つ
に
し
て
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
真
実

と
い
う
の
は
、
自
分
で
は
気
づ
け
ま
せ
ん
。
ど

こ
ま
で
も
私
た
ち
の
目
は
外
に
向
い
て
い
る
か

ら
で
す
。
そ
れ
は
、
教
え
を
縁
と
し
て
し
か
気

づ
け
な
い
。
共
に
あ
る
も
の
と
い
う
の
は
、
教

え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
有
り
難
さ
に
気
づ
け

な
い
。
私
以
上
に
私
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
方
が
阿
弥
陀
で
す
。

そ
れ
は
、
教
え
を
縁
と
し
て
、
そ
の
も
の
が

私
の
上
に
開
か
れ
て
こ
な
い
こ
と
に
は
気
づ
け

な
い
の
で
す
。
私
た
ち
は
何
で
も
、
ど
う
し
て

も
自
分
の
外
に
捜
し
求
め
て
い
こ
う
と
し
ま
す

か
ら
、
た
と
え
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
れ
を
救
い
の
真
実
と
し
て
い
た

だ
け
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
願
は
教
え

を
縁
と
し
て
我
ら
の
上
に
開
か
れ
て
く
る
真
実

と
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

第
五
回

二
〇
一
五
年
二
月
十
九
日
（
木
）

　

本　
　

願
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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サ
ン
ガ
の
中
で
い
た
だ
く
経
典

『
阿
弥
陀
経
』
に
学
ん
で
い
く
に
あ
た
り
、
最

初
に
注
意
さ
れ
ま
す
こ
と
が
「
三さ
ん

蔵ぞ
う

法ほ
つ

師し

鳩く

摩ま

羅ら

什じ
ゆ
う」

と
い
う
翻
訳
者
名
で
す
。
経
典
を
訳
さ

れ
た
方
を
「
三
蔵
法
師
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ

の
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
三

蔵
」
と
は
、
経
・
律
・
論
で
あ
り
、「
律
」
と
は
、

サ
ン
ガ
の
規
律
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の

三
蔵
法
師
と
は
、
サ
ン
ガ
を
生
き
ら
れ
た
方
で

あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
仏
教
は
サ
ン
ガ
を
場
と
し
て
学
ば
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
個
人
で
本
を
読
ん
で
学
ば
れ
て
き
た
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
団
、
聞
法
会
の
中
で
学
ば
れ
、
そ
の
こ
と

に
お
い
て
法
に
出
遇
い
、
道
を
見
い
だ
し
続
け

て
き
た
人
々
の
歩
み
が
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
三
蔵
法
師
と
い
う
名
か

ら
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
サ
ン
ガ

を
背
景
に
し
な
い
と
『
阿
弥
陀
経
』
を
い
た
だ

く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
の
事
柄
と
し
て
、
経
典
で
は
、
象
徴

的
な
表
現
で
意
味
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
象

徴
的
な
表
現
、
詩
的
な
表
現
と
言
っ
て
も
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
圧
倒
的
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、『
阿
弥
陀
経
』
に
浄
土
の
荘す

厳が
た

と
し

て
、「
宝
の
池
」
や
「
宝
の
樹
」
な
ど
が
出
て
き

ま
す
が
、
そ
の
言
葉
だ
け
で
、
そ
こ
に
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
い
た
だ
け
る
か
と
い

い
ま
す
と
、
そ
れ
は
稀
有
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
表
現
を
通
し
て
い
た
だ
か
れ

続
け
て
き
た
サ
ン
ガ
の
伝
統
を
く
ぐ
ら
な
い
と
、

そ
の
言
葉
の
意
味
が
受
け
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

教
団
不
要
論
が
叫
ば
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
頃
、
私
の
友
人
が
あ
る
方
に
聞
い
た

そ
う
で
す
。「
な
ぜ
、
教
団
に
入
ら
れ
た
の
で
す

か
」
と
。
す
る
と
そ
の
方
は
「
私
は
、
一
人
で

求
め
て
い
く
こ
と
に
挫
折
し
た
の
だ
」
と
答
え

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
が
非
常
に
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

「
序
分
」
の
重
み

い
よ
い
よ
序
分
に
入
り
ま
す
。
経
典
は
、
三

つ
の
部
分
（
序
分
・
正
宗
分
・
流
通
分
）
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。「
正
し
ょ
う

宗じ
ゅ
う

分ぶ
ん

」
は
、
そ
の
経
典

の
中
心
と
な
る
部
分
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
宗
（
中
心
と
な
る
こ
と
）
が
説

か
れ
て
い
る
部
分
で
す
。
宗
と
は
「
要
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
「
流る

通づ
う

分ぶ
ん

」
は
、
そ
の

経
典
に
説
か
れ
て
い
る
法
が
未
来
永
劫
に
ま
で

相
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
願
い
が
説
か
れ
て

い
る
部
分
で
す
。
法
と
の
出
遇
い
の
喜
び
の
中

に
相
続
へ
の
願
い
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
「
序じ
ょ

分ぶ
ん

」
で
す
が
、
序
分
と
言
い
ま

す
と
私
た
ち
は
軽
く
受
け
取
り
が
ち
で
す
。
し

か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ぞ
れ
が
明
ら
か
に
す
る
べ
き
「
分
」
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、「
序
分4

」

で
あ
り
、「
序
文4

」
で
は
な
い
の
で
す
。
序
分
で

な
け
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
も
の
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

序
分
が
正
宗
分
を
決
定
す
る
の
で
す
。
そ
れ

く
ら
い
序
分
は
大
切
な
も
の
で
す
。『
大
無
量
寿

経
』
の
序
分
を
『
阿
弥
陀
経
』
の
序
分
に
持
っ

て
く
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
『
阿

弥
陀
経
』
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
、「
分
」
は
分
担
の
「
分
」
な
の
で
す
。

学
生
時
代
に
、
序
分
・
正
宗
分
・
流
通
分
の

「
分
」
は
「
分
限
の
分
」
で
あ
る
と
お
聞
き
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

言
葉
に
で
き
な
い
問
い

序
分
は
、
普
通
、
そ
の
経
典
が
仏
説
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
「
証
信
序
」
と
、
仏
陀
の
教

説
の
契
機
と
な
る
事
柄
が
説
か
れ
て
い
る
「
発

起
序
」
と
の
二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

『
大
無
量
寿
経
』の
発
起
序
に
は
阿
難
の
回
心

が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
阿
難
の
、
自

ら
を
起た

た
し
め
た
も
の
、
そ
し
て
お
釈
迦
様
の

輝
き
は
何
に
よ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
受
け
て
、

仏
陀
は
正
宗
分
で
弥
陀
の
本
願
を
説
い
て
い
か

れ
る
の
で
す
。

『
観
無
量
寿
経
』
で
は
、
発
起
序
の
、
深
宮
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
韋
提
希
夫
人
が
未
来
世
の
衆

生
と
と
も
に
救
わ
れ
て
い
く
道
を
教
え
て
ほ
し

い
と
い
う
請
い
に
応
じ
て
、
正
宗
分
を
説
い
て

い
か
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、『
阿
弥
陀
経
』
に
は
発
起
序
が
な

い
の
で
す
。
こ
れ
が
『
阿
弥
陀
経
』
の
大
き
な

特
徴
で
す
。
し
か
し
、
縁
無
く
し
て
説
か
れ
る

と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
す
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
見
て

お
き
ま
し
ょ
う
。『
一
念
多
念
文
意
』
で
す
。

こ
の
経
は
「
無む

問も
ん

自じ

説せ
つ

経き
ょ
う」
と
も
う
す
。
こ

の
経
を
と
き
た
ま
い
し
に
、
如に

ょ

来ら
い

に
と
い

た
て
ま
つ
る
人
も
な
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、

釈し
ゃ
く

尊そ
ん

出し
ゅ
っ

世せ

の
本ほ

ん

懐が
い

を
あ
ら
わ
さ
ん
と
お
ぼ

し
め
す
ゆ
え
に
、
無む

問も
ん

自じ

説せ
つ

と
も
う
す
な

り
。

�

（『
聖
典
』
五
四
〇
頁
）

『
阿
弥
陀
経
』
が
説
か
れ
な
い
と
、
釈
尊
の
出

世
の
本
懐
が
つ
い
に
成
就
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
、『
阿
弥
陀
経
』
は
、

問
う
人
無
く
し
て
お
説
き
に
な
ら
れ
た
「
無
問

自
説
経
」
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、「
無
問
自
説
経
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

『
阿
弥
陀
経
』
で
は
、
釈
尊
は
「
舎
利
弗
」
と

三
十
六
回
も
呼
び
か
け
て
説
い
て
い
か
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
舎
利
弗
が
言
葉
に
な
ら
な
い
問
い
、
言

葉
に
で
き
な
い
問
い
を
抱
え
て
お
ら
れ
た
か
ら

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
信
仰
の
問
い
や
悩
み
、

そ
れ
は
、
な
か
な
か
言
葉
と
し
て
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し

か
し
、
舎
利
弗
の
顔
の
表
情
や
姿
に
そ
の
こ
と

が
表
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
私
は
、「
無
問
自
説
」
と
は
、
言
葉

に
な
ら
な
い
、
言
葉
に
で
き
な
い
問
い
に
仏
が

応
え
て
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
と
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

第
六
回

二
〇
一
五
年
四
月
十
六
日
（
木
）

　

無
問
自
説
の
経

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺
し
ず
か�

氏
（
同
朋
大
学
特
任
教
授
）
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真
宗
門
徒
講
座

�

親
鸞
聖
人　

―
生
涯
と
教
え
―

企
画
は
、
講
座
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
歴
史
と
し
て
で
は
な
く
、
自

分
自
身
の
人
生
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を

学
ん
で
い
け
る
だ
ろ
う
か
と
、
研
究
生
が
中
心

と
な
り
進
行
を
考
え
て
い
っ
た
。

普
段
、
何
気
な
く
過
ご
し
、
あ
ま
り
振
り
返

る
こ
と
の
な
い
自
分
の
人
生
。
し
か
し
、
そ
こ

に
は
、
様
々
な
出
会
い
や
、
驚
き
、
悲
し
み
、
喜

び
が
あ
っ
た
と
思
う
。
自
分
の
人
生
を
見
つ
め

直
す
機
会
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
趣
旨

か
ら
、『
親
鸞
聖
人
ノ
ー
ト
』
に
あ
る
聖
人
の
ご

生
涯
の
一
章
ご
と
に
テ
ー
マ
を
考
え
、
各
回
担

当
の
研
究
生
が
『
わ
た
し
ノ
ー
ト
』
を
作
成
す

る
、
と
い
う
事
前
準
備
を
行
い
の
ぞ
ん
だ
。

講
座
で
は
、
荒
山
主
幹
に
、
導
入
と
し
て
親

鸞
聖
人
の
生
涯
に
つ
い
て
、
ま
と
め
の
講
義
で

は
『
わ
た
し
ノ
ー
ト
』
に
基
づ
き
お
話
し
い
た

だ
い
た
。
主
幹
が
中
学
生
の
時
の
出
来
事
や
、亡

く
な
ら
れ
た
祖
父
と
の
思
い
出
な
ど
混
じ
え
、ご

自
分
の
人
生
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人

の
生
涯
を
押
さ
え
て
語
ら
れ
た
。

一
方
、『
わ
た
し
ノ
ー
ト
』
の
記
入
・
発
表
の

時
間
で
は
、「
わ
た
し
は
良
い
人
？
悪
い
人
？
」

「
傷
つ
い
た
出
来
事
は
？
」「
と
も
と
は
？
」「
ふ

る
さ
と
と
は
？
」
な
ど
研
究
生
か
ら
の
問
い
か

け
に
対
し
、
参
加
者
が
書
き
込
み
、
研
究
生
が

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
な
が
ら
回
答
を
発
表
し
て
い

た
だ
い
た
。
内
面
を
尋
ね
る
質
問
も
多
い
た
め
、

発
表
を
た
め
ら
う
場
面
も
見
ら
れ
た
が
、
参
加

者
が
自
分
の
過
去
や
、
思
い
に
向
き
合
う
普
段

無
い
機
会
と
な
っ
た
。

講
座
を
終
え
、「
多
く
の
参
加
者
の
前
で
自
分

の
内
面
を
発
表
す
る
形
は
適
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
」「〝
と
も
に
学
ん
で
い
こ
う
〟
と
す
る
時
、

〝
場
〟
に
対
す
る
信
頼
が
大
切
で
は
な
い
か
」
と

い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。

今
回
の
取
り
組
み
を
通
し
、
参
加
者
一
人
一

人
が
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る
時
間
を
も
っ
て

い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
の

機
会
と
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を
学
ぶ
こ
と
を
う
ま

く
絡
ま
せ
る
の
は
難
し
い
と
感
じ
た
。
今
後
、講

座
の
進
め
方
、『
わ
た
し
ノ
ー
ト
』
の
テ
ー
マ
設

定
な
ど
、
課
題
は
山
積
し
て
い
る
が
、
こ
れ
か

ら
の
教
化
活
動
に
生
か
せ
る
よ
う
な
も
の
と
な

る
よ
う
引
き
続
き
考
え
て
い
き
た
い
。

④

参加者の前で話をする研究生

『わたしノート』の発表をする参加者
研究生が作成した『わたしノート』。

毎回、親鸞聖人の生涯を学習しテーマを考えた。

2014年4月～
2015年3月（全11回）

　日　程　
14：00～ 講義
 （荒山主幹）
15：00～ 『わたしノート』
 記入・発表（研究生）
15：30～ まとめの講義
 （荒山主幹）
16：00　 終了

テキスト・資料
『親鸞聖人ノート』
 （教化センター発行）

『わたしノート』
 （研究生作成）

二
〇
一
五
年
三
月
に
「
真
宗
門
徒
講
座　

親
鸞
聖
人
―
生
涯
と
教
え
―
」
が
終
了
し
、
新
た
に
二
〇

一
五
年
四
月
よ
り
「
真
宗
門
徒
講
座　

書
い
て
味
わ
う
正
信
偈
」
が
始
ま
っ
た
。

名
古
屋
別
院
主
催
の
当
講
座
は
、
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
を
中
心
に
企
画
・
運
営
を
行
い
、
講
義
を

受
け
る
だ
け
と
い
う
形
式
で
は
な
く
、
各
組
・
各
寺
院
の
同
朋
会
な
ど
で
活
用
で
き
る
講
座
に
と
い
う

願
い
の
も
と
取
り
組
ん
で
き
た
。

そ
の
内
容
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

研究生実習

真
宗
門
徒
講
座

　
　
　

参
加
者
と
と
も
に
学
ぶ
研
究
生
の
取
り
組
み
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御
遠
忌
法
要
記
念
講
座

　

真
宗
門
徒
講
座

　
　
　

書
い
て
味
わ
う
「
正
信
偈
」

新
し
く
始
ま
っ
た
門
徒
講
座
は
、
名
古
屋
教

区
・
名
古
屋
別
院
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌

法
要
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
親
鸞
聖
人
が
お
書

き
に
な
ら
れ
た
「
正
信
偈
」
を
学
び
直
し
た
い
、

一
字
一
字
と
向
き
合
い
た
い
と
い
う
研
究
生
の

願
い
か
ら
、「
正
信
偈
」
の
書
写
を
行
い
、
一
冊

の
手
作
り
お
勤
め
本
を
作
る
と
い
う
企
画
と
な

っ
た
。
ま
た
、
参
加
者
同
士
の
交
流
を
作
り
た

い
と
い
う
意
見
か
ら
班
ご
と
に
分
か
れ
て
の
座

談
会
を
取
り
入
れ
た
。

書
写
す
る
紙
は
、
和
紙
風
用
紙
に
「
正
信
偈
」

の
節
譜
の
み
を
印
刷
、
下
に
現
代
語
訳
を
載
せ

た
。
一
回
の
講
座
で
、
十
二
行
ず
つ
書
写
を
し

て
い
く
。
文
字
を
な
ぞ
る
の
で
は
な
く
自
分
の

字
で
書
く
こ
と
に
し
た
。
十
一
回
目
で
製
本
、最

終
的
に
は
和
綴と

じ
の
お
勤
め
本
が
完
成
す
る
予

定
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、「
下
書
き
が
な
く
て
び
っ
く

り
し
た
」「
自
分
の
字
で
書
く
こ
と
に
抵
抗
を
感

じ
る
」
と
戸
惑
い
の
声
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実

際
に
書
写
を
進
め
て
い
く
と
、「
書
く
こ
と
で
、

言
葉
に
対
し
て
疑
問
が
生
ま
れ
た
」「
親
か
ら
引

き
継
い
で
読
ん
で
い
た
が
、
意
味
が
知
り
た
く

な
っ
た
」
な
ど
、
書
写
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

感
じ
た
「
正
信
偈
」
へ
の
新
た
な
疑
問
や
思
い

が
語
ら
れ
た
。

今
回
の
「
正
信
偈
」
の
お
勤
め
本
を
作
る
と

い
う
講
座
は
初
め
て
の
試
み
で
あ
り
、
本
の
穴

あ
け
の
難
し
さ
、
和
綴
じ
の
難
し
さ
な
ど
課
題

は
あ
る
が
、
一
年
間
の
中
で
試
行
錯
誤
し
、
今

後
、
こ
の
企
画
が
同
朋
会
な
ど
で
使
用
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
。

門徒講座にあたり
今年度の真宗門徒講座には私の所属する自坊のご門徒さんが

参加してくれている。感想を聞いたところ、「正信偈の書写をす
ること、若いお坊さんと話し合いをすることがとても楽しみだ」
「ぜひ今後お寺でもやってほしい」という言葉が返ってきた。
研究生とともに一からお勤め本を作り、内容を決めていく中
で不安もあったが、参加者の声を聞き、今回の講座に対する手
ごたえを感じた。
まだまだ、反省するところも多くある。随時改善し、今後の

教化活動に生かせるよう、より良い講座にしていきたい。
� （教化推進要員　加藤　淨恵）

「正信偈」についての講義をする荒山主幹

「正信偈」書写の様子　会場には静かな時間が流れた

座談会で参加者と話し合う研究生

⑤

研
究
生
の
声

初
め
て
「
正
信
偈
」
の
書
写
を
し
て
、
一

文
字
ず
つ
丁
寧
に
書
写
す
る
た
め
に
は
、

思
っ
て
い
た
以
上
に
集
中
力
が
必
要
だ
と

感
じ
た
。
普
段
は
何
気
な
く
文
字
を
書
い

て
い
る
が
、
意
識
の
持
ち
方
次
第
で
感
じ

方
が
変
わ
る
こ
と
に
驚
い
た
。

ま
た
班
ご
と
に
分
か
れ
て
の
書
写
や
座

談
会
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究

生
と
受
講
者
、
ま
た
受
講
者
同
士
の
距
離

感
が
近
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
一
人
で
も

多
く
の
人
に
と
っ
て
本
講
座
が
よ
り
有
意

義
な
時
間
と
な
る
よ
う
に
、
私
自
身
前
向

き
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

新
た
な
試
み
で
あ
り
、
問
題
点
も
出
て

く
る
と
思
う
が
、
と
も
に
協
力
し
合
い
乗

り
越
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
講
座

が
御
遠
忌
に
つ
な
が
る
も
の
に
な
れ
ば
と

思
う
。

�

（
研
究
生
第
十
期
生　

玉
腰
暁
広
）

2015年4月～
2016年3月

（全11回）

　日　程　

13：45～　お勤め
（正信偈同朋奉讃）

14：00～　講義
（荒山主幹）

15：00～　書写

15：45～　座談

16：30　　終了
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【
二
つ
の
教
義
】

「
教
え
と
意
見
」
と
い
う
問
題
提
起
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
ま
ず
、「
教
え
」
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。
複
雑
な
教
義
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
は
二
つ
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
は
、「L

ラ
ー
　
イ
ラ
ー
ハ

A
ILA
H
A

　

I

イ
ッ
ラ
ッ
＝
ラ
ー
フ

LLA
A
LLA

H

」
と
い
う
言
葉
を
唱
え
る
こ
と

で
す
。「
ア
ッ
ラ
ー
の
他
に
神
は
い
な
い
」、
神

様
は
一
人
で
あ
る
と
い
う
表
現
で
す
。「
神
様
」

と
い
う
と
、
山
や
海
と
い
っ
た
自
然
の
神
様
な

ど
身
近
な
神
様
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
で
す
が
、

「
ア
ッ
ラ
ー
」
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
っ

た
一
人
の
神
様
を
指
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う

神
様
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
人
た
ち
が
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
ー
」

と
呼
ぶ
神
様
と
全
く
同
じ
で
す
。「
神
」
と
翻
訳

せ
ず
、
発
音
を
そ
の
ま
ま
に
「
ア
ッ
ラ
ー
」
と

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
た
っ
た
一
人
」
と
言
う
と
人
間
の
よ
う
に
聞

こ
え
ま
す
が
、
人
間
と
は
全
く
違
い
ま
す
。
超

越
的
で
絶
対
的
、
私
た
ち
に
想
像
も
で
き
な
い
、

偶
像
的
な
イ
メ
ー
ジ
す
ら
で
き
な
い
、
私
た
ち

の
存
在
を
は
る
か
に
超
え
た
存
在
で
す
。
そ
の

存
在
を
認
め
る
こ
と
が
一
つ
目
の
教
義
で
す
。

二
つ
目
は「M

ム

ハ

ン

マ

ド

U
H
A
M
M
A
D

　

R

ラ

ス

ー

ル

A
SSO
O
L�

A

ア

ッ

ラ

ー

LLA
H

」
と
、「
ム
ハ
ン
マ
ド
と
い
う
人
は
ア

ッ
ラ
ー
の
使
徒
、
し
も
べ
で
あ
り
、
神
と
し
て

崇
め
て
は
い
け
な
い
」
と
宣
言
す
る
こ
と
で
す
。

二
人
以
上
の
証
人
を
立
て
、
こ
の
二
つ
の
言
葉

を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
宣
言
す
る
と
、
ム
ス
リ
ム（
イ

ス
ラ
ム
教
徒
）
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
キ

リ
ス
ト
教
で
は
預
言
者
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
を
「
神
の
子
」
と
し
て
崇
め
て
い
ま
す
が
、

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
ム
ハ
ン
マ
ド
を
「
最
後
の
預

言
者
」
と
考
え
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
あ

え
て
宣
言
す
る
の
で
す
。

預
言
者
の
「
預
」
は
「
預
か
る
」
と
い
う
字

を
書
き
ま
す
。
天
気
予
報
の
「
予
」
で
は
な
い

の
で
、
未
来
を
見
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
の
言

葉
を
預
か
っ
て
人
間
に
伝
え
る
と
い
う
役
目
で
す
。

【
戒
を
め
ぐ
る
宗
教
史
】

私
は
元
々
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
、
神
様
の
勉
強

を
す
る
神
学
校
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ

教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
話
を
経
な
け
れ
ば
イ
ス

ラ
ー
ム
の
教
え
に
行
き
つ
か
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
触
れ
て
お
き
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
は
、
モ
ー
セ
が
神
様
か
ら
十
個
の

戒
律
を
預
か
っ
て
き
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
渡
し
た

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
戒

を
守
る
代
わ
り
に
、
神
様
が
特
別
に
ユ
ダ
ヤ
民

族
だ
け
を
大
事
に
扱
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
人
た
ち
は
丁
寧
に
戒
律

を
守
り
ま
し
た
が
、
イ
エ
ス
の
時
代
に
至
る
と

十
個
の
戒
律
が
た
く
さ
ん
増
え
て
千
五
百
に
も

及
ん
だ
そ
う
で
す
。

イ
エ
ス
と
い
う
方
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
す
か
ら
、ユ

ダ
ヤ
教
の
戒
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
守
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る

革
命
家
で
す
。
彼
は
聖
書
の
中
で
「
私
は
新
し

い
契
約
で
あ
る
」
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。
聖
書

の
前
半
は
「
旧
約
聖
書
」
と
い
い
預
言
者
モ
ー

セ
が
預
か
っ
た
契
約
が
書
か
れ
て
い
て
、
後
半

は
新
し
い
約
束
、
契
約
で
「
新
約
聖
書
」
と
い

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
自
身
が
新
し
い
契

約
な
の
で
、
も
う
古
い
千
五
百
も
の
戒
律
は
い

ら
な
い
。
断
食
も
止
め
て
、
豚
も
食
べ
、
屠と

殺

の
方
法
も
構
わ
な
い
、
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
今
で

も
守
っ
て
い
る
戒
律
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
イ

エ
ス
を
信
じ
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
、
と
守
っ
て

い
ま
せ
ん
。

先
程
、
新
野
さ
ん
が
、「
だ
け
ど
」
と
言
い
訳

し
な
が
ら
教
え
を
自
分
な
り
に
解
釈
す
る
こ
と

に
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
イ
エ
ス
は
、
神

様
は
慈
愛
に
満
ち
た
方
だ
か
ら
そ
ん
な
細
か
い

戒
律
を
気
に
し
な
く
て
も
良
い
と
教
え
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
イ
エ
ス
が
、
私

た
ち
罪
深
い
人
間
の
代
わ
り
に
死
ん
で
く
だ
さ

っ
た
が
ゆ
え
に
、
全
て
の
罪
が
あ
が
な
わ
れ
た

と
考
え
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
す
。

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
戒
律
の
厳
し
い
ユ
ダ
ヤ

教
か
ら
の
反
動
で
、
柔
ら
か
い
方
向
に
行
っ
た

の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
見
て
い
ま
す
。
仏

教
に
も
「
中
道
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
が
、

同
じ
よ
う
に
極
端
な
姿
勢
や
偏
り
を
持
っ
て
は

い
け
な
い
と
考
え
る
立
場
が
イ
ス
ラ
ー
ム
で
す
。

中
道
を
行
く
た
め
遣
わ
さ
れ
た
の
が
ム
ハ
ン
マ

ド
だ
と
考
え
ま
す
。

【
ム
ハ
ン
マ
ド
の
啓
示
】

ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
六
一
〇
年
ぐ
ら
い
か
ら
二

十
年
ほ
ど
の
期
間
を
か
け
て
啓
示
を
受
け
て
お

り
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
『
ク
ル
ア
ー
ン
』

（
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
典
、
コ
ー
ラ
ン
）
で
す
。
そ

の
内
容
は
場
所
や
場
面
、
時
期
に
よ
っ
て
様
々

で
、
例
え
ば
、
迫
害
を
受
け
て
い
た
頃
や
異
教

平
和
展
学
習
会
特
別
企
画

「
宗
教
と
平
和
―
真
宗
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
対
話
―
」

講
師
：
サ
ラ
・
ク
レ
シ
好
美
氏
（
名
古
屋
モ
ス
ク
渉
外
担
当
理
事
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：
新
野�

和
暢
研
究
員
（
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
）

大谷派の近現代史
2015年３月20日

教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
去
る
三
月
二
十
日
「
宗
教
と
平
和
―
真
宗
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
対
話
―
」
を
開

催
し
た
。
名
古
屋
モ
ス
ク
の
サ
ラ
・
ク
レ
シ
好
美
氏
を
お
招
き
し
、
当
セ
ン
タ
ー
の
新
野
和
暢
研
究
員

が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
つ
と
め
た
。
昨
今
のIS

に
関
す
る
報
道
か
ら
感
じ
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
は
本
当

に
殺
人
を
肯
定
す
る
教
え
を
持
つ
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
と
、
新
野
研
究
員
の
「
私
自
身
に
引
き
当
て

る
と
、
教
え
を
教
え
と
し
て
受
け
取
れ
な
い
自
分
が
存
在
し
、
教
え
を
違
う
方
向
に
解
釈
す
る
。
つ
ま

り
、
教
え
を
意
見
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
偏
見
の
も
と
が
そ
の
よ
う
な
点
に

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
提
起
に
サ
ラ
氏
が
応
え
る
形
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
や
、
私

た
ち
が
持
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
誤
解
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
そ
の
後
の

対
談
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
上
割
愛
し
ま
す
。

講
義

サ
ラ
・
ク
レ
シ
好
美
氏
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徒
と
戦
っ
て
い
た
頃
に
は
過
激
な
も
の
も
あ
り

ま
す
。
メ
ッ
カ
を
追
い
出
さ
れ
、
何
年
か
後
に

軍
隊
を
引
き
連
れ
て
戻
り
、
メ
ッ
カ
を
取
り
返

す
た
め
の
戦
争
行
為
も
あ
り
、
平
和
の
教
え
で

は
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

『
ク
ル
ア
ー
ン
』
は
一
文
字
も
足
し
て
も
引
い

て
も
い
け
な
い
と
い
う
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
絶

対
に
神
様
の
言
葉
を
変
え
て
は
い
け
な
い
の
で
、

「
過
激
な
も
の
は
抜
こ
う
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は

一
切
考
え
ず
に
昔
か
ら
全
く
同
じ
も
の
が
今
も

続
い
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
神
様
の
言
葉
は
変

わ
っ
て
い
な
い
の
に
、
解
釈
が
い
ろ
い
ろ
と
変

わ
り
人
間
の
「
意
見
」
が
出
て
き
て
し
ま
う
の

で
す
。
こ
れ
が
、
現
代
に
起
き
て
い
る
様
々
な

問
題
の
も
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

【
五
つ
し
か
な
い
義
務
】

啓
示
と
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
で
す
か
ら
命

令
で
あ
り
、
義
務
で
す
。「
六
信
五
行
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
、
六
信
は
「
六
つ
の
信
じ
て
い
る

も
の
」
で
、
五
行
は
「
五
つ
の
義
務
」
で
す
。
も

と
の
十
個
の
戒
律
に
加
え
宗
教
的
な
実
践
と
し

て
五
つ
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

多
く
の
人
は
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
と
、
戒
律

が
厳
し
く
て
大
変
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。「
何
で
五
つ
し
か
な
い
の
か
？
」
と
疑
問

に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ほ
か
に
あ

る
も
の
は
、
宗
教
的
な
実
践
と
し
て
後
か
ら
付

け
足
し
た
も
の
な
の
で
、
大
事
な
の
は
五
つ
で

す
。
二
つ
の
宣
言
と
五
つ
の
義
務
を
守
れ
ば
、誰

で
も
ム
ス
リ
ム
で
す
。

五
行
の
一
つ
目
は
、信
仰
告
白
の「
シ
ャ
ハ
ー

ダ
」、
二
つ
の
教
義
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「L

ラ
ー
　
イ
ラ
ー
ハ

A
ILA
H
A

　

I

イ
ッ
ラ
ッ
＝
ラ
ー
フ

LLA
A
LLA

H

、M

ム

ハ

ン

マ

ド

UHA
M
M
A
D

　

R

ラ

ス

ー

ル

A
SSOOL�

A

ア

ッ

ラ

ー

LLA
H

」
と
毎
日
告
白
し
ま
す
。

二
つ
目
は
礼
拝
の
「
サ
ラ
ー
ト
」、
一
日
五
回

行
い
ま
す
。
大
変
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
一

回
の
礼
拝
は
五
分
ぐ
ら
い
で
、
夜
明
け
前
、
お

昼
、
午
後
、
夕
方
、
寝
る
前
の
計
五
回
で
す
。
礼

拝
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
に
は
幅
が
あ

る
の
で
ピ
ッ
タ
リ
こ
の
時
刻
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

三
つ
目
は
「
ザ
カ
ー
ト
」
で
、
喜
捨
と
い
う

訳
語
が
充
て
ら
れ
ま
す
。
よ
く
教
科
書
に
は「
救

貧
税
」
と
書
い
て
あ
り
、
貧
し
い
人
を
救
う
税

金
、
現
代
で
い
う
福
祉
税
で
す
。
こ
れ
は
軍
事

費
や
使
途
不
明
金
に
一
切
な
ら
な
い
、
明
快
で

完
全
に
福
祉
目
的
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
全
財

産
の
二
・
五
％
を
貧
し
い
人
に
あ
げ
る
と
い
う

税
金
で
す
。
そ
の
人
の
経
済
状
況
に
合
っ
た
形

で
の
課
税
で
す
か
ら
、
と
て
も
公
平
だ
と
思
い

ま
す
。

【
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
楽
し
い
一
ヶ
月
】

四
つ
目
の
「
サ
ウ
ム
」
は
、
断
食
と
翻
訳
が

な
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、「
斎
戒
」
と
い

う
、
仏
教
で
も
使
う
言
葉
を
充
て
る
こ
と
も
多

い
で
す
。
つ
ま
り
飲
食
を
止
め
る
だ
け
で
は
な

く
、あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
絶
つ
一
ヶ
月
間
で
す
。
そ

の
月
の
こ
と
を
「
ラ
マ
ダ
ー
ン
」
と
い
い
、
イ

ス
ラ
ー
ム
暦
で
い
う
、
太
陰
暦
の
九
番
目
の
月

の
一
ヶ
月
間
を
指
し
ま
す
。
一
ヶ
月
間
飲
ま
ず

食
わ
ず
で
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
の
で
、
太
陽

が
沈
ん
で
か
ら
夜
明
け
ま
で
の
間
は
自
由
に
食

べ
て
も
良
い
の
で
す
。
何
も
大
変
で
は
な
く
、
昼

食
は
抜
い
て
、
夜
と
朝
は
早
め
に
食
べ
る
程
度

で
す
が
、
こ
の
一
ヶ
月
間
は
一
食
抜
く
こ
と
を

通
じ
て
、
ア
ッ
ラ
ー
を
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
食
べ
な
い
こ
と
は
大
変
だ
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
名
古
屋
モ
ス
ク
で
は

多
国
籍
の
方
々
が
集
ま
り
、
日
が
沈
ん
で
か
ら

は
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
ー
の
よ
う
に
日
替
わ
り
で

い
ろ
い
ろ
な
国
の
料
理
が
出
て
き
ま
す
。
で
す

か
ら
二
十
日
間
ほ
ど
過
ぎ
る
と
、
顔
を
合
わ
せ

る
度
に
「
寂
し
い
ね
」「
も
う
終
わ
り
だ
ね
」
と

い
っ
た
会
話
が
な
さ
れ
る
ぐ
ら
い
、
ム
ス
リ
ム

に
と
っ
て
楽
し
い
一
ヶ
月
間
な
の
で
す
。

【
ジ
ハ
ー
ド
は
聖
戦
で
は
な
い
】

五
つ
目
は
、
少
し
難
し
い
「
ハ
ッ
ジ
」
で
す
。

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
メ
ッ
カ
に
一
生
に
一
回
行

き
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
巡
礼
の
行
程
に
従

っ
て
同
じ
こ
と
を
行
う
こ
と
で
す
。
今
は
飛
行

機
で
パ
ッ
と
行
っ
て
帰
っ
て
来
ら
れ
る
の
で
、行

き
帰
り
は
そ
ん
な
に
大
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

四
百
万
人
も
の
ム
ス
リ
ム
が
集
ま
る
聖
地
に
行

く
に
は
、
体
力
や
時
間
、
経
済
的
に
余
裕
が
な

け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。
ム
ス
リ
ム
全
員
が
で
き

る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す

が
、
そ
れ
で

い
い
の
で
す
。

「
行
く
ぞ
」と

い
う
気
持
ち

を
持
つ
こ
と

が
大
事
な
の

で
す
。
思
う

こ
と
の
方
が
、

実
際
に
行
動

す
る
こ
と
よ

り
も
評
価
さ

れ
る
宗
教
が
イ
ス
ラ
ー
ム
で
す
。
だ
か
ら
「
行

く
ぞ
。
行
く
ぞ
」、「
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い

け
ど
き
っ
と
行
く
」
と
い
う
日
々
の
思
い
、
こ

れ
を
「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
い
い
ま
す
。

「
ジ
ハ
ー
ド
」
と
聞
く
と
「
聖
戦
」
と
い
う
二

文
字
が
浮
か
ぶ
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
何
十
年
か
前
に
誰
か
が
「
聖
戦
」
と
訳
し

て
し
ま
い
、
と
て
も
危
険
な
も
の
と
思
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
実
は
「
日
々
の
努
力
」
と
い
う
意

味
で
す
。
毎
日
、
自
分
の
宗
教
を
守
る
た
め
に

努
力
を
重
ね
る
こ
と
な
の
で
す
。

「
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
で
き
る

よ
う
に
努
力
し
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
が
大
事

で
す
。
そ
の
人
に
合
っ
た
状
態
で
、
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
に
行
い
ま
す
。
教
え
は
教
え
と
し
て
あ
り

ま
す
が
、
で
き
な
い
な
ら
い
い
で
す
よ
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
に
苦
し
い
思
い
を
す
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
の
が
、
実
は
イ
ス
ラ
ー
ム

で
す
。

皆
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
も
の
と
は
全
然
違
う

と
思
い
ま
す
。「
ど
ん
な
厳
し
い
教
え
の
お
話

か
」
と
思
わ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
が
、
実
は
こ

の
程
度
で
、
本
当
に
楽
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
一
四
〇
〇
年
も
の
間
続
き
ま
せ
ん
。

『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
「
宗
教
に
強
制
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
あ
り
、
布
教
を
積
極

的
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
私
た
ち
は
、
皆
さ

ん
の
誤
解
を
解
く
チ
ャ
ン
ス
も
あ
ま
り
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
ち
ら
か
ら
の
勧
誘
も
で
き
な
い
の
で
、

「
テ
レ
ビ
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
違
い
ま
す
」
と

言
う
機
会
が
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
て
皆
さ
ん

に
聞
い
て
も
ら
え
る
だ
け
で
も
貴
重
な
場
で
す

の
で
、
ど
う
か
誤
解
を
解
い
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。

⑦ 



■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）
夏季休暇　８月11日㈫～17日㈪

〈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》

「名前も知らない誰かと心が通じるということが
なければ、一番近くにいる人と心が通じるというこ
とはない」。さらに、「何を考えているか分からない
人がいる限り、誰とも心が通じるということはな
い」とも。そして、「通じていると思っているのは、
自分の都合のいいところだけ」と聞いた。

普段は「誰とも心が通じていない」ということに
反論するかのように、職場でも家でも友人とも過ご
している。しかし、だれに対しても「どうしてそんな
ことをするのか分からない」と思うし、「誰も自分
のことを分かってくれない」と落ち込み、全く反論
できなくなってしまう。

それでもどこかで心が通じていると思い込んで
いるのか、それともどこかで心が通じないことを
知っているのか、反論したいと思えない。　（り）

お東ネット 検索
http://www.ohigashi.net/

教化センター日報
2015年3月～2015年5月

３月４日　研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
　　５日　研究生・学習会「2015年度　真宗門徒講座　事前学習」
　　12日　研究業務「平和展」学習会
　　13日　研究生・実習「真宗門徒講座（宗祖親鸞聖人　生涯と教え⑪）」
　　17日　研究業務「平和展」準備
18～24日　研究業務「第26回平和展」開催
　　20日　研究業務「平和展」学習会・
　　　　　特別企画「宗教と平和　－真宗とイスラームの対話－」開催
　　21日　名古屋別院主催「“戦争”ってなに？」交流会　平和展スタッフ参加
24～25日　研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加

　　28日　名古屋教区・名古屋別院　宗祖親鸞聖人750回御遠忌　お待ち受け大会
４月７日　研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加
　　10日　研究生・学習会「2015年度　真宗門徒講座　打合せ」
14～15日　教務所・教化センター職員研修
　　16日　教化研修「聖典研修⑥」（廣瀬惺氏）
　　21日　研究業務「第26回平和展」反省会
　　24日　研究生・学習会「第９期生修了論文　中間発表」
　　30日　研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」①）」
５月14日　研究業務「平和展」学習会
　　15日　教化研修「聖典研修⑦」（竹橋太氏）
　　18日　研究生・教化研修「解放運動推進要員研修」参加
　　19日　研究生・学習会「真宗門徒講座　学習会」
　　26日　研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」②）」
　　29日　研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援

INFORMATION
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうに」（日本国憲法前文）

2015あいち・平和のための戦争展

　　　　　　　　　　　　　　平和展資料を展示し、平和展スタッフが参加します。
〈と　き〉８月20日～23日　午前10時～午後６時（入場受付は終了30分前まで、最終日は午後３時終了）
〈ところ〉名古屋市公会堂４階ホール　地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」徒歩３分、JR中央線「鶴舞駅」徒歩２分
〈入場料〉一般500円（高校生以下、障がい者（介助者含む）無料）
〈お問合せ〉2015あいち・平和のための戦争展実行委員会　電話052-931-0070　FAX052-933-3249

御遠忌法要特別講座　人生講座「戦争・平和」 新プロジェクター貸出開始
〈と　き〉2015年９月１日～３日　午後６時～８時
　　　　１日　講師　髙本　康子氏（北海道大学スラブ・ユーラシア共同研究員）　
　　　　　　　講題　「東本願寺とラマ教　－寺本婉雅の生涯－」
　　　　２日　講師　一戸　彰晃氏（青森県曹洞宗雲祥寺住職）
　　　　　　　講題　「日韓仏教交流について」
　　　　３日　講師　知花　昌一氏（沖縄別院衆徒・読谷村平和実行委員会）
　　　　　　　講題　「構造的差別がまかり通っていいのでしょうか」

〈ところ〉名古屋教務所１階議事堂　〈参加費〉300円（全回）
〈主催／問合せ〉名古屋別院「教化事業部」052-331-9578

研 究 生 募 集
第12期 教化センター研究生を募集します

〈条　件〉名古屋教区内の寺院・教会に所属し、教師資格を有するもの。
〈問合せ〉名古屋教区教化センター（担当　蓮容）　電話052-323-3686

『仏説阿弥陀経』（姚秦の三蔵法師鳩摩羅什訳）は、
月忌参りや法事などでも度々読誦され、大変親しまれて
いるお経です。しかし、あらためて「私にとってどんな
意味があるのか」と問われると言葉に詰まります。前年
度に引き続き、教学的視点と儀式の側面から、『仏説阿
弥陀経』が現代社会を生きる私たちに何を問いかけてい
るのか考察していきます。

●期　日：2015年　　　　　　　　2016年
　　　　　第１回７月30日㈭①　　第５回１月21日㈭①
　　　　　第２回９月18日㈮②　　第６回２月19日㈮②
　　　　　第３回10月29日㈭①　　第７回３月17日㈭①
　　　　　第４回11月13日㈮②　　第８回６月16日㈭①
●講　師：①廣瀬　惺　先生　　②竹橋　太　先生
●日　程：午後６時～　　　講義（90分）、休憩（20分）
　　　　　午後７時50分～　全体座談、質疑応答
　　　　　午後８時30分　　終了
●会　場：名古屋教務所１階　議事堂
●持ち物：『真宗聖典』
●聴講料：各回500円
　　　　　※一般聴講可　※全回券3500円
　　　　　※教師陞補のための「聴講証」発行対象研修
●主　催：名古屋教区教化センター

2015年度 聖典研修
「『仏説阿弥陀経』－その教義と真宗の儀式－」

新しい
プロジェクターが
入りました。
ぜひ教化活動に
ご活用ください。
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