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No.94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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清
澄
の
秋
夜
、
ふ
っ
と
想
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。

私
の
幼
少
の
時
、
母
が
用
意
し
て
く
れ
た
団
子
と

薄す
す
き

を
供
え
、
♪
兎 

兎 

何
見
て
跳
ね
る
♬
と
「
う

さ
ぎ
」
を
歌
い
な
が
ら
中
秋
の
名
月
を
愛め

で
た
こ

と
。
月
で
は
兎
が
餅
を
つ
い
て
暮
ら
し
て
い
る
物

語
に
、
私
の
中
の
時
は
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
半
世
紀
。
宇
宙
飛
行
も
夢
で
は
な
く

な
り
つ
つ
あ
る
。
と
同
時
に
、
月
に
跳
ね
る
兎
は

私
の
心
の
中
か
ら
す
っ
か
り
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
ん
な
私
に
い
ま
、
宗
祖
は
御
和
讃
で
呼
び
か

け
て
下
さ
る
。

無む
み
ょ
う明
長じ

ょ
う
や夜
の
燈と

う

炬こ

な
り

　

智ち

眼げ
ん

く
ら
し
と
か
な
し
む
な

　

生
し
ょ
う

死じ

大だ
い

海か
い

の
船せ

ん

筏ば
つ

な
り

　

罪ざ
い

障し
ょ
う

お
も
し
と
な
げ
か
ざ
れ

�

「
正
像
末
和
讃
」
真
宗
聖
典
五
〇
三
頁

無
明
の
闇
を
つ
つ
み
長
夜
に
浮
か
ぶ
満
月
の
澄

明
な
ひ
か
り
は
、
地
球
上
の
生
き
と
し
生
け
る
も

の
の
こ
こ
ろ
に
久
遠
劫
よ
り
降
り
注
が
れ
て
い
る
。

こ
の
「
無
明
長
夜
の
燈
炬
」
の
御
左
訓
に
宗
祖
は
、

　
 

常
の
燈と

も
し
び火
を
弥
陀
の
本
願
に
た
と
へ
申
す
な
り
、�

常
の
燈
火
を
燈と

う

と
い
ふ
、

　

大
き
な
る
燈
を
炬こ

と
い
う

�

『
親
鸞
和
讃
集
』（
岩
波
書
店
一
六
九
頁
）

と
記
さ
れ
る
。

身
の
破
滅
の
と
き
が
近
づ
き
迫
っ
て
い
て
も
、

闇
の
中
で
は
予
感
も
な
く
得
意
満
面
に
生
き
て
い

る
。
価
値
あ
る
宝
物
が
傍
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

闇
の
中
で
は
躓つ

ま
ず

く
だ
け
で
あ
る
。
人
知
の
眼
は
、

こ
の
世
を
盲
冥
と
し
て
生
き
る
ほ
ど
に
昏く

ら

い
の
で

あ
る
。

し
か
し
悲
し
む
こ
と
は
な
い
、
闇
は
い
よ
い
よ

深
く
し
て
、
光
は
ま
す
ま
す
冴
え
わ
た
る
時
機
が

到
来
し
た
の
だ
。
無
明
長
夜
を
照
ら
す
弥
陀
の
本

願
と
い
う
燈と

も
し
び火
が
あ
る
か
ぎ
り
、
罪
障
重
し
と
歎

く
こ
と
は
な
い
。
無
慙ざ

ん

放
逸
を
生
き
る
凡
小
愚
鈍

の
身
の
ま
ま
に
た
す
か
る
道
が
あ
る
。
く
り
か
え

し
誦じ

ゅ

す
る
和
讃
の
響
き
の
な
か
に
身
を
ひ
た
す
と

き
、
不
思
議
に
も
生
死
苦
海
の
只
中
に
、
如
来
大

悲
の
願
船
に
乗
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
す
か
り

た
い
と
憶
う
人
よ
り
、
も
っ
と
深
く
苦
海
の
中
に

身
を
沈
め
て
、
そ
の
人
を
下
か
ら
支
え
な
が
ら
難

度
海
を
度わ

た

る
大
船
の
か
た
じ
け
な
さ
を
思
う
の
で

あ
る
。
も
し
、
そ
の
船
上
に
在
り
な
が
ら
も
尚
、

「
智
眼
く
ら
し
と
か
な
し
」
み
、「
罪
障
お
も
し
と

な
げ
」
く
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
謙
虚
そ
う
な
こ
と

を
言
い
な
が
ら
、
実
は
如
来
の
願
心
を
疑
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

闇
の
深
み
に
冴
え
わ
た
る
燈
炬
と
は
、
真
昼
の

輝
く
光
で
は
な
い
。
闇
夜
を
照
ら
し
出
す
光
―
月が

つ

愛あ
い

三ざ
ん

昧ま
い

。
如
来
難
信
の
私
の
内
面
の
闇
を
照
ら
し

出
し
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
悲
し
み
の
中

に
遇
法
の
歓よ

ろ
こ
び喜
を
感
ぜ
し
め
る
。
悲
し
み
を
消
し

去
る
の
で
な
い
、
悲
し
み
が
光
っ
て
く
る
、
そ
れ

が
月
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
歓
喜
な
の
で
あ
ろ

う
。秋

の
夜
長
、
私
は
再
び
月
の
兎
に
再
会
で
き
る

だ
ろ
う
か
。 

（
主
幹　

荒
山　

淳
）

半
田
市
・
無
量
壽
寺
に
伝
わ
る
親
鸞
聖
人
御
影
（
写
真
右
）
と

方
便
法
身
尊
像
（
写
真
左
）。
中
世
真
宗
の
貴
重
な
法
宝
物
で
あ
る
。

詳
細
は
６
、
７
面
「
尾
張
の
中
世
真
宗
史
料
調
査
レ
ポ
ー
ト
（
一
）」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

（
写
真
の
無
断
転
用
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。）

月
　
愛
　
三
　
昧
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助じ
ょ

業ご
う

と
い
う
課
題

儀
式
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
に
つ
い
て

話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
儀
式
は

「
助
業
」
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
「
助
業
」
で
す
が
、
善
導
大
師
の
『
観か

ん

経ぎ
ょ
う

疏し
ょ

』

の
「
散
善
義
」
に
は
、「
五
正
行
」
と
い
う
も
の

が
引
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
引
用
し

て
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
『
愚
禿
鈔
』
に
お
い
て

（『
聖
典
』
四
四
五
〜
四
四
六
頁
）、
一
心
に
弥
陀

の
名
号
を
専
念
す
る
こ
と
が
「
正
定
之
業
」
と

さ
れ
、
一
方
で
、
お
経
を
読
誦じ

ゅ

す
る
、
観か

ん

察ざ
つ

す

る
、
礼ら

い

拝は
い

す
る
、
讃
嘆
供
養
な
ど
は
「
助
業
」

だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
親
鸞
聖
人
が
こ
の
「
助
業
」
を
引
い
て

お
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
存
覚
上
人
は
『
破
邪
顕

正
鈔
』
に
お
い
て
、
親
鸞
聖
人
の
『
和
讃
』
に
つ

い
て
、『
和
讃
』
を
読
む
よ
う
な
こ
と
は
讃
嘆
に

当
た
る
、
助
業
に
な
る
の
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。（『
真
宗
史
料
集
成
』
巻
一
・
七
三
八
頁
）

そ
れ
か
ら
覚
如
上
人
は
『
口
伝
鈔
』「
助
業
を

な
お
か
た
わ
ら
に
し
ま
し
ま
す
事
」（『
聖
典
』

六
六
二
〜
六
六
三
頁
）
に
お
い
て
、
親
鸞
聖
人

が
三
部
経
の
千
部
読
誦
を
や
め
た
こ
と
に
注
目

し
、
親
鸞
聖
人
は
助
業
に
当
た
る
も
の
は
傍
ら

に
お
い
て
、
主
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
三
部
経
千
部
読
誦
は
助
業
で
あ
る

か
ら
、「
今
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
で
や

め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
先
学
達
は
儀

式
を
、
念
仏
に
対
し
て
、
読
誦
、
讃
嘆
等
の
「
助

業
」
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
き
た
と
言
え
る
と

思
い
ま
す
。

儀
式
は
仏
の
説
法

後
の
時
代
に
な
り
、
覚
如
上
人
・
蓮
如
上
人

の
教
学
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
「
相
伝
教
学
」
の

文
書
『
稟ほ

ん

承じ
ょ
う

餘よ

艸そ
う

』（
一
七
八
八
年
）
が
著
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
に
「
勤
行
声
明
之
事
」
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

真
宗
道
場
の
勤
行
声
明
は
、
忝

か
た
じ
け
なく
も
「
普

く
十
方
の
為
に
微み

妙み
ょ
う

の
法
を
説
き
た
ま
う
」

（『
大
経
』
巻
上
・『
聖
典
』
四
三
頁
）
の
仏
の
説

法
な
り
。「
音
声
の
中
、
最
も
第
一
と
為

す
」「
微み

妙み
ょ
う

和わ

雅げ

」（『
大
経
』
巻
上
・『
聖
典
』

三
六
頁
）
の
法
音
な
り
。

こ
れ
ま
で
と
は
違
い
、
勤
行
声
明
を
仏
の
説
法

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。『
稟
承
餘
艸
』
と
い
う
書

物
は
相
伝
教
学
と
い
う
も
の
を
紹
介
す
る
形
で
、

江
戸
時
代
に
広
が
り
ま
し
た
。
実
は
こ
の
『
稟
承

餘
艸
』
に
は
、
か
な
り
現
代
的
で
自
由
な
見
解
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
お
か
み
そ
り
を

門
徒
が
い
た
だ
く
と
い
う
儀
式
は
江
戸
時
代
か
ら

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
稟
承
餘
艸
』

は
「
一
味
等
味
の
心
身
平
等
」、
要
す
る
に
在
家

も
僧
侶
も
み
な
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
得

度
も
お
か
み
そ
り
も
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

だ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
。

当
時
の
幕
府
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
見
た
ら

問
題
と
す
る
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
は
僧
侶
、
在

家
は
在
家
と
い
う
秩
序
を
保
た
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
時

代
で
す
。
幕
府
に
対
す
る
自
己
規
制
と
い
う
面

も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
宗
派
内
か
ら
、

『
稟
承
餘
艸
』
へ
の
批
判
と
し
て
、
そ
れ
を
用
い

て
教
化
し
て
い
た
僧
の
学
寮
に
よ
る
取
り
調
べ

も
あ
り
ま
し
た
し
、『
稟
承
餘
艸
評ひ
ょ
う

破は

』
と
い
う

書
物
も
出
さ
れ
ま
し
た
。
お
か
み
そ
り
に
つ
い

て
、『
稟
承
餘
艸
評
破
』
で
は
、
門
徒
が
亡
く
な

っ
た
時
に
行
う
儀
式
を
先
に
や
っ
て
い
る
だ
け

だ
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
、『
稟
承
餘
艸
評
破
』
が
「
勤
行
声
明
」

に
つ
い
て
、
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

勤
行
声
明
を
仏
の
説
法
と
す
る
こ
と
諸
宗

に
も
今
家
に
も
一
向
な
き
こ
と
な
り
。
勤

行
声
明
は
是
仏
前
の
行
法
な
り
。（
中
略
）

報
謝
の
経
営
な
り
。
仏
の
説
法
と
心
得
た

る
は
、
増
上
慢
の
頂
に
居
て
報
恩
を
念
ぜ

ざ
る
の
邪
見
と
云
ふ
べ
し
。

み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
こ
こ

で
あ
る
よ
う
に
「
私
が
し
て
い
る
こ
と
が
仏
の
説

法
で
あ
る
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
「
増
上
慢
」
と

い
う
批
判
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
た

「
私
が
報
謝
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
本
当
の
報

謝
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
前
の
行
法
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
我
々
が
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
自
力
の
行
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

他
力
の
儀
式

し
か
し
、
真
宗
の
救
い
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
称
え
る
我
々
の
姿
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。
我
々
を
救
お
う
と
す
る
法
蔵
菩
薩
が
、南

無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号
に
な
っ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
姿
が
、
仏

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
存
在
す
る
こ
と
の
表
現
で

あ
り
、
証
明
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
の
証
明
が
形
と
な
っ
た
も
の
が
儀
式
で
す
。

み
ん
な
で
勤
行
し
て
い
る
姿
を
他
所
か
ら
見
る

と
「
あ
あ
、
あ
そ
こ
に
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
儀
式
に
よ
っ
て
仏
が

現
れ
て
い
る
。「
我
々
が
す
る
」
と
い
う
こ
と
で

言
え
ば
助
業
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が
仏

の
自
己
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
還
相
回
向
と
い
う
の
だ
と
思

い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
『
稟
承
餘
艸
評
破
』
の
よ
う
に
、
報

謝
の
気
持
ち
で
儀
式
を
執
行
す
る
と
い
う
部
分

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
儀
式
や
お

念
仏
と
い
う
も
の
は
仏
自
身
が
現
れ
て
い
る
還

相
回
向
な
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
他
力
に
な
り

ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
儀
式
や
念
仏
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
れ
を
因
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
結
果
を
求
め
る
と
い

う
、
自
力
の
行
法
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

私
の
思
い
を
先
立
て
れ
ば
、「
自
力
の
行
」
す

な
わ
ち
「
助
業
」
で
す
し
、
形
の
と
お
り
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
表
現
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
「
他
力
」
す
な
わ
ち

「
仏
の
説
法
」
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
と
思

い
ま
す
。
形
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
自
体
が
適

当
か
ど
う
か
、
と
い
う
吟
味
は
し
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
形
が
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
我
々
は
仏
事
、
す
な
わ
ち
仏
の
事
業
と

し
て
の
儀
式
を
行
え
る
の
で
す
。
ま
た
そ
う
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
の
意
識
と
は
別
に
、
儀

式
そ
の
も
の
が
「
報
謝
」
を
表
現
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

聖
典
研
修

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

第
七
回

二
〇
一
五
年
五
月
十
五
日
（
金
）

自
力
の
儀
式
と
他
力
の
儀
式

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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祇ぎ

樹じ
ゅ

給ぎ
つ

孤こ

独ど
く

園お
ん

で
説
か
れ
た
経

多
く
の
経
典
に
は
、
そ
の
経
典
が
仏
説
で
あ

る
こ
と
を
証
し
て
い
る
序
分
が
あ
り
ま
す
。「
証

信
序
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
「
証
信

序
」
で
述
べ
ら
れ
る
六
つ
の
こ
と
（
六
成
就
）

が
整
わ
な
い
か
ぎ
り
、
仏
陀
と
い
え
ど
も
法
を

説
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
六
成
就
の
中
、
経
典
の
内
容
を
決
定
す

る
も
の
と
し
て
、
ど
こ
で
説
か
れ
た
か
と
い
う

「
処
成
就
」
が
あ
り
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
の
場

合
、
祇
樹
給
孤
独
園
に
お
い
て
説
か
れ
た
と
い

う
こ
と
が
、
特
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

祇
樹
給
孤
独
園
と
は「
祇
樹
と
給
孤
独
の
園
」

で
す
。「
祇
樹
」
と
は
、
ギ
ダ
太
子
の
林
で
す
。

そ
し
て
「
孤
」
と
は
親
の
な
い
子
ど
も
、「
独
」

は
一
人
住
ま
い
の
老
人
を
意
味
し
ま
す
。
ス
ダ

ッ
タ
と
い
う
長
者
は
、そ
う
い
っ
た
孤
独
な
人
々

へ
の
救
済
活
動
を
し
て
い
た
の
で
、
給
孤
独
長

者
と
称
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
背
景

を
持
つ
場
所
に
お
い
て
、『
阿
弥
陀
経
』
は
説
か

れ
た
の
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
祇
樹
給
孤
独
園
と
は
、
人

間
に
お
け
る
「
状
況
的
な
救
済
」
と
、
そ
れ
を

超
え
た
「
宗
教
的
な
救
済
」
と
が
切
り
結
ん
で

い
る
場
所
だ
と
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
思
い
ま
す
。

宗
教
的
な
救
済
と
は
、
状
況
を
超
え
て
開
か

れ
て
い
く
救
い
で
す
。
宗
教
的
真
実
に
生
き
る

在
り
方
と
い
う
こ
と
で
す
。
切
り
結
ん
で
い
る

と
は
、
緊
張
感
を
孕は

ら

ん
だ
対
立
関
係
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
状
況
的
な
救
済
」
と
「
宗
教
的
な
救
済
」

そ
の
中
身
を
も
う
少
し
確
か
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
給
孤
独
長
者
は
、
孤
独
な
人
々

へ
の
救
済
活
動
を
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
あ

る
時
、
仏
陀
の
説
法
を
聞
い
て
感
動
し
、
精
舎

を
寄
進
し
た
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
状
況
的
な

救
い
（
物
質
的
な
救
い
）
だ
け
で
は
満
足
で
き

な
い
も
の
を
人
間
が
抱
え
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
ま
す
。

外
か
ら
見
て
お
れ
ば
、
老
人
施
設
で
も
設
備

の
整
っ
た
も
の
が
建
て
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
で
問
題
が
片
づ
く
か
と
言
え
ば
、
そ

う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
以
前
、
老

人
ホ
ー
ム
に
勤
め
て
い
た
友
人
か
ら
聞
い
た
こ

と
で
す
が
、「
な
ぜ
生
ま
れ
て
き
た
か
」「
こ
れ

ま
で
、
何
を
し
て
き
た
の
か
」
な
ど
、
そ
う
い

う
問
い
を
抱
え
な
が
ら
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

利
用
者
さ
ん
が
お
ら
れ
る
。
施
設
の
中
で
は
、い

ろ
ん
な
問
題
が
渦
巻
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
清き
よ

澤ざ
わ

満ま
ん

之し

先
生
で
言
え
ば
、「
人
心
の
至し

奥お
う

よ
り
出

づ
る
至し

盛じ
ょ
うの

要
求
の
為
に
宗
教
あ
る
な
り
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
訓く

る
べ覇
信し

ん

雄ゆ
う

先
生
が
「
人
は
単
に
楽
が

し
た
い
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
。
苦
労
し
て
も
悔

い
の
な
い
も
の
に
出
遇
い
た
い
ん
だ
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
宗
教
に
縁
を
い
た
だ

い
て
い
る
私
た
ち
は
、
宗
教
的
要
求
を
掘
り
起

こ
し
、
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
非
常
に
困

難
な
実
践
に
な
っ
て
い
く
と
言
え
ま
す
。

現
実
か
ら
問
わ
れ
る
信
心

と
い
う
の
は
、
宗
教
の
真
実
を
問
い
返
し
て

く
る
も
の
が
、
人
間
の
状
況
的
な
苦
し
み
だ
か

ら
で
す
。
祇
樹
給
孤
独
園
は
、
一
方
で
は
そ
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
状
況
的
救
済
と
宗
教
的
救
済
（
宗
教

的
真
実
に
生
き
る
在
り
方
）
の
両
面
性
を
表
し

て
い
る
場
所
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宗
教
の
真
実
を
学
び
、
そ
れ
に
生
き
よ
う
と

す
る
在
り
方
を
問
い
返
し
て
く
る
。
そ
こ
に
、

「
難
信
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
『
阿
弥
陀
経
』
が
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
正
宗
分
」
の
結
び
の
部
分
（『
聖
典
』
一
三

三
頁
）
に
は
、
衆
生
の
側
か
ら
す
れ
ば
法
（
真

実
）
は
「
難
信
」
だ
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
衆

生
の
難
信
を
克
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
仏
陀
の
お

仕
事
が
「
難
事
」
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
状

況
的
な
課
題
の
中
で
信
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は

容
易
な
こ
と
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

こ
が
明
瞭
に
な
ら
な
い
と
、
真
宗
が
在
家
仏
教

と
は
な
っ
て
い
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。在

家
仏
教
と
は
、
現
実
社
会
の
課
題
の
た
だ

中
で
、
宗
教
の
真
実
に
依
っ
て
生
き
る
救
い
を

明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ

の
一
点
の
問
題
を
課
題
と
し
て
説
か
れ
て
お
り

ま
す
の
が
、『
阿
弥
陀
経
』
の
「
難
信
」
で
あ
り

「
難
事
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

聖
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味

先
回
ご
質
問
い
た
だ
い
た
中
に
「
現
代
社
会

で
は
い
ろ
ん
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
う

い
う
中
で
聖
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
は
何
か
」

と
い
う
問
題
提
起
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
自
身

は
、
時
代
社
会
の
問
題
を
背
景
に
し
て
聖
典
学

習
の
場
に
臨
ん
で
い
る
つ
も
り
で
す
。
直
接
は

申
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
状
況
を
抜

き
に
真
宗
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

様
々
な
問
題
を
抱
え
る
状
況
に
お
い
て
宗
教

の
真
実
に
依よ

っ
て
生
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
宗

教
の
真
実
を
放
棄
し
て
生
き
る
の
か
。
こ
れ
は

現
実
の
問
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
人
一
人
に

お
い
て
決
着
を
付
け
て
い
く
以
外
に
な
い
問
題

で
す
。

し
か
し
そ
れ
は
、
一
人
一
人
に
お
い
て
、
状

況
的
救
済
と
宗
教
的
救
済
と
の
切
り
結
び
の
緊

張
感
の
中
で
、
常
に
明
ら
か
に
し
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
八
回

二
〇
一
五
年
六
月
十
八
日
（
木
）

　

祇
樹
給
孤
独
園
が
意
味
す
る
も
の

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺
し
ず
か�

氏
（
同
朋
大
学
特
任
教
授
）
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大
事
な
こ
と
は

理
解
で
は
な
く
体た
い

解げ

す
る
こ
と

真
宗
本
廟
と
は
、願
い
の
出
発
点
で
あ
り
、そ

の
願
い
が
相
と
な
り
、
行
と
な
っ
て
現
れ
た
も

の
だ
と
感
じ
た
。

ま
た
日
程
中
、
教
導
の
方
の
講
義
で
、「
真
宗

の
学
び
は
理
解
で
は
な
く
体
解
で
あ
る
」
と
学

ん
だ
。
そ
し
て
私
の
日
々
の
生
活
は
、
た
だ
迷

い
の
中
を
流
転
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
知
っ

た
。
こ
の
真
宗
本
廟
奉
仕
団
は
、
傲
慢
な
自
分

自
身
を
省
み
る
た
め
の
大
切
な
機
縁
と
な
っ
た
。

第
九
期
研
究
生　

堂た

宮み
や 

淳あ
つ
の
り賢

真
宗
本
廟
の
「
場
の
力
」
か
ら
問
わ
れ
る

奉
仕
団
で
一
番
感
じ
た
の
は
「
場
の
力
」
で

あ
る
。
全
国
各
地
か
ら
、
北
は
北
海
道
、
南
は

九
州
ま
で
、
本
当
に
様
々
な
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
を
抱
え
て
真
宗
本
廟
に
足
を
運
び
同

朋
会
館
で
出
あ
う
。
食
事
・
風
呂
・
勤
行
と
、
集

団
生
活
を
共
に
す
る
中
で
感
じ
る
「
場
」
の
雰

囲
気
と
い
う
か
、
空
気
感
が
、
私
に
は
心
地
よ

か
っ
た
。
そ
し
て
、
自
分
が
真
宗
本
廟
に
来
た

姿
勢
が
問
わ
れ
た
気
が
す
る
。

第
九
期
研
究
生　

田た

島じ
ま　

晶
し
ょ
う

恩
返
し
の
本
廟
奉
仕

「
同
朋
会
館
で
お
話
さ
せ
て
も
ら
う
の
は
、
私

に
と
っ
て
は
恩
返
し
な
の
で
す
」
そ
う
語
っ
た

教
導
の
言
葉
が
一
番
心
に
残
っ
た
。
真
宗
本
廟

で
の
三
日
間
は
、
普
段
の
生
活
か
ら
考
え
れ
ば

「
面
倒
く
さ
い
」
こ
と
ば
か
り
の
日
程
だ
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
体
験
が
な
け
れ
ば
普
段
の
生

活
を
見
直
す
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

言
葉
や
理
屈
で
は
な
く
、
生
活
を
通
し
て
伝

わ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
と
感
じ
た
。
そ
ん
な
生

活
を
私
達
に
先
立
ち
続
け
て
こ
ら
れ
、
そ
れ
を

私
達
に
伝
え
て
く
れ
る
先
輩
方
か
ら
の
恩
を
、自

分
の
生
活
に
返
し
て
い
く
。
大
切
な
課
題
を
い

た
だ
い
た
。

第
九
期
研
究
生　

荒あ
ら

山や
ま　

優ゆ
う

伝
統
か
ら
出
あ
っ
た
私

清
掃
奉
仕
の
時
間
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

一
心
不
乱
に
雑
巾
が
け
を
し
て
、
心
が
洗
わ
れ

る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
清
掃
後
、
教
導

の
先
生
に
「
清
掃
奉
仕
は
、
こ
れ
ま
で
も
必
ず

奉
仕
団
の
日
程
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
ん
で
す

よ
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
。
私
の
隣
で

黙
々
と
床
を
拭
い
て
い
た
先
生
の
姿
に
、
本
廟

に
奉
仕
し
て
き
た
方
々
の
伝
統
が
現
れ
て
い
た

よ
う
に
感
じ
た
。

真
宗
本
廟
は
人
と
の
出
あ
い
の
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
の
伝
統
か
ら
自
分
を
見
つ
め
直
す
、

自
分
自
身
と
の
出
あ
い
の
場
と
も
言
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

第
十
期
研
究
生　

玉た
ま

腰こ
し 

暁あ
き

広ひ
ろ

④

教導・補導との出会いも
奉仕団の楽しみのひとつ

　相馬豊教導（金沢教区・右）
　中川唯信補導（京都教区・左）

現地学習でお世話になった山内政夫さん（柳原銀行記念資料館�事務局長・左）
と特別講義をいただいた雨森慶為さん（解放運動推進本部委員・右）

私たちの真宗本廟。これまでも、これからも

六
月
二
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
、
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
に
よ
る
真
宗
本
廟
奉
仕
を
行
っ
た
。

こ
の
本
廟
奉
仕
は
、「
わ
た
し
に
と
っ
て
真
宗
本
廟
と
は
？
」
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
三
年
の
任
期
中
に

必
ず
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
他
教
区
の
奉
仕
団
、
教
導
・
補
導
、
宗
務
役
員
な
ど
、
多
く
の
方
々

と
の
出
あ
い
が
あ
る
。

今
回
は
、
江
戸
期
の
度
重
な
る
本
廟
焼
失
に
際
し
、
懸
命
に
消
火
活
動
や
仏
具
の
搬
出
な
ど
に
尽
力
さ

れ
た
被
差
別
民
衆
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
特
別
講
義
を
日
程
に
組
み
込
み
、
奉
仕
団
終
了
後
に
は
、
被

差
別
部
落
に
縁
の
あ
る
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
な
ど
を
中
心
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
学
び

を
深
め
た
。

研
究
生
が
感
じ
た
「
わ
た
し
に
と
っ
て
真
宗
本
廟
と
は
？
」
に
つ
い
て
掲
載
し
た
い
。

研究生本廟奉仕団
2015年6月2日～4日

わ
た
し
に
と
っ
て
真
宗
本
廟
と
は
？

　
　
　
　

�

～�

な
ぜ
、本
廟
奉
仕
を
す
る
の
か�

～
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本
廟
奉
仕
は
修
学
旅
行
み
た
い
で
楽
し
い

同
朋
会
館
で
の
楽
し
み
の
一
つ
は
食
事
の
時

間
。
様
々
な
地
域
の
方
た
ち
と
会
話
を
し
な
が

ら
一
緒
に
食
事
を
い
た
だ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地

元
の
話
や
今
日
の
日
程
の
話
を
す
る
の
は
、
と

て
も
楽
し
い
ひ
と
時
だ
。

そ
し
て
、
一
人
一
部
屋
で
は
な
く
、
み
ん
な

で
川
の
字
で
寝
る
。
近
頃
で
は
中
々
な
い
こ
と

な
の
で
、
と
て
も
新
鮮
だ
。
ま
る
で
大
人
の
修

学
旅
行
の
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
奉
仕
団
に
参

加
す
る
ま
で
は
、
あ
ま
り
い
い
印
象
が
な
か
っ

た
が
、
一
日
一
日
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
、
充

実
し
た
時
間
を
過
ご
せ
た
。

次
回
は
是
非
、
一
般
奉
仕
団
と
し
て
参
加
し

て
み
た
い
。

第
十
一
期
研
究
生　

鍋な
べ

野の 

了り
ょ
う

悟ご

御
堂
に
か
け
ら
れ
た
人
々
の
想
い
 「

次
世
代
に
お
寺
は
残
っ
て
い
る
の
か
」。
北

海
道
の
過
疎
の
村
か
ら
本
廟
奉
仕
に
来
ら
れ
た

門
徒
さ
ん
と
、
そ
ん
な
話
を
し
た
。

思
え
ば
、
こ
の
真
宗
本
廟
も
幾
多
の
危
機
を

経
て
今
こ
こ
に
相
続
さ
れ
て
き
た
。
あ
ら
た
め

て
歴
史
の
重
み
、
先
祖
の
思
い
が
詰
ま
っ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
願
い

は
、
自
坊
に
も
か
け
ら
れ
て
い
る
。

第
十
期
研
究
生　

菱ひ
し

川か
わ 

俊
し
ゅ
ん

諸殿（宮御殿）での座談会。
庭園を眺めながらの座談会は、とても開放的だ。

被差別部落の歴史について学べる「柳原銀行記念資料館」
京都市下京区下之町6-3（入館無料）
JR京都駅から東へ徒歩約８分にある
詳しくは「柳原銀行記念資料館」で検索ください。

⑤

　
　

な
ぜ
、
本
廟
奉
仕
を
す
る
の
か

私
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
か
ら
す
す
ん
で
真
宗
本
廟
（
京
都
）
へ
お
参
り
し
た
こ
と
が
な
い
。
研

修
や
講
演
だ
け
を
目
的
と
し
、
本
廟
を
訪
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
本
廟
奉
仕
に
行

く
と
、
お
参
り
を
目
的
に
訪
れ
た
多
く
の
方
々
と
出
あ
う
。
恐
ら
く
先
祖
が
大
事
に
し
て
き
た

こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
、
参
拝
に
訪
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
な
ぜ
？
」
と
い
う
問

い
の
存
在
し
な
い
、
理
屈
で
は
な
い
お
参
り
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
今
回
の
本
廟
奉
仕
で
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
両
堂
焼
失
に
際
し
、
い
の
ち
を
省
み
ず

消
火
を
試
み
、
仏
具
を
搬
出
し
た
被
差
別
部
落
の
方
々
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
日
程
終
了

後
に
は
、
本
廟
か
ら
歩
い
て
十
分
ほ
ど
の
、
そ
の
方
々
が
住
ま
わ
れ
て
い
た
地
域
も
訪
れ
た
。

「
い
の
ち
を
か
け
て
ま
で
燃
え
さ
か
る
両
堂
に
な
ぜ
飛
び
込
ん
だ
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
き
、

客
観
的
に
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
私
は
、
た
だ
驚
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

あ
ら
た
め
て
「
な
ぜ
本
廟
奉
仕
を
す
る
の
か
」
だ
が
、
先
人
た
ち
が
大
切
に
し
て
き
た
も
の

に
触
れ
、
先
人
の
生
き
様
を
習
い
、
今
を
共
に
生
き
る
人
々
の
願
い
（
思
い
）
を
感
じ
る
こ
と

を
通
し
て
、
わ
た
し
に
と
っ
て
本
当
に
大
切
な
も
の
と
は
何
か
を
探
す
場
な
の
だ
と
感
じ
た
。

教
化
推
進
要
員　

飯
田
真
宏

清掃奉仕も楽しみのひとつ
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と
蓮
台
の
周
囲
に
光
明
を
描
く
。
す
で
に
、『
真

宗
重
宝
聚
英　

第
一
巻　

名
号
本
尊
』（
昭
和
六

三
年
、
同
朋
舎
出
版
）
の
図
版
№
57
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
が
、
長
ら
く
公
に
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
今
回
の
調
査
で
改
め
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
る
。

以
下
、『
真
宗
重
宝
聚
英
』
を
参
考
に
若
干
の

解
説
を
し
て
み
た
い
。
蓮
台
の
彩
色
な
ど
が
剥

落
し
て
い
る
も
の
の
、
元
来
の
姿
を
よ
く
留
め

て
い
る
。
放
た
れ
る
光
明
は
六
十
六
条
、
名
号

自
体
は
切
箔
の
籠か
ご

文も

字じ

で
あ
る
。
上
部
に
賛
文

が
あ
り
、「
和
朝
親
鸞
正
信
偈
文
云
」
と
し
て
『
正

信
偈
』
の
「
本
願
名
号
正
定
業
」
か
ら
「
応
信
如

来
如
実
言
」
ま
で
の
八
句
が
記
さ
れ
る
が
、『
真

宗
重
宝
聚
英
』
で
は
こ
の
賛
文
は
後
に
添
え
ら
れ

た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
切
箔
も
し
く
は
金き
ん

泥で
い

籠

文
字
で
書
か
れ
た
九
字
名
号
は
、
他
で
も
そ
の
存

在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
大
半
が
親
鸞
聖
人
真
筆

と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。『
羽
塚
山
无
量
壽
寺
縁
起

（
以
下
『
縁
起
』）』
＊1

で
も
、
無
量
壽
寺
開
基
了

善
が
親
鸞
聖
人
よ
り
上
に
賛
の
あ
る
九
字
名
号

を
賜
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら

他
の
九
字
名
号
と
同
様
、制
作
年
代
は
南
北
朝
末

期
か
室
町
初
期
ま
で
下
が
る
と
推
定
さ
れ
る
。

＊1 

無
量
壽
寺
住
職
・
大
河
内
康
氏
編
集
発
行
の
小
冊

子
『
真
宗
大
谷
派　

羽
塚
山
無
量
壽
寺
』
を
参
照
。

初
期
真
宗
教
団
で
依
用
さ
れ
た
本
尊
は
、
各

門
流
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
様
式
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
る
が
、
こ
の
無
量
壽
寺
に
伝
わ
る
九
字
名

号
も
、
初
期
真
宗
教
団
に
お
い
て
本
尊
と
し
て

依
用
さ
れ
た
典
型
的
な
形
態
で
あ
る
。
紺
地
絹

本
の
中
央
に
切
箔
で
九
字
名
号
を
記
し
、
名
号

初
期
真
宗
教
団
の
各
門
流
で
独
自
の
様
式
で

依
用
さ
れ
た
本
尊
も
、
周
知
の
よ
う
に
本
願
寺

教
団
に
お
い
て
は
、
長
禄
元
（
一
四
五
七
）
年

の
蓮
如
上
人
の
留
守
職
継
職
に
よ
っ
て
統
一
さ

れ
て
い
く
。
当
初
蓮
如
上
人
は
紺
地
絹
本
に
金

泥
で
籠
文
字
の
十
字
名
号
と
四
十
八
条
の
光
明

を
描
き
、
さ
ら
に
上
下
に
賛
文
を
添
え
た
、
い

わ
ゆ
る
「
無
碍
光
本
尊
」
を
下
付
す
る
が
、
寛

正
六
（
一
四
六
五
）
年
の
延
暦
寺
衆
徒
に
よ
る

大
谷
本
願
寺
破
却
以
後
は
こ
れ
を
改
め
、
以
後

は
紙
本
に
墨
書
の
六
字
名
号
を
数
多
く
下
付
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
延
暦
寺
か
ら
「
無
碍
光

衆
」
と
非
難
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
蓮
如
上
人
が
書
か
れ
た
の
は
楷
書
の
六

字
名
号
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
同
じ
く
楷
書
の

十
字
名
号
・
九
字
名
号
も
存
在
す
る
。
た
だ
、
爆

発
的
な
教
団
拡
大
も
あ
っ
て
か
、
次
第
に
草
書

の
六
字
名
号
が
主
流
と
な
っ
て
い
き
、
蓮
如
上

人
筆
の
名
号
と
言
え
ば
、
一
般
に
は
草
書
の
六

字
名
号
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
こ
の
無
量
壽
寺

蔵
の
六
字
名
号
も
典
型
的
な
蓮
如
上
人
筆
の
草

書
六
字
名
号
で
あ
り
、
保
存
状
態
も
極
め
て
良

好
で
あ
る
。『
縁
起
』
に
よ
れ
ば
寛
正
五
（
一
四

六
四
）
年
に
無
量
壽
寺
第
八
世
了
順
は
大
谷
本

願
寺
を
参
詣
し
、
翌
年
の
本
願
寺
破
却
に
は
上

宮
寺
の
如
光
ら
と
と
も
に
駆
け
つ
け
た
と
い
う
。

恐
ら
く
は
こ
れ
以
前
に
了
順
は
蓮
如
上
人
の
門

弟
と
な
り
、
応
仁
二
（
一
四
六
八
）
年
の
上
人

三
河
下
向
の
際
に
こ
の
名
号
を
受
け
た
と
も
推

測
で
き
る
が
確
証
は
な
い
。

尾
張
の
中
世
真
宗
史
料
調
査
レ
ポ
ー
ト（
一
）

―
半
田
市・無
量
壽
寺
の
法
宝
物
に
つい
て
―

研
究
員
：
小
島　

智

尾張の真宗史

②
蓮
如
上
人
筆
六
字
名
号
（
紙
本
墨
書
）
縦
九
八
・
四
㎝
×
横
三
七
・
三
㎝

か
つ
て
蓮
如
上
人
の
五
百
回
御
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
蓮
如

上
人
研
究
班
を
結
成
し
、
名
古
屋
教
区
を
中
心
に
各
地
の
寺
院
・
道
場
お
よ
び
門
徒
宅
に
伝
わ
る
中
世

真
宗
の
法
宝
物
を
調
査
し
た
。
そ
の
調
査
結
果
は
、
一
九
九
八
年
の
「
蓮
如
上
人
研
究
―
北
陸
・
岐
阜

編
―
」［『
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
（
以
下
『
研
究
報
告
』）』
第
二
集
］
と
、
二
〇
〇
〇

年
の
「
蓮
如
上
人
と
尾
張
」（「
蓮
如
上
人
と
三
河
」
の
章
も
所
収
）［『
研
究
報
告
』
第
四
集
］
に
ま
と

め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
に
基
づ
き
、
同
年
四
月
の
名
古
屋
別
院
蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
法
要

期
間
中
に
は
、「
蓮
如
上
人
展
」
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

明
年
、
名
古
屋
教
区
・
名
古
屋
別
院
が
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
を
勤
め
る
に
あ

た
り
、
そ
の
法
要
期
間
中
、「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
―
そ
の
信
仰
の
す
が
た
―
」
展
が
同
じ
よ
う
に
教

務
所
議
事
堂
を
会
場
に
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
展
示
会
は
同
朋
大
学
文
学
部
准
教
授
・
安
藤
弥
氏
の
指
導

の
も
と
、
展
示
会
ス
タ
ッ
フ
数
名
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
筆
者
は
そ
の
ス
タ
ッ
フ
チ
ー
フ
と
し
て
日
々

準
備
に
追
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
尾
張
の
地
に

伝
わ
る
中
世
真
宗
の
法
宝
物
が
何
点
か
確
認
さ
れ
た
。
と
く
に
、
半
田
市
成
岩
本
町
の
無
量
壽
寺
に
所

蔵
さ
れ
る
も
の
は
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
実
見
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
然
『
研
究
報
告
』
第
四
集
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
大
河
内
康
御
住
職
の
御
厚
意
に
よ
り
同
朋
大
学
仏
教
文

化
研
究
所
と
の
合
同
調
査
（
二
〇
一
五
年
六
月
五
日
、
七
月
三
〇
日
）
が
実
現
し
、
貴
重
な
法
宝
物
数

点
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
が
、
今
回
は
紙
面
の
都
合

上
、「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
」
展
に
出
陳
予
定
の
も
の
の
み
と
す
る
。

①
切き
り

箔は
く

九
字
名
号
（
絹
本
著
色
）
縦
一
二
九
・
四
㎝
×
横
三
三
・
〇
㎝
（
上
部
賛
縦
一
六
・
七
㎝
）
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③
親
鸞
聖
人
御
影

こ
の
親
鸞
聖
人
御
影
は
、『
真
宗
史
料
集
成
』

第
二
巻
（
昭
和
五
八
年
、
同
朋
舎
出
版
）
の
「
蓮

如
裏
書
集
」
に
そ
の
記
録
が
あ
る
が
、
今
ま
で

写
真
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
実
態
は
全

く
の
不
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
度
の
調
査
で
は
じ

め
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

裏
書
を
見
る
と
「
蓮
如
裏
書
集
」
に
あ
る
よ

う
に
、
蓮
如
上
人
よ
り
文
明
七
年
九
月
七
日
付

で
「
三
河
国
吉
良
庄
西
条
羽
塚
无
量
壽
寺
」
の

了
順
に
下
付
さ
れ
て
お
り
、
親
鸞
聖
人
の
「
左さ

上じ
ょ
うの

御
影
」
で
あ
る
。「
左
上
の
御
影
」
と
は
聖

人
の
念
珠
を
持
つ
手
の
う
ち
、
左
手
が
上
に
な

っ
て
い
る
御
影
の
こ
と
で
、
こ
の
時
期
に
下
付

さ
れ
た
も
の
の
み
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
と

い
う
。
御
影
上
部
に
賛
が
記
さ
れ
て
お
り
、『
入

出
二
門
偈
頌
』
の
「
観
彼
如
来
本
願
力
」
以
下

四
句
で
、
ま
た
左
端
に
「
和
朝
親
鸞
聖
人
」
の

像
主
銘
を
か
す
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
も
蓮
如
上
人
筆
と
思
わ
れ
る
。

蓮
如
上
人
下
付
の
親
鸞
聖
人「
左
上
の
御
影
」

は
、
単
身
像
・
連
座
像
合
わ
せ
て
も
十
数
点
し

か
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
き
わ
め
て
貴
重
で
あ

る
。
な
お
尾
張
地
域
で
は
、
こ
れ
に
先
ん
ず
る

文
明
二
年
十
二
月
十
七
日
に
、
木
曽
川
流
域
の

河
野
門
徒
に
下
付
さ
れ
た
と
伝
え
る
「
左
上
の

御
影
」
が
あ
り（
岐
阜
県
河
野
六
坊
組
合
蔵
）、
す

で
に
『
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
№
21
で
、
井
川

芳
治
氏
が
「
蓮
如
下
付
の
親
鸞
・
蓮
如
二
尊
連
座

像
」
と
題
す
る
論
考
に
て
紹
介
済
で
あ
る
。
＊2

＊2
井
川
氏
は
旧
蓮
如
上
人
研
究
班
ス
タ
ッ
フ
で
あ

り
、
こ
の
度
の
「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
」
展
の
ス

タ
ッ
フ
で
も
あ
る
。「
左
上
の
御
影
」
に
つ
い
て
は
井

川
氏
よ
り
御
教
示
を
受
け
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。

④
方
便
法
身
尊
像

蓮
如
上
人
が
本
願
寺
留
守
職
継
職
後
、
紺
地

絹
本
の
光
明
十
字
名
号
（
無
碍
光
本
尊
）
を
下

付
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
先
に
記
し
た
が
、

同
時
に
絹
本
著
色
の
方
便
法
身
尊
像
、
つ
ま
り

光
明
四
十
八
条
の
阿
弥
陀
仏
絵
像
の
本
尊
も
裏

書
を
施
し
て
下
付
し
て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た

の
も
蓮
如
上
人
下
付
の
方
便
法
身
尊
像
で
あ
る
。

裏
書
に
蓮
如
上
人
の
署
名
と
花
押
が
は
っ
き
り

と
残
っ
て
お
り
、
か
す
か
に
読
み
取
れ
る
「
乙

巳
」
の
干
支
か
ら
文
明
十
七
年
九
月
九
日
付
と

わ
か
る
。
願
主
は
了
順
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
成

岩
」
の
文
字
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な

お
、『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
「
蓮
如
裏
書

集
」
に
記
録
が
あ
る
だ
け
で
、
③
の
親
鸞
聖
人

御
影
と
同
様
、
写
真
が
公
開
さ
れ
る
の
は
今
回

が
は
じ
め
て
で
あ
る
。

さ
て
、「
蓮
如
裏
書
集
」
を
見
る
と
宛
所
と
し

て
、「—  

尾
張
国
知
多
郡
成
岩
郷　

羽
塚
山
無
量

壽
寺 —

」
と
補
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う

な
記
録
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
の
か
は
定
か
で
な

い
が
、「
成
岩
」
の
文
字
は
か
す
か
な
が
ら
も
裏

書
本
紙
で
判
読
で
き
る
の
で
、
文
明
十
七
年
の

段
階
で
尾
張
国
知
多
郡
成
岩
に
無
量
壽
寺
の
何

ら
か
の
坊
舎
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
実
は
、
無
量
壽
寺
に
は
も
う
一
幅
、
三

河
国
幡
豆
郡
羽
塚
の
地
に
宛
て
ら
れ
た
蓮
如
上

人
下
付
の
方
便
法
身
尊
像
が
存
在
す
る
。
こ
れ

も
従
来
「
蓮
如
裏
書
集
」
に
そ
の
記
録
が
見
え

る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
調
査
で
表
の
阿

弥
陀
仏
絵
像
、
裏
書
と
も
に
確
認
さ
れ
た
。
紙

幅
の
関
係
で
そ
の
紹
介
は
次
回
以
降
と
す
る
が
、

「
蓮
如
裏
書
集
」
に
「
文—  

明
七　
年
九
月
七
日 —

」

と
補
わ
れ
て
あ
る
下
付
年
月
日
に
つ
い
て
は
再

検
討
を
要
す
る
。
詳
述
し
て
い
る
余
裕
が
な
い
の

で
結
論
の
み
記
す
と
、
そ
の
下
付
年
月
日
は
文
明

十
六
年
以
降
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
頃
無
量
壽
寺
は
三
河
国
幡
豆
郡
羽
塚
と
尾

張
国
知
多
郡
成
岩
の
地
に
二
坊
あ
り
、三
河
国
幡

豆
郡
の
方
が
本
坊
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
戦
国
期
の
三
河
一
向

一
揆
の
解
体
に
よ
り
、
寺
基
が
完
全
に
尾
張
国
知

多
郡
成
岩
の
坊
舎
へ
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
坊
体
制
で
あ
っ
た
と
の
推
測
は
、『
縁

起
』
に
、
無
量
壽
寺
開
基
了
善
が
三
河
国
矢
作

郷
柳
堂
で
親
鸞
聖
人
逗
留
時
に
弟
子
と
な
り
、

三
州
羽
塚
郷
に
て
聖
人
の
教
え
を
弘
通
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
尾
州
一
門
の
願
い
に
よ
っ
て
同
州

成
岩
郷
に
一
宇
を
建
立
し
、
三
尾
の
両
草
堂
に

お
い
て
教
化
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
と
あ
る

の
と
も
矛
盾
し
な
い
。

未

⑦ 

�
釋
蓮
如（
花
押
）

�

文
明
七
秊
乙未
九
月
七
日

三
河
国
吉
良
庄
西
条
羽
塚

大
谷
本
願
寺
親
鸞
聖
人
御
影

无
量
壽
寺
之
常
住
物
也

�

願
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釋
了
順
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本
願
寺
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蓮
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花
押
）
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九
月
九
日
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便
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身
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成
岩�

�
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③
親
鸞
聖
人
御
影
（
絹
本
著
色
）
縦
一
〇
四
・
八
㎝
×
横
五
〇
・
八
㎝

巻
頭
写
真
右
参
照

　

同　

裏
書
（
紙
本
墨
書
）
縦
六
二
・
七
㎝
×
横
二
九
・
九
㎝

④
方
便
法
身
尊
像
（
絹
本
著
色
）
縦
九
六
・
三
㎝
×
横
三
九
・
六
㎝

巻
頭
写
真
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同　

裏
書
（
紙
本
墨
書
）
縦
五
五
・
八
㎝
×
横
二
四
・
一
㎝



■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》

“出会いと別れの季節”と聞いて思い浮かぶのは、
いつだろうか。一般的には“春”や“４月”なのかも
しれないが、今の私にとっては教化センターの人事
が行われる“７月”や“９月”の方がしっくりくる。

今号でご報告したとおり、新たに第12期研究生
として４名が任命された。彼らの新鮮な表情を見る
と、私自身が研究生として過ごした日々を思い出す。
研究生の三年間という時間は、長いようで短い。教
学、座談、実習、文書伝道など、多種多様な視点か
ら物事を学ぶ中で、最も心に残った（=引っ掛かっ
た）課題とは何か。私の場合は、それを探すだけで
精一杯の三年間だった。

さて、第12期生の４名は、どのような三年間を過
ごすのだろうか。職員として、そして研究生OBとし
て、見守っていきたい。 （て）

お東ネット 検索
http://www.ohigashi.net/

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―

講 師　① 廣瀬　惺 氏（同朋大学特任教授）
② 竹橋　太 氏（儀式指導研究所研究員）

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　第３回　10 月29日（木） ①
 第４回　11 月13日（金） ②

 （全８回　第５回 2016 年１/21、第６回
２/19、第７回３/17、第８回６/16）
各回とも午後６時～８時 30 分

教化センター日報
2015年6月～2015年8月

６月１日　研究業務「平和展」学習会
２～４日　研究生・現地研修「真宗本廟奉仕研修」
　　12日　研究生・学習会「真宗本廟奉仕研修　事後学習」
　　16日　教化センター運営会議
　　17日　研究業務「平和展」学習会
　　18日　教化研修「2014年度　聖典研修⑧」（廣瀬惺氏）

　　26日　研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」③）」
７月３日　研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」④）」
　　14日　研究業務「平和展」学習会
　　28日　研究業務「平和展」学習会
　　30日　教化研修「2015年度　聖典研修①」（廣瀬惺氏）
８月５日　研究生「第９期生　修了式」
20～23日　「2015　あいち・平和のための戦争展」参加
　　26日　研究生「第12期生 面接」
　　28日　研究業務「平和展」学習会

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

第12期研究生が任命されました。よろしくお願いします。 お 知らせ

「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）というテーマのもと、8 月 20 日から
23 日かけて「2015 あいち・平和のための戦争展」が名古屋
市公会堂を会場に開催され、今年も教化センターから出展した。

「2015 あいち・平和のための戦争展」に出展

〈再任〉主　　幹　荒山　淳
〈退職〉業務嘱託　玉野　正聡
〈新任〉業務嘱託　田島　晶

業務嘱託　服部　岩光

来場者は四日間で約 1700 人に達した。
真宗大谷派はかつて、教えを歪め、積極的に国の動きに協

力し、戦争に加担していったという、決して消し去ることので
きない過去を背負っている。今回展示した「戦争布教」に関
する書籍や、竹中彰元などの反戦を唱えた僧侶への宗派の処
遇は、その一端である。戦後 70 年の節目を迎え、先の宗会
において「非戦決議 2015」が議決された今だからこそ、過去
の事実を見つめ、今を生きる私たち一人ひとりの姿勢を改めて
問うことを主眼とした。

安全保障関連法案などに代表される「普通の国」を目指す
動きと、日を追うごとに高まりを見せる世論の声。沈黙を貫くこ
とを良しとせず、自ら考え、主張し、声を上げる道を選び始め
た国民たち。この激動の時代に、私は一人の宗教者として何が
できるのだろうか。そして、次の世代に何を残すことができる
のだろうか。

展示の最後に掲げた「兵戈無用」（『仏説無量寿経』巻下）
という教えの尊さと、それを実現しようとしない私自身の愚か
さを、改めて突き付けられた四日間であった。

（職員　寺西 賢静）
てらにし けんじょう

小塚　順
こづか　じゅん

　これまで教学を学んできましたが、今私の中では、そも
そも僧侶とは如何なるもので、私は如何なる僧侶となるべ
きかについて関心を抱いています。これから３年間の学び
の中で、様々な方々に出会い、様々な経験を通して、自身
の身の事実の中に確かめていきたいです。

（第21組 西生寺）

 今後、多くの方 と々出遇い、私の課題をみつけたいと思い
ます。精一杯取り組みます。

（第21組 徳本寺）

ゆが

ひょう が  む  よう

加藤 博証
かとう ひろあき

　皆様とともに一つ一つの仏縁をいただき、味わいながら
楽しくやっていけたらと思います。今後、様々なところでお
世話になります。よろしくお願いします。

（第28組 專慶寺）

　これから研究生として精一杯取り組み、学びを深め、仲
間と共に成長させて頂きたいと思っています。そして、積極
的に新しい事や困難に「挑戦する」３年間にしたいです。

（第20組 堅誓寺）
水野 拓磨
みずの　たくま

寺西 修司
てらにし しゅうじ

センタージャーナル No.94 ⑧



千ち

鶴づ
る

ち
ゃ
ん

蓮れ
ん

ち
ゃ
ん

オ
ケ
ゾ
ッ
く
ん

ナゴヤごえんきキャラクター

発行／真宗大谷派名古屋教区教化センター（No94）

イ
ラ
ス
ト
カ
ッ
ト
集

◦データを希望される場合はお問い合わせください。
◦差支えなければ、イラストを使用された場合、教化センターまで
　お知らせいただくとともに、イラストを使用した印刷物などもお寄せください。

寺
報
や
チ
ラ
シ
な
ど
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

※ 用途にあわせて、切り貼りなどしてご使用いただけます。
※あくまでもイメージです。ご了承の上お使いください。


