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No.95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
。

も く じ
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私
の
家
に
「
オ
レ
オ
」
と
い
う
名
の
ト
イ

プ
ー
ド
ル
が
い
る
。
赤
ち
ゃ
ん
で
来
た
時
に
、

真
っ
黒
で
真
ん
丸
だ
っ
た
、
そ
の
姿
に
娘
が

名
付
け
た
。
四
年
が
経
ち
、
家
族
一
番
の
人

気
者
で
あ
る
。
仕
事
か
ら
帰
っ
た
時
、
誰
よ

り
も
真
っ
先
に
玄
関
に
走
っ
て
来
て
、
私
を

歓
迎
し
て
く
れ
る
。
私
は
オ
レ
オ
の
眼
を
見

な
が
ら
、
今
日
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
り
、

は
た
ま
た
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
り
す
る
。

そ
う
す
る
と
不
思
議
に
も
肩
の
力
が
ス
ッ
と

抜
け
、
い
ら
い
ら
や
、
く
よ
く
よ
し
た
落
ち

込
み
が
自
然
と
消
え
る
。
今
で
は
私
の
一
番

の
理
解
者
な
の
で
あ
る
。

オ
レ
オ
が
家
に
来
て
間
も
な
く
、
ベ
テ
ラ

ン
保
育
士
さ
ん
か
ら
「
ま
ま
ご
と
の
配
役
を

決
め
る
の
に
、
昔
は
一
番
人
気
が
お
母
さ
ん

で
、
二
番
人
気
が
お
父
さ
ん
で
し
た
。
し
か

し
今
、
一
番
人
気
は
ペ
ッ
ト
で
す
。
両
親
は

喧
嘩
が
絶
え
ず
、
誰
も
そ
ん
な
父
・
母
に
な

り
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
ペ
ッ
ト

は
、
家
族
み
ん
な
か
ら
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
分
も
愛
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
た
い
と
、
幼

い
な
が
ら
に
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
」
と

い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
、
今
に
な
っ
て
思

い
出
さ
れ
る
。

親
が
子
に
向
け
る
愛
は
、
そ
の
深
さ
に
お

い
て
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
無
償
の
愛
と
い

う
が
、
そ
の
愛
に
応
え
ぬ
時
、
そ
の
愛
が
報

わ
れ
ぬ
時
、
愛
は
た
ち
ま
ち
変
質
し
憎
悪
に

転
ず
る
。
愛
憎
違
順
は
、
対
極
に
あ
る
も
の

で
な
く
、
い
つ
も
オ
セ
ロ
の
よ
う
に
表
裏
で

あ
る
。
表
で
は
「
あ
な
た
の
こ
と
を
思
え
ば

こ
そ
」
と
言
い
つ
つ
、
裏
で
は
「（
子
を
）
自

分
の
思
う
ま
ま
に
し
た
い
」「
自
分
は
傷
つ
き

た
く
な
い
」
の
で
あ
る
。
私
が
オ
レ
オ
に
愛

を
注
ぐ
姿
は
、
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。

宗
祖
は
、
信
巻
に

「
無む

慚ざ
ん

愧ぎ

」
は
名
づ
け
て
「
人に

ん

」
と
せ
ず
、

名
づ
け
て
「
畜ち

く

生し
ょ
う」

と
す
。

�

（
聖
典
二
五
七
︱
二
五
八
頁
）

と
『
涅
槃
経
』
の
一
句
を
引
用
す
る
。
人
に

生
ま
れ
た
か
ら
人
間
な
の
で
は
な
い
。
人
に

生
ま
れ
な
が
ら
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
傷
つ

き
、
他
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
し
か
自
身
の

価
値
を
見
い
だ
せ
な
い
生
き
方
を
恥
じ
、
自

身
の
存
在
に
傷
み
を
感
じ
る
慚
愧
心
。
こ
の

慚
愧
が
な
け
れ
ば
人
間
で
は
な
い
と
釈
尊
は

い
わ
れ
る
。
畜
生
と
は
犬
や
猫
の
こ
と
で
は

な
い
。
人
と
の
交
わ
り
を
避
け
、
傷
み
を
感

じ
よ
う
と
し
な
い
私
こ
そ
が
畜
生
な
の
だ
。

オ
レ
オ
は
、
ま
ば
た
き
ひ
と
つ
せ
ず
、
怜れ

い

悧り

で
正
直
で
濁
り
な
い
瞳
を
も
っ
て
私
に
問

い
か
け
る
。

「
ア
ナ
タ
ハ
、
ニ
ン
ゲ
ン
デ
ス
カ
」
と
。

�

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）

センター研究生やその卒業生が御遠忌において、親鸞聖人の結婚をテーマに演劇を披露する。
残すところ四か月、練習にも熱が入る。
演劇「親鸞・恵信尼 結婚披露宴 The Shinran Wedding ―七五〇年の時を超えて―」
４月29日午後４時30分より 於：東別院ホール 入場無料（要整理券）

ア
ナ
タ
ハ
、
ニ
ン
ゲ
ン
デ
ス
カ
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前
回
、
宗
教
的
真
実
（
本
願
念
仏
）
に
依
っ

て
生
き
る
在
り
方
が
、
現
実
の
人
間
の
課
題
・

苦
悩
か
ら
問
い
返
さ
れ
る
。
信
仰
は
常
に
危
機

に
瀕
せ
し
め
ら
れ
る
。『
阿
弥
陀
経
』
は
、
そ
う

い
う
「
難
信
」
を
課
題
と
し
た
経
典
だ
と
い
う

こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
で
は
、
な
ぜ
宗
教

の
真
実
に
依
っ
て
生
き
る
在
り
方
が
、
現
実
の

様
々
な
問
題
の
中
で
危
機
に
瀕
し
て
い
く
の
か
。

あ
る
い
は
、
苦
し
み
の
状
況
に
直
面
す
る
こ
と

に
よ
り
、
宗
教
の
真
実
に
生
き
ら
れ
な
く
な
る

の
か
。

親
鸞
聖
人
は
「
地
獄
一
定
」
と
い
う
と
こ
ろ

で
法
然
上
人
を
縁
と
し
て
念
仏
に
あ
わ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
そ
の
地
獄
一
定
に
お
い
て
「
た
だ

念
仏
」
と
い
う
教
え
に
帰
依
な
さ
っ
た
聖
人
が
、

な
ぜ
そ
の
こ
と
に
惑
い
を
抱
え
て
い
か
れ
た
の

か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
の
あ
た
り
の
問
題
が

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
が
『
恵
信
尼
消
息
』
第

五
通
で
し
ょ
う
。

簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
は
四
十
二

歳
の
時
、
飢
饉
の
状
況
に
お
い
て
三
部
経
千
部

読
誦
を
実
行
さ
れ
、
数
日
し
て
取
り
止
め
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
様
々
な
状
況
の
中

で
な
ぜ
宗
教
の
真
実
を
見
失
っ
て
い
く
の
か
と

い
う
問
題
に
対
し
て
、
身
を
も
っ
て
教
え
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
出
来
事
だ
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

依
り
所
を
得
た
慶
び
、
失
う
怖
れ

聖
人
に
と
っ
て
特
に
深
刻
な
の
は
、
第
五
通

の
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
、
五
十
九
歳
の
時
の

事
柄
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
聖
人
が
京
都
に
お
帰

り
に
な
る
直
前
で
す
か
ら
、
ほ
ぼ
『
教
行
信
証
』

が
完
成
し
て
い
る
時
で
す
。
大
飢
饉
の
中
で
聖

人
は
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
す
。

『
恵
信
尼
消
息
』
に
は
、
こ
の
時
の
聖
人
の
状

況
が
「
高
熱
を
出
さ
れ
、
尋
常
な
頭
痛
で
は
な

か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
単

に
肉
体
上
の
病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
は

念
仏
に
出
あ
っ
て
お
ら
れ
た
故
に
、
そ
の
状
況

の
中
で
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
お
ら
れ
る

の
で
す
。
そ
の
現
実
を
受
け
て
、
念
仏
（
依
っ

て
生
き
る
も
の
）
に
対
す
る
確
信
を
失
っ
て
お

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

依
っ
て
生
き
る
も
の
（
依
り
所
）
を
得
た
と

い
う
こ
と
は
救
い
で
す
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
、

そ
の
依
っ
て
生
き
る
も
の
が
見
失
わ
れ
た
時
に

は
、
自
ら
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
た

な
く
な
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
宗

教
の
真
実
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い

う
問
題
を
抱
え
て
歩
む
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
宗
教
の
真
実
に
出
あ
っ
た

慶
び
は
同
時
に
、
そ
の
こ
と
が
見
失
わ
れ
る
こ

と
へ
の
怖
れ
と
裏
表
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

真
実
を
見
失
わ
せ
る
も
の
と
は
？

道
理
と
し
て
は
、
困
難
な
状
況
に
出
あ
っ
た

時
こ
そ
、
宗
教
の
真
実
に
依
っ
て
生
き
ら
れ
る

べ
き
な
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
見
失
い
生

き
て
い
け
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
課
題
を
抱
え

る
者
に
と
っ
て
、『
恵
信
尼
消
息
』
第
五
通
は
大

き
な
光
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
の
執

し
ゅ
う

心し
ん

、
自じ

力り
き

の
心し

ん

は
、
よ
く
よ
く
思し

慮り
ょ

あ
る
べ
し
と
思お

も

い
な
し
て
後の

ち

は
、
経

き
ょ
う

読よ

む
こ
と
は
止と

ど
ま

り
ぬ
。
さ
て
、
臥ふ

し
て
四
日

と
申
す
あ
か
月
、
今ま

は
さ
て
あ
ら
ん
と
は

申
す
也
」
と
仰お

お

せ
ら
れ
て
、
や
が
て
汗あ

せ

垂た

り
て
、
よ
く
な
ら
せ
給
い
て
候
い
し
也
。

�

（『
聖
典
』
六
一
九
頁
〜
六
二
〇
頁
）

恵
信
尼
様
は
親
鸞
聖
人
の
言
葉
と
し
て
、
本

願
を
見
失
わ
せ
る
も
の
を
、「
人
の
執
心
、
自
力

の
心
」
と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。「
執

心
」
と
い
う
の
は
、
問
題
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
例
え
ば
死
と
い
う
問
題
に
と
ら
わ

れ
、
生
死
を
超
え
て
救
お
う
と
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
根
拠
を
失
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の

苦
し
み
の
状
況
を
何
と
か
し
よ
う
と
、
自
ら
を

立
場
と
し
、
自
ら
の
力
を
頼
み
に
し
て
い
こ
う

と
す
る
。
執
心
が
自
力
を
立
場
と
し
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
生
全
体
の
根
拠
と
し
て
い
た

だ
か
れ
る
宗
教
の
真
実
を
見
失
っ
て
い
く
。

『
恵
信
尼
消
息
』
で
言
い
ま
す
と
、
念
仏
の
信

心
を
見
失
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
様
々

な
こ
と
に
出
あ
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
、
そ
の

人
生
全
体
を
救
お
う
と
し
て
い
る
念
仏
の
信
心

を
見
失
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
そ

こ
か
ら
ま
た
立
ち
上
が
っ
て
い
か
れ
た
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

生
涯
の
問
題
に
応
え
る『
阿
弥
陀
経
』

そ
う
し
ま
す
と
、「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
」

と
い
う
の
は
生
涯
の
問
題
に
な
っ
て
い
く
わ
け

で
し
ょ
う
。
一
度
決
着
を
つ
け
た
か
ら
、
そ
れ

で
終
わ
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
念

仏
の
信
心
（
宗
教
の
真
実
に
生
き
る
在
り
方
）

は
、
人
間
の
様
々
な
現
実
問
題
の
中
で
常
に
危

機
に
瀕
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
新
た
に
獲
得
さ

れ
続
け
て
い
く
よ
う
な
歩
み
が
、
宗
教
の
真
実

に
生
き
る
歩
み
だ
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
問
題
に
応
え
て
説
か
れ
て
い
る
の

が
『
阿
弥
陀
経
』。
こ
れ
は
信
心
守
護
の
経
典
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
「
人
の
執
心
、
自

力
の
心
」
と
い
う
課
題
に
応
え
て
説
か
れ
た
経

典
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
執
心
、
自
力
の
心
」

を
克
服
せ
し
め
続
け
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
。
本

願
の
信
心
に
立
ち
返
り
続
け
さ
せ
て
い
っ
て
く

だ
さ
る
、
そ
し
て
「
本
願
に
よ
っ
て
、
生
死
を

超
え
て
人
間
と
し
て
の
現
実
を
生
き
る
」
と
い

う
在
り
方
を
回
復
さ
せ
て
い
っ
て
く
だ
さ
る
経

典
が
『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
る
と
申
し
上
げ
て
よ

ろ
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

真
宗
に
出
あ
っ
て
い
な
が
ら
、

な
ぜ
惑
う
の
か
？

第
九
回

二
〇
一
五
年
七
月
三
〇
日
（
木
）

「
信
心
を
見
失
わ
せ
る
も
の
」

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
さ
ま
へ
の
挨
拶
の
仕
方

今
日
は
仏
教
の
儀
式
の
始
ま
り
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
釈
尊
の
僧さ

ん

伽が

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
頃
は
、
基
本
的
に

儀
式
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
、
あ
ま
り
必
要

無
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
、

尊そ
ん

者じ
ゃ

阿あ

難な
ん

、
仏
の
聖

し
ょ
う

旨し

を
承う

け
て
す
な
わ

ち
座
よ
り
起た

ち
、
偏ひ

と

え
に
右
の
肩
を
袒か

た
ぬ

ぎ
、

長ち
ょ
う

跪き

合が
っ

掌し
ょ
うし

て
仏
に
白も

う

し
て
言も

う

さ
く
…�

�

（『
聖
典
』
七
頁
）

と
あ
り
ま
す
が
、
釈
尊
の
お
弟
子
の
阿
難
尊
者

が
、
釈
尊
に
向
か
っ
て
「
座
よ
り
起
っ
て
右
肩

を
脱
ぎ
、
膝
を
折
っ
て
合
掌
を
し
た
」。「
五ご

徳と
く

現げ
ん

瑞ず
い

」
の
部
分
で
す
。
こ
れ
が
釈
尊
に
対
す
る

当
時
の
挨
拶
の
仕
方
で
す
。

ま
た
、
世
自
在
王
仏
の
も
と
へ
法
蔵
比
丘
が

訪
れ
た
場
面
で
も
、
そ
の
挨
拶
の
様
子
が
次
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

世
自
在
王
如
来
の
所み

も
と

に
詣も

う

で
て
、
仏
の
足

み
あ
し

を
稽け

い

首し
ゅ

し
、
右
に
繞め

ぐ

る
こ
と
三さ

ん

帀ぞ
う

し
て
、
長

ち
ょ
う

跪き

し
合が

っ

掌し
ょ
うし

て
頌じ

ゅ

を
も
っ
て
讃
じ
て
曰い

わ

く
…�

�

（『
聖
典
』
十
頁
）

こ
れ
は
、
沙
門
と
な
っ
た
法
蔵
比
丘
が
「
嘆

仏
偈
」
を
称
え
て
世
自
在
王
仏
を
讃
嘆
す
る
前

の
一
文
で
す
。「
稽
首
仏
足
」
と
は
、
仏
さ
ま
が

少
し
高
い
所
に
座
っ
て
お
ら
れ
、
ひ
ざ
ま
ず
い

て
そ
の
足
を
持
っ
て
頭
に
付
け
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
接
足
作
礼
」
と
表

現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
他
に
も
、
経
典
に
は
、

仏
さ
ま
に
会
っ
た
時
の
挨
拶
で
あ
る
「
偏へ
ん

袒だ
ん

右う

肩け
ん

」
と
「
右う

繞に
ょ
う

三さ
ん

帀ぞ
う

」、「
合
掌
礼
拝
」
が
、
一

連
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
さ
ま
と
の
出
あ
い
の
再
現

こ
の
よ
う
な
挨
拶
の
仕
方
は
、
上
座
部
仏
教

の
方
々
が
右
肩
を
出
し
て
山
吹
色
の
衣
を
着
る

と
い
う
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日

本
の
僧
侶
が
着
る
五
條
袈
裟
や
七
條
袈
裟
な
ど

も
同
様
で
す
。
他
に
も
法
要
中
の
行
道
散さ

ん

華げ

に

お
い
て
、
本
尊
の
ま
わ
り
を
三
周
す
る
こ
と
な

ど
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
釈
尊
に
挨
拶
を
す
る
と
い
う
在
り

方
が
、
今
の
私
た
ち
の
儀
式
と
な
っ
た
の
で
す
。

当
時
の
人
た
ち
は
釈
尊
の
前
で
挨
拶
を
し
た
後

に
、
座
っ
て
聞
法
し
ま
し
た
。
釈
尊
が
お
ら
れ

た
当
時
、
そ
れ
ら
は
儀
式
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
そ
の

挨
拶
の
仕
方
や
一
連
の
流
れ
を
儀
式
と
し
て
行

っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
の
儀
式
の
中
で
経

典
を
読ど

く

誦じ
ゅ

し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
儀

式
を
通
し
て
、
仏
さ
ま
と
の
出
あ
い
を
表
現
し
、

聞
法
す
る
姿
を
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
は
儀
式
に
よ
っ
て
、
仏
さ
ま
と
の
出

あ
い
を
再
現
し
て
い
る
の
で
す
。
仏
で
あ
る
釈

尊
に
出
あ
い
、
教
え
を
い
た
だ
い
て
い
く
。
釈

尊
の
滅
後
に
は
、
亡
く
な
っ
た
釈
尊
に
教
え
を

聞
く
と
い
う
か
た
ち
で
儀
式
を
行
い
、
教
え
を

い
た
だ
い
て
い
く
。
そ
れ
が
仏
教
徒
と
し
て
の

在
り
方
で
す
し
、
仏
教
の
儀
式
の
基
本
で
も
あ

る
の
で
す
。

仏
教
の
儀
式
は
、
仏
教
独
自
の

も
の
だ
け
で
成
立
し
て
い
な
い

仏
教
を
特
別
視
し
、
仏
教
に
関
わ
る
全
て
の

も
の
が
仏
教
独
自
の
も
の
だ
と
考
え
て
し
ま
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

し
か
し
、
仏
教
の
儀

式
は
仏
教
が
独
自
に
作
り
上
げ
た
も
の
で
は
な

く
、
釈
尊
へ
の
挨
拶
の
仕
方
に
し
て
も
、
当
時

の
イ
ン
ド
の
常
識
的
な
挨
拶
が
始
ま
り
で
す
。

ま
た
儀
式
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
い
時
代

に
成
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
経
典
に
は
、
釈
尊

以
前
の
イ
ン
ド
の
思
想
が
、
そ
の
ま
ま
経
典
に

入
り
込
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
ン

ド
の
他
の
宗
教
と
同
様
に
、
仏
教
も
一
つ
の
共

通
の
基
盤
（
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
状

況
）
か
ら
生
ま
れ
出
て
き
た
の
で
す
。

釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
当
時
、
イ
ン
ド

は
宗
教
改
革
の
時
代
で
し
た
。
輪り

ん

廻ね

説
が
六
道

輪
廻
と
し
て
定
着
し
て
い
く
中
、
多
く
の
宗
教

家
が
輪
廻
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
解げ

脱だ
つ

」
と
い
う
こ
と
を
模
索
し
て
い
た
の
で
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
ま
で
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
正
統
派
と

は
異
な
る
方
向
を
も
っ
て
、「
沙し

ゃ

門も
ん

」
と
呼
ば
れ

る
新
し
い
宗
教
家
が
出
て
き
ま
し
た
。
仏
教
も
、

六
師
外
道
と
言
わ
れ
る
教
え
と
同
様
に
、
そ
う

い
っ
た
所
か
ら
出
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。も

ち
ろ
ん
、
他
の
宗
教
と
仏
教
と
で
は
思
想

的
に
異
な
り
ま
す
。
輪
廻
か
ら
自
由
に
な
る
と

い
う
点
で
言
え
ば
、
六
師
外
道
と
言
わ
れ
る
教

え
と
は
、
全
く
異
な
る
方
向
性
を
示
し
て
い
ま

す
。
仏
教
の
い
う
解
脱
は
、
無
我
、
無
常
を
基

盤
と
し
た
「
覚
り
」「
涅
槃
」
で
す
。
し
か
し
、

釈
尊
が
、
彼
ら
と
共
通
の
問
題
意
識
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。

出
家
は
仏
教
だ
け
の
も
の
？

例
え
ば
「
出
家
」
も
そ
う
で
す
。
仏
教
独
自

の
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
宗
教
世
界
の
中

の
一
つ
の
在
り
方
と
し
て
「
出
家
」
が
あ
っ
た

の
で
す
。
仏
教
が
ま
だ
存
在
し
な
い
当
時
に
お

い
て
、
釈
尊
が
出
家
で
き
た
の
は
、
そ
の
よ
う

な
共
通
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

当
時
の
仏
教
教
団
の
特
徴
と
し
て
、「
身
分
に

関
係
な
く
教
団
に
入
れ
る
」「
そ
の
席
次
は
、
入

っ
た
順
番
に
よ
っ
て
の
み
決
ま
る
」
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
部
分
だ
け
を
見
て
「
仏
教

は
当
時
の
カ
ー
ス
ト
制
度
を
超
え
た
」
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
仏
教
の
教

え
が
、
カ
ー
ス
ト
制
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
確
か
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
仏
教
教
団
の
特
徴
は
、
仏
教

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
当
時
の
イ
ン

ド
社
会
で
は
、
出
家
者
が
非
常
に
尊
重
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
出
家
教
団
に
は
、
あ

る
程
度
の
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
仏
教
教
団
が
カ
ー
ス
ト
制
度
を
超
え

た
在
り
方
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
当
時

の
イ
ン
ド
社
会
が
そ
れ
を
認
め
て
い
た
か
ら
な

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
最
近
よ
く
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。「
仏
教
」
を
よ

く
知
ろ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
仏
教
が
説
か
れ
た

当
時
の
社
会
的
背
景
や
宗
教
事
情
に
も
、
十
分

注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

第
十
回

二
〇
一
五
年
九
月
十
八
日
（
金
）

「
仏
教
儀
式
の
始
ま
り
」

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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《「
喇
嘛
教
」
と
寺
本
婉
雅
》

皆
さ
ん
は
「
喇
嘛
教
」
に
、
ど
ん
な
イ
メ
ー

ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。
チ
ベ
ッ
ト
や
モ
ン

ゴ
ル
の
地
域
に
あ
る
仏
教
と
い
う
の
が
、
い
わ

ゆ
る
「
喇
嘛
教
」
で
す
。
現
代
で
は
「
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
」
も
し
く
は
「
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
」
と
呼

び
ま
す
。

明
治
期
、
日
本
は
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
、
そ

の
後
は
「
満
蒙
」（
満
洲
と
蒙
古
の
地
域
）
へ
と

出
て
い
き
ま
す
。「
満
蒙
」
の
む
こ
う
に
あ
る
の

が
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
で
し
た
。
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
と

戦
う
た
め
に
は
、
そ
の
最
前
線
に
い
る
モ
ン
ゴ

ル
の
人
た
ち
を
味
方
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、彼

ら
が
信
じ
て
い
る
「
喇
嘛
教
」
に
、
コ
ン
タ
ク

ト
を
取
ろ
う
と
し
た
の
が
戦
時
中
の
日
本
の
陸

軍
、
外
務
省
、
日
本
仏
教
で
し
た
。
記
録
に
よ

る
と
「
喇
嘛
教
」
に
日
本
人
が
接
触
し
た
の
は

明
治
か
ら
で
、
そ
の
最
前
線
に
立
ち
続
け
た
の

が
真
宗
大
谷
派
で
し
た
。

今
回
は
そ
の
中
で
、
大
谷
大
学
の
教
授
に
も

な
り
、
陸
軍
や
外
務
省
の
ス
パ
イ
・
黒
幕
だ
と

誤
解
を
受
け
て
い
る
寺
本
婉
雅
を
紹
介
し
ま
す
。

《
チ
ベ
ッ
ト
到
達
成
功
》

彼
は
一
八
七
二
年
に
生
ま
れ
、
戦
争
が
終
わ

ら
な
い
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
に
亡
く
な

り
ま
す
。
最
初
は
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）

年
に
北
京
へ
行
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
本
山
か
ら

お
金
を
貰
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
海
東
郡

大
野
村
（
現
：
愛
西
市
）
の
お
寺
の
住
職
で
あ

る
彼
の
父
が
私
財
を
擲

な
げ
う

っ
て
お
金
を
工
面
し
ま

し
た
。
翌
年
に
パ
タ
ン
と
い
う
町
に
到
達
し
、チ

ベ
ッ
ト
の
領
域
に
日
本
人
と
し
て
初
め
て
足
を

踏
み
入
れ
ま
す
。
そ
の
後
一
九
〇
〇
年
に
北
京

に
滞
在
し
た
時
、
チ
ベ
ッ
ト
の
お
経
を
手
に
入

れ
ま
し
た
。
一
九
〇
五
年
、
首
都
ラ
サ
に
到
達

し
、
一
九
〇
九
年
に
帰
国
し
ま
す
。

彼
の
有
名
な
業
績
は
、
お
経
を
持
っ
て
帰
っ

て
き
た
こ
と
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
に
大
谷

光
瑞
を
紹
介
し
た
こ
と
で
す
が
、
言
い
換
え
れ

ば
、
こ
の
二
つ
だ
け
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

《
東
本
願
寺
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
》

日
本
人
が
直
接
「
喇
嘛
教
」
を
見
た
と
、
最

初
に
記
録
で
確
認
で
き
る
の
は
小お

栗ぐ
る

栖す

香こ
う

頂ち
ょ
うで

す
。
彼
は
明
治
維
新
の
直
後
、
日
本
仏
教
が
存

亡
の
危
機
を
迎
え
て
い
た
時
に
東
本
願
寺
か
ら

北
京
に
派
遣
さ
れ
、
北
京
で
最
上
位
の
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
寺
院
「
雍
和
宮
」で
勉
強
し
ま
し
た
。
そ

の
成
果
が
『
喇
嘛
教
沿
革
』
と
い
う
、
日
本
初

の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
関
す
る
概
説
書
で
す
。

そ
の
後
、
東
本
願
寺
の
中
国
で
の
布
教
活
動

が
盛
ん
に
な
り
、
一
旦
途
絶
え
、
明
治
二
十
年

代
に
接
触
が
再
開
し
ま
す
。
こ
の
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
仏
教
の
研
究
が
進
み
、
大
乗
仏
教
が
疑
問
視

さ
れ
、
日
本
仏
教
は
二
度
目
の
危
機
を
迎
え
ま
す
。

チ
ベ
ッ
ト
に
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら

直
訳
さ
れ
て
い
る
経
典
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ

の
中
に
日
本
仏
教
を
救
う
お
経
が
あ
る
は
ず
だ

と
考
え
た
若
い
日
本
の
仏
教
者
は
チ
ベ
ッ
ト
に

命
を
懸
け
て
行
こ
う
と
し
ま
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト

研
究
で
は
そ
れ
を
「
入
蔵
熱
」
と
呼
び
ま
す
。
寺

本
婉
雅
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
の
で
す
。

《
寺
本
の
日
記
》

寺
本
婉
雅
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
は
、
残
さ

れ
た
原
稿
を
編
集
し
て
出
版
し
た
『
蔵
蒙
旅
日

記
』
の
み
で
し
た
。
し
か
し
最
近
、
新
し
い
資

料
が
出
て
き
ま
し
た
。
彼
の
遺
品
で
す
。

ま
ず
は
大
谷
大
学
が
預
か
っ
て
い
る
、
日
記
、

書
簡
、
書
類
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
文
章
。
三
年
く

ら
い
か
け
て
、
私
も
そ
の
整
理
を
手
伝
わ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
。
鎌
倉
の
寺
本
家
に

あ
っ
た
資
料
が
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
私
の
手

元
に
ま
い
り
ま
し
た
。
日
記
、
書
簡
、
写
真
な

ど
が
あ
り
ま
す
が
、
一
番
重
要
な
の
は
日
記
で
す
。

《
仏
教
徒
と
し
て
大
陸
を
見
つ
め
る
》

一
九
四
〇
年
に
亡
く
な
る
ま
で
の
日
記
を
ず

っ
と
読
み
ま
し
た
。
彼
は
ス
パ
イ
で
も
黒
幕
で

も
な
く
、
真
面
目
な
お
坊
さ
ん
で
あ
っ
た
と
い

う
の
が
私
の
感
想
で
す
。『
蔵
蒙
旅
日
記
』
の
序

文
を
山
口
益
先
生
が
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
今
、
ア
ジ
ア
大
陸
を
遍
歴
せ
ら
れ
た
若
き
頃
の

先
生
の
日
記
が
出
版
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
私

は
か
つ
て
先
生
に
抱
い
て
い
た
求
道
者
と
し
て

の
姿
に
再
び
会
う
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
」。
こ

の
求
道
者
と
い
う
の
が
、
ま
さ
し
く
仏
教
者
と

し
て
の
寺
本
婉
雅
の
姿
だ
と
思
い
ま
す
。
海
の

向
こ
う
の
大
陸
を
見
る
ひ
と
つ
の
目
で
あ
り
、態

度
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

※  

「
喇
嘛
教
」
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
や
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
と
呼

ば
れ
て
い
る
が
、
言
葉
自
体
は
「
喇
嘛
の
教
え
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
当
時
の
言
葉
と
し
て
敢

え
て
使
用
し
た
。

④

『蔵蒙旅日記』巻頭収録写真 右から寺本、慶親王、坂田厳三大佐、醇親王、
鄭永邦書記官（北京、1900年撮影か）

九
月
一
日
〜
三
日
、
御
遠
忌
お
待
ち
受
け
特
別
講
座
「
人
生
講
座
」
に
お
い
て
「「
戦
争
・
平
和
」
を

考
え
る
三
日
間
」
を
テ
ー
マ
に
行
わ
れ
た
連
続
講
座
の
内
、
二
日
間
を
教
化
セ
ン
タ
ー
の
研
究
業
務
「
大

谷
派
の
近
現
代
史
」
の
平
和
展
学
習
会
と
し
て
行
い
ま
し
た
。
そ
の
二
つ
の
講
義
抄
録
を
掲
載
し
ま
す
。

ま
た
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
お
東
ネ
ッ
ト
」
に
講
義
録
全
文
を
掲
載
予
定
で
す
。

初
日
は
、
北
海
道
大
学
の
髙
本
康
子
氏
が
、
明
治
期
の
「
喇ら

ま嘛
教
※
」
を
め
ぐ
る
「
大
陸
と
日
本
の

交
流
史
」
に
つ
い
て
、
大
谷
大
学
教
授
を
つ
と
め
た
寺
本
婉え

ん
 
が雅

の
足
跡
を
尋
ね
ま
し
た
。

大谷派の近現代史
９月１日

東
本
願
寺
と「
喇ら

嘛ま

教
」�

　
　
　
　
　

︱�
寺
本
婉え

ん

雅が

の
生
涯�

︱

北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
員

髙こ
う

本も
と　

康や
す

子こ�

氏
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《
日
韓
の
食
い
違
い
》

日
本
人
の
86
％
、
韓
国
人
の
90
％
が
「
日
韓

関
係
は
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
」
と
思
っ
て
い

る
と
い
う
リ
サ
ー
チ
結
果
が
あ
り
ま
す
。
何
故

で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
日
本
軍
慰
安
婦
問
題

と
か
、
強
制
労
働
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
謝

罪
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
日
本
人
は

非
常
に
勘
違
い
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
韓
国
の

慰
安
婦
だ
っ
た
お
婆
さ
ん
た
ち
は
何
を
求
め
て

い
る
の
か
。
日
本
に
「
金
を
よ
こ
せ
」
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。「
心
か
ら
謝
罪
を

し
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ

う
す
る
と
、
日
本
か
ら
は
「
何
回
謝
れ
ば
気
が

済
む
の
か
」
と
な
る
。
す
る
と
韓
国
で
は
「
一

度
だ
っ
て
本
当
に
心
か
ら
謝
っ
た
こ
と
が
あ
る

の
か
」
と
な
る
。
そ
う
し
て
食
い
違
う
の
で
す
。

《
近
代
の
韓
国
仏
教
》

韓
国
に
は
、
全
日
本
仏
教
会
の
よ
う
な
、
仏

教
界
を
統
合
す
る
組
織
の
「
韓
国
仏
教
宗
団
協

議
会
」
が
あ
り
ま
す
。
最
大
宗
派
の
「
大
韓
仏

教
曹
渓
宗
」
を
は
じ
め
、「
太
古
宗
」「
天
台
宗
」

な
ど
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
韓
国
の
宗
教
事
情

は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
仏
教
が

そ
れ
ぞ
れ
40
％
ぐ
ら
い
の
バ
ラ
ン
ス
で
信
者
が

分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

韓
国
の
仏
教
が
今
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の

は
戦
後
の
「
解
放
後
」
で
す
。
李
王
朝
時
代
に

は
、
仏
教
は
弾
圧
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
、
日
本
に
植
民
地
化
さ
れ
る
ま
で
ず
っ
と
続

い
た
の
で
す
ね
。

日
本
の
植
民
地
時
代
が
始
ま
っ
た
時
に
、「
韓

国
」
の
仏
教
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

そ
の
有
名
な
法
律
が
「
寺じ

刹さ
つ

令れ
い

」
で
す
。「
朝
鮮

総
督
府
」
を
頂
点
に
そ
の
下
に
三
十
あ
る
い
は

三
十
一
の
本
山
を
置
い
て
、
全
部
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
に
支
配
し
た
の
で
す
。

「
韓
国
」
の
仏
教
者
は
喜
び
ま
し
た
。「
日
本

の
仏
教
っ
て
、
い
い
な
」「
総
督
府
に
守
っ
て
も

ら
え
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
教
団
も
発
展
す
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
考
え
た
者
も
い
ま
し
た
。
中

に
は
「
韓
国
」
の
仏
教
者
が
集
団
で
大
谷
派
に

所
属
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
四
五
年
に
日
本
が
戦
争
に

負
け
て
「
韓
国
」
が
植
民
地
か
ら
解
放
さ
れ
ま

し
た
。
解
放
・
独
立
せ
ん
と
す
る
時
に
今
度
は

親
日
狩
り
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。

《
解
放
後
の
韓
国
仏
教
》

「
朝
鮮
戦
争
」
を
経
て
、
北
に
金
日
成
が
朝
鮮

民
主
主
義
人
民
共
和
国
を
作
り
、
南
で
は
ア
メ

リ
カ
政
府
の
傀か
い

儡ら
い

政
権
で
あ
る
李リ

承シ
ョ
ウ

晩バ
ン

が
韓
国

（
大
韓
民
国
）
を
作
っ
た
の
で
す
。
李
承
晩
が
キ

リ
ス
ト
教
信
者
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
種

の
仏
教
弾
圧
を
行
っ
た
。
私
は
植
民
地
時
代
に

日
本
仏
教
が
開
教
し
た
曹
洞
宗
や
大
谷
派
の
布

教
所
な
ど
の
跡
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
全
羅
南

道
の
港
の
町
、
木
浦
に
は
大
き
な
大
谷
派
の
伽

藍
が
残
っ
て
い
ま
す
。
解
放
後
に
キ
リ
ス
ト
教

会
に
な
り
、
そ
し
て
今
は
博
物
館
に
と
い
う
変

遷
を
し
て
い
ま
す
。

《
仏
教
の
社
会
活
動
》

現
在
、韓
国
の
仏
教
は
元
気
が
あ
り
ま
す
。
若

い
人
た
ち
が
非
常
に
活
発
で
す
。
私
は
長
い
間

お
寺
の
住
職
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
若
い
子
な

ん
か
は
来
や
し
な
い
で
す
ね
。
何
故
そ
う
な
っ

た
か
、
皆
さ
ん
は
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

日
本
の
仏
教
が
最
も
社
会
活
動
と
い
う
も
の

を
行
な
っ
た
の
は
い
つ
か
。
そ
れ
は
戦
争
の
時

代
で
す
。
戦
争
の
時
代
に
日
本
仏
教
は
一
生
懸

命
に
社
会
活
動
を
や
り
ま
し
た
。
そ
し
て
戦
争

に
負
け
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、「
政
治
に
関
わ

ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
う
ふ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
今
で
も
繋
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

じ
ゃ
あ
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
ま
と
も
に

社
会
活
動
を
や
る
こ
と
な
の
で
す
。
韓
国
で
は
、

政
府
も
宗
教
を
尊
重
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
国

が
、
宗
教
を
尊
重
す
る
の
は
靖
国
神
社
ぐ
ら
い

の
も
の
で
す
。
首
相
が
行
く
わ
け
で
す
か
ら
。
韓

国
は
違
い
ま
す
。
４
月
８
日
の
お
釈
迦
様
の
誕

生
日
を
、
韓
国
は
国
民
の
祝
日
に
し
て
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
ク
リ
ス
マ
ス
も
国
民
の
祝
日
に
し

て
い
ま
す
。

《
な
ぜ
宗
教
が
必
要
か
》

懺
悔
す
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ

と
で
す
。「
懺
悔
し
た
ら
自
分
が
終
わ
っ
て
し
ま

う
」
と
思
う
。
懺
悔
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
謝

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
人
間
が
人
間
に

対
し
て
謝
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
こ

で
必
要
な
の
が
宗
教
な
の
で
す
。

私
は
、
妻
と
喧
嘩
し
て
も
一
度
も
謝
っ
た
こ

と
が
な
い
。
色
々
な
理
屈
を
つ
け
て
自
分
を
正

当
化
す
る
。
そ
の
繰
り
返
し
で
す
。
で
も
、
謝

ら
な
け
れ
ば
人
間
の
命
は
深
ま
ら
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
、
仏

教
で
も
、
宗
教
は
懺
悔
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

宗
教
的
な
絶
対
者
の
前
に
謝
る
こ
と
は
で
き
る

の
で
す
。
目
の
前
の
人
間
に
「
ご
め
ん
な
さ
い
」

と
謝
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
口
に
出
し

て
言
っ
た
と
し
て
も
、
腹
の
中
で
は
別
の
こ
と

を
考
え
て
い
る
。
で
も
絶
対
者
の
前
だ
か
ら
こ

そ
謝
れ
る
。
だ
か
ら
宗
教
な
の
で
す
。
私
は
そ

う
い
う
意
味
で
、
宗
教
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う

の
を
感
じ
て
い
ま
す
。
日
韓
関
係
も
、
お
釈
迦

様
と
い
う
絶
対
的
な
存
在
を
通
じ
た
交
流
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

⑤

韓国仏教宗団協議会が主催するお釈迦様の誕生日を記念して
行われる燃灯会の様子

二
日
目
は
、
曹
洞
宗
雲
祥
寺
住
職
の
一
戸
彰
晃
氏
が
、
曹
洞
宗
が
過
去
の
戦
争
協
力
を
反
省
し
た
「
懺さ

ん

謝じ
ゃ

文も
ん

」
を
刻
ん
だ
石
碑
を
韓
国
・
群ぐ

ん

山さ
ん

の
東
国
寺
に
設
置
す
る
な
ど
の
、
日
韓
仏
教
交
流
を
記
録
し
た

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
「
そ
の
日
の
恨は

ん

を
解
く
た
め
に
〜
懺
謝
文
碑
建
立
」
を
上
映
し
た
後
、「
日
韓

仏
教
交
流
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
し
ま
し
た
。

大谷派の近現代史
９月２日

日
韓
仏
教
交
流
に
つ
い
て

曹
洞
宗
雲
祥
寺
住
職　

一い
ち
の
へ戸　

彰し
ょ
う

晃こ
う�

氏
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妻
と
息
子
の
自
死

二
〇
〇
一
年
四
月
、
私
の
妻
は
身
体
に
火
を

つ
け
、
自
ら
命
を
絶
ち
ま
し
た
。
妻
は
精
神
的

な
病
を
患
い
、
処
方
さ
れ
た
安
定
剤
を
過
剰
摂

取
し
て
倒
れ
た
り
、
異
常
な
過
食
や
過
呼
吸
に

陥
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
態
が
十
年
ほ

ど
続
き
、
と
う
と
う
息
子
と
の
些
細
な
喧
嘩
を

き
っ
か
け
に
自
死
し
ま
し
た
。

精
神
科
に
通
う
家
族
を
抱
え
て
い
る
と
地
域

の
人
々
か
ら
の
偏
見
を
感
じ
ま
す
。
精
神
的
な

病
は
見
た
目
に
は
な
ん
と
も
な
い
よ
う
に
見
え

て
も
、
本
人
は
非
常
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
例

え
ば
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
も
一
般
的
に
は
愚
か
な
行

為
だ
と
馬
鹿
に
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
と
も
に
生

活
し
て
い
る
と
分
か
る
の
で
す
が
、
本
人
の
苦
し

さ
は
他
人
に
は
な
か
な
か
伝
わ
り
に
く
い
の
で
す
。

息
子
は
妻
が
自
死
し
て
か
ら
何
度
か
不
登
校

に
な
り
、
中
学
三
年
間
は
自
宅
で
過
ご
し
ま
し

た
。
息
子
は
母
親
の
自
死
を
理
由
に
い
じ
め
ら

れ
、「
お
前
の
母
ち
ゃ
ん
は
命
を
粗
末
に
し
た
悪

い
人
間
だ
」「
子
ど
も
が
い
る
の
に
身
勝
手
だ
」

「
近
所
に
迷
惑
か
け
ま
く
っ
て
」
と
学
校
で
言
わ

れ
ま
し
た
。
私
が
仕
事
の
時
、
リ
ス
ト
カ
ッ
ト

や
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ 

を
す
る
妻
に
ず
っ
と
付
き

添
っ
て
き
た
の
は
小
学
生
の
息
子
で
し
た
。「
母

さ
ん
は
病
気
だ
っ
た
ん
だ
」
と
泣
き
な
が
ら
訴

え
て
も
理
解
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

息
子
は
自
分
と
の
口
喧
嘩
が
き
っ
か
け
で
目

の
前
で
母
親
に
死
な
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
た

だ
で
さ
え
「
自
分
が
殺
し
て
し
ま
っ
た
」
と
自

責
の
念
を
抱
え
て
い
る
の
で
す
。
私
に
「
も
う

学
校
行
け
な
い
」
と
弱
音
を
吐
け
た
時
期
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
思
春
期
に
な
っ
て
く
る
と
、

親
に
心
配
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
思
い
で
身

動
き
が
取
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
高
校
二
年
の

始
業
式
の
日
、
つ
ま
り
母
親
が
自
死
を
し
た
日

を
選
ん
で
家
か
ら
失
踪
し
、
土
岐
の
山
奥
で
遺

体
と
し
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

命
を
粗
末
に
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い

妻
と
息
子
の
自
死
を
通
し
、
精
神
的
な
病
理

に
対
す
る
地
域
の
根
強
い
偏
見
や
、
自
死
の
内

実
が
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
に

直
面
し
ま
し
た
。

妻
が
亡
く
な
っ
た
時
も
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
で

し
た
が
、
そ
の
時
は
「
一
人
息
子
を
守
ら
な
け

れ
ば
」
と
踏
ん
張
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し

か
し
そ
の
子
に
死
な
れ
る
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と

が
頭
に
浮
か
ん
で
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な

い
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
て
も
苦

し
い
も
ぬ
け
の
殻
の
状
態
が
続
き
ま
し
た
。
そ

こ
へ
周
囲
か
ら
「
親
の
資
格
が
な
い
」
と
批
判

さ
れ
、
身
を
投
げ
よ
う
か
と
岬
へ
行
く
ほ
ど
追

い
詰
め
ら
れ
ま
し
た
。
自
責
の
念
は
当
事
者
が

一
番
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
遺
族
か
ら

は
な
か
な
か
反
論
で
き
な
い
。

自
死
し
た
妻
や
息
子
の
行
為
に
つ
い
て
「
命

を
粗
末
に
し
た
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
と
、

妻
や
息
子
の
全
生
涯
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感

じ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
身
近
に
い
た
私

は
「
決
し
て
命
を
粗
末
に
し
た
く
て
自
死
し
た

わ
け
じ
ゃ
な
い
。
自
分
の
尊
厳
を
守
ろ
う
と
し

た
選
択
だ
っ
た
。
苦
し
み
を
受
け
止
め
て
懸
命

に
生
き
よ
う
と
し
た
ん
だ
」と
肯
定
し
た
い
。
し

か
し
行
為
の
選
択
と
し
て
自
死
を
し
た
と
い
う

動
か
し
が
た
い
現
実
と
、
そ
れ
を
防
げ
な
か
っ

た
負
い
目
に
よ
っ
て
、
遺
族
は
返
す
言
葉
を
失

う
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
誰
に
も
悩
み
を
言
え

な
く
な
り
、
苦
し
み
や
悲
し
み
、
憤
り
を
自
分

の
中
に
抑
え
込
ん
で
孤
立
し
て
い
く
の
で
す
。

封
印
さ
れ
た
死

自
死
に
は
、
三
つ
の
要
因
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
自
分
自
身
の
内
面
の
問
題
、
家
庭
環
境
や

学
校
な
ど
の
自
分
を
取
り
巻
く
状
況
の
問
題
、

そ
し
て
貧
困
や
就
職
難
な
ど
の
社
会
的
な
問
題

で
す
。
そ
の
個
人
と
集
団
と
体
制
と
い
う
三
つ

の
要
因
が
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
自
死
が
起
こ
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
単
純
に
自
己
責
任
で
も

な
く
、
ま
た
世
の
中
が
全
て
悪
い
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
ど
れ
か
一
つ
に
原
因
を
置
く
と
、
遺

族
は
そ
の
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
孤

立
し
て
い
く
の
で
す
。

あ
る
社
会
学
の
専
門
家
が
自
死
を
“
封
印
さ

れ
た
死
”
と
表
現
し
ま
し
た
。
遺
族
は
、
身
内

の
自
死
と
そ
れ
に
伴
う
苦
し
み
を
地
域
の
日
常

生
活
の
中
で
な
か
な
か
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
か

ら
で
す
。
妻
が
亡
く
な
っ
た
時
は
「
身
勝
手
な

死
」「
現
実
逃
避
」、
子
ど
も
の
時
に
は
「
も
っ

と
強
い
子
だ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
」
な
ど
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
強
い
子
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
病
気
の
母
親
に
寄
り
添
い
、
そ
の
後
も

自
責
の
念
を
抱
え
な
が
ら
も
元
気
に
生
き
よ
う

と
踏
ん
張
っ
て
き
た
子
で
す
。
そ
れ
が
弱
い
子

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
「
地
域
の
恥
」
と
い
う
感
覚
を
受

け
ま
し
た
。
実
は
私
た
ち
が
住
ん
で
い
た
家
は
、

前
の
住
人
も
自
死
さ
れ
て
お
り
、
次
に
住
ん
だ

妻
が
自
死
を
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
息
子
ま
で
自

死
し
ま
し
た
の
で
、
呪
わ
れ
た
家
だ
と
言
わ
れ

ま
し
た
。

そ
う
い
う
社
会
の
偏
見
か
ら
、
自
死
と
い
う

身
内
の
死
因
を
周
り
に
隠
さ
れ
る
遺
族
が
お
ら

れ
ま
す
。
自
死
へ
の
偏
見
や
ス
テ
ィ
グ
マ 

が
ま

だ
ま
だ
地
域
に
浸
透
し
て
い
る
現
実
や
、
家
庭

内
で
の
自
死
へ
の
と
ら
え
方
や
受
け
入
れ
方
の

ⅰ

ⅱ

孤
立
す
る
自
死
遺
族
　
　
　

― 

そ
の
声
を
遮
る
も
の
は
何
か 

―

「
千
の
風
の
会
」
代
表　

木き
の

下し
た　

宏ひ
ろ

明あ
き�

さ
ん

現代社会と
真宗教化

二
〇
一
五
年
十
二
月
、「
第
七
回
い
の
ち
の
日
い
の
ち
の
時
間
︱
自
死
者
追
悼
法
要
︱
」
が
、
宗
派
を

超
え
た
有
志
僧
侶
ら
に
よ
っ
て
勤
め
ら
れ
た
（
本
誌
八
面
に
報
告
）。

近
年
自
死
者
の
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
（
二
〇
一
四
年
内
閣
府
調
べ
）、
見
過
ご
さ
れ
や
す
い
問
題

と
し
て
、
一
人
の
自
死
者
に
つ
き
五
人
程
の
人
が
心
身
に
重
大
な
影
響
を
受
け
、
日
常
生
活
に
支
障
を

き
た
し
て
い
る
と
い
う
自
死
遺
族
の
存
在
が
あ
る
。
遺
族
は
累
積
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
法
要
に
先
立
っ
て
十
月
に
行
わ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
学
習
会
に
参
加
し
、
自
死
遺

族
会
「
千
の
風
の
会
」
の
代
表
で
あ
る
木
下
宏
明
さ
ん
に
自
死
遺
族
が
抱
え
る
問
題
を
伺
っ
た
。「
自
死

遺
族
が
抱
え
て
い
る
現
状
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
木
下
さ
ん
の
厚
意
に
よ
り
、
抄
録
を

こ
こ
に
掲
載
し
ま
す
。
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違
い
か
ら
歪
み
が
生
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
遺
族
一
家
が
親
類
か
ら
お
付
き
合
い
自

体
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
身
近
な

人
か
ら
疎
外
さ
れ
、
様
々
な
悲
し
み
や
苦
し
み

が
新
た
に
生
ま
れ
る
。
で
す
か
ら
自
死
と
い
う

の
は
、
一
般
の
病
気
で
亡
く
な
っ
た
場
合
と
違

い
、
す
ん
な
り
と
悲
し
み
や
喪
失
感
に
浸
る
と

い
う
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

“
一
人
”
に
向
き
合
っ
て
ほ
し
い

自
死
の
話
は
ど
う
し
て
も
暗
く
て
重
い
話
題

で
す
。
妻
の
話
を
す
る
と
「
あ
な
た
も
辛
い
だ

ろ
う
か
ら
そ
の
話
は
や
め
よ
う
」
と
言
わ
れ
、

「
も
っ
と
前
向
き
に
生
き
な
よ
」「
次
に
も
っ
と

良
い
人
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
」
と
励
ま
さ
れ
ま
す
。

言
う
側
に
悪
気
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に

単
純
に
亡
く
し
た
人
の
こ
と
を
整
理
し
き
れ
な

い
の
で
す
。
あ
る
程
度
は
日
常
を
保
つ
た
め
に

整
理
は
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と

こ
ろ
で
整
理
し
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
遺
族
は

そ
う
い
っ
た
悪
気
は
な
い
け
れ
ど
少
し
無
責
任

な
言
葉
を
受
け
て
、
で
き
る
だ
け
笑
顔
で
過
ご

そ
う
と
努
め
ま
す
。

か
と
い
っ
て
ヘ
ラ
ヘ
ラ
笑
う
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
地
域
で
は
自
死
遺
族
と
し
て
の
「
ふ
る

ま
い
」
を
し
な
い
と
何
を
言
わ
れ
る
か
わ
か
ら

な
い
か
ら
で
す
。
誰
で
も
笑
い
た
い
時
も
あ
れ

ば
、
笑
顔
に
な
れ
な
い
時
、
穏
や
か
に
な
れ
な

い
日
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
も
し
皆
さ
ん
が

お
話
を
聴
い
て
く
だ
さ
る
機
会
が
あ
る
な
ら
、丁

寧
に
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

遺
族
会
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
抱
え
て
い
る
気
持

ち
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。「
笑
顔
で
あ
っ
て
ほ

し
い
」「
笑
顔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ

た
主
観
的
な
健
全
さ
を
個
々
人
に
当
て
は
め
て

は
い
な
い
か
、「
遺
族
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
、

こ
う
い
う
悩
み
を
抱
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
型

に
は
ま
っ
た
見
方
や
接
し
方
を
し
て
い
な
い
か
、

私
自
身
も
近
頃
戒
め
て
い
ま
す
。

遺
族
は
元
気
で
い
て
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
遺
族
会
に
は
様
々
な
思
い
を
整
理
し
、新

た
な
出
会
い
を
し
て
結
婚
し
て
い
る
方
も
い
ま

す
。
そ
う
い
う
遺
族
が
い
て
も
い
い
で
す
よ
ね
、

喜
ば
し
い
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。

九
月
の
「
自
殺
予
防
週
間
」
や
三
月
の
「
自

殺
対
策
強
化
月
間
」
に
は
、
自
殺
防
止
の
呼
び

か
け
が
巷
に
広
が
り
ま
す
。
こ
の
際
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
が
遺
族
を
傷
つ
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
自
殺
防
止
！
命
を
大
切
に
！
」
と
い
っ
た
呼
び

か
け
が
、
自
死
で
亡
く
な
っ
た
人
を
否
定
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
す
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

主
旨
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
必
ず
し
も
亡
く
な
っ
た
人
の
尊
厳
が
守
ら

れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。「
命
を
粗
末
に
し
な

い
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
を
理
解
し
な
が
ら
も
、

辛
い
思
い
を
抱
え
て
し
ま
う
。
自
死
の
罪
深
さ

や
戒
め
を
、
み
な
さ
ん
の
よ
う
な
宗
教
者
の
方

も
語
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
相
手
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
意
味
で
は
た
ら
く
の
か
。
教
義
が
大
切
だ

と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
が
、
型
ど
お
り
に
当

て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に

向
き
合
っ
て
言
葉
を
か
け
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

自
死
遺
族
は
増
え
続
け
る

「
自
殺
対
策
基
本
法
」
が
二
〇
〇
六
年
六
月

成
立
、
十
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
二
〜

三
年
、
自
死
者
の
数
は
全
国
的
に
減
っ
て
き
て

い
ま
す
。
し
か
し
自
死
遺
族
は
減
ら
な
い
の
で

す
。
年
単
位
の
自
死
者
数
は
微
減
傾
向
に
あ
り

ま
す
が
、
自
死
者
一
人
に
対
し
て
五
〜
六
人
と

い
わ
れ
る
深
刻
な
影
響
を
受
け
る
近
親
者
の
数

は
、
毎
年
累
積
さ
れ
て
い
ま
す
。
苦
し
み
を
抱

え
た
ま
ま
誰
に
も
気
に
留
め
て
も
ら
え
な
い
遺

族
、
結
婚
記
念
日
や
命
日
な
ど
の
大
切
な
日
に

動
揺
し
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
遺
族
の
具
体

的
な
“
一
人
ひ
と
り
”
が
、
身
近
に
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

私
が
遺
族
会
を
作
っ
た
時
に
「
当
事
者
だ
け

集
ま
っ
て
も
、
ど
う
せ
傷
の
舐な

め
合
い
に
な
る

だ
け
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
傷

の
舐な

め
合
い
は
容
易
で
は
な
い
の
で
す
。
舐な

め

合
う
た
め
に
は
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
傷
つ
き
、

深
さ
は
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で

分
か
ら
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
自
分
の

傷
も
晒さ
ら

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
一
方
的
に
相
手
を
舐な

め
る
だ
け
に
な
り

ま
す
。

遺
族
会
で
は
、
ま
ず
一
人
ひ
と
り
の
違
い
を

大
事
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

当
事
者
だ
け
で
な
く
、
関
わ
り
合
う
み
ん
な
が

信
頼
し
合
い
、
安
心
で
き
る
場
所
づ
く
り
、
関

係
づ
く
り
を
「
千
の
風
の
会
」
で
は
と
も
に
考

え
、
と
も
に
作
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
今
日
お
話
し
し
た
こ
と
は
私
の
思

い
や
考
え
で
あ
り
、
全
て
の
自
死
遺
族
の
方
々

に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当

に
お
一
人
お
一
人
、そ
の
心
情
や
心
の
運
び
、抱

え
て
い
る
状
況
な
ど
も
違
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け

に
そ
の
個
別
性
や
多
様
性
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
、
真
摯
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い

の
で
す
。 

（
了
）

ⅰ drug overdose.　

Ｏ
Ｄ
と
略
す
。 

薬
物
の
過
剰
摂
取
、
過
量
服
薬
。

ⅱ 

他
者
や
社
会
集
団
に
よ
っ
て
個
人
に
押
し
付
け
ら

れ
た
負
の
表
象
、
烙
印
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
の

レ
ッ
テ
ル
。

取
材
を
終
え
て

こ
の
世
に
は
「
私
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
」
と

い
う
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
、
心
の
奥
底
か
ら
の

Ｓ
Ｏ
Ｓ
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
声

を
聴
く
こ
と
、
人
と
人
が
「
遇
う
」
こ
と
は
有

り
難
い
。
私
は
そ
の
叫
び
を
聴
こ
う
と
し
て
い

た
の
か
。
聴
い
た
気
に
な
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の

人
を
傷
つ
け
て
き
た
の
か
。
現
代
社
会
が
抱
え

る
「
生
き
づ
ら
さ
」「
不
安
」「
孤
立
」
を
生
み

出
し
て
い
る
の
は
私
自
身
で
は
な
か
っ
た
か
と

突
き
付
け
ら
れ
た
。

私
た
ち
が
目
指
し
て
い
る
“
と
も
な
る
社
会
”

は
、
木
下
さ
ん
が
話
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
と
生

ま
れ
た
傷
み
を
互
い
に
さ
ら
け
出
し
、
舐
め
合

う
よ
う
な
、
決
し
て
綺
麗
ご
と
で
は
す
ま
な
い

対
話
の
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私

た
ち
は
お
寺
を
ど
の
よ
う
な
場
に
し
た
い
の
か
。

そ
こ
に
浄
土
が
荘
厳
さ
れ
て
い
る
意
味
を
見
つ

め
直
し
た
い
。 

（
研
究
員　

大
河
内
真
慈
）



　■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》
名古屋教区・名古屋別院の御遠忌法要まで半年を

切った。しかし、個人的には実感があるような、ないよう
な…という不思議な感覚が未だに続いている。

そんな中、教化センター研究生たちによる演劇企画「親
鸞・恵信尼結婚披露宴」が動き出し、毎週のように自
主的に集まって台本作りや練習に励んでいる。練習風景
を直接この目で見たわけではないが、その熱心さは言動

の端々から伝わってくる。今回の御遠忌でひとつの足跡
を残そうとしている研究生たちの姿は羨ましくもあり、頼
もしくもあり、そして、少しだけ妬ましくもある。

あ。もしかして、未だに実感がないような不思議な感
覚を抱いているのは、この熱意が自分自身に欠けていた
からなのかな…と、半年を切った今更ながらに研究生た
ちの後ろ姿から教えられたような気がした。（て）

■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
2015年９月～11月

研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」⑤）」
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」
教化研修「聖典研修⑩」（竹橋太氏）
研究業務「平和展」学習会
研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
研究生・実習「真宗本廟一日参拝」
研究業務「平和展」学習会

９月４日
14日
16日
18日
24日
29日

10月２日
８日

研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」⑥）」
研究業務「平和展」学習会
研究業務「自死者追悼法要」事前学習会（木下宏明氏）
研究生・教化研修「2015年度 伝道スタッフ養成講座①」
教化研修「聖典研修⑪」（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（書いて味わう「正信偈」⑦）」
教化研修「聖典研修⑫」（竹橋太氏）
研究生・教化研修「2015年度 伝道スタッフ養成講座②」
研究業務「自死者追悼法要 いのちの日いのちの時間 リハーサル」後援
研究業務「平和展」学習会

９日
19日
22日
26日
29日

11月４日
５日
13日
16日
18日
27日

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

お 知 ら せ
●事務休暇について
　・冬期休暇：2015年12月29日㈫～2016年１月６日㈬
　・午後５時閉館：2015年12月28日㈪、2016年１月７日㈭
　・臨時閉館（図書整理のため）：2016年１月23日㈯・30日㈯

●図書整理のため貸出を停止させていただきます：2016年１月18日㈪～30日㈯
　※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のため、貸出を停止さ
　　せていただきます。閲覧のみ可能です。
　・ご返却のお願い　返却期限：１月16日㈯
　　お手元に借り受け中の書籍及び視聴覚教材がございましたら１月16日㈯まで
　　にご返却ください。

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５回　１月21日㈭…①
第６回　２月19日㈮…②
第７回　３月17日㈭…①
第８回　６月16日㈭…①
※各回とも午後６時～８時30分

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

◆大きな印刷物にご利用ください◆
ポスターや看板用の大判・長尺プリントができる
プリンターを新調しました。印刷コストも下がり、
よりご利用いただきやすくなっております。ご利用
希望の場合は事前にお問い合わせください。

教化センターでは、現代社会が抱える自死（自殺）の問題と真宗教
化の接点として、自死遺族に超宗派で向き合う「いのちに向き合う宗
教者の会」の活動の後援を通し、支援の具体的在り方を探求し、報
告を重ねてきた。突然の死別体験に伴う激しい悲嘆状態にある方々
が安心して亡き人を偲ぶことができる場を開きたいという願いのもとに
勤められてきた自死者追悼法要。今年は第７回を迎え、曹洞宗の白
鳥山法持寺（熱田区）にて執り行われた。

超宗派であることから、法要の次第は毎年異なり、参拝者の声を
たよりに、どのようにすればご遺族が抱える普段封印している様々な
感情と自身が向き合う“場”となるのかということを最優先に作り上げ
ている。その過程に、儀式作法の一つ一つに込められた願いや、現
代社会において宗教儀式の持つ役割をうかがい知ることができる。
　当日は40名弱の参拝者が訪れ、法要後はお茶をいただきながら、

日頃の思いや法要で感じたことを僧侶を含めた複数の班に分かれて
ゆっくりと語り合った。

アンケートには、「故人に向き合うことができた」「懐かしい気持ちに
なった」「故人を愛おしく感じる」「お経の意味も知りたくなった」「悲し
い気持ちになった」といった声が寄せられた。木下宏明氏（６・７面）は

「直接顔を見、声を聞き、何に反応するかを感じてもらえることが嬉し
い」と語られる。悲しみの場で人と人とが丁寧に向き合うことで生まれ
る温かさを感じ、あらためて弔いの意味を考えさせられた法要であっ
た。 （職員　曽場 浩代）

現代社会と真宗教化　報告
　自死者追悼法要

「第７回 いのちの日 いのちの時間」
2015年12月４日　曹洞宗白鳥山法持寺

◆第27回平和展は御遠忌期間中に東別
院会館で行います。春のお彼岸中は
行いませんのでご注意ください。

亡き人への想いをつづったメッセージを真言宗僧侶がお焚き上げした。

第27回平和展
「けされた親鸞聖人」
■と　き■
　2016年4月22日㈮～5月1日㈰

■ところ■
　東別院会館 2階「蓮」「橘」の間

そ ば ひろよ 　
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◦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。
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※ 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。




