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No.96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
。

 （写真の無断転用はご遠慮ください。） •INFORMATION 
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❹・❺•研究生報告
　 演劇に挑戦！劇団ＢＯＵ’Ｓ結成！

❻・❼•大谷派の近現代史
　 第27回平和展「けされた親鸞聖人」

❽・❾•尾張の真宗史
　 「親鸞聖人と尾張門徒」展によせて

❷・❸
•聖典研修　第 11・12 回
『仏説阿弥陀経』
―その教義と真宗の儀式―

御 遠 忌 直 前 特 別 編 集

名
古
屋
教
区
・
別
院
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
七

百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
が
間
も
な
く
厳
修
さ

れ
る
。
長
年
、
楽
僧
と
し
て
多
く
の
方
々
に

お
育
て
い
た
だ
い
て
き
た
が
、
こ
の
た
び
の

法
要
で
は
、
供そ

な
え

舞ま
い

「
迦か

陵り
ょ
う

頻び
ん

」
の
指
導
役
を

仰
せ
つ
か
っ
た
。
四
歳
か
ら
十
一
歳
の
子
た

ち
十
一
人
と
、
一
月
か
ら
毎
週
一
度
の
習し

ゅ
ら
い礼

を
重
ね
、
い
よ
い
よ
本
番
間
近
と
な
っ
て
き

た
。習

礼
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
は
、
必
ず
阿

弥
陀
様
に
合
掌
し
、
念
仏
を
称
え
る
よ
う
に

し
、
時
と
場
を
と
も
に
す
る
た
め
「
心
を
一

つ
に
し
、
心
を
込
め
て
仏
様
に
お
供
え
を
し

ま
し
ょ
う
」
と
声
を
か
け
る
。
そ
し
て
習
礼

が
始
ま
る
の
だ
が
、
型
の
如
く
舞
え
た
と
き
、

そ
の
様
子
を
見
守
る
お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
、

祖
父
母
を
ち
ら
っ
と
見
て
微
笑
む
そ
の
表
情

に
、
私
も
嬉
し
く
な
る
。
ご
参
拝
さ
れ
る
皆

さ
ん
に
も
、
可
愛
ら
し
く
も
あ
り
、
頼
も
し

く
も
あ
る
彼
ら
の
華
や
か
な
る
舞
を
是
非
見

守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

迦
陵
頻
と
は
、『
阿
弥
陀
経
』
に
そ
の
名
を

連
ね
る
浄
土
に
飛
来
す
る
人
頭
鳥
身
の
鳥
で

あ
る
。
昼
夜
に
そ
れ
ぞ
れ
三
度
ず
つ
優
し
く

美
し
い
音こ

え

で
啼な

く
。
そ
の
音
を
聞
き
已お

わ

っ
た

こ
の
土
の
住
人
は
、
皆
悉

こ
と
ご
とく
仏
を
念
じ
、
法

を
念
じ
、
僧
を
念
ず
る
と
い
う
の
だ
が
、
舞ぶ

人に
ん

が
鳴
ら
す
銅
拍
子
の
突
く
音
が
迦
陵
頻
の

囀さ
え
ず
りと
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
鳥
の
啼な

く
彼
の
仏
の
国
土
に
は
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
の
悪
し
き
境
界
で
あ
る
三
悪
趣
は

存
在
し
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

憶お
も

え
ば
五
年
前
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ

り
、
真
宗
本
廟
で
供
わ
る
附
楽
と
供
舞
は
儚

く
消
え
た
。
絶
え
ず
非
情
と
も
い
え
る
事
態

が
繰
り
返
し
起
こ
り
続
け
る
こ
の
大
地
は
、

人
間
が
人
間
を
失
い
、
人
と
し
て
生
ま
れ
た

喜
び
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
ぬ
ま
ま
一
生

を
終
わ
ら
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
無
限
に

拡
が
り
続
け
る
墓
場
と
な
ろ
う
。
三
悪
趣
を

生
き
、
そ
の
墓
場
へ
の
歩
み
を
続
け
る
し
か

な
い
私
に
、
仏
は
共
に
同
心
を
持
っ
て
生
き

る
こ
と
の
で
き
る
、
す
ぐ
れ
た
は
た
ら
き
で

あ
る
浄
土
の
徳
が
成
就
し
た
世
界
で
あ
る
仏

の
国
土
に
生
ま
れ
よ
と
願
っ
て
い
て
く
だ
さ

る
。舞

楽
は
、
単
な
る
賑に

ぎ

や
か
し
で
は
な
い
。

い
ま
、
こ
こ
に
、
雅
楽
が
奏
で
ら
れ
、
舞
が

供
わ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
あ
ら
ゆ

る
衆
生
に
む
か
っ
て
彼
の
仏
の
国
土
に
生
ま

れ
よ
と
い
う
弥
陀
の
喚よ

び
声
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

子
た
ち
が
手
に
持
つ
銅
拍
子
の
突
く
音
は
、

迦
陵
頻
と
い
う
鳥
の
声
の
単
な
る
真
似
ご
と

で
は
な
い
。
荘
厳
と
し
て
「
供
舞
」
と
な
っ

て
い
る
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
心
を
一
つ
に
し
、
心
を
込
め
て
仏
様
に
お
供

え
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
口
に
す
る
、
供
え
る

者
と
し
て
の
私
へ
の
厳
し
い
問
い
で
あ
る
。

型
の
如
く
口
に
し
て
は
お
ら
ぬ
か
。
目も

く

睫し
ょ
う

の

間
に
控
え
た
御
遠
忌
法
要
に
憶
う
こ
と
で
あ

る
。

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）

浄
土
へ
導
く
鳥
「
迦
陵
頻
」

供
そなえまい

舞・迦
かりょうびん

陵頻を担当する子どもたち
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浄
土
は
ど
う
い
う
世
界
か
？

今
回
か
ら
「
正
宗
分
」
に
入
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
正
宗
分
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
内
容

が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
極
楽
（
浄
土
）

を
讃
嘆
す
る
」
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
浄

土
へ
往
生
す
る
行
と
し
て
「
念
仏
を
勧
め
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

「
極
楽
を
讃
嘆
す
る
」
一
段
に
つ
い
て
お
話
し

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
前
に
、「
浄
土
と
は
ど
う
い

う
世
界
か
？
」
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。「
浄
土
」
は
ど
こ
か
に
あ
る
世
界
だ
と
い

う
了
解
も
存
在
し
ま
す
。
七
高
僧
の
伝
統
以
外

で
は
、
死
後
に
行
く
世
界
と
し
て
の
実
体
的
な

浄
土
観
が
圧
倒
的
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
七
高
僧
か
ら
親
鸞
に
至
る
ま
で
の
流
れ

の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
浄
土
が
了
解
さ
れ
て
き

た
の
か
。

こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
親
鸞
聖
人
は

『
教
行
信
証
』
の
「
証
巻
」
と
「
真
仏
土
巻
」
に

善
導
大
師
の
文
を
引
か
れ
て
、

西さ
い

方ほ
う

寂じ
ゃ
く

静じ
ょ
う

無む

為い

の
楽み

や
こ
に
は
、
畢ひ

つ

竟き
ょ
う

逍し
よ
う

遙よ
う

し
て
、

有
無
を
離
れ
た
り
。�

（『
聖
典
』
二
八
三
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
浄
土
は
実
体
を
離
れ

た
世
界
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
逍
遙
」
と
は
掴

め
な
い
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
対

象
化
し
て
捉
え
ら
れ
る
世
界
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
、
対
象
化
さ

れ
た
浄
土
を
方
便
化
土
と
し
て
明
確
に
教
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
浄
土
は
ど
う
い
う
世
界
な
の
か
。

「
真
仏
土
巻
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

謹つ
つ
しん
で
真
仏
土
を
案あ

ん

ず
れ
ば
、
仏
は
す
な

わ
ち
こ
れ
不ふ

可か

思し

議ぎ

光こ
う

如に
よ

来ら
い

な
り
、
土
は

ま
た
こ
れ
無む

量り
よ
う

光こ
う

明み
よ
う

土ど

な
り
。
し
か
れ
ば

す
な
わ
ち
大だ

い

悲ひ

の
誓せ

い

願が
ん

に
酬

し
ゆ
う

報ほ
う

す
る
が
ゆ

え
に
、
真
の
報
仏
土
と
曰い

う
な
り
。

�

（『
聖
典
』
三
〇
〇
頁
）

と
ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
は
大
悲
の
誓
願
に
酬
報

し
て
開
か
れ
る
世
界
（
生
活
）
だ
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
。
大
悲
の
誓
願
は
、
私
た
ち
の
上

に
は
「
念
仏
の
心
」
と
し
て
形
を
取
っ
て
く
る

わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
浄
土
と

は
南
無
阿
弥
陀
仏
が
開
い
て
く
だ
さ
る
世
界（
生

活
）、
念
仏
申
さ
れ
る
心
に
自
ず
か
ら
開
か
れ
続

け
て
い
く
世
界
（
生
活
）
だ
と
言
え
ま
す
。
一

言
つ
け
加
え
ま
す
な
ら
、「
無
量
光
明
土
」
と
い

う
表
現
は
、
直
接
に
は
世
界
（
涅
槃
界
＝
開
か

れ
た
一
如
の
世
界
）を
意
味
し
て
い
ま
す
が
、
さ

ら
に
そ
の
徳
を
も
っ
た
生
活
を
も
包
ん
で
言
わ

れ
て
い
る
も
の
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

『
阿
弥
陀
経
』
に
「
極
楽
」
が

説
か
れ
て
い
る
意
と
は
？

と
こ
ろ
で
『
阿
弥
陀
経
』
で
は
、
浄
土
が
世

界
と
い
う
よ
り
も
、
本
願
に
生
き
る
人
の
上
に

開
か
れ
る
生
活
と
し
て
直
接
に
は
説
か
れ
て
い

ま
す
。
と
言
う
こ
と
は
、
生
活
に
即
す
る
形
で
、

無
量
光
明
土
す
な
わ
ち
光
の
世
界
と
し
て
の
浄

土
が
自
ず
か
ら
に
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

そ
し
て
、『
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
浄

土
の
意
味
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
申
し
上
げ
て
き

ま
し
た
よ
う
に
、『
阿
弥
陀
経
』
は
、
私
た
ち
を

本
願
に
立
ち
返
ら
せ
続
け
て
く
だ
さ
る
経
典
で

す
。
そ
の
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
な
ら
、『
阿
弥
陀

経
』
に
説
か
れ
て
い
る
浄
土
は
、
特
に
、
私
た

ち
に
先
立
っ
て
念
仏
に
生
き
て
い
か
れ
た
方
々

（
ま
た
生
き
て
お
ら
れ
る
方
々
）
が
表
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
世
界
で
あ
り
生
活
で
あ
る
と
、
申

し
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
教
説
が
、
先
ん
じ

て
お
念
仏
に
生
き
て
く
だ
さ
っ
た
（
く
だ
さ
っ

て
い
る
）
方
々
と
重
な
ら
な
い
な
ら
、
教
説
を

通
し
て
浄
土
を
願
う
と
い
う
こ
と
は
困
難
だ
と

思
い
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
の
浄
土
荘
厳
を
読
ん

だ
と
し
て
も
、「
美
し
い
世
界
が
説
か
れ
て
い
る

な
あ
」
と
い
う
感
想
で
止
ま
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

経
典
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
感

情
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
は
当
然
で
す
し
、
大

事
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
極
楽
と
し
て
説
か

れ
て
い
る
教
説
と
、
私
た
ち
に
先
ん
じ
て
念
仏

に
生
き
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
が
表
わ
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
世
界
・
生
活
と
が
重
な
っ
て
い
た

だ
か
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
、
そ
の
教

説
が
「
浄
土
願
生
の
心
を
呼
び
起
こ
す
教
説
」

と
し
て
い
た
だ
か
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
浄
土
荘
厳
の
教
説
は
、

念
仏
に
生
き
た
人
々
と
の
出
あ
い
を
抜
き
に
い

た
だ
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
え
ま
す
。

「
浄
土
へ
の
思
い
」
を

起
こ
さ
せ
る
も
の

『
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
浄
土
は
、
先

ん
じ
て
本
願
念
仏
に
生
き
て
く
だ
さ
っ
た
方
々

の
上
に
表
さ
れ
て
い
る
世
界
・
生
活
と
し
て
の

浄
土
で
す
。

具
体
的
に
申
し
ま
す
な
ら
、
親
鸞
聖
人
や
蓮

如
上
人
の
上
に
私
た
ち
が
感
じ
、
い
た
だ
か
れ

る
世
界
・
生
活
。
さ
ら
に
は
、
念
仏
に
生
き
て

い
か
れ
た
ご
門
徒
さ
ん
や
身
近
な
方
々
等
々
。

そ
う
い
っ
た
方
々
の
姿
と
教
説
と
が
重
な
る
と

こ
ろ
に
、『
阿
弥
陀
経
』
の
教
説
が
、
私
た
ち
に

浄
土
願
生
の
心
を
起
こ
さ
せ
る
教
説
に
な
る
わ

け
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
ま
た
逆
に
、『
阿
弥
陀
経
』
に
荘
厳
と

し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
仏
に

生
き
ら
れ
た
方
々
の
生
涯
が
浄
土
の
徳
を
表
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ご
生
涯
と
し
て
い
た
だ
か

れ
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
極

楽
浄
土
の
教
説
と
念
仏
に
生
き
て
い
か
れ
た

方
々
と
の
間
に
は
、
相
互
関
係
が
あ
る
と
申
し

上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

第
十
一
回

二
〇
一
五
年
十
月
二
十
九
日（
木
）

『
阿
弥
陀
経
』に
説
か
れ
る「
浄
土
」

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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念
仏
は
「
称
名
」
だ
け
で
は
な
い

私
た
ち
は
「
念
仏
」
と
い
え
ば
、「
称
名
念

仏
」
の
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
今
日
は
、
イ
ン

ド
仏
教
に
お
け
る
念
仏
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
滅
後
、
先
に
経
典
が
、
そ
の

後
に
仏
像
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
人
々

は
そ
れ
ら
を
読
ん
だ
り
拝
ん
だ
り
す
る
中
で
、そ

こ
に
表
現
さ
れ
た
仏
を
思
い
描
き
、
法
に
触
れ

よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
今
で
は

「
観
仏
三
昧
」
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は

「
念
仏
」
の
一
つ
の
形
な
の
で
す
。

「
念
仏
」
の
「
念
」
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
も
、

漢
字
の
意
味
で
も
、「
思
い
出
す
、
思
い
起
こ

す
」
と
い
う
こ
と
と
、「
忘
れ
ず
に
思
い
続
け
る
、

記
憶
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
念
仏
と
は
「
出
あ
っ
た
仏
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
思
い
続
け
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
仏
を
思
い

出
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま

さ
に
三
昧
（
精
神
集
中
し
て
一
つ
の
対
象
に
思

い
を
か
け
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で

す
か
ら
念
仏
は
本
来
、
三
昧
な
の
で
す
。

で
は
、「
称
名
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
実
は

名
前
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
念
仏
三
昧
の

一
部
だ
っ
た
の
で
す
。
仏
の
こ
と
を
思
う
の
に
、

座
っ
て
瞑
想
し
な
が
ら
と
い
う
こ
と
で
す
が
、口

に
出
し
て
称
え
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
入
り
口

に
あ
り
ま
し
た
。

た
だ
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
よ
う
に
仏

の
名
号
を
口
に
称
え
る
と
い
う
こ
と
が
実
際
に

い
つ
の
時
代
に
始
ま
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、ハ

ッ
キ
リ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
の
文
献
に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
表
現
が
見
当
た
ら
な

い
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
私
の
考
え
で
す
が
、
あ

ま
り
に
も
当
た
り
前
だ
か
ら
残
っ
て
い
な
い
の

か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
口
に
「
南
無
仏
」
と
称
え
る
こ
と

は
、
イ
ン
ド
の
文
献
に
よ
く
出
て
き
ま
す
。
三

帰
依
文
は
口
に
称
え
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
中

に
「
南
無
帰
依
仏　

南
無
帰
依
法　

南
無
帰
依

僧
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。
他
に
も
、

「
南
無
仏
陀
」
と
い
う
表
現
は
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
仏
の
名
前
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、イ

ン
ド
で
作
ら
れ
た
『
仏
名
経
』
と
い
う
経
典
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
、
未
来
・
過
去
・
現
在

の
仏
や
、
東
西
南
北
な
ど
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
た

く
さ
ん
の
仏
の
名
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
経
典

中
に
出
て
く
る
仏
の
名
の
前
に
は
「
南
無
」
が

付
い
て
い
ま
せ
ん
が
、「
南
無
」
を
含
め
た
上
で

仏
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ

い
で
し
ょ
う
。

正
し
い
念
仏
？　

間
違
っ
た
念
仏
？

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、「
で
は
称

名
念
仏
は
ダ
メ
な
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
が
出

て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
称
名
念
仏

は
未
熟
な
修
行
者
た
ち
が
す
る
べ
き
劣
っ
た
行

だ
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。「
観
相
な
ど
を
捨

て
、
仏
の
名
前
を
呼
ぶ
だ
け
で
救
わ
れ
る
わ
け

が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
議
論
も
さ
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
私
は
、
称
名
念
仏
は
ダ
メ
だ
と
い
う

よ
う
な
善
悪
を
判
断
す
る
た
め
に
イ
ン
ド
の
念

仏
を
お
話
し
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
逆
も
同
様
で
す
。
称
名
念
仏
は
他
力
だ
か
ら

よ
く
て
、
観
仏
（
念
仏
）
三
昧
は
自
力
だ
か
ら

ダ
メ
だ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
だ
け
で
ど
う
し
て
救
わ

れ
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
、
今
言
っ

た
よ
う
な
仏
の
こ
と
を
思
う
、
そ
の
世
界
を
思

い
忘
れ
な
い
で
ず
っ
と
持
つ
と
い
う
流
れ
が
あ

る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
浄

土
教
の
祖
師
た
ち
は
そ
の
流
れ
を
称
名
念
仏
に

定
め
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
念
仏
が
自
力
だ
っ
た
か
ら
、
そ

れ
と
は
異
な
る
称
名
念
仏
を
作
っ
た
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
力
の
念
仏
で
も
最
終

的
に
結
果
と
し
て
他
力
だ
っ
た
と
気
付
い
て
い

く
。
そ
れ
が
縁
起
を
説
く
仏
教
の
当
然
の
帰
結

で
す
。「
自
分
」
は
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
頭
が

下
が
る
所
に
落
ち
着
い
て
い
く
。
そ
う
い
う
中

身
を
持
っ
た
上
で
、「
な
ぜ
称
名
念
仏
だ
け
で
救

わ
れ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

観
仏
三
昧
は
ダ
メ
な
の
か
？

浄
土
真
宗
の
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、「
観

仏
」
と
「
見
仏
」
と
し
て
違
い
を
考
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。「
観
」
と
「
見
」
の
違
い
は
聴
・

聞
と
同
じ
で
す
。「
聴
」
と
は
聞
く
、「
聞
」
は

聞
こ
え
て
く
る
こ
と
。「
観
」
は
見
る
こ
と
で
自

力
、「
見
」
は
現
れ
て
く
る
こ
と
で
他
力
と
い
う

理
解
で
す
。
し
か
し
観
仏
三
昧
に
お
い
て
も
私

が
仏
を
見
る
の
で
は
な
く
、
仏
が
向
こ
う
か
ら

現
れ
て
く
だ
さ
る
。
つ
ま
り
結
果
は
他
力
だ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

念
仏
（
観
仏
）
三
昧
と
い
う
の
は
、
仏
が
現

れ
て
下
さ
る
く
ら
い
に
私
た
ち
は
仏
の
こ
と
を

思
い
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
仏
は
「
法
」
だ
か
ら
で
す
。
法
（
真
実
）

と
い
う
も
の
は
、
向
こ
う
か
ら
姿
を
現
す
か
ら

法
と
言
う
の
で
す
。
私
た
ち
が
作
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
法
と
出
あ
う

た
め
に
、
念
仏
三
昧
が
説
か
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
観
仏
も
称
名
も
結
果
が
同

じ
所
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
力
の
表
現
で
あ
る

称
名
念
仏
が
、
よ
り
精
密
な
仏
道
を
表
わ
す
も

の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
本
願
他
力
を
い
た
だ
い
た
立
場
か
ら

仏
道
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
必
然
的
な
帰
結
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
十
二
回

二
〇
一
五
年
十
一
月
十
三
日（
金
）

称
名
念
仏
の
背
景

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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【
御
遠
忌
に
主
体
的
に
関
わ
り
た
い
】

研
究
生
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
取
り

組
ん
で
い
る
「
真
宗
門
徒
講
座
」。
こ
の
講
座
は

“
真
宗
門
徒
の
暮
ら
し
と
つ
と
め
”
を
テ
ー
マ
と

し
て
名
古
屋
別
院
が
主
催
し
、
企
画
運
営
は
研

究
生
が
中
心
と
な
り
行
っ
て
い
る
。
今
年
度
は

御
遠
忌
お
待
ち
受
け
事
業
と
位
置
づ
け
、「
書
い

て
味
わ
う
正
信
偈
」
と
題
し
開
講
し
て
き
た
。

講
座
で
は
、
ま
ず
荒
山
主
幹
に
よ
る
正
信
偈

の
講
義
を
聞
き
、
正
信
偈
を
書
写
し
、
研
究
生

の
進
行
の
も
と
座
談
を
行
う
。
全
十
一
回
の
講

座
が
終
了
し
た
時
に
は
、
自
分
が
書
写
し
た
勤

行
本
が
出
来
上
が
り
、
そ
の
手
づ
く
り
の
勤
行

本
を
持
参
し
て
御
遠
忌
法
要
に
お
参
り
し
よ

う
！
と
い
う
企
画
を
立
て
た
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
“
何
か
物
足
り
な

い
”
と
、「
も
っ
と
研
究
生
が
主
体
的
に
、
な
お

か
つ
、
一
年
間
共
に
学
ん
で
き
た
受
講
者
と
と

も
に
、
御
遠
忌
法
要
を
お
迎
え
し
た
い
」
と
い

う
思
い
が
、
こ
の
た
び
の
演
劇
企
画
へ
の
挑
戦

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

【
演
劇
に
込
め
た
願
い
】

演
劇
の
テ
ー
マ
を
発
案
し
た
堂
宮
研
究
生
は
、

友
人
の
結
婚
披
露
宴
に
出
席
し
た
際
、
親
族
や
友

人
、
職
場
の
同
僚
な
ど
、
様
々
な
人
た
ち
が
新
郎

新
婦
を
祝
福
す
る
姿
を
見
て
、
私
た
ち
を
成
り
立

た
せ
て
い
る
縁
あ
る
人
た
ち
と
の
つ
な
が
り
に
感

動
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
人
間
関
係
を
切
り

捨
て
て
い
く
よ
う
な
私
た
ち
の
在
り
方
を
見
つ
め

な
お
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
そ
う
だ
。

そ
の
思
い
か
ら
「
親
鸞
と
恵
信
尼
の
結
婚
披

露
宴
」
を
テ
ー
マ
に
演
劇
を
す
る
と
い
う
企
画

が
提
案
さ
れ
、
演
劇
経
験
者
で
あ
る
藤
原
研
究

生
が
台
本
を
つ
く
り
、
演
劇
初
体
験
の
研
究
生

た
ち
が
話
し
合
い
、
修
正
を
重
ね
、
立
ち
稽
古

に
励
ん
で
き
た
。

【
演
劇
後
の
同
朋
会
】

演
劇
の
後
は
、
劇
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
、
家

族
の
あ
り
方
、
御
遠
忌
テ
ー
マ
な
ど
に
つ
い
て
、

食
事
を
交
え
な
が
ら
演
劇
出
演
者
と
参
加
者
が

語
り
あ
う
同
朋
会
を
「
二
次
会
パ
ー
テ
ィ
ー   

―
飲
ん
で
、
食
べ
て
、
語
ら
っ
て
」
と
題
し
て

企
画
し
て
い
る
。

「
同
朋
会
」「
座
談
会
」
と
聞
く
と
、
何
か
難

し
い
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
敬
遠

さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
演
劇
と
い
う
ツ
ー

ル
を
通
し
て
、
ま
た
食
事
を
交
え
る
こ
と
で
、
互

い
に
語
り
合
う
こ
と
の
楽
し
さ
、
大
切
さ
を
感

じ
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
願
う
。

【
門
徒
講
座
の
受
講
者
で
御
遠
忌
団
参
】

門
徒
講
座
の
受
講
者
に
演
劇
の
宣
伝
を
し
た

と
こ
ろ
、「
演
劇
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
是
非
こ

の
メ
ン
バ
ー
で
法
要
に
も
お
参
り
し
た
い
」
と

の
要
望
が
出
さ
れ
、
門
徒
講
座
の
受
講
者
に
よ

る
団
体
参
拝
が
企
画
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
声
が
上
が
る
背
景
に
は
、
研
究

生
が
作
り
上
げ
て
き
た
受
講
者
と
の
関
係
が
う

か
が
え
る
。
本
番
で
は
、
演
劇
の
出
来
栄
え
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
観
客
と
の
関
係
に
も
注
目

し
て
い
き
た
い
。

【
研
究
生
の
姿
を
見
て
】

演
劇
「
親
鸞
・
恵
信
尼
結
婚
披
露
宴
」
を
成

功
さ
せ
る
た
め
、
週
に
何
度
も
集
ま
っ
て
い
る
。

最
初
は
、
研
究
生
一
人
一
人
が
ど
う
動
い
て

い
い
か
分
か
ら
ず
、
進
展
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
今
で
は
台
本
の
見
直
し
に
積
極

的
に
参
加
し
、
担
当
を
自
分
た
ち
で
決
め
、
そ

④

稽古は発声練習から始まる

　

御
遠
忌
期
間
中
の
四
月
二
十
九
日
（
金
）、
親
鸞
聖
人
と
恵
信
尼
の
結
婚
を
題
材
に
し
た
演
劇

が
企
画
さ
れ
て
い
る
の
を
ご
存
知
で
す
か
？　

演
じ
る
の
は
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
や
修
了
生
が

中
心
の
「
劇
団
Ｂ
Ｏ
Ｕ‘
Ｓ
」。
残
す
と
こ
ろ
一
か
月
を
切
り
、
本
番
へ
向
け
て
日
々
稽
古
を
重
ね

て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
研
究
生
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
教
化
推
進
要
員
よ
り
、
こ
の
た
び
の
企
画
の
経
緯

と
願
い
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

研究生報告

御
遠
忌
へ
向
け
て
の
研
究
生
の
取
り
組
み

　

演
劇
に
挑
戦
！�

劇
団
Ｂ
Ｏ
Ｕ‘
Ｓ
結
成
！

―�

互
い
を
認
め
、と
も
に
学
び
、と
も
に
歩
む�

―
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れ
ぞ
れ
が
責
任
を
持
っ
て
動
い
て
い
る
。
時
に

は
声
を
荒
げ
、
言
い
争
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
真
剣
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
証

だ
ろ
う
。

互
い
を
認
め
、
と
も
に
学
び
、
と
も
に
歩
ん

で
い
こ
う
と
し
て
い
る
彼
ら
の
姿
は
と
て
も
頼

も
し
く
見
え
る
。

研
究
生
た
ち
に
よ
る
演
劇
「
親
鸞
・
恵
信
尼

結
婚
披
露
宴
」、
是
非
見
に
き
て
く
だ
さ
い
。

（
教
化
推
進
要
員　

加
藤
淨
恵
）

⑤

親鸞役

荒山 優
（第９期研究生）

「親鸞聖人を演じる」という、平常
まず考えられない機会をいただきまし
た。ましてや、資料的にも乏しい「結
婚」というテーマに、皆で悪戦苦闘す
る毎日です。
親鸞、恵信尼という人物を知るに

は、お二人が出会われた人々、世界を
知ることが大きなきっかけになるよう
に思います。
より良い形で皆様にお見せできるよ

う、スタッフ一同精進してまいります。

脚本

藤原 猶誠
（第９期研究生）

親鸞・恵信尼結婚披露宴をやりた
い？現実味のない企画なのに、やって
みたいことや提案がどんどん出てくる。
そんな思いからこの芝居が出来上がり
つつあります。
メンバーのほとんどが初めての舞台。

発声練習から始め、稽古に稽古を重ね
てきました。
上演まで残り１か月！お楽しみに！
（間に合うかなぁ……？）

劇団BOU’S 代表

堂宮 淳賢
（第９期研究生）

もし、親鸞聖人が現代に生きておら
れたら、結婚披露宴にはどんな仲間が
集い、どのように祝福したでしょうか。
「親鸞聖人の結婚」という課題を通して
「ともに生きる」ことの意味を確かめま
す。
教化センター研究生を中心とした若

手僧侶劇団「劇団BOU’S」が親鸞聖人
へのあふれる思いを込めて熱演します。
ご期待ください！

「劇団ＢＯＵ’Ｓ」劇団員
上段左より：水野 拓磨、寺西 修司、加藤 博証、石原 唯和、鍋野 了悟、田島 晶、小塚 順
下段左より：加藤 淨恵、玉腰 暁広、藤原 猶誠、堂宮 淳賢、荒山 優、本多 摩耶、菱川 俊
荒山 淳、飯田 真宏、林 博行、二村 和敬、安部 淳、小嶋 朋大、花園 盛二、荒山 華枝

みなさまのご来場をお待ちしてます！

申込み・問い合わせ
御遠忌「行事部」
ＴＥＬ：052-331-9578
ＦＡＸ：052-331-9579

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 ―」

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 ―」

2016年4月29日（金・祝）　東別院ホール（東別院会館３階）
　① 演劇「親鸞・恵信尼 結婚披露宴」入場無料（要整理券）・定員400名
　　 開場16：00／開演16：30（終了17：30）
　② 二次会パーティー「飲んで、食べて、語らって」

※二次会の整理券は完売いたしました。 
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＊
は
じ
め
に

今
年
度
の
「
平
和
展
」
は
、
名
古
屋
教
区
・

名
古
屋
別
院 

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御

遠
忌
法
要
の
記
念
行
事
「
東
別
院
広
場
」
の
ひ

と
つ
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

テ
ー
マ
は
、「
け
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
」。
宗
祖

の
御
遠
忌
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
感
じ
る
方
も

お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
こ

に
は
「
平
和
展
」
を
通
じ
て
伝
え
た
い
と
考
え

る
課
題
が
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
ど
う
し
て

葬
儀
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
と
い
う
疑
問
に
真

宗
門
徒
と
し
て
応
え
る
な
ら
ば
、
亡
き
人
の
死

を
機
縁
と
し
て
真
実
の
教
え
に
出
遇
い
、
ひ
ら

か
れ
て
行
く
歩
み
に
あ
り
ま
す
。
御
遠
忌
の
意

味
も
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
り
、
親
鸞
聖
人
と
直
接

的
な
関
係
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
法
に
生
き

る
の
で
す
。
歩
み
を
あ
ら
た
に
始
め
る
こ
の
機

縁
に
あ
た
っ
て
、
戦
争
遂
行
に
不
都
合
な
親
鸞

聖
人
の
み
教
え
が
「
け
さ
れ
」
て
し
ま
っ
た
事

実
を
見
つ
め
な
お
す
こ
と
の
重
要
性
を
問
い
直

し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

＊
何
を
「
け
し
た
」
の
？

で
は
、
親
鸞
聖
人
の
何
を
「
け
し
た
」
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
象
徴
的
な
出
来
事
が
「
聖
典

削
除
」
で
す
。「
聖
典
」
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
大

切
に
さ
れ
た
経
典
や
、
書
き
残
さ
れ
た
『
教
行

信
証
』
な
ど
の
著
作
等
、
一
連
の
経
文
類
を
指

し
ま
す
。
こ
の
中
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
行
実
が

記
さ
れ
た
『
御
伝
鈔
』
の
「
主し
ゅ

上し
ょ
う

臣し
ん

下か

、
背
ほ
う
に
そ
む
き

レ
法

違ぎ
に
い
し

レ
義
、
成
い
か
り
を
な
し
あ
た
を
む
す
ぶ

レ
忿
結
レ
怨
」
と
い
っ
た
、
時
の
体

制
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
見み

做な

し
た
文
言
を
不
拝
読

に
す
る
行
為
の
こ
と
で
す
。
大
谷
派
は
一
八
七

三
（
明
治
六
）
年
二
月
、『
御
伝
鈔
』
と
『
御

文
』
の
一
部
分
を
読
誦
禁
止
と
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
翌
年
四
月
に
取
り
消
さ
れ
ま
す
。
明
治

維
新
直
後
の
混
乱
期
を
背
景
と
す
る
出
来
事
で

し
た
が
、
同
じ
よ
う
に
も
う
一
度
、「
聖
典
削

除
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）

年
十
月
に
『
御
伝
鈔
』
の
拝
読
禁
止
が
口
達
さ

れ
た
の
で
す
。

＊
進
ん
で
戦
争
加
担

こ
の
「
聖
典
削
除
」
は
戦
争
協
力
の
一
環
で

し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
「
戦
時
教
学
」
の
あ
り

方
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
、
国
家
に
よ
っ
て
無

理
矢
理
や
ら
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

こ
れ
ま
で
の
「
平
和
展
」
か
ら
見
え
て
く
る
の

は
、
少
な
く
と
も
無
理
矢
理
や
ら
さ
れ
た
、
教
団

存
続
の
た
め
の
行
為
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
同
じ
み
教
え
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る

高
田
派
な
ど
の
真
宗
教
団
が
削
除
を
見
送
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
他
派
に

先
駆
け
た
行
動
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

教
学
的
な
戦
争
協
力
は
「
戦
時
教
学
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

（
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
二
月
八
日
〜
）

の
時
に
構
築
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

清
戦
争
の
際
に
す
で
に
戦
争
を
可
と
す
る
教
学

を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
教
学
を
社
会
的

に
実
践
し
て
お
り
、
日
露
戦
争
を
経
て
、「
満
洲

事
変
」（
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
九
月
十
八

日
）
に
始
ま
る
十
五
年
戦
争
期
（
〜
一
九
四
五

（
昭
和
二
十
）
年
八
月
十
五
日
）
に
「
戦
時
教

学
」
は
最
盛
期
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
天

皇
の
政
道
を
中
心
と
す
る
「
皇
道
真
宗
」
の
名

乗
り
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
行
き
ま
し
た
。

＊
英
霊
顕
彰

「
満
洲
事
変
」
に
よ
っ
て
占
領
地
が
拡
大
す
る

と
と
も
に
大
谷
派
の
活
動
地
域
も
拡
が
り
ま
し

た
。
上
海
別
院
な
ど
主
要
な
別
院
に
は
、
戦
死

者
の
遺
骨
が
集
め
ら
れ
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

遺
骨
と
な
っ
て
帰
国
し
た
軍
人
は
「
英
霊
」
と

し
て
供
養
さ
れ
ま
し
た
。
本
山
東
本
願
寺
で
は

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
三
月
二
十
日
に
「
日

支
事
変
殉
国
戦
病
死
者
追
弔
大
法
要
」
を
厳
修

し
ま
し
た
。
伊
勢
神
宮
祭
主
を
務
め
た
久く
に
の
み
や

邇
宮

多た

嘉か

王お
う

な
ど
来
賓
約
三
百
人
、
遺
族
参
拝
七
百

人
以
上
が
参
列
す
る
中
、
飛
行
機
か
ら
追
弔
ビ

ラ
を
配
布
し
、
大
谷
中
学
、
大
谷
女
学
校
、
日

曜
学
校
生
徒
ら
約
千
人
が
「
弔
」
字
型
に
整
列

す
る
な
ど
、
大
法
要
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
盛
大

に
執
り
行
い
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派
は
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年

ご
ろ
か
ら
「
英
霊
」
の
収
骨
と
位
牌
を
安
置
し
、

功
績
を
讃た
た

え
る
施
設
「
忠
霊
殿
」
を
東
本
願
寺

内
に
設
置
す
る
こ
と
を
計
画
し
ま
し
た
。「
英

霊
」
と
は
、
戦
死
者
な
ど
の
「
霊
」
を
敬
っ
た

言
葉
で
す
。
国
家
の
為
に
死
ん
だ
こ
と
か
ら
、一

般
的
な
死
よ
り
も
上
位
に
置
か
れ
て
お
り
、
靖

国
神
社
に
祭
ら
れ
る
対
象
（
祭
神
）
に
も
な
り

ま
し
た
。「
忠
霊
殿
」
は
、
宗
議
会
で
「
霊
」
と

い
う
概
念
に
つ
い
て
疑
問
が
出
さ
れ
た
こ
と
か

ら
「
表
忠
殿
」
へ
と
名
称
変
更
さ
れ
、
阿
弥
陀

堂
の
南
側
に
設
置
す
る
予
定
で
し
た
。
し
か
し
、

戦
況
悪
化
に
よ
る
物
資
不
足
を
背
景
に
し
て
、

完
成
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
し
、「
英
霊
」
を
収
骨
す
る
動
き
そ
の
も

の
は
竣
工
に
先
立
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
英
霊
」
へ
の
追
悼
と
感
謝
は
本
山
を
中
心
と
し

て
全
国
各
地
で
行
わ
れ
、
戦
死
者
家
族
を
慰
問

し
ま
し
た
。

＊
国
家
に
奉
仕
す
る
大
谷
派

こ
う
し
た
大
谷
派
の
活
動
は
、
国
家
へ
の
奉

公
で
も
あ
り
ま
し
た
。
日
中
戦
争
（
一
九
三
七

年
七
月
七
日
〜
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
）
が

始
ま
る
と
、第
一
次
近
衛
内
閣
は
一
九
三
七（
昭

第
27
回
平
和
展

「
け
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
」

大谷派の
近現代史

大谷中学、大谷女学校、皆山、稚松両小学校生徒
及び幼稚園、日曜学校生徒等約一千名の『弔』字
型整列（本堂前白砂）
『真宗』1932（昭和７）年３月号

表忠殿の設計図
『真宗』1940（昭和15）年１月号
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和
十
二
）
年
九
月
か
ら
国
民
精
神
総
動
員
の
政

策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
大
谷
派
は
こ
れ
に
応

え
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
度
以
後
の
布
教

目
標
「
同
信
報
国
」
を
基
に
、「
同
信
報
国
運
動
」

を
展
開
。「
今
や
帝
国
が
折

し
ゃ
く

伏ぶ
く

の
利
剣
を
執
っ
て

起
て
る
の
は
、
固
よ
り
平
和
建
設
の
方
便
な
り
。

断
じ
て
支
那
民
衆
を
憎
悪
す
る
報
復
に
非
ず
」

と
、
中
国
人
を
殺
害
す
る
こ
と
は
折
伏
で
あ
る

と
、
仏
説
と
結
び
つ
け
て
肯
定
し
ま
し
た
。

＊
皇
道
真
宗
の
名
の
り

一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
十
二
月
に
入
る

と
、
本
山
東
本
願
寺
の
山
門
前
に
「
皇こ
う

威い

宣せ
ん

揚よ
う

」

（
天
皇
の
力
を
は
っ
き
り
と
示
す
）・「
挺て
い

身し
ん

殉じ
ゅ
ん

国こ
く

」（
自
ら
進
み
出
て
国
の
た
め
に
命
を
投
げ
出

す
）・「
生
し
ょ
う

死じ

超ち
ょ
う

脱だ
つ

」（
生
や
死
に
と
ら
わ
れ
な

い
）
の
看
板
を
か
か
げ
て
、
戦
争
布
教
を
活
動

の
中
心
に
据
え
ま
し
た
。
一
九
四
三
（
昭
和
十

八
）
年
三
月
に
行
わ
れ
た
宗
議
会
は
「
決
戦
宗

議
会
」
と
銘
打
た
れ
、「
皇
道
真
宗
」
と
い
う
戦

争
の
主
体
的
立
場
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
並
び
ま
し

た
。
大
谷
派
の
運
営
は
「
決
戦
」
が
主
で
あ
り
、

同
時
に
、
大
谷
派
が
浄
土
の
真
実
を
求
め
る
浄

土
真
宗
か
ら
、「
皇
道
真
宗
」
へ
と
変
節
し
た
こ

と
を
公
式
に
表
明
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
戦

争
を
肯
定
す
る
戦
争
布
教
を
確
実
な
も
の
と
し

て
、
戦
艦
を
国
に
献
納
し
よ
う
と
す
る
「
建
艦

翼
賛
運
動
」
な
ど
社
会
的
実
践
が
ま
す
ま
す
盛

ん
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

＊�

国
家
の
要
請
と
大
谷
派�

「
建
艦
翼
賛
運
動
」
の
開
始

一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
十
一
月
二
十
六

日
、
文
部
大
臣
は
各
宗
教
団
体
の
代
表
を
一
堂

に
集
め
、
よ
り
一
層
の
戦
争
協
力
を
要
請
し
ま

し
た
。
軍
用
機
（
戦
闘
機
）
の
献
納
を
申
し
出

る
宗
派
が
多
く
を
占
め
る
中
で
、
大
谷
派
は
よ

り
高
額
の
軍
艦
の
献
納
を
申
し
出
た
よ
う
で
す
。

「
建
鑑
翼
賛
運
動
」
は
、
同
年
十
二
月
一
日
に
発

表
さ
れ
、
数
か
月
で
百
万
円
（
現
在
の
貨
幣
価

値
で
お
よ
そ
三
十
億
円
）
を
集
め
、
一
九
四
三

（
昭
和
十
八
）年
五
月
三
十
一
日
に
海
軍
の
も
と

に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。
続
け
て
行
わ
れ
た
第
二

次
運
動
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
二
倍
三
倍
の
成

績
」
を
目
標
と
し
ま
し
た
。
こ
の
運
動
へ
の
動

機
付
け
は
、「
朝
家
の
御
た
め
国
民
の
た
め
に
、

念
仏
を
も
う
し
あ
わ
」
す
と
い
う
親
鸞
聖
人
の

み
教
え
の
一
部
分
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、

「
皇
道
真
宗
の
面
目
」
と
喧
伝
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
大
谷
派
教
団
の
活
動
は
、
敗
戦
ま

で
継
続
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

平
和
へ
の
願
い
は
、「
け
さ
れ
」
て
い
た
の
で
す
。

＊
二
枚
舌
の
平
和
論

お
お
む
ね
、
以
上
の
様
な
流
れ
を
取
り
上
げ

る
「
第
二
十
七
回
平
和
展
」
は
、
過
去
を
取
扱

い
ま
す
が
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
を
課
題
に
し

て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
二
十
七
年
間
に
わ
た
る

「
平
和
展
」
の
営
み
に
貫
か
れ
て
き
た
課
題
は
、

平
和
へ
の
願
い
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
常
日

頃
か
ら
親
鸞
聖
人
を
讃
嘆
し
、
平
和
や
人
権
の

大
切
さ
を
口
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
そ
の
場
」

に
な
っ
た
ら
口
を
噤つ
ぐ

ん
で
し
ま
い
た
く
な
る
こ
と

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
容
認
や
特
定
秘
密
保
護
法
の
制
定
、そ
し
て
憲

法
改
正
の
動
き
に
あ
っ
て
も
、
平
和
を
願
う
声

を
途
絶
え
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

＊
寄
贈
資
料
を
生
か
す

最
後
に
付
記
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
先
に
も
触
れ
ま
し
た
「
忠
霊
殿
」
へ
の

納
骨
申
請
用
紙
な
ど
の
原
資
料
の
存
在
で
す
。

こ
の
資
料
は
、
昨
年
、
門
徒
よ
り
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。
一
人
の
若
者
が
出
征
し
、
中
国
で
戦
死

し
、
葬
儀
を
終
え
た
後
に
靖
国
神
社
へ
合
祀
さ

れ
る
ま
で
の
一
連
の
遺
品
で
す
。
寄
贈
者
に
感

謝
を
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
「
平
和

展
」
を
通
じ
て
寄
贈
さ
れ
て
き
た
数
多
く
の
資

料
が
平
和
な
社
会
に
つ
な
が
る
一
助
と
な
る
こ

と
こ
そ
が
、
伝
道
活
動
の
意
味
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。 

（
研
究
員　

新
野
和
暢
）

⑦ 

第27回 平和展
（御遠忌記念行事「東別院広場」内）

「けされた親鸞聖人」
日時：４月22日㈮〜４月24日㈰
　　　４月26日㈫〜５月１日㈰
　　　10時〜17時（５月１日は14時30分まで）

会場：東別院会館２階　　　　
　　　「蓮・橘・東側ロビー」

戦死者に読経する従軍僧侶
『東本願寺　上海開教六十年史』上海別院発行

1937（昭和12）年８月20日

『真宗』1943（昭和18）年７月号

中国で戦死した門徒の葬儀の写真
表忠殿の遺骨袋と申請書
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一
　
聖
徳
太
子
影
像

稲
沢
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
真
宗
寺
院
什
物

調
査
報
告
書
』（
昭
和
六
〇
年
、
稲
沢
市
教
育
委

員
会
）
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
中
世
の
氷
室
村

に
は
寺
院
が
五
か
寺
あ
っ
た
が
、
木
曽
川
氾
濫

の
た
め
に
全
て
他
へ
移
転
し
た
。
そ
こ
で
、
せ

め
て
村
内
に
一
か
寺
は
と
の
こ
と
で
、
桜
井
家

（
浄
福
寺
住
職
家
）の
祖
先
が
建
立
し
た
の
が
浄

福
寺
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
釈
慶
信
を
開

基
と
し
、
そ
の
慶
信
は
天
正
九
（
一
五
八
一
）

年
没
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
開
創
は
一
六
世
紀

中
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
註1
。

た
だ
同
寺
に
は
、
写
真
①
の
聖
徳
太
子
影
像

（「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
」
展
出
陳
予
定
）
が

伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
柄
香
炉
を
も
っ
て
正

面
向
き
に
立
つ
孝
養
太
子
像
で
、
初
期
真
宗
の

法
宝
物
に
よ
く
見
ら
れ
る
太
子
像
で
あ
る
。
画

絹
の
状
態
か
ら
も
一
四
世
紀
後
半
の
も
の
と
考

え
ら
れ
、
初
期
真
宗
が
聖
徳
太
子
信
仰
と
密
接

な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、お

そ
ら
く
浄
福
寺
開
創
に
先
立
ち
、
こ
の
地
に
あ

っ
た
太
子
堂
を
も
と
と
す
る
よ
う
な
真
宗
道
場

が
存
在
し
、
そ
こ
に
奉
掛
さ
れ
て
い
た
も
の
が

浄
福
寺
に
受
け
継
が
れ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
註2
。

二
　
方
便
法
身
尊
像

次
に
、
本
稿
の
主
目
的
で
あ
る

「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
」展
出
陳

予
定
の
同
寺
所
蔵
の
方
便
法
身
尊

像
を
紹
介
・
考
察
し
た
い
註3
。
写

真
②
に
有
る
よ
う
に
、
青
蓮
華
の

蓮
台
に
両
足
を
そ
ろ
え
て
正
面
向

き
に
立
ち
、
右
手
は
胸
前
に
上
げ
、

左
手
は
垂
れ
下
げ
て
、
と
も
に
親
指
と
人
差
し

指
を
合
わ
せ
る
摂
取
不
捨
印
（
来
迎
印
）
を
結

ん
だ
阿
弥
陀
如
来
単
身
の
立
像
で
、
仏
身
は
金

色
、
頭
光
か
ら
は
四
十
八
条
の
光
明
が
上
下
左

右
に
放
た
れ
て
い
る
。
仏
身
高
（
頭
頂
部
か
ら

爪
先
ま
で
）
二
九
・
二
㎝
と
小
振
り
だ
が
、
蓮

如
上
人
継
職
以
降
、
本
願
寺
末
の
寺
院
・
道
場

に
本
尊
と
し
て
下
付
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
絵
像

の
様
式
で
あ
る
。
蓮
如
上
人
以
降
の
本
願
寺
住

持
は
こ
の
様
式
の
阿
弥
陀
如
来
絵
像
に
裏
書
を

施
し
、「
方
便
法
身
尊
像
」
あ
る
い
は
「
方
便
法

身
尊
形
」
と
い
う
名
で
盛
ん
に
下
付
し
た
。
裏

書
は
蓮
如
上
人
以
降
ほ
ぼ
定
型
化
し
て
お
り
、

上
段
中
央
に
下
付
法
宝
物
の

名
称
、
下
段
に
右
か
ら
住
持
の

署
判
（
署
名
・
花
押
）、
下
付

年
月
日
、
手
次
関
係
、
宛
所
、

願
主
名
が
記
さ
れ
た
。

た
だ
、
残
念
な
が
ら
こ
の
方

便
法
身
尊
像
に
は
裏
書
が
伝

わ
っ
て
お
ら
ず
、
正
確
な
下
付

年
代
は
特
定
で
き
な
い
。
し
か

し
、
四
十
八
条
の
光
明
の
う

ち
、
阿
弥
陀
如
来
像
の
頭
上
か

ら
真
上
に
放
た
れ
る
光
明
一
条

と
、
蓮
台
の
中
央
か
ら
真
下
に

放
た
れ
る
光
明
一
条
の
あ
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
実
は
、
吉

田
一
彦
・
脊
古
真
哉
・
小
島
惠

昭
氏
の
詳
細
な
調
査
研
究
に

よ
り
、
本
願
寺
下
付
の
方
便
法

身
尊
像
の
光
明
は
、
文
明
一
六

（
一
四
八
四
）
年
前
半
を
画
期

と
し
て
、
真
上
、
真
下
に
放
た

れ
る
様
式
か
ら
、
光
輪
上
方
は

中
央
か
ら
∨
字
型
に
、
蓮
台
下

方
は
同
じ
く
中
央
か
ら
∧
字
型

に
放
た
れ
る
様
式
に
変
化
す
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
て
い
る
註4
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
こ
の
方

便
法
身
尊
像
は
文
明
一
五
年
以
前
に
受
け
た
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
裏
面
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
料
紙（
写

真
③
）
に
も
注
目
さ
れ
る
。
左
端
に
あ
る
墨
痕

が
「
釋
□
□
（
花
押
）」
と
判
読
で
き
る
の
で
あ

る
。『
真
宗
寺
院
什じ

ゅ
う
も
つ物
調
査
報
告
書
』
で
は
こ
れ

を
教
如
上
人
の
署
判
と
推
測
し
て
い
る
が
、
む

し
ろ
次
に
見
る
よ
う
に
順
如
上
人
の
も
の
と
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も

註
４
『
蓮
如
方
便
法
身
尊
像
の
研
究
』
に
よ
っ

て
で
あ
る
が
、
従
来
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

⑧

「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
」展
に
よ
せ
て

　
　
　

― 

稲
沢
市・浄
福
寺
蔵
の
方
便
法
身
尊
像
に
つ
い
て
の一考
察 

―

尾張の真宗史

③
同　

裏
面
貼
紙
（
紙
本
墨
書
）
縦
二
三
・
八
㎝
×
横
一
六
・
八
㎝

Ａ　

順
如
上
人
署
判
（
滋
賀
県
長
浜
市
・
安
明
寺
蔵　

方
便
法
身
尊
像
裏
書
）

＊ 

註
４
『
蓮
如
方
便
法
身
尊
像
の
研
究
』

二
一
頁
よ
り
転
載
。

　
　
　
　
　
　
　
　
［　

］　　

［　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

］

文
［　
　
　
　
　
　
　
　

］

釋
□
□
（
花
押
）

①
聖
徳
太
子
影
像
（
絹
本
著
色
）
縦
九
〇
・
〇
㎝
×
横
三
一
・
四
㎝

＊
『
蓮
如
上
人
と
尾
張
』
三
六
頁
に
掲
載
。

②
方
便
法
身
尊
像
（
絹
本
著
色
）
縦
五
三
・
八
㎝
×
横
二
四
・
三
㎝

来
る
四
月
二
十
二
日
か
ら
五
月
一
日
に
わ
た
る
御
遠
忌
法
要
の
期
間
中
、
記
念
行
事
「
親
鸞
聖
人

と
尾
張
門
徒
―
そ
の
信
仰
の
す
が
た
―
」
展
が
開
催
さ
れ
、
主
に
尾
張
地
域
に
伝
わ
る
浄
土
真
宗
の

法
宝
物
史
料
が
展
示
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
・
旧
蓮
如
上
人
研
究
班

編
集
の
、『
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告　

第
四
集　

蓮
如
上
人
と
尾
張
』（
以
下
『
蓮
如

上
人
と
尾
張
』）
で
は
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
何
点
か
含
ま
れ
て
お
り
、
す
で
に
セ
ン
タ
ー
ジ

ャ
ー
ナ
ル
九
四
号
で
報
告
し
た
半
田
市
成
岩
本
町
・
無
量
壽
寺
所
蔵
の
法
宝
物
四
点
も
そ
れ
に
あ
た

る
。
本
稿
で
は
ひ
き
続
き
、
展
示
会
の
実
行
委
員
と
し
て
稲
沢
市
氷
室
町
・
浄
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
る

方
便
法
身
尊
像
を
紹
介
し
、
展
示
会
の
案
内
と
し
た
い
。
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順
如
上
人
裏
書
の
方
便
法
身
尊
像
が
存
在
す
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
あ
る

署
判
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
比
較
的

き
れ
い
に
残
っ
て
い
る
の
が
滋
賀
県
長
浜
市
・

安
明
寺
（
本
願
寺
派
）
の
裏
書
で
、
写
真
Ａ
が

そ
れ
で
あ
る
。
写
真
③
の
裏
面
料
紙
に
あ
る
署

判
は
剥
落
が
著
し
く
比
較
が
難
し
い
が
、
花
押

の
輪
郭
な
ど
は
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、

表
画
が
文
明
一
五
年
以
前
と
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
順
如
上
人
署
判
と
す
る
こ
と
は
可

能
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

順
如
上
人
は
現
在
、
本
願
寺
の
歴
代
に
数
え

ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
あ
ま
り
広
く
知
ら
れ
て

い
な
い
が
、
蓮
如
上
人
の
長
男
と
し
て
嘉
吉
二

（
一
四
四
二
）
年
に
生
ま
れ
、
文
明
一
五
（
一
四

八
三
）
年
五
月
、
山
科
本
願
寺
の
完
成
を
目
前

に
し
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
半
生
は
、
寛
正

の
法
難
［
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
］
で
破
却

さ
れ
た
本
願
寺
復
興
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
吉
田
氏

ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
文
明
二
（
一
四
七
〇
）

年
の
一
一
月
八
日
か
ら
一
二
月
二
七
日
の
間
に

本
願
寺
住
持
を
継
職
し
、
亡
く
な
る
ま
で
そ
の

職
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
註5
。

そ
し
て
、
順
如
上
人
の
死
後
、
再
び
蓮
如
上
人

が
復
職
し
、
方
便
法
身
尊
像
の
光
明
様
式
が
前

述
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
註6
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
こ
で
、
こ
の
順
如
上
人

署
判
の
入
っ
た
料
紙
は
何
か
、
と
い
う
問
題
を

検
討
し
て
み
よ
う
。
前
述
の
本
願
寺
下
付
物
の

裏
書
と
は
形
態
を
異
に
し
て
お
り
、
通
常
の
裏

書
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
註
５
の
吉
田

氏
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
順
如
上
人
発
給
の

法
名
下
付
状
註7
と
こ
の
料
紙
を
比
較
す
る
と
、
文

書
の
形
式
が
似
通
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の

料
紙
を
順
如
上
人
発
給
の
法
名
下
付
状
と
推
測

し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
順
如
上
人
発
給
の
法

名
下
付
状
を
、
同
じ
く
順
如
上
人
下
付
の
方
便

法
身
尊
像
に
貼
り
付
け
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
表
装
の
修
復
を
す
る
際
に
表
画
と

裏
書
が
錯
綜
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
注
意
が
必

要
だ
が
、
現
時
点
で
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み

た
い
。

よ
っ
て
、
こ
の
方
便
法
身
尊
像
は
お
そ
ら
く
、

一
章
で
述
べ
た
浄
福
寺
開
創
に
先
立
っ
て
こ
の

地
に
存
在
し
た
真
宗
道
場
の
本
尊
と
し
て
、
順

如
上
人
の
本
願
寺
住
持
就
任
期
に
授
与
さ
れ
、

そ
の
後
浄
福
寺
へ
受
け
継
が
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。 

三
　�

教
区
内
の
順
如
上
人
関
係
の
法
宝
物

最
後
に
、
名
古
屋
教
区
内
に
伝
わ
る
順
如
上

人
下
付
と
考
え
ら
れ
る
法
宝
物
二
点
を
参
考
と

し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
こ
の
二

点
は
す
で
に
『
蓮
如
上
人
と
尾
張
』（
四
一
頁
・

一
三
四
頁
）
に
掲
載
さ
れ
、
平
成
一
二
（
二
〇

〇
〇
）年
の
名
古
屋
別
院 
蓮
如
上
人
五
百
回
御

遠
忌
法
要
時
の
蓮
如
上
人
展
で
も

出
陳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
重
複
す

る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

ま
ず
一
点
目
は
、
一
宮
市
・
蓮

光
寺
に
伝
わ
る
方
便
法
身
尊
像

（
写
真
④
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧
蓮

如
上
人
研
究
班
に
よ
っ
て
、
名
古

屋
教
区
内
で
始
め
て
確
認
さ
れ
た

順
如
上
人
下
付
と
考
え
ら
れ
る
方

便
法
身
尊
像
で
あ
り
註8
、
セ
ン
タ
ー

ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
六
号
に
井
川
芳
治

氏
の
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
。

残
念
な
が
ら
裏
書
が
伝
わ
っ
て
い

な
い
が
、
表
画
の
真
上
と
真
下
に

放
た
れ
る
光
明
の
形
状
か
ら
文
明

一
五
年
以
前
の
も
の
と
見
受
け
ら

れ
る
。『
起
町
史 

下
巻
』
三
五
四

頁
（
昭
和
三
〇
年
、
尾
西
市
役
所
）
に
同
寺
の

宝
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
「
文
明
九
年
裏
書
阿

弥
陀
如
来
画
像
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
、
前
述

の
よ
う
に
文
明
九
年
は
順
如
上
人
の
本
願
寺
住

持
就
任
期
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の

方
便
法
身
尊
像
は
順
如
上
人
下
付
の
可
能
性
が

極
め
て
高
い
。

も
う
一
点
は
写
真
⑤
の
墨
書
六
字
名
号
で
あ

る
。
青
木
馨
氏
を
中
心
と
し
た
同
朋
大
学
仏
教

文
化
研
究
所
に
よ
る
、
蓮
如
上
人
か
ら
教
如
上

人
ま
で
の
本
願
寺
住
持
下
付
の
名
号
研
究
か
ら
、

こ
の
筆
跡
の
墨
書
六
字
名
号
が
順
如
上
人
筆
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
註9
。

東
区
・
法
善
寺
に
伝
わ
る
こ
の
名
号
は
比
較
的

大
振
り
で
あ
り
、
順
如
上
人
を
歴
史
的
に
正
し

く
評
価
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
重
要
な
法
宝

物
で
あ
る
。「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒
」
展
で
も

再
び
出
陳
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

 

（
研
究
員　

小
島　

智
）

⑨ 

１  

実
際
に
寺
号
を
名
乗
る
の
は
江
戸
期
で
、
こ
の
時
点

で
は
前
身
の
道
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

２  

ち
な
み
に
、
こ
の
影
像
に
は
外
箱
が
あ
る
よ
う
で
、

『
真
宗
寺
院
什
物
調
査
報
告
書
』（
七
七
頁
）
に
は
そ
の

箱
書
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
調
査
し
た
際
に

は
こ
の
箱
書
を
実
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
貴
重
な
記
録

で
あ
る
の
で
こ
こ
で
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

銘
「
聖
徳
太
子
御
真
筆

（
マ
マ
）
　
　

一
福

（
マ
マ
）」

　

 「
聖
徳
太
子
自
画
右
之
方
之
自
童
子
者
、
太
子
誕
生
之

像
、
左
之
惣
髪
茂
太
子
也
、
放
光
明
緋
之
衣
僧
形
者
南

岳
太
子
之
像
也
、
太
子
者
南
岳
之
垂
跡
也
」

３  

こ
の
方
便
法
身
尊
像
は
、
そ
も
そ
も
は
名
古
屋
教
区

教
化
セ
ン
タ
ー
・
旧
蓮
如
上
人
研
究
班
の
調
査
過
程
で
、

井
川
芳
治
氏
に
よ
っ
て
偶
然
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、『
蓮
如
上
人
と
尾
張
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
井
川
氏
よ
り
多

く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

４  

脊
古
真
哉
・
吉
田
一
彦
・
小
島
惠
昭
「
総
説　

本
願

寺
流
真
宗
と
方
便
法
身
尊
像
」（
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研

究
所
編
『
蓮
如
方
便
法
身
尊
像
の
研
究
』
二
〇
〇
三
年
、

法
蔵
館
）。

５  

吉
田
一
彦
「
本
願
寺
住
持
と
し
て
の
順
如
―
再
評
価

の
試
み
」（
註
４
前
掲
書
）。
ま
た
吉
田
氏
は
、
実
如
上

人
に
よ
っ
て
順
如
上
人
は
歴
代
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
し

て
い
る
。

６  

註
４
前
掲
論
文
。

７  

法
名
下
付
状
は
本
願
寺
住
持
が
法
名
を
授
与
す
る
と

き
に
発
給
さ
れ
る
文
書
で
、
蓮
如
上
人
発
給
の
も
の
か

ら
現
存
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
前
の
存
如
上
人
発
給

の
も
の
も
有
り
う
る
と
い
う
（
註
５
前
掲
論
文
）。

８  

よ
っ
て
浄
福
寺
蔵
の
方
便
法
身
尊
像
は
、
名
古
屋
教

区
内
の
順
如
上
人
下
付
と
考
え
ら
れ
る
二
幅
目
の
方
便

法
身
尊
像
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

９  

青
木
馨
「
墨
書
草
書
体
六
字
名
号
に
つ
い
て
」（
同
朋

大
学
仏
教
文
化
研
究
所
編
『
蓮
如
名
号
の
研
究
』
一
九

九
八
年
、
法
蔵
館
）。
ま
た
、
吉
田
一
彦
氏
も
註
５
前
掲

論
文
で
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

④
方
便
法
身
尊
像
（
絹
本
著
色
）

一
幅　

縦
八
九
・
三
㎝
×
横
三
五
・
五
㎝
（
一
宮
市
・
蓮
光
寺
蔵
）

⑤
順
如
上
人
筆
六
字
名
号
（
紙
本
墨
書
）

一
幅　

縦
九
五
・
〇
㎝
×
横
二
七
・
九
㎝
（
東
区
・
法
善
寺
蔵
）
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御
遠
忌
と
東
日
本
大
震
災

名
古
屋
教
区
・
名
古
屋
別
院 
宗
祖
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
の
計
画
を
進
め
る
中
、

行
催
事
の
中
に
東
日
本
大
震
災
を
取
り
上
げ
る

必
要
が
あ
る
と
の
声
が
あ
が
り
、
行
事
部
東
日

本
大
震
災
班
が
発
足
し
た
。

こ
れ
ま
で
教
区
内
有
志
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

に
所
属
し
、
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
現
代

社
会
に
顕
在
化
し
た
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
研
究

し
て
き
た
私
も
そ
こ
に
加
わ
っ
た
。
し
か
し
私
個

人
の
御
遠
忌
は
、
た
だ
静
か
に
親
鸞
聖
人
の
御
前

に
座
り
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
見
つ
め
直
し
た
い

と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
公
の
場
に
お
い
て

震
災
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
積
極
的
な
理
由

が
見
出
せ
な
か
っ
た
。
ま
か
り
間
違
え
ば
、
震
災

や
そ
れ
に
苦
し
む
方
々
を
利
用
す
る
だ
け
に
終
わ

り
は
し
な
い
か
と
い
う
危
惧
も
あ
っ
た
。

し
か
し
現
地
へ
行
く
た
び
に
投
げ
か
け
ら
れ

る
「
伝
え
て
ほ
し
い
」「
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
」

と
い
う
声
に
頷う

な
ずく
私
が
い
て
、
ま
た
戸
惑
う
私

が
い
る
。
何
を
伝
え
て
ほ
し
い
の
か
、
何
を
忘

れ
な
い
で
ほ
し
い
の
か
。
そ
の
言
葉
の
裏
に
隠

さ
れ
た
、
み
な
が
と
も
に
救
わ
れ
て
い
く
よ
う

な
世
界
の
希
求
を
、
現
地
の
方
々
自
身
も
な
か

な
か
言
葉
に
し
得
な
い
の
だ
。

周
囲
の
願
い
と
促
し
を
ご
縁
と
し
、
そ
の
言

葉
に
な
ら
な
い
葛
藤
を
私
だ
け
で
な
く
、
集
ま

っ
た
方
々
と
共
に
、
し
か
し
私
に
お
い
て
問
い

続
け
よ
う
と
歩
み
始
め
た
。

御
遠
忌
テ
ー
マ
の
確
か
め

ま
ず
催
事
①
（
別
記
）
に
お
い
て
講
師
を
担

当
し
、
御
遠
忌
テ
ー
マ
「
と
も
に
生
き
る
―
い

の
ち
の
つ
な
が
り
― 

」
を
自
明
の
も
の
と
し
よ

う
と
す
る
私
自
身
を
問
い
直
し
た
。
そ
れ
は
私

に
と
っ
て
、
誰
も
排
除
す
る
こ
と
の
な
い
「
同

朋
」
と
い
う
あ
り
方
の
模
索
で
あ
っ
た
。
具
体

的
に
は
、
被
災
し
た
当
事
者
と
被
災
し
て
い
な

い
私
の
立
場
と
を
ど
う
し
て
も
分
け
て
し
ま
う

自
身
の
意
識
の
問
題
。
そ
の
壁
を
越
え
る
も
の

は
何
か
。
そ
れ
を
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲

が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
何
か
。
そ
れ
を

参
加
者
と
共
に
問
い
直
し
た
い
と
願
っ
た
。
講

義
に
加
え
、
炊
き
出
し
（
一
緒
に
食
事
を
作
り
、

同
じ
鍋
の
ご
飯
を
い
た
だ
く
実
体
験
）
と
座
談
、

感
話
を
通
し
、
よ
り
深
く
確
か
め
合
っ
た
。

具
体
的
な
動
き
と
し
て
震
災
に
関
わ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
行
事
部
員
の
方
々
に
も
参
加
い
た

だ
き
、
声
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
み
な
そ
れ

ぞ
れ
の
問
題
や
課
題
を
背
負
っ
て
お
り
、
そ
の

課
題
と
御
遠
忌
テ
ー
マ
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が

っ
て
い
く
の
か
を
問
い
直
し
て
い
た
。
そ
の
姿

勢
か
ら
、
私
の
担
う
震
災
の
課
題
を
人
間
共
通

の
課
題
に
ま
で
掘
り
下
げ
よ
と
投
げ
か
け
ら
れ

て
い
る
と
感
じ
た
。

あ
の
時
の
私
を
思
い
出
す

各
々
が
各
々
の
課
題
を
生
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
確
か
め
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
教
区
教
化

委
員
会
都
市
教
化
部
門
に
て
行
な
わ
れ
て
き
た

「
災
害
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修
」
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
、

も
う
一
度
各
々
が
震
災
を
ふ
り
返
る
場
を
企
画

し
た
。

現
地
研
修
前
の
事
前
学
習
会
②
で
は
、
新
潟

中
越
地
震
を
き
っ
か
け
に
災
害
支
援
に
取
り
組

ん
で
こ
ら
れ
た
酒さ

か

井い

義よ
し
か
ず一

氏
（
東
京
教
区
存
明

寺
住
職
）
か
ら
、
氏
に
と
っ
て
の
三
月
十
一
日

の
意
味
、
支
援
活
動
を
始
め
た
き
っ
か
け
、
現

在
の
活
動
や
課
題
、
震
災
が
私
た
ち
に
問
い
か

け
て
い
る
こ
と
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
。
そ

の
後
の
座
談
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
の
日
あ
の

時
感
じ
た
こ
と
や
、
社
会
で
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
っ
た
の
か
を
思
い
出
し
、
語
り
合
っ
た
。

あ
の
時
、
私
や
世
界
中
の
人
々
を
動
か
し
た

「
心
」の
正
体
は
何

だ
っ
た
の
か
。
そ

し
て
そ
の
気
持
ち

と
、
と
も
す
れ
ば

忘
れ
た
い
と
思
う

私
の
葛
藤
を
ど
う

整
理
す
れ
ば
い
い

の
か
と
、
改
め
て

問
わ
れ
る
場
と
な

っ
た
。

と
も
に
現
地
に
足
を
運
ぶ

事
前
学
習
会
②
を
踏
ま
え
、
仙
台
に
あ
る
東

北
別
院
を
拠
点
に
し
て
福
島
、
宮
城
、
岩
手
の

三
県
に
赴
い
た
（
現
地
研
修
③
）。
参
加
者
に
よ

っ
て
現
地
入
り
の
回
数
は
異
な
る
。
今
回
初
め

て
現
地
に
入
る

方
も
多
か
っ
た
。

し
か
し
誰
に
と

っ
て
も
、
現
地

は
た
だ
震
災
か

ら
五
年
を
前
に

し
た
現
地
で
あ

っ
た
。
そ
の
大

地
を
踏
み
、
空

気
を
吸
い
、
そ

こ
で
ず
っ
と
暮
ら
し
て
き
た
方
々
と
出
あ
い
、そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
を
抱
い
た
。

宗
門
が
原
発
問
題
に
向
き
合
い
続
け
る
と
い

う
意
思
を
示
し
て
設
立
し
た
「
真
宗
大
谷
派
現

地
災
害
救
援
本
部 

福
島
事
務
所
」は
原
町
別
院

境
内
に
あ
る
。
そ
こ
を
訪
れ
る
方
々
に
語
り
続

け
る
木き

ノの

下し
た

秀ひ
で

俊と
し

氏
（
仙
台
教
務
所
非
常
勤
嘱

託
）
か
ら
は
、
震
災
と
原
発
事
故
の
間
近
に
い

て
何
を
見
て
、
何
を
感
じ
、
何
を
し
た
の
か
と

い
う
生
々
し
い
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

五
年
と
い
う
月
日
の
重
さ
が
、
氏
の
静
か
で
悲

し
み
を
湛た

た

え
た
語
り
口
に
滲に

じ

み
出
て
い
た
。

原
発
事
故
に
よ
り
直
接
被
害
を
受
け
た
方
々

の
中
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が
あ
り
、
感
情

が
あ
る
。
そ
れ
を
間
近
で
受
け
止
め
続
け
て
き

た
氏
の
葛
藤
は

ど
れ
ほ
ど
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。

居
住
地
や
仕
事
、

補
償
金
な
ど
の

境
遇
の
違
い
を
、

ど
う
し
た
ら
互

い
に
尊
重
し
分

か
り
合
っ
て
い

け
る
の
か
。
私

御
遠
忌
と
東
日
本
大
震
災

― 

行
事
部 

東
日
本
大
震
災
班
の
歩
み 

―

現代社会と
真宗教化

別院本堂前にて炊きだし体験

講師の酒井義一氏原町別院（福島県南相馬市）
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が
木
ノ
下
氏
の
立
場
だ
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
向

き
合
う
の
だ
ろ
う
か
。

お
寺
に
避
難

し
て
き
た
近
隣

住
民
に
庫
裏
を

開
放
し
た
正
德

寺
で
は
、
お
よ

そ
五
ヶ
月
に
わ

た
っ
て
百
五
十

人
か
ら
の
避
難

者
と
共
同
生
活

を
し
た
現
場
を

坊
守
の
千ち

葉ば

寿な
が

子こ

氏
に
案
内
し
て
も
ら
い
、
厨

房
で
炊
き
出
し
を
体
験
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

共
同
生
活
で
活
躍
し
た
厨
房
の
広
さ
と
器
具

の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
つ
つ
、
自
坊
の
現
状
と
照

ら
し
合
わ
せ
て
何
が
で
き
て
、
何
が
足
り
な
い

の
か
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

 

そ
の
後
、
非
日
常
で
あ
る
お
寺
で
の
共
同
生

活
の
中
で
の
様
々
な
出
来
事
を
話
し
て
い
た
だ

き
、
誰
も
が
依よ

り
処
を
求
め
、
人
と
関
わ
り
、
尊

厳
を
回
復
し
た
い
と
い
う
願
い
を
持
っ
て
い
る

こ
と
や
、
お
寺
が
そ
う
い
う
世
界
を
ひ
ら
く
場

と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え

て
い
た
だ
い
た
。

参
加
者
か
ら
は「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
、復

興
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
」「
震
災
の
悲
劇
や
今
の

現
実
を
受
け
止
め
て
暮
ら
す
方
々
が
そ
こ
に
い

た
」「
今
、
私
に
何
が
で
き
る
の
か
と
突
き
つ
け

ら
れ
た
」「
体
験
や
知
識
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」「
ガ
イ
ガ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
の
音
が
耳
か

ら
離
れ
な
い
」「
地
域
の
中
で
の
お
寺
の
役
割
を

考
え
さ
せ
ら
れ
た
」「
見
聞
き
し
た
こ
と
を
伝
え

た
い
」「
私
た
ち
は
未
来
に
何
を
残
し
て
い
け
る

の
か
」「
被
災
さ
れ
た
方
は
特
別
で
は
な
い
」「
無

念
だ
っ
た
ろ

う
」「
名
古
屋

で
も
い
つ
何
が

起
こ
る
か
わ
か

ら
な
い
」
な
ど

の
声
が
聞
か
れ

た
。短

い
研
修
で

あ
っ
た
が
、
現

地
に
と
も
に
身

を
置
き
、
各
々
に
去
来
し
た
思
い
を
語
り
合
い
、

聞
き
合
う
こ
と
で
、
抱
え
込
ん
で
い
た
苦
し
み

を
分
け
合
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
、
温
か
な

感
覚
を
覚
え
た
。
こ
こ
に
私
の
あ
り
方
や
責
任

を
問
い
直
し
て
い
た
だ
く
同
朋
会
が
あ
っ
た
。

他
者
と
関
わ
り
、
言
葉
に
な
ら
な
い
苦
悩
を
わ

か
ち
あ
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
ひ
ら
か
れ
て
い

く
こ
と
が
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。

震
災
を
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
課
題
と
し
て

共
有
す
る
た
め
に

東
日
本
大
震
災
班
を
立
ち
上
げ
、
こ
れ
ま
で

催
事
を
開
催
し
て
き
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

課
題
や
問
い
が
多
く
あ
る
。「
被
災
者
」
や
「
当

事
者
」と
は
具
体
的
に
一
体
誰
を
指
す
の
か
。
ま

た
苦
悩
と
い
う
点
を
基
準
に
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ

る
「
当
事
者
」
に
な
り
き
れ
な
い
と
い
う
苦
し

み
も
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
線
は
引
か
れ
る
の
か
。
ま

た
そ
の
線
は
い
つ
ど
こ
で
引
か
れ
た
の
か
。
誰

が
引
い
た
の
か
。
震
災
直
後
、
世
界
中
を
動
か

し
た
あ
の
「
気
持
ち
」
は
何
な
の
か
。「
絆
」
と

は
何
な
の
か
。
大
切
な
人
や
故
郷
を
失
っ
た

方
々
は
、
何
に
苦
し
み
、
何
を
求
め
て
い
る
の

か
。「
死
」
と
は
何
か
。「
死
者
」
と
は
何
か
。

「
と
も
に
生
き
る
」
と
は
何
か
。「
い
の
ち
」
と

は
何
か
。「
私
」
と
は
何
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
や
課
題
を
整
理
、
再
確
認
す

べ
く
、
震
災
か
ら
丸
五
年
と
な
る
二
〇
一
六
年

三
月
十
一
日
に
は
、
現
地
研
修
③
の
参
加
者
や

震
災
に
関
わ
る
諸
団
体
の
方
々
と
共
に
、「
３
・

11
勿
忘
の
つ
ど
い
」
④
を
開
催
し
、
い
ろ
い
ろ

な
立
場
か
ら
の
東
日
本
大
震
災
を
語
り
合
い
、

五
年
間
の
「
私
」
の
歩
み
を
ふ
り
返
っ
た
。

そ
し
て
御
遠
忌
本
番
中
の
四
月
二
十
六
日
に

は
、「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
東
日
本
大
震
災
か
ら
問
わ

れ
る
私
」
⑤
を
企
画
し
て
い
る
。
阪
神
淡
路
大

震
災
の
体
験
か
ら
仏
教
へ
と
歩
み
寄
ら
れ
た
作

家
の
髙た

か

村む
ら

薫か
お
る

氏
を
お
招
き
し
て
「
生
か
さ
れ
た

者
と
し
て
想
う
」
と
い
う
講
題
の
も
と
基
調
講

演
を
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、
玉た

ま

光み
つ

順じ
ゅ
ん

正し
ょ
う

氏
（
山

陽
教
区
光
明
寺
住
職
）と
の
対
談
を
通
し
て
、真

宗
の
教
え
に
照
ら
し
課
題
を
深
め
た
い
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
こ
れ
ま
で
の
集
大
成

で
あ
り
、
ま
た
今
後
へ
の
出
発
点
と
な
る
。

判
然
と
し
な
い
ま
ま
胸
に
残
り
続
け
る
葛
藤

を
、
誰
も
が
共
有
で
き
る
問
題
と
し
て
少
し
で

も
言
葉
に
表
現
し
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
の
同

朋
会
と
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

（
研
究
員　

大
河
内
真
慈
）

◆
行
事
部
東
日
本
大
震
災
班
の
歩
み

①�

行
事
部
全
員
大
集
合
！
と
も
に
生
き
る
？
い
の
ち
の
つ
な
が
り
？

日
時
：
二
〇
一
五
年
五
月
二
十
日
㈬
〜
二
十
一
日
㈭

場
所
：
別
院
本
堂
下
広
間
、
本
堂
前

対
象
：
御
遠
忌
行
事
部
員

内
容
：
講
義
、
炊
き
出
し
体
験
、
座
談
会
、
勤
行

参
加
人
数
：
五
十
名

②
東
日
本
大
震
災
現
地
研
修　

事
前
学
習
会

日
時
：
二
〇
一
六
年
一
月
十
四
日
㈭
午
後
三
時
〜

場
所
：
教
務
所
議
事
堂

講
師
：
酒
井
義
一
氏
（
存
明
寺
住
職
）

講
題
：
私
に
と
っ
て
東
日
本
大
震
災
と
は

内
容
：
講
義
、
座
談
会

参
加
人
数
：
三
十
四
名

共
催
： 

教
区
教
化
委
員
会
都
市
教
化
事
業
部
部
門
（
③
④
の
催
事
も
含
む
）

③
東
日
本
大
震
災
現
地
研
修

日
程
： 

二
〇
一
六
年
二
月
四
日
㈭
〜
五
日
㈮
の
一
泊
二
日
、
二
月
六

日
㈯
を
加
え
た
二
泊
三
日
の
二
つ
の
コ
ー
ス

場
所
： 

東
北
別
院
、
南
三
陸
町
防
災
庁
舎
、
閖
上
地
区
（
以
上
宮
城

県
）、
原
町
別
院
、
福
島
事
務
所
、
小
高
地
区
（
以
上
福
島

県
）、
陸
前
高
田
市
正
德
寺
、
本
稱
寺
（
以
上
岩
手
県
）

内
容
： 

視
察
、
聴
聞
、
炊
き
出
し
、
念
珠
作
り
、
呈
茶
、
カ
ラ
ー
バ

ン
ド
作
り
、
歌
ほ
か

参
加
人
数
：
三
十
八
名

④
３
・
11
勿
忘
の
つ
ど
い

日
程
： 

二
〇
一
六
年
三
月
十
一
日
㈮
午
後
二
時
三
〇
分
〜

場
所
： 

別
院
本
堂
、
別
院
鐘
楼
、
教
務
所
議
事
堂
、
各
部
屋

内
容
： 

勿
忘
の
鐘
、
追
弔
法
要
、
震
災
関
連
の
各
団
体
の
発
表
、
語

り
合
い
、
寄
せ
書
き
作
成

共
催
： 

で
ら
ボ
ラ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｏ
Ｙ
Ａ
（
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
教
区
内
有

志
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

期
日
：
二
〇
一
六
年
四
月
二
十
六
日
㈫

会
場
：
東
別
院
ホ
ー
ル

日
程
：
午
後
五
時
三
〇
分　

開
場

　
　
　

午
後
六
時　
　
　

開
演

　
　
　

午
後
六
時
十
五
分　

基
調
講
演　

髙
村
薫
氏

　
　
　

 

「
生
か
さ
れ
た
者
と
し
て
想
う
」

　
　
　

午
後
七
時
三
〇
分　

対
談

 

髙
村
薫
氏
×
玉
光
順
正
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
会
：
大
河
内
真
慈

　
　
　

午
後
八
時
三
〇
分　

終
演

※
参
加
費
無
料　

要
整
理
券 

問
合
せ
：
御
遠
忌
行
事
部

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
五
二 

― 

三
三
一
― 

九
五
七
八

⑤
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
問
わ
れ
る
私

髙村 薫氏

玉光 順正氏

正德寺庫裏にて話を聞く

仮設住宅にて一緒に念珠づくり

南三陸町防災庁舎にて



　■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～

■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

《編集子雑感》
名古屋教区・名古屋別院 宗祖親鸞聖人

750回御遠忌法要まで、残すところ１ヶ月。
今号で報告した教化センターが関わる行
催事を含め、当日に向けての準備が大詰め
の段階を迎え、各々の関係者が連日のよう
に慌ただしく動いている。

しかし、どれだけ準備を尽くしても不安
がなくなることはない。何かやり残したこと
はないか、当日はどのような不測の事態が
起こるのか…と考え始めると、ソワソワし

て落ち着かなくなる。その一方で、ここまで
きたのだから、あとは腹を括って当日を迎
えるだけだ…という思いも、わずかながら
芽生えつつある。どうやら私は、期待と不
安が入り混じった今の状態のまま、この度
の御遠忌を迎えることになりそうだ。

清澤満之師の「天命に安んじて人事を尽
くす」という言葉を思い出す。御遠忌を機に、
この言葉ともう一度向き合っていきたい。

（て）

INFORMATION

教化センター日報
2015年12月～2016年２月

 12月３日 研究業務「平和展」学習会
 ４日 研究業務「自死者追悼法要 いのちの日いのちの時間」後援
 10日 研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」⑧）」
 １月７日 教化センター報恩講
 12日 研究業務「平和展」学習会
 18～30日 2015年度 教化センター図書整理
 19日 研究生・教化研修「2015年度 伝道スタッフ養成講座③」

 21日 教化研修「聖典研修⑬」（廣瀬惺氏）
 26日 教務所・教化センター合同報恩講
 28日 研究業務「平和展」学習会
 29日 研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」⑨）」
 ２月１日
 ～４日 研究生・実習「名古屋別院 晨朝法話」

 ３日 研究業務「平和展」学習会
 12日 研究生・教化研修「2015年度 伝道スタッフ養成講座④」
 16日 研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」⑩）」
 19日 教化研修「聖典研修⑭」（竹橋太氏）
 29日 研究業務　自死遺族わかちあいの会「いっぷく処」後援

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

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―

日　時：第８回　６月16日㈭　午後６時～８時30分
講　師：廣瀬　惺 氏（同朋大学特任教授）
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：４月22日㈮～５月１日㈰　10：00～17：00
　　　※27日は16時まで、５月１日は15時まで
会場：名古屋教務所　１階　議事堂

●ギャラリートーク（各30分）参加無料
今回の展示に関して調査・研究・解説の執筆にあ
たったスタッフが展示物の説明をいたします。

　■４月22日㈮　10時～　　　安藤　弥
 （同朋大学准教授）
　■４月26日㈫　16時～　　　小島　智
 （教化センター研究員）
　■４月30日㈯　12時30分～　井川　芳治
 （第１組敬圓寺衆徒）
　　会場：名古屋教務所１階　議事堂
　　

●座談会（講義と座談）参加無料　※要事前申し込み

　■４月27日㈬　16～19時（受付15時30分より）
　　会場：名古屋別院　本堂下広間
　　図録進呈（定員30名）
　　※事前に展示会をご観覧いただき、ご参加ください。

親鸞聖人と尾張門徒
―その信仰のすがた―

蓮如上人展（2000年）で解説する井川氏

お 知 ら せ
●御遠忌期間中の教化センターについて
　・御遠忌期間中（４月22日～５月１日）
　　は、休館させていただきます。

●臨時休館について
　・４月８日㈮、４月９日㈯、５月６日
　　㈮は臨時休館させていただきます。

お問い合わせ・お申し込み
御遠忌事務局「行事部」（名古屋別院　教化事業部）
ＴＥＬ 052-331-9578　ＦＡＸ 052-331-9579

センタージャーナル No.96 ⑫
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