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No.97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。）

・聖典研修　第 13・14 回
『仏説阿弥陀経』 ❷・❸
―その教義と真宗の儀式―

◆イラストカット集〈※寺報などにご利用ください〉

・INFORMATION ❻

・研究生報告
　演劇「親鸞・恵信尼 結婚披露宴－750年の時を超えて－」 ❹・大谷派の近現代史
　「第27回平和展－けされた親鸞聖人－」
・現代社会と真宗教化
　シンポジウム「東日本大震災から問われる私」 ❺・尾張の真宗史
　「親鸞聖人と尾張門徒－その信仰のすがた－」展

名古屋空襲の焼失を免れた名古屋別院の「東門」。老朽化が著しく近年は通行できなかったが、
ご門徒の寄進により復元修復がなされ7月15日の竣工式後、文化財として登録予定。

録
音
さ
れ
た
自
分
の
声
を
聞
く
と
、
何
と

も
言
え
ぬ
違
和
感
を
抱
く
。
自
分
の
声
は「
も

っ
と
良
い
は
ず
」
と
、
聞
い
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
そ
の
音
声
は
、
周
り
の
人
が
い
つ
も

聞
い
て
い
る
私
の
声
だ
。
発
声
し
て
い
る
本

人
だ
け
は
、
骨
伝
導
さ
れ
た
声
を
聞
い
て
い

る
。「
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
い
」
と
思
う
の
は

誤
っ
た
自
己
認
識
か
。

こ
の
た
び
厳
修
さ
れ
た
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
も
結
願
日
中
、
結
讃
は
「
恩
徳
讃
」

で
締
め
く
く
ら
れ
た
。
ま
た
、
定
例
法
話
や

講
座
で
も
最
後
に
皆
と
一
緒
に
恩
徳
讃
を
唱

和
す
る
。
こ
の
こ
と
は
単
な
る
伝
統
な
の
だ

ろ
う
か
。『
正
像
末
和
讃
』
に
訪
ね
る
と
、

仏ぶ
つ

智ち

の
不
思
議
を
う
た
が
い
て

　

自じ

力り
き

の
称
念
こ
の
む
ゆ
え　

　

辺へ
ん

地じ

懈け

慢ま
ん

に
と
ど
ま
り
て

　

仏
恩
報
ず
る
こ
こ
ろ
な
し

　
　
（
中
略
）

已
上
二
十
三
首し

ゅ

仏ぶ
つ（
智
）不
思
議
の
弥み

陀だ

の

御お
ん

ち
か
い
を
う
た
が
う
つ
み
と
が
を

し
ら
せ
ん
と
あ
ら
わ
せ
る
な
り

�

愚ぐ

禿と
く

善ぜ
ん

信し
ん
の

作さ
く

�

（『
真
宗
聖
典
』
五
〇
五
〜
五
〇
七
頁
）

と
、
恩
徳
讃
の
後
、
十
九
・
二
十
願
の
信

心
批
判
「
開
顕
智
慧
段
」
を
も
っ
て
「
仏
智

疑
惑
」
を
顕
わ
さ
れ
る
。

こ
の
御
遠
忌
と
の
値
遇
は
、
私
の
生
涯
に

お
い
て
た
っ
た
一
度
の
か
け
が
え
の
な
い「
不

思
議
」
な
出
遇
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
申
す
念

仏
も
、
宗
祖
は
「
仏
智
の
不
思
議
」
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
、
人
の
多
く
集
ま
っ
た
場

の
威
勢
の
な
か
不
思
議
を
自
力
で
思
議
し
だ

す
私
が
い
る
。

「
十
方
衆
生
よ
」
と
喚
び
か
け
、「
あ
ら
ゆ

る
人
々
を
助
け
よ
う
」
と
の
弥
陀
の
本
願
が

名
号
と
な
っ
た
念
仏
で
あ
る
と
理
解
し
つ
つ

も
、
こ
の
身
を
助
け
る
念
仏
と
受
け
止
め
て

い
な
い
私
。
蓄
積
さ
れ
た
知
識
と
、
そ
の
知

識
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
助
か
る
と
思

議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
「
た
だ
念
仏
」
が
私

を
助
け
る
の
に
、
助
か
る
私
が
い
つ
の
間
に

か
念
仏
を
評
価
し
て
い
る
。
自
身
の
力
で
は

永
遠
に
認
識
で
き
な
い
自
己
の
本
当
の
姿
。

ど
こ
ま
で
も
「
も
っ
と
良
い
は
ず
」
と
自
己

認
識
を
し
て
い
る
自
身
の
姿
を
、
宗
祖
は「
う

た
が
う
つ
み
と
が
」
で
あ
る
と
、
愚
禿
の
名

告
り
を
も
っ
て
述
懐
せ
ら
れ
た
の
か
。

歩
み
続
け
、
努
力
を
積
み
重
ね
、
困
難
を

乗
り
越
え
、
成
長
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
る

私
。
御
遠
忌
と
い
う
尊
い
経
験
を
経
て
浮
か

び
上
が
る
の
は
、
立
派
な
私
で
は
な
く
、
恥

ず
か
し
い
自
分
の
姿
で
あ
っ
た
。

今
一
度
、「
こ
こ
に
門
あ
り
。
入
る
や
、
出

ず
る
や
」
と
恩
徳
讃
は
入
出
二
門
と
な
っ
て
、

私
を
振
り
出
し
に
戻
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
。

 

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）

恩
徳
讃 

―
こ
こ
に
門
あ
り
―
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自
然
環
境
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
浄
土

今
回
か
ら
「
正
宗
分
」
に
説
か
れ
る
「
依え

報ほ
う

荘し
ょ
う

厳ご
ん

」
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
依
っ

て
生
き
る
荘
厳
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
環

境
と
し
て
の
浄
土
と
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
思
い
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
で
は
「
宝ほ

う

樹じ
ゅ

荘
厳
」「
宝ほ

う

池ち

荘
厳
」「
天て

ん

楽が
く

地ち

華け

荘
厳
」「
化け

鳥ち
ょ
う

風ふ
う

樹じ
ゅ

荘
厳
」
の
四
つ
が
そ
の
内
容
と
し
て
説
か

れ
て
い
ま
す
。
樹
や
池
や
花
な
ど
、
自
然
環
境

の
事
物
を
も
っ
て
極
楽
浄
土
の
世
界
（
生
活
）

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
浄
土
荘
厳
を
表
す
言
葉
を
そ
の
ま

ま
受
け
取
り
ま
す
な
ら
、「
何
か
美
し
い
世
界
が

説
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
終
わ
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
前
回
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ

れ
は
、
お
念
仏
に
生
き
て
い
か
れ
た
方
々
を
抜

き
に
は
い
た
だ
け
な
い
内
容
で
す
。「
依
報
荘

厳
」に
は
、
本
願
念
仏
に
生
き
て
い
か
れ
た
方
々

の
生
活
が
、
自
然
環
境
を
も
っ
て
象
徴
的
に
説

か
れ
て
い
る
の
で
す
。

聞
法
生
活
と
「
宝
樹
」

第
一
番
目
に
「
宝
樹
荘
厳
」
で
す
が
、
こ
れ

は
浄
土
を
代
表
す
る
荘
厳
と
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、「
宝
樹
荘
厳
」
の
結
び
だ
け

が
「
こ
の
ゆ
え
に
か
の
国
を
、
名
づ
け
て
極
楽

と
曰い

う
。」（『
聖
典
』
一
二
六
頁
）
と
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
他
の
三
つ
の
荘
厳
は
「
か
く

の
ご
と
き
の
功く

徳ど
く

荘し
ょ
う

厳ご
ん

を
成
就
せ
り
。」
と
結
ば

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
四
番
目
の
「
化
鳥
風
樹

荘
厳
」
は
「
樹
」
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
説
か
れ
て
い
る
「
依
報
荘
厳
」
は
、「
樹
」

で
始
ま
り
「
樹
」
で
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、「
樹
」
に
よ
っ
て
何
が
表
さ

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
結
論
か

ら
先
に
申
し
上
げ
て
し
ま
え
ば
、
聞
法
生
活
が

表
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ

う
。
聞
法
生
活
と
は
、
救
わ
れ
て
い
な
い
か
ら

救
わ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
お

ら
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

確
か
に
そ
う
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
面
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
ま

さ
に
救
わ
れ
て
い
っ
て
い
る
方
々
の
姿
で
も
あ

る
の
で
す
。
本
願
に
出
あ
え
ば
、
出
あ
っ
た
人

の
上
に
聞
法
生
活
が
開
か
れ
て
く
る
。
本
願
が
、

聞
法
生
活
と
い
う
形
を
と
っ
て
表
れ
て
く
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
極
楽
の
中
心
内
容
に

な
る
の
で
す
。

「
樹
」
は
大
地
の
栄
養
を
摂
っ
て
限
り
な
く
成

長
し
て
い
く
も
の
で
す
。
成
長
し
て
い
く
そ
の

姿
に
、
本
願
に
出
あ
っ
た
方
々
の
人
生
の
姿
が

象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
現

実
の
中
で
、
常
に
信
が
問
い
返
さ
れ
る
こ
と
を

通
し
て
、
信
心
と
そ
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
続

け
て
い
く
。
そ
の
歩
み
に
は
終
わ
り
が
無
い
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。親

鸞
聖
人
の
生
涯
を
見
ま
し
て
も
、
八
十
四

歳
の
時
の
善
鸞
様
義
絶
の
出
来
事
の
前
後
に
い

ろ
い
ろ
な
も
の
を
書
写
さ
れ
た
り
、『
論
註
』
に

読
み
方
を
付
け
た
り
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
関
東

教
団
の
混
乱
・
善
鸞
様
義
絶
を
通
し
て
、
改
め

て
如
来
の
心
を
い
た
だ
い
て
い
こ
う
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
九
十
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
歩
み
続
け

て
い
か
れ
た
。
そ
う
い
う
親
鸞
聖
人
の
お
姿
に
、

「
宝
樹
荘
厳
」
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
長
生
不
死
の
神
方
」
と
は
？

「
信
巻
」
冒
頭
に
信
心
の
徳
が
讃
嘆
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
一
番
始
め
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り

ま
す
、　長ち

ょ
う

生せ
い

不ふ

死し

の
神し

ん

方ぽ
う

（『
聖
典
』
二
一
一
頁
）

が
、「
宝
樹
荘
厳
」
を
表
し
て
い
る
も
の
と
い
た

だ
か
れ
ま
す
。
信
心
は
思
い
計
ら
い
を
超
え
て
、

ど
の
よ
う
な
人
に
も
「
長
生
不
死
」
と
い
う
生

活
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
願
の
お

み
の
り
に
出
あ
え
ば
、
生
涯
か
け
て
明
ら
か
に

し
続
け
て
い
く
べ
き
課
題
を
も
っ
た
生
活
が
、そ

の
人
の
上
に
展
開
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
常
の
様
々
な
こ
と

で
煩
わ
さ
れ
る
生
活
が
信
心
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
大
事
な
場
所
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
生
活
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
す
。

「
長
生
不
死
」
は
、
曇
鸞
大
師
の
故
事
に
の
っ

と
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、「
信
巻
」
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す

阿あ

闍じ
ゃ

世せ

の
獲ぎ

ゃ
く

信し
ん

の
言
葉
に
即
す
る
も
の
と
し
て

い
た
だ
か
れ
ま
す
。『
聖
典
』
二
六
五
頁
を
ご
覧

下
さ
い
。
阿
闍
世
は
、
念
仏
の
心
が
開
か
れ
た

こ
と
を
「
無
根
の
信
」
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
喜
び
を
、

そ
の
時
に
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

王お
う

、
耆ぎ

婆ば

に
語
り
て
言

わ
ま
く
、
耆ぎ

婆ば

、
我わ

れ

い
ま
未い

ま

だ
死
せ
ざ
る

に
す
で
に
天
身
を
得
た
り
。
短た

ん

命み
ょ
うを

捨
て

て
長

じ
ょ
う

命み
ょ
うを

得え

、
無
常
の
身
を
捨
て
て
常
身

を
得
た
り
。　
　
　
（『
聖
典
』
二
六
五
頁
）

と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
「
短
命
を
捨
て
て
長
命
を
得
、
無
常

の
身
を
捨
て
て
常
身
を
得
た
り
。」
と
あ
り
ま
す
。

私
は
曇
鸞
大
師
の
故
事
と
合
わ
せ
て
、
こ
の
言

葉
に
、
よ
り
強
く
「
信
巻
」
冒
頭
に
記
さ
れ
て

い
る
「
長
生
不
死
」
を
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

課
題
を
抱
え
て
ど
こ
ま
で
も
歩
み
続
け
て
い
く

生
活
、
そ
れ
が
救
い
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
を
「
長
生
不
死
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、「
宝
樹
荘
厳
」
は
聞
法
生
活

を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
た
だ
か
れ
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

第
十
三
回

二
〇
一
六
年
一
月
二
十
一
日（
木
）

　

宝
樹
荘
厳

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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死
後
に
対
す
る
見
解

今
日
は
イ
ン
ド
の
経
典
を
手
が
か
り
と
し
て

「
往
生
浄
土
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
往
生
浄
土
に
つ
い
て
、「
死
ん
だ
後
」
な

の
か
、「
今
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
議
論
さ
れ

た
り
し
ま
す
。
た
だ
、
私
は
ど
ち
ら
が
正
し
い

の
か
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
た
い
だ
け
で
あ
れ
ば
、そ

れ
は
仏
教
の
目
的
か
ら
外
れ
て
く
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

「
今
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
こ
と
か
ら
往
生
を

了
解
す
る
、
そ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。

で
は
「
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
」
と
問
わ
れ

た
時
、
皆
さ
ん
な
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
。
現
代

を
生
き
る
私
た
ち
は
科
学
を
自
分
の
一
部
に
し

て
い
ま
す
か
ら
、「
死
ん
だ
ら
終
わ
り
」
だ
と
い

う
考
え
が
物
事
の
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、「『
死

ん
だ
ら
終
わ
り
』
と
い
う
科
学
的
な
人
間
観
と
、

『
現
生
正
定
聚
』
と
い
う
浄
土
真
宗
の
教
え
と
が

ぴ
っ
た
り
と
合
う
、
だ
か
ら
往
生
は
今
な
ん
だ
」

と
い
う
結
論
の
導
き
方
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ

は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で

「
死
ん
で
終
わ
り
で
は
な
い
と
私
は
信
じ
て
い

る
」
と
言
う
人
と
往
生
に
つ
い
て
議
論
を
し
た

と
し
て
も
、
平
行
線
を
辿た

ど

る
だ
け
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
の

最
終
的
な
目
的
は
、
仏
に
成
る
、
仏
の
智
慧
を

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
、
私

た
ち
の
「
死
ん
だ
ら
終
わ
り
」「
死
ん
で
も
続

く
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
考
え
方
自
体
が
問

わ
れ
な
け
れ
ば
、
覚
り
も
、
仏
に
成
る
と
い
う

こ
と
も
、
往
生
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
こ
の
わ
た
し
」
と
い
う
無

自
覚
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
堅
固
な
前
提
が
問
わ

れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
す
。

毒ど
く

矢や

の
喩た
と
え

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
「
十
四
無
記
」

に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
マ
ー

ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
と
い
う
お
弟
子
さ
ん
の
十
四

の
質
問
に
、
お
釈
迦
さ
ま
は
答
え
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
『
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
の
問
い
』

と
い
う
お
経
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
経

は
「
毒
矢
の
喩
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
こ
の
中
で
、
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
は

「
人
は
死
後
存
在
す
る
の
か
」「
人
は
死
後
存
在

し
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
質
問
し
ま
す
。
そ

し
て
「
答
え
を
明
確
に
し
て
下
さ
ら
な
い
な
ら

ば
、
私
は
修
行
を
放
棄
す
る
」
と
ま
で
言
う
の

で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
お
釈
迦
さ
ま
は
「
お
前

は
い
っ
た
い
自
分
を
誰
だ
と
思
っ
て
修
学
を
拒

も
う
と
す
る
の
だ
」
と
め
ず
ら
し
く
お
叱
り
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
答
え
を
求

め
る
者
を
、「
毒
を
厚
く
塗
り
つ
け
ら
れ
た
矢
で

射
ら
れ
た
男
」
に
喩
え
ま
す
。
毒
の
矢
が
刺
さ

っ
て
い
る
の
に
、「
誰
が
矢
を
射
た
の
か
」「
こ

の
毒
は
何
の
毒
か
」
な
ど
の
問
い
が
明
ら
か
に

な
る
ま
で
は
矢
を
抜
か
ず
、
治
療
を
受
け
よ
う

と
も
し
な
い
男
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
い
た
ら
死

ん
で
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
こ
の

男
と
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
は
同
じ
だ
と
お
釈

迦
さ
ま
は
言
わ
れ
ま
す
。

「
世
尊
が
明
確
な
判
断
を
示
し
て
く
れ
な
け

れ
ば
、
私
は
世
尊
の
も
と
で
清
ら
か
な
修

行
を
行
う
ま
い
」
と
、
こ
の
よ
う
に
宣
言

す
る
者
が
い
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
に
、

如
来
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
明
確

な
判
断
を
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、彼

は
死
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

（『
マ
ー
ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
の
問
い
』�

パ
ー
リ
中
部
第
63
経
）

つ
ま
り
、
死
後
の
有
無
に
つ
い
て
質
問
す
る

こ
と
自
体
が
ま
さ
に
、
毒
矢
が
刺
さ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
を
抜
き
取
る
、
つ

ま
り
「
覚
り
」
を
得
る
こ
と
こ
そ
、
出
家
し
て

教
団
に
入
っ
た
目
的
な
の
で
す
。
し
か
し
マ
ー

ル
ン
キ
ヤ
プ
ッ
タ
は
そ
の
矢
を
抜
き
取
り
も
し

な
い
で
質
問
を
繰
り
返
し
、
修
行
を
放
棄
し
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
は
宗
教
者
と
し
て
の
死
を
意

味
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

仏
教
と
し
て
の
「
往
生
浄
土
」

十
四
の
質
問
に
お
釈
迦
さ
ま
が
答
え
な
か
っ
た

の
は
、
意
味
の
な
い
不
要
な
質
問
だ
か
ら
、
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
毒
矢
」
に
譬
え
ら

れ
た
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
問

題
の
前
提
が
違
う
か
ら
答
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

「
死
後
も
私
が
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
」
と
い
う

質
問
自
体
が
ま
さ
に
「
毒
矢
」
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
見
解
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
老
病
死
と
い
う

人
間
の
苦
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

仏
教
の
「
縁
起
」
の
教
え
を
考
え
れ
ば
、
そ
も

そ
も
死
ん
で
続
く
よ
う
な
「
わ
た
し
」
も
い
な
い

し
、
死
ん
で
終
わ
る
よ
う
な
「
わ
た
し
」
も
い
ま

せ
ん
。
い
た
だ
い
た
全
て
の
ご
縁
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
、
た
だ
い
ま
一
人
の
私・

と
い
う
も
の
が
で

き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
十
四
の
質
問
で
は
、

前
提
と
し
て
「
わ
た
し
」
が
存
在
し
て
い
て
、
そ

れ
が
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
を
問
う
て
い
る
だ
け

な
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
そ
う
い
う
「
わ
た

し
」
が
い
る
と
い
う
私
た
ち
の
在
り
方
そ
の
も
の

を
問
題
に
さ
れ
た
の
で
す
。

仏
教
は
無
我
を
説
い
て
い
ま
す
。
死
後
も
人
間

が
存
在
す
る
の
か
し
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
自
体
が
、「
常
見
」「
断
見
」
と
い
う
迷

い
な
の
で
す
。
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
さ
に
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
い
っ
た
「『
有
無
の
見
』
を
迷
い
と
し
て
明
ら

か
に
す
る
も
の
が
仏
教
だ
」
と
、
親
鸞
聖
人
は
龍

樹
菩
薩
か
ら
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、「
正
信
偈
」

に
詠
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
自
身
は
ど

う
い
う
迷
い
を
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が

お
聖
教
か
ら
問
わ
れ
な
け
れ
ば
、「
往
生
浄
土
」

と
い
う
こ
と
も
仏
教
の
教
え
と
し
て
明
ら
か
に
は

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
十
四
回

二
〇
一
六
年
二
月
十
九
日（
金
）

「
往
生
浄
土
」と
は

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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四
月
二
十
九
日
（
金
）、
東
別
院
ホ
ー
ル
に
て
、

研
究
生
た
ち
に
よ
る
御
遠
忌
記
念
催
事
、
演
劇

「
親
鸞
・
恵
信
尼 

結
婚
披
露
宴
―
７
５
０
年
の

時
を
超
え
て
―
」、
そ
の
後
、
二
次
会
パ
ー
テ

ィ
ー
「
飲
ん
で
、
食
べ
て
、
語
ら
っ
て
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
演
劇
に
は
約
四
二
〇
名
が
、二

次
会
パ
ー
テ
ィ
ー
に
は
約
一
一
〇
名
が
参
加
し

て
く
だ
さ
り
、
と
も
に
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
大
盛

況
の
内
に
企
画
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
企
画
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
研
究
生

た
ち
は
御
遠
忌
テ
ー
マ
「
と
も
に
生
き
る
―
い

の
ち
の
つ
な
が
り
―
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
を
課
題
に
、
何
度
も
集
ま
り
、
台
本
作
り

や
演
劇
の
稽
古
に
励
ん
で
き
ま
し
た
。

劇
中
の
「
本
当
は
一
人
で
思
う
よ
う
に
生
き

て
い
き
た
い
。
誰
か
と
関
わ
っ
て
も
何
も
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
。
誰
か
と
と
も
に
生
き
る
な

ん
て
で
き
る
わ
け
な
い
」「
と
も
に
生
き
る
と
い

う
こ
と
は
、
同
じ
生
き
方
を
す
る
の
で
は
な
く
、

お
互
い
の
違
っ
た
生
き
方
を
、
相
容
れ
な
い
考

え
を
、
足
並
み
な
ん
て
そ
ろ
わ
な
い
人
生
を
認

め
合
う
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
う
セ
リ
フ
は
、

御
遠
忌
テ
ー
マ
か
ら
の
問
い
か
け
に
、
彼
ら
な

り
に
応
え
よ
う
と
表
現
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ

は
、
演
劇
本
番
へ
の
過
程
の
中
で
、
人
間
関
係

が
煩
わ
し
く
、
互

い
を
傷
つ
け
合
い

な
が
ら
で
し
か
生

き
ら
れ
な
い
、
そ

れ
で
も
そ
の
関
係

の
中
で
し
か
生
き

る
こ
と
が
で
き
な

い
自
分
た
ち
の
在

り
方
と
一
人
一
人

が
向
き
合
っ
た
結

果
と
も
言
え
ま
す
。

そ
し
て
、
研
究
生
が
表
現
し
た
思
い
を
と
も

に
確
か
め
た
い
と
企
画
し
た
二
次
会
パ
ー
テ

ィ
ー
で
は
、
劇
の
感
想
や
御
遠
忌
テ
ー
マ
に
つ

い
て
の
思
い
を
、
観
劇
さ
れ
た
方
々
と
と
も
に

語
り
合
い
ま
し
た
。

観
劇
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
か
ら
は
「
と
て

も
良
か
っ
た
、
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
声
も
多

く
、
ま
た
公
演
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
も
あ
り

ま
す
。
演
劇
を
通
し
、
親
鸞
聖
人
と
、
そ
し
て

自
分
自
身
と
真
剣
に
向
き
合
お
う
と
し
て
き
た

研
究
生
の
課
題
を
見
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
々

と
、
少
し
は
共
有
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。

研
究
生
た
ち
は
今
回
の
企
画
の
中
で
、
お
互

い
に
ぶ
つ
か
り
合
い
、
そ
れ
で
も
お
互
い
を
尊

重
し
な
が
ら
、
御
遠
忌
へ
と
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
の
歩
み
が
今
後
の
教
化
活
動
の
発
展
に
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
教
化
推
進
要
員　

加
藤 

淨
恵
）

四
半
世
紀
を
超
え
て
春
彼
岸
の
期
間
中
に
毎

年
開
催
し
て
い
る
平
和
展
は
、
本
年
、
期
日
を

御
遠
忌
に
合
わ
せ
て
の
開
催
に
な
り
ま
し
た
。

初
め
て
訪
れ
る
方
も
多
く
、
大
谷
派
が
過
去
の

戦
争
協
力
を
懺
悔
し
、
平
和
と
向
き
合
い
続
け

て
ゆ
く
姿
勢
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
機
縁
と

な
り
ま
し
た
。
展
示
会
場
に
訪
れ
た
方
々
が
口

に
し
た
の
は
、
大
谷
派
の
戦
争
協
力
に
対
す
る

徹
底
さ
へ
の
驚
き
と
、
未
来
へ
の
危
惧
で
し
た
。

「
こ
こ
ま
で
協
力
し
て
い
た
の
か
」
と
い
う
落
胆

の
声
と
、「
ま
た
、
同
じ
事
が
起
こ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
危
機
感
を
通
じ
て
、
未

来
の
平
和
へ
の
願
い
を
口
々
に
語
る
光
景
が
多

く
見
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
、
特
に
注
目
が
集
ま
っ
た
史
料
は
『
必

勝
名
号
』
で
し
た
。
こ
れ
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏

と
書
か
れ
た
六
字
名
号
を
中
心
に
し
て
左
右
を

内
側
に
折
り
込
ん
で
懐
に
納
め
る
『
軍
人
名
号
』

の
一
つ
の
形
状
で
、
縦
五
㌢
×
横
三
㌢
と
手
の

ひ
ら
に
収
ま
る
サ
イ
ズ
で
す
。「
三
つ
折
り
本

尊
」
と
呼
ば
れ
る
本
尊
は
現
代
で
も
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、『
軍
人
名
号
』
ほ
ど
小

さ
な
名
号
本
尊
は
戦
時
中
の
他
に
類
例
が
あ
り

ま
せ
ん
。

大
谷
派
が
『
軍
人
名
号
』
の
贈
呈
を
始
め
た

の
は
日
露
戦
争
の

時
期
か
ら
で
す
。

一
九
〇
四
年
二
月

八
日
に
日
露
戦
争

が
始
ま
る
と
、
同

月
十
三
日
に
は
七

万
五
千
九
百
七
十

四
幅
も
の
『
軍
人

名
号
』
を
無
料
寄

贈
し
て
い
ま
す
。

こ
の
名
号
を
「
お
守
り
」
と
考
え
て
戦
場
に
持

っ
て
い
っ
た
軍
人
も
い
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、

折
り
た
た
ん
だ
正
面
に
「
必
勝
名
号
」
と
書
か

れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
平
和
展
」

で
も
出
展
し
た
こ
と
が
な
い
、
大
変
貴
重
な
史

料
で
す
。
必
勝
と
は
必
ず
勝
つ
と
い
う
意
味
で

す
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
が
大
切
に
さ
れ
た
南
無

阿
弥
陀
仏
の
名
号
は
、
戦
争
に
勝
つ
と
い
う
願

い
を
含
ん
で
い
な
い
は
ず
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
教
行
信
証
」
に
「
人
民
安
楽

に
し
て
、
兵
戈
戦
息
す
」（『
真
宗
聖
典
』
三
九

五
頁
）
と
引
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
教

と
の
出
遇
い
を
通
じ
て
戦
禍
が
終
息
し
て
ゆ
く

と
い
う
教
え
で
す
。
過
去
、
親
鸞
聖
人
の
教
え

は
「
け
さ
れ
」
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

過
去
に
終
わ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
現
在
も
進

行
し
続
け
て
い
る
私
た
ち
の
課
題
と
し
て
、
来

年
春
の
彼
岸
会
に
開
催
予
定
の
「
第
28
回
平
和

展
」
へ
と
、
繋
げ
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
研
究
員　

新
野 

和
暢
）

④

演劇を終えた「劇団BOU’S」一同

期間中は2300人を超える来場者が訪れた

研究生報告

演
劇

「
親
鸞
・
恵
信
尼�

結
婚
披
露
宴

―
750
年
の
時
を
超
え
て
―
」

四
月
二
十
九
日　

於
：
東
別
院
ホ
ー
ル

大谷派の近現代史

第
27
回
平
和
展

「
け
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
」

四
月
二
十
二
日
〜
五
月
一
日

於
：
東
別
院
会
館
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「
こ
の
御
遠
忌
で
東
日
本
大
震
災
を
課
題
と

し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
い
う
行
事
部

の
願
い
か
ら
立
ち
あ
が
っ
た
東
日
本
大
震
災
班
。

「
現
代
社
会
と
真
宗
教
化
」
を
課
題
と
し
て
い
た

私
も
委
員
と
し
て
加
わ
る
こ
と
と
な
り
、
最
後

の
行
事
で
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
図
ら
ず
も

司
会
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。

第
一
部
で
は
、
作
家
の
髙
村
薫
氏
に
「
生
か

さ
れ
た
者
と
し
て
想
う
」
と
い
う
講
題
の
も
と
、

記
念
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

髙
村
氏
は
冒
頭
、「
あ
の
震
災
か
ら
五
年
、
私

は
、
社
会
は
、
何
か
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
自
問
か
ら
語
り
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
し

て
「
な
ぜ
見
ず
知
ら
ず
の
他
者
の
死
に
心
を
動

か
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
思
い
を
吐
露
さ
れ
ま

し
た
。「
第
三
者
な
の
に
、
第
三
者
で
な
い
と
い

う
不
全
感
」
は
、
震
災
に
よ
っ
て
心
を
痛
め
た

多
く
方
が
抱
い
て
い
る
葛
藤
で
し
ょ
う
。「
震
災

に
よ
る
死
者
が
、
生
き
残
っ
た
我
々
に
何
が
し

か
の
気
配
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
」
と
い
う
形

で
、
誰
も
が
抱
え
る
不
可
避
な
死
が
露
わ
に
さ

れ
ま
し
た
。
同
時
に
「
自
ら
の
死
の
他
者
性
」

と
い
う
人
間
の
抱
え
る
問
題
を
語
ら
れ
、「
死
を

見
つ
め
続
け
る
、
思
い
煩
う
、
苦
し
み
を
徹
底

し
て
見
つ
め
る
」
こ
と
、
人
と
出
あ
い
続
け
て

い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

第
二
部
で
は
、

玉
光
順
正
氏

（
山
陽
教
区
光

明
寺
住
職
、
元

真
宗
大
谷
派
教

学
研
究
所
所

長
）
を
交
え
て

対
談
を
行
い
ま

し
た
。

玉
光
氏
は
、

「
３
・
11
の
後
、

“
何
か
が
変
わ
る
”
と
い
う
実
感
を
多
く
の
方
が

抱
い
た
が
、
何
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
経
済
至
上
主
義
を
生
き
る
現
代
人
そ

の
も
の
が
何
も
問
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
」
と

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。「
そ
の
直
視
し
が
た
い
人
間

の
愚
か
さ
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
虚
無
感
を

い
か
に
超
え
る
の
か
」
と
い
う
髙
村
氏
の
問
い

に
、「
念
仏
者
の
歴
史
に
参
画
し
“
本
願
に
生
き

る
”
と
い
う
立
脚
地
に
立
つ
こ
と
で
自
身
の
あ

り
よ
う
が
相
対
化
さ
れ
る
」
と
玉
光
氏
は
語
ら

れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
と
出
あ
い
続
け
る
こ

と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
苦
し
み
の
只
中
に
あ
る

人
や
今
は
亡
き
人
と
出
あ
い
直
し
、
対
話
を
続

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
ら
を
知
る
智
慧
を

い
た
だ
く
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
震
災
に
限
ら

ず
、
現
代
社
会
に
お
け
る
様
々
な
人
の
苦
し
み

に
耳
を
傾
け
て
い
く
こ
と
を
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
学
び
ま
し
た
。

（
研
究
員　

大
河
内 

真
慈
）

ま
ず
こ
の
度
の
展
示
会
に
あ
た
り
、
貴
重
な

法
宝
物
を
ご
出
陳
い
た
だ
い
た
ご
寺
院
な
ら
び

に
諸
機
関
様
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま

た
、
展
示
に
は
至
ら
な
い
な
が
ら
も
、
お
忙
し

い
中
、
調
査
を
お
許
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
ご
寺

院
様
、
さ
ら
に
、
特
設
展
示
場
を
設
え
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
工
事
関
係
者
様
に
も
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
三
五
〇
〇
名
に
の

ぼ
る
入
場
者
を
迎
え
、
好
評
の
う
ち
に
閉
会
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

ほ
ぼ
一
年
前
に
発
足
し
た
展
示
実
行
委
員
会

で
し
た
が
、
当
初
は
途
方
に
暮
れ
た
状
態
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
本
当
に
助
か

っ
た
の
は
、
十
六
年
前
の
「
蓮
如
上
人
展
」
を

執
り
行
っ
た
、
当
教
化
セ
ン
タ
ー
・
旧
蓮
如
上

人
研
究
班
の
調
査
史
料
で
あ
り
、
そ
の
研
究
実

績
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
同
朋
大

学
の
安
藤
弥
先
生
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
実

行
委
員
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
同
朋
大
学
仏

教
文
化
研
究
所
の
ご
協
力
を
頂
戴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
の
も
、
ま
こ
と
に
心
強
く
、
精
緻

な
調
査
・
研
究
に
基
づ
い
た
ご
教
示
は
と
て
も

有
益
で
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
方
の
支
え
に
よ

っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
展
示
会
で
し
た
が
、
そ

の
一
方
で
、
法
宝
物
の
相
続
・
継
承
と
い
っ
た

課
題
も
浮

き
彫
り
に

し
た
よ
う

に
感
じ
ま

す
。
七
〇

点
の
み
の

展
示
に
限

り
ま
し
た

が
、
尾
張

を
は
じ
め

東
海
地
域

に
は
、
ま

だ
ま
だ
多
く
の
法
宝
物
が
伝
存
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
正
直
に
申
し
上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
は

こ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
で
は
、
と
の
危

惧
を
抱
か
せ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い

の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
一
点
一
点
は
真
宗

の
教
え
を
伝
え
て
き
た
「
信
仰
の
す
が
た
」
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
図
ら
ず
も
ア
ン
ケ
ー
ト
に
「
門

徒
の
心
意
気
を
感
じ
ま
し
た
」
と
の
言
葉
が
あ

り
ま
し
た
が
、
や
は
り
、
実
際
に
法
宝
物
に
触

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
私
た
ち
は
真
宗

門
徒
の
歴
史
に
連
な
っ
て
い
る
と
自
覚
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
意
味
で
は
、今
後
も
地
道
な
史
料
調
査
・

整
理
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
こ
の

よ
う
な
基
礎
的
研
究
は
さ
ら
に
重
要
に
な
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
申
し
述
べ
、

本
展
示
会
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

（
研
究
員　

小
島　

智
）

⑤

右から　玉光氏、髙村氏、大河内研究員

安藤氏によるギャラリートークの様子

現代社会と真宗教化

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
東
日
本
大
震
災
か
ら

問
わ
れ
る
私
」

四
月
二
十
六
日　

於
：
東
別
院
ホ
ー
ル

尾張の真宗史
「
親
鸞
聖
人
と
尾
張
門
徒

 

―
そ
の
信
仰
の
す
が
た
―
」展

四
月
二
十
二
日
〜
五
月
一
日　
　
　

於
：
名
古
屋
教
務
所
議
事
堂



■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
夏期休館　8月11日（木）～8月17日（水）

～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》
この度、名古屋教区・名古屋別院 宗祖親

鸞聖人750回御遠忌法要が円成した。事務
職員の一人としての率直な感想を綴るなら
ば、怒涛のように過ぎてゆく日程に追われ、気
付けばあっという間に終わっていた…という
のが正直なところである。

その後、周囲の方々が口を揃えて「御遠
忌後が大事だ」と述べていたことが印象に
残っている。考えてみれば私自身、とにかく無
事に日程を終えられるように…という思いだ
けが先行し、自分の仕事や役割に専念する
あまり、期間中の行事、催事、法要等にどのよ
うな願いが込められているのか、ということに
まで思いを馳せるだけの余裕がなかった。余

裕はあっても、考えることを拒否していただけ
なのかもしれないが……。

この度の御遠忌から私は何を問われたの
か。今のオーバーヒート気味の状態では、冷
静に振り返ることは難しい。そして私だけで
は独りよがりの総括になってしまうであろうこ
とも目に見えている。御遠忌に携わった有縁
の方 と々ともに、時間をかけてゆっくりと確か
めていきたい。 （て）

INFORMATION

教化センター日報
2016年３月～2016年５月

 3月1～4日 研究生・実習「名古屋別院 晨朝法話」
 4日 研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」⑪）」
 10日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」打合せ
 17日 教化研修「聖典研修⑮」（廣瀬惺氏）
 24日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
 25日 研究業務「平和展」学習会
 4月11日 研究生・御遠忌行事「親鸞・恵信尼 結婚披露宴」リハーサル
 14日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」打合せ
 18日 研究生・御遠忌行事「親鸞・恵信尼 結婚披露宴」公開リハーサル

 19～20日 研究業務・御遠忌行事「親鸞聖人と尾張門徒」設営
 19～21日 研究業務・御遠忌行事「平和展」設営
 21日 研究業務・御遠忌行事「親鸞聖人と尾張門徒」内覧会
 4月22日～ 真宗大谷派名古屋教区・名古屋別院 宗祖親鸞聖人750回御遠忌法要
 5月1日 【教化センターが関わった主な行事】
  ・展示会「親鸞聖人と尾張門徒 －その信仰のすがた－」（全日）
  ・第27回平和展「けされた親鸞聖人」（全日 ※4月25日を除く）
  ・シンポジウム「東日本大震災から問われる私」（4月26日）
  ・演劇「親鸞・恵信尼 結婚披露宴 －750年の時を超えて－」（4月29日）
 5月16日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」事前学習会
 25日 研究生・学習会「現地研修 事前学習」
 30日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」「いっぷく処」後援
 31日 研究生・現地研修「比叡山」（～6月1日）

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

●期日　（全8回）
 第1回 2016年  9月 29日（木）①
 第2回 10月 28日（金）②
 第3回 11月 17日（木）①
 第4回 12月 9日（金）②
 第5回 2017年  1月 19日（木）①
 第6回 2月 17日（金）②
 第7回 4月 14日（金）②
 第8回 5月 18日（木）①
●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）
●日程 午後6時～　　　講義（90分）、休憩（20分）
 午後7時50分～　全体座談、質疑応答
 午後8時30分　　終了
●会場 名古屋教務所1階　議事堂
●持ち物 『真宗聖典』
●聴講料 各回500円  ※一般聴講可  ※全8回券3,500円
 ※教師陞補のための「聴講証」発行対象研修
●問合せ 名古屋教区教化センター
 電話 052-323-3686　　fax 052-332-0900

２０１６年度　聖典研修
『仏説阿弥陀経』

―その教義と真宗の儀式―（最終年）

●期日　（全7回）
 第1回 2016年  9月 9日（金）
 第2回 10月 7日（金）
 第3回 11月 15日（火）
 第4回 12月 6日（火）
 第5回 2017年  1月 13日（金）
 第6回 2月 13日（月）
 第7回 3月 3日（金）
●時間 午後2時～午後4時15分（予定）
●内容 講義と座談
●会場 名古屋教務所1階　議事堂
●参加費 300円（東別院カード「シュルタ」適用）
●問合せ 名古屋別院教化事業部
 電話 052-331-9578　　fax 052-331-9579

真宗門徒講座
「真宗門徒のくらしとつとめ

―みんなで話そう  お内仏の疑問（仮）―」

お　詫　び
2016年4月14日付の文書「『センタージ
ャーナルNo.96』の誤掲載のお詫びと差
し替えについて（お願い）」にてお知らせ
していますように、前号におきまして編集
部の不注意により誤掲載がありました。
今後このような事が無いように細心の注
意を払い、編集を行っていきます。
講師並びにお読みいただいている皆様
方に、重ねて深くお詫び申し上げます。

2016 あいち・平和のための戦争展
平和展資料を展示し、平和展スタッフが参加します。
【日　時】 8月11日（木）～14日（日）午前10時～午後6時（※最終日～午後3時）
【会　場】 名古屋市公会堂4階ホール（地下鉄およびJR「鶴舞」徒歩3分）
【入場料】 500円（高校生以下、障がい者（介助者含）、無料）
【問合せ】 2016 あいち・平和のための戦争展実行委員会
 電話 052-931-0070 ／ FAX 052-933-3249

センタージャーナル No.97 ⑥



■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
夏期休館　8月11日（木）～8月17日（水）

～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》
この度、名古屋教区・名古屋別院 宗祖親

鸞聖人750回御遠忌法要が円成した。事務
職員の一人としての率直な感想を綴るなら
ば、怒涛のように過ぎてゆく日程に追われ、気
付けばあっという間に終わっていた…という
のが正直なところである。

その後、周囲の方々が口を揃えて「御遠
忌後が大事だ」と述べていたことが印象に
残っている。考えてみれば私自身、とにかく無
事に日程を終えられるように…という思いだ
けが先行し、自分の仕事や役割に専念する
あまり、期間中の行事、催事、法要等にどのよ
うな願いが込められているのか、ということに
まで思いを馳せるだけの余裕がなかった。余

裕はあっても、考えることを拒否していただけ
なのかもしれないが……。

この度の御遠忌から私は何を問われたの
か。今のオーバーヒート気味の状態では、冷
静に振り返ることは難しい。そして私だけで
は独りよがりの総括になってしまうであろうこ
とも目に見えている。御遠忌に携わった有縁
の方 と々ともに、時間をかけてゆっくりと確か
めていきたい。 （て）

INFORMATION

教化センター日報
2016年３月～2016年５月

 3月1～4日 研究生・実習「名古屋別院 晨朝法話」
 4日 研究生・実習「真宗門徒講座（書いて味わう「正信偈」⑪）」
 10日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」打合せ
 17日 教化研修「聖典研修⑮」（廣瀬惺氏）
 24日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
 25日 研究業務「平和展」学習会
 4月11日 研究生・御遠忌行事「親鸞・恵信尼 結婚披露宴」リハーサル
 14日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」打合せ
 18日 研究生・御遠忌行事「親鸞・恵信尼 結婚披露宴」公開リハーサル

 19～20日 研究業務・御遠忌行事「親鸞聖人と尾張門徒」設営
 19～21日 研究業務・御遠忌行事「平和展」設営
 21日 研究業務・御遠忌行事「親鸞聖人と尾張門徒」内覧会
 4月22日～ 真宗大谷派名古屋教区・名古屋別院 宗祖親鸞聖人750回御遠忌法要
 5月1日 【教化センターが関わった主な行事】
  ・展示会「親鸞聖人と尾張門徒 －その信仰のすがた－」（全日）
  ・第27回平和展「けされた親鸞聖人」（全日 ※4月25日を除く）
  ・シンポジウム「東日本大震災から問われる私」（4月26日）
  ・演劇「親鸞・恵信尼 結婚披露宴 －750年の時を超えて－」（4月29日）
 5月16日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」事前学習会
 25日 研究生・学習会「現地研修 事前学習」
 30日 研究業務「自死遺族わかちあいの会」「いっぷく処」後援
 31日 研究生・現地研修「比叡山」（～6月1日）
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●期日　（全8回）
 第1回 2016年  9月 29日（木）①
 第2回 10月 28日（金）②
 第3回 11月 17日（木）①
 第4回 12月 9日（金）②
 第5回 2017年  1月 19日（木）①
 第6回 2月 17日（金）②
 第7回 4月 14日（金）②
 第8回 5月 18日（木）①
●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）
●日程 午後6時～　　　講義（90分）、休憩（20分）
 午後7時50分～　全体座談、質疑応答
 午後8時30分　　終了
●会場 名古屋教務所1階　議事堂
●持ち物 『真宗聖典』
●聴講料 各回500円  ※一般聴講可  ※全8回券3,500円
 ※教師陞補のための「聴講証」発行対象研修
●問合せ 名古屋教区教化センター
 電話 052-323-3686　　fax 052-332-0900

２０１６年度　聖典研修
『仏説阿弥陀経』

―その教義と真宗の儀式―（最終年）

●期日　（全7回）
 第1回 2016年  9月 9日（金）
 第2回 10月 7日（金）
 第3回 11月 15日（火）
 第4回 12月 6日（火）
 第5回 2017年  1月 13日（金）
 第6回 2月 13日（月）
 第7回 3月 3日（金）
●時間 午後2時～午後4時15分（予定）
●内容 講義と座談
●会場 名古屋教務所1階　議事堂
●参加費 300円（東別院カード「シュルタ」適用）
●問合せ 名古屋別院教化事業部
 電話 052-331-9578　　fax 052-331-9579

真宗門徒講座
「真宗門徒のくらしとつとめ

―みんなで話そう  お内仏の疑問（仮）―」

お　詫　び
2016年4月14日付の文書「『センタージ
ャーナルNo.96』の誤掲載のお詫びと差
し替えについて（お願い）」にてお知らせ
していますように、前号におきまして編集
部の不注意により誤掲載がありました。
今後このような事が無いように細心の注
意を払い、編集を行っていきます。
講師並びにお読みいただいている皆様
方に、重ねて深くお詫び申し上げます。

2016 あいち・平和のための戦争展
平和展資料を展示し、平和展スタッフが参加します。
【日　時】 8月11日（木）～14日（日）午前10時～午後6時（※最終日～午後3時）
【会　場】 名古屋市公会堂4階ホール（地下鉄およびJR「鶴舞」徒歩3分）
【入場料】 500円（高校生以下、障がい者（介助者含）、無料）
【問合せ】 2016 あいち・平和のための戦争展実行委員会
 電話 052-931-0070 ／ FAX 052-933-3249

発行／真宗大谷派名古屋教区教化センター（No97）
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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。


