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No.98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

 （写真の無断転用はご遠慮ください。）

❷・❸

❹・❺

・聖典研修　第 15・16 回
『仏説阿弥陀経』
―その教義と真宗の儀式―

・大谷派の近現代史
「禅と戦争」

◆イラストカット集〈※寺報などにご利用ください〉

・INFORMATION ❽

・研究生報告
親鸞聖人の足跡を訪ねて

（比叡山での修行体験）

❻・❼

延
暦
寺
は
大
乗
菩
薩
道
の
根
本
道
場
の
願

い
の
も
と
最
澄
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
。

源
信
僧
都
・
法
然
上
人
・
宗
祖
親
鸞
聖
人
も

こ
の
地
で
御
修
行
さ
れ
、
自
力
聖
道
門
か
ら

他
力
浄
土
門
に
廻
入
し
て
い
く
縁
と
な
っ
た

場
で
あ
る
。
恵
心
（
源
信
）
僧
都
一
千
年
御

遠
忌
法
要
に
、
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
が
参

拝
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

源
信
、
天
暦
十
（
九
五
六
）
年
十
五
歳
、

『
称
讃
浄
土
経
』
を
講
じ
、
昌し

ょ
う

子し

内
親
王
法
華

八
講
の
講
師
に
選
出
さ
れ
、
賛
辞
賜
品
が
与

え
ら
れ
た
。
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
郷
里
に
い
る

母
に
賜
品
を
送
っ
た
と
い
う
。

す
る
と
年
老
い
た
母
は
、

　

後
の
世
を　

渡
す
橋
と
ぞ　

思
い
し
に

　

世
渡
る
僧
と　

な
る
ぞ
悲
し
き

�

「
諫
言
の
和
歌
」

の
歌
を
添
え
、
悲
歎
を
込
め
て
返
事
を
し
た

と
い
う
。「
貴
方
を
名
誉
な
法
師
に
さ
せ
る
た

め
に
出
家
さ
せ
た
の
で
は
な
い
、
嫗お

う
な

の
後
世

を
救
わ
ん
が
た
め
で
あ
る
」
と
。

仏
陀
が
菩
提
樹
の
下
で
内
観
思
惟
し
た
と

き
覚
り
を
邪
魔
し
よ
う
と
「
魔
の
十
軍
」
が

襲
い
来
っ
た
。
後
三
の
魔
が
、
虚
栄
と
剛
情

（
身
の
丈
以
上
に
自
分
を
大
き
く
見
せ
た
い
）、

名
利
（
名
声
と
利
潤
追
求
）、
自じ

讃さ
ん

毀き

他た

（
自

分
を
偉
く
見
せ
る
た
め
他
を
叩
く
こ
と
）
で

あ
っ
た
と
い
う
。

後
に
源
信
僧
都
は
、

　�

大
象
の
窓
を
出
る
に
、
遂
に
一
の
尾
の

為
に
碍
げ
ら
る
。
行
人
の
家
を
出
づ
る

に
、
遂
に
名
利
の
為
に
縛
せ
ら
る
と
。

則
ち
知
る
、
出
離
の
最
後
の
怨
は
、
名

利
よ
り
大
な
る
者
は
莫
き
こ
と
を
也
。

�

『
往
生
要
集
』（
聖
全
一
・
八
八
八
頁
）

と
、
出
家
し
教
え
の
如
く
修
行
す
れ
ど
も
、

名
利
に
縛
ら
れ
、
出
離
生
死
か
な
わ
ず
流
転

し
て
い
く
姿
を
『
往
生
要
集
』
に
喩
で
も
っ

て
教
示
し
て
お
ら
れ
る
。

浄
土
を
顕
す
こ
と
は
、
同
時
に
穢
土
を
も

顕
す
、
こ
の
二
つ
の
世
界
の
は
た
ら
き
こ
そ
、

私
の
人
生
に
真
実
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

人
情
を
も
っ
て
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
し
た
行

為
が
、
か
え
っ
て
母
に
「
悲
し
き
」
大
悲
を

興
さ
せ
、
法
の
温
も
り
大
悲
無
倦
が
法
情
と

な
っ
て
、
人
情
を
包
ん
だ
の
で
あ
る
。
宗
祖

は
、
こ
の
真
実
を
生
き
た
人
と
し
て
生
き
る

根
拠
と
力
を
自
覚
し
た
源
信
僧
都
を
七
祖
と

し
て
仰
が
れ
て
い
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
千
年
経
っ
て
も
真
実
は
色
褪
せ
る
こ
と

な
く
常
に
我
が
身
を
照
ら
し
出
す
。

�

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）

比叡山延暦寺 根本中堂で営まれた恵心（源信）僧都一千年御遠忌
研究生の現地研修中（４面・５面参照）、本願寺派による法要が厳修されていた。
※大谷派による法要は６月22日に勤められた。

大
悲
無
倦

－

人
情
を
包
む
法
情

－
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宝
樹
荘
厳
を
見
ま
す
と
、

極
楽
国
土
に
は
七
重
の
欄ら

ん

楯じ
ゆ
ん・

七
重
の
羅ら

網も
う

・
七
重
の
行

ぎ
よ
う

樹じ
ゆ

あ
り
。

�

（『
聖
典
』
一
二
六
頁
）

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
浄
土
の
荘
厳
が
説
か
れ
て

い
く
際
に
、「
七
」
と
い
う
数
字
で
表
さ
れ
て
い

る
事
柄
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
七し
ち

菩ぼ

提だ
い

分ぶ
ん

」
を

意
味
し
ま
す
。
七
菩
提
分
の
「
分
」
と
は
因
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
仏
道
を
求
め
歩
む
上
で
大
切
な

七
つ
の
事
柄
で
す
。
そ
の
中
、
今
日
は
特
に
大
事

な
三
つ
の
も
の
に
だ
け
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

一
番
目
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
念

菩
提
分
」
で
す
。「
念
」
と
は
憶
念
、
生
活
の
中

で
保
つ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
な

問
題
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
と
、
私
た
ち
は
自
分

で
解
決
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
自
分
の
考
え
以

上
の
こ
と
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
超

え
て
本
願
に
立
ち
返
ら
せ
る
言
葉
を
憶
念
し
続

け
る
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
抜
き
に
し
て
「
信
」

が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
た
ず
ね
ま
す
と
、
法

然
上
人
か
ら
賜
っ
た
言
葉
と
し
て
語
っ
て
お
ら

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
の
は
『
歎

異
抄
』
第
二
章
の
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥み

陀だ

に

た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」（『
聖
典
』
六
二

七
頁
）
で
す
。
ま
た
、
特
に
晩
年
に
繰
り
返
し

お
手
紙
に
も
お
書
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
「
念

仏
に
は
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
」（『
歎
異
抄
』

第
十
章
・『
聖
典
』
六
三
〇
頁
）、
そ
し
て
「
浄

土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」（『
末

燈
鈔
』・『
聖
典
』
六
〇
三
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
こ
う
い
っ
た
法
然
上
人
の
お
言
葉
を
親
鸞

聖
人
は
、
願
生
浄
土
の
道
に
立
ち
返
ら
せ
て
く

だ
さ
る
真
実
の
言
葉
と
し
て
、
憶
念
し
続
け
ら

れ
た
と
言
え
ま
す
。

二
番
目
が
「
択

ち
や
く

法ほ
う

菩
提
分
」
で
す
。
こ
れ
は

道
を
尋
ね
て
い
く
中
で
、
択え

ら

ば
し
め
ら
れ
て
い

く
教
え
の
こ
と
で
す
。
真
実
の
「
法
を
択
ぶ
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
感
覚
と
し
て
は
こ
ち
ら

が
択
ぶ
と
い
う
よ
り
も
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
き

て
く
だ
さ
る
と
言
え
ま
す
。
私
た
ち
か
ら
す
れ

ば
、
道
を
求
め
て
い
く
歩
み
に
お
い
て
、
確
か

な
教
え
と
し
て
信
順
で
き
る
教
え
に
出
あ
わ
れ

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う

意
味
で
「
択
法
菩
提
分
」
の
と
こ
ろ
に
い
た
だ

か
れ
ま
す
の
は
「
有
縁
の
法
」
で
す
。

以
前
に
も
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
有

縁
」
と
は
常
に
そ
れ
に
学
ば
ず
に
お
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
「
択
法
菩
提
分
」

と
は
、
こ
の
こ
と
抜
き
に
は
仏
道
が
成
り
立
た

な
い
、
日
々
の
生
活
の
中
で
絶
え
ず
い
た
だ
か

ず
に
は
お
ら
れ
な
い
教
え
を
持
つ
こ
と
だ
と
言

え
ま
す
。

仏
道
を
歩
む
上
で
、
何
一
つ
ま
と
も
に
で
き

な
い
私
た
ち
に
対
し
、
親
鸞
聖
人
が
勧
め
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
の
が
こ
の
二
つ
の
「
因
」（
実

践
）
で
す
。「
念
菩
提
分
」
と
は
生
活
の
中
で
憶

念
す
る
言
葉
を
持
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
択

法
菩
提
分
」
と
は
日
々
い
た
だ
い
て
い
く
教
え

を
持
て
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
こ
れ
ら
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
が
、三

番
目
の
「
精
進
菩
提
分
」
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
曽
我
先
生
の
「
急
が
ず
、
休

ま
ず
」
と
い
う
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
た

と
え
五
分
で
も
十
分
で
も
続
け
て
い
く
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
が
生
活
の
要か

な
めに
な
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
上
に
「
精
進
」
が
成

就
さ
れ
た
形
と
し
て
は
「
習
慣
化
」
と
い
う
も

の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

教
え
を
い
た
だ
く
こ
と
が
生
活
の
中
で
習
慣

と
な
っ
て
い
く
、
そ
れ
が
蓮
如
上
人
の
勤
行
の

精
神
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
精
進
の
形
が
、

お
朝
事
や
お
夕
事
と
い
う
姿
に
表
れ
て
い
る
と

思
う
の
で
す
。
そ
の
勤
行
が
上
人
の
真
宗
再
興

の
一
番
の
土
台
に
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
、
私
た
ち
に
お
け
る
、
有
縁
の
法
を
い

た
だ
き
続
け
て
い
く
精
進
の
形
が
見
ら
れ
る
と

言
え
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、「
七
菩
提
分
」
で
表
さ
れ
て

い
る
「
因
」
と
は
、
聞
法
生
活
を
成
り
立
た
せ

る
も
の
と
言
え
ま
す
。
聞
法
生
活
と
い
う
の
は
、

た
だ
本
を
読
ん
で
い
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
法
生
活
を
成
り
立
た
せ
る

七
つ
の
事
柄
、
そ
の
中
で
特
に
最
初
の
三
つ
が

重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
法
（
本
願
）
を
聞
き
法
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
に
は
な
っ
て
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

『
教
行
信
証
』「
総
序
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
親

鸞
聖
人
は
、

摂せ
つ

取し
ゆ

不ふ

捨し
や

の
真し

ん

言ご
ん

、
超

ち
よ
う

世せ

希け

有う

の
正

し
よ
う

法ぼ
う

、

聞
思
し
て
遅ち

慮り
よ

す
る
こ
と
な
か
れ
。

�

（『
聖
典
』
一
五
〇
頁
）

と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。「
念
菩
提
分
」

の
憶
念
し
続
け
る
言
葉
を
「
摂
取
不
捨
の
真
言
」

と
し
て
、
そ
し
て
「
択
法
菩
提
分
」
の
有
縁
の
法

を
「
超
世
希
有
の
正
法
」
と
し
て
、
表
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
い
た
だ
き
続
け
て
い

く
生
活
（
宗
教
生
活
）
を
、
私
た
ち
に
示
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
考
え
方
や
出
来
事
の
中

で
、
自
分
の
人
生
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と

し
て
成
就
し
て
い
く
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
生
を
成
就
せ
し
め
て
い
く
道
と

し
て
、
親
鸞
聖
人
が
「
総
序
」
で
教
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
言
葉
に
合
わ
せ
て
、「
七
菩
提
分
」

を
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

憶
念
す
る
言
葉

「
急
が
ず
、
休
ま
ず
」

「
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
」

第
十
五
回

二
〇
一
六
年
三
月
十
七
日
（
木
）

「
七
」
に
表
わ
さ
れ
る
教
え

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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宝
樹
荘
厳
に
は
、
極
楽
の
隅
々
に
ま
で
行
き

渡
っ
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
荘
厳
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
荘
厳
に
お
い
て
極

楽
が
、
ま
た
極
楽
の
聞
法
生
活
が
あ
る
と
い
う

大
切
な
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
「
七
重
の
欄ら
ん 

楯
じ
ゆ
ん

」
で
す
が
、「
欄
」
と

は
縦
の
柵
、「
楯
」
と
は
横
の
柵
で
す
。
こ
の
欄

楯
が
極
楽
全
体
を
護
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
る

方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
私
は
一
本
一
本
の
樹
を

護
っ
て
い
る
状
態
だ
と
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
し
ま
す
と
、
こ
れ
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
人
一
人
の
聞

法
生
活
を
護
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
も
の
と
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
、
聞
法
生
活
を
護

っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
欄
楯
と
し
て
、「
信
巻
」

で
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
「
現
生
十
種
の
益
」

の
四
番
目
、「
諸
仏
護
念
の
益
」（『
聖
典
』
二
四

〇
〜
二
四
一
頁
）
を
思
う
の
で
す
。

聞
法
生
活
、
信
仰
生
活
と
い
う
の
は
先
ん
じ

て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
生
き
て
い
か
れ
た
方
々
か

ら
護
ら
れ
、
念
じ
ら
れ
て
い
る
生
活
だ
と
申
し

上
げ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た

ち
念
じ
ら
れ
る
側
か
ら
言
え
ば
、そ
う
い
う
方
々

を
念
じ
つ
つ
歩
ん
で
い
く
道
が
聞
法
生
活
で
し

ょ
う
。『
教
行
信
証
』「
後
序
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

何
と
な
れ
ば
、
前さ

き

に
生
ま
れ
ん
者
は
後の

ち

を

導
き
、
後の

ち

に
生
ま
れ
ん
者ひ

と

は
前さ

き

を
訪と

ぶ
ら

え
、
連れ

ん

続ぞ
く

無む

窮ぐ
う

に
し
て
、
願
わ
く
は
休く

止し

せ
ざ
ら

し
め
ん
と
欲ほ

つ

す
。

�

（『
聖
典
』
四
〇
一
頁
）

親
鸞
聖
人
は
『
安
楽
集
』
の
お
言
葉
を
引
い

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
聖
人
は
後
な
る
我
ら
を
念

じ
な
が
ら
命
を
終
え
て
い
か
れ
た
、
あ
る
い
は

今
も
現
に
念
じ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

注
意
を
払
い
た
い
の
は
、「
後
に
生
ま
れ
ん

者
」
の
「
者
」
の
横
に
「
ひ
と
」
と
打
た
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
尊
敬
し
て
言
わ

れ
る
時
に
「
者
」
の
横
に
「
ひ
と
」
と
打
た
れ

る
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
欄

楯
」
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
諸
仏
に
護

念
せ
ら
れ
な
が
ら
、
護
念
の
中
に
歩
ま
れ
て
い

く
道
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

次
に
「
七
重
の
羅ら

網も
う

」
で
す
。「
羅
網
」
と
い

う
の
は
上
に
か
け
ら
れ
て
い
る
網
で
す
。
宝
の

網
の
よ
う
な
も
の
が
、
樹
を
讃
嘆
す
る
も
の
と

し
て
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

は
こ
れ
を
、「
現
生
十
種
の
益
」
の
五
番
目
、「
諸し
よ

仏ぶ
つ

称し
よ
う

讃さ
ん

の
益
」（『
聖
典
』
二
四
一
頁
）
を
表
す

も
の
と
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

聞
法
生
活
は
、
先
に
お
念
仏
に
生
き
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
方
々
か
ら
、
褒ほ

め
ら
れ
称た

た

え
ら
れ

る
生
活
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
身
が
褒
め
称

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
な
か

な
か
実
感
が
伴
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
普
段
気

に
は
留
め
て
お
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

私
た
ち
が
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
学
ん
で
い
る
こ

と
に
安
堵
し
て
お
ら
れ
る
、
褒
め
称
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
世
界
が
「
羅
網
」

に
表
さ
れ
て
い
る
「
諸
仏
称
讃
の
益
」
だ
と
受

け
取
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
「
七
重
の
行
ぎ
よ
う

樹じ
ゆ

」
で
す
。「
行
樹
」
と

は
並
木
の
こ
と
で
す
。
並
木
と
い
う
の
は
一
本

一
本
で
す
が
、
一
本
一
本
だ
か
ら
と
い
っ
て
孤

立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
姿

か
ら
、「
行
樹
」
に
は
僧
伽
の
相す
が
たが

表
さ
れ
て
い

る
と
思
う
の
で
す
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
仏
道
は

一
人
一
人
に
お
い
て
求
め
ら
れ
、
出
あ
わ
れ
て

い
く
も
の
で
し
ょ
う
。
た
と
え
共
に
学
ん
だ
と

し
て
も
、
私
な
ら
私
に
お
い
て
救
い
を
明
ら
か

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
曽
我
先
生

は
「
仏
法
は
一
人
ひ
と
り
に
お
け
る
絶
対
責
任

に
お
い
て
あ
る
も
の
だ
」
と
い
う
言
い
方
を
さ

れ
ま
す
。
仏
道
と
は
そ
う
い
う
厳
し
さ
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
は
孤
立
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
そ

う
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
共
に
学
ぶ
中

で
歩
み
を
お
互
い
に
支
え
合
い
、
励
ま
し
合
う

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
他
の
人
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
私

の
答
え
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
他
の
方
が
明
ら
か

に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
を
通
し
て
、
自

ら
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
僧
伽
の
相
を
、「
行
樹
」
と

い
う
並
木
の
姿
に
い
た
だ
か
れ
ま
す
。

宗
教
の
真
実
は
、
救
い
を
求
め
る
心
に
開
か

れ
て
く
る
も
の
で
す
。
人
に
対
し
て
説
こ
う
と

す
る
心
に
開
か
れ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
人
に
教
え
を
説
く
た
め
に
学
ぶ
の
で

は
な
く
、
私
に
お
い
て
私
の
救
い
を
求
め
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
の
歩
み

の
中
で
、
ご
縁
の
方
々
と
歩
み
を
共
に
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
、
私
は
真
宗
の
歩
み
を
次
の
よ
う

に
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
私
に
教
え
を
説
い
て

く
だ
さ
る
方
は
私
よ
り
も
も
っ
と
先
を
歩
ん
で

お
ら
れ
る
。
説
く
人
も
歩
ん
で
お
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
説
く
人
と
聞
く
人
、
と
い
う
固

定
化
さ
れ
た
構
造
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
求
め
る

心
に
法
が
開
か
れ
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
私

に
先
ん
じ
て
歩
ん
で
お
ら
れ
る
方
の
い
た
だ
か

れ
た
と
こ
ろ
が
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
教
え
と

な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

「
欄ら
ん�

楯
じ
ゆ
ん

」
の
中
に

「
羅ら

網も
う

」
の
世
界

「
行ぎ
よ
う�

樹じ
ゆ

」
の
す
が
た

第
十
六
回

二
〇
一
六
年
六
月
十
六
日
（
木
）

欄
楯
・
羅
網
・
行
樹

講
師　

廣ひ
ろ

瀬せ　

惺
し
ず
か�

氏
（
同
朋
大
学
特
任
教
授
）
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「
真
宗
僧
侶
と
し
て
の
私
」
と
比
叡
山

期
待
と
不
安
を
抱
き
つ
つ
研
修
に
臨
ん
だ
が
、

い
ざ
修
行
体
験
が
始
ま
る
と
自
分
自
身
と
向
き

合
う
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
有
意
義
な
時
間
に

感
じ
た
。
ま
た
、
辛
そ
う
な
修
行
体
験
を
淡
々

と
語
る
宮
本
先
生
か
ら
は
「
純
粋
に
仏
道
を
求

め
る
」
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
感
動
し
た
。

郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
と
い
う
気
持
ち
で

比
叡
山
の
修
行
に
順
応
し
よ
う
と
心
掛
け
た
が
、

「
真
宗
僧
侶
と
し
て
の
私
」
が
出
現
。
大
い
に
反

省
し
て
い
る
。
帰
り
際
、
そ
の
よ
う
な
私
に
笑

顔
で
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
宮
本
先
生
の
姿

に
、
比
叡
山
の
懐
の
深
さ
を
感
じ
た
。
延
暦
寺

の
方
々
と
、
い
つ
か
同
朋
会
館
の
よ
う
な
座
談

会
が
で
き
た
ら
良
い
な
と
思
う
。

 

第
十
期
研
究
生　

玉
腰 

暁
広

自
身
の
欲
望
と
向
き
合
っ
て

三
十
分
の
座
禅
、
一
時
間
の
常
行
三
昧
。
決

し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
私
に

は
と
て
も
長
く
感
じ
ら
れ
、
集
中
力
は
持
続
せ

ず
、
常
に
よ
そ
事
を
考
え
て
い
た
。
心
を
無
に

し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
「
足
が
痛
い
」「
眠
い
」

「
早
く
終
わ
れ
」
な
ど
の
欲
望
が
強
く
な
る
。
あ

ら
た
め
て
自
身
の
欲
深
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、

日
常
の
ほ
と
ん
ど
が
欲
望
で
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
怖
く
な
っ
た
。
僅
か
な
時

間
の
修
行
体
験
で
は
あ
っ
た
が
、
日
常
で
は
気

づ
け
な
い
、
見
よ
う
と
し
な
い
自
分
の
姿
が
少

し
見
え
た
気
が
し
た
。

 

第
十
期
研
究
生　

菱
川　

俊

人
生
で
最
も
気
を
使
っ
た
食
事

比
叡
山
で
の
修
行
体
験
で
学
ん
だ
こ
と
は
、

生
活
の
全
て
が
修
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ

の
こ
と
を
一
番
感
じ
た
の
は
食
事
の
作
法
で
あ

る
。
米
粒
一
粒
、
汁
一
滴
も
残
す
こ
と
な
く
音

を
立
て
る
こ
と
な
く
速
や
か
に
食
事
を
頂
く
。

こ
れ
ま
で
の
人
生
で
最
も
気
を
使
っ
た
食
事
を

頂
い
た
。

ま
た
今
回
の
研
修
で
体
験
し
た
座
禅
と
常
行

三
昧
で
は
、
集
中
力
が
持
続
せ
ず
、
自
分
の
心

の
弱
さ
・
甘
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
を
自
覚
意
識
し
な
が
ら
、
日
々
の
生
活
を
見

つ
め
直
し
た
い
。

 

第
十
一
期
研
究
生　

鍋
野 

了
悟

百
聞
は
一
見
に
し
か
ず

比
叡
山
で
は
食
事
も
修
行
だ
っ
た
。
食
前
に

偈
文
を
唱
え
、
一
切
の
私
語
が
禁
止
さ
れ
る
中
、

短
い
時
間
で
一
切
の
音
を
立
て
ず
に
、
茶
碗
一

杯
の
お
茶
で
、
米
粒
ひ
と
つ
、
汁
一
滴
残
さ
ず

洗
鉢
し
な
が
ら
食
事
を
頂
く
。「
こ
れ
が
古
く
か

ら
日
本
に
伝
わ
る
食
事
の
作
法
」
と
聞
い
て
驚

い
た
。
さ
ら
に
驚
い
た
の
は
、「
仏
に
あ
う
た

め
」
だ
け
に
過
酷
な
修
行
を
し
て
い
る
人
が
現

代
に
お
い
て
、
実
在
し
て
い
た
こ
と
だ
。

「
仏
に
あ
う
」
と
聞
い
て
、
オ
カ
ル
ト
的
な
神

秘
体
験
し
か
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
私
だ
が
、真

剣
に
道
を
求
め
て
修
行
を
し
て
い
る
人
の
姿
に

触
れ
、「
道
を
求
め
る
と
は
」
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
さ
に
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
。
身
を
運
ん

で
実
際
に
感
ず
る
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
た
二

日
間
だ
っ
た
。

 

第
十
二
期
研
究
生　

加
藤 

博
証

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」

に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
…

比
叡
山
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
仏
道
に

心
を
向
け
る
空
気
が
流
れ
る
出
家
修
行
の
場
で

あ
る
こ
と
に
、
ま
ず
驚
い
た
。
さ
ら
に
、
修
行

を
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
聞
い
た
「
修
行
は
強
制

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
山
を
下
り
る

常行堂（写真左）で60分だけの常行三昧体験を終えて居士林へ。移動
中も私語は厳禁だった。

五
月
三
十
一
日
か
ら
六
月
一
日
、
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
生
は
「
求
道
者　

仏
法
を
求
め
歩
む

と
は
？
」
の
テ
ー
マ
の
も
と
比
叡
山
を
訪
ね
、
修
行
の
一
端
を
体
験
で
き
る
延
暦
寺
「
居
士
林
」

で
の
研
修
を
行
っ
た
。

親
鸞
聖
人
は
九
歳
で
得
度
さ
れ
、
二
十
年
間
に
わ
た
っ
て
比
叡
山
で
修
行
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
修
行
中
の
聖
人
の
足
跡
に
つ
い
て
は
歴
史
的
史
料
が
乏
し
く
、
詳
し
い

こ
と
は
不
明
の
ま
ま
だ
。
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
の
研
修
で
は
、
真
剣
に
仏
道
を
求
め
比
叡
山
で

修
行
に
励
ん
で
お
ら
れ
る
方
々
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
修
行
中
の
聖
人
を
想
像
し
つ
つ
、
私

た
ち
自
身
の
歩
み
を
確
認
す
る
機
会
と
な
る
こ
と
を
願
い
行
っ
た
。

研
究
生
が
感
じ
た
「
比
叡
山
」
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
す
。

研究生報告

親
鸞
聖
人
の
足
跡
を
訪
ね
て

�
求
道
者　

仏
法
を
求
め
歩
む
と
は
？

�

（
比
叡
山
で
の
修
行
体
験
）

宮
みや

本
もと

祖
そ

豊
ほう

 師（居士林所長）
・昭和35年、北海道に生まれる
・ 平成21年、比叡山で最も厳しい修行の

一つである十二年籠山行満行を果たす
・ 現在は延暦寺円龍院住職、比叡山延暦

寺居士林所長を務める
・著書に『覚悟の力』（致知出版）
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の
も
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
親
鸞
聖

人
が
山
を
下
り
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
捉
え
方

も
変
わ
っ
た
。
親
鸞
聖
人
が
比
叡
山
を
出
た
理

由
と
し
て
、
延
暦
寺
と
の
対
立
関
係
ば
か
り
を

想
像
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
十
年
に
も
お
よ
ん
で
積
み
重
ね

た
厳
し
い
修
学
を
棄
て
て
（「
雑
行
を
棄
て
て
本

願
に
帰
す
」）
の
念
仏
一
行
の
選
び
は
、
も
っ
と

違
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
あ
ら

た
め
て
驚
き
を
感
じ
た
。

 

第
十
二
期
研
究
生　

小
塚　

順

今
の
ま
ま
で
い
い
の
か
？

今
回
、
一
泊
二
日
と
い
う
短
い
時
間
で
は
あ

っ
た
が
、
親
鸞
聖
人
が
実
際
に
ご
修
行
さ
れ
た

地
に
身
を
運
び
、
足
跡
を
想
像
し
て
み
る
と
、
今

ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
親
近
感
を
感
じ
た
。

そ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
私
の
日
ご
ろ
の
生
活
態

度
を
問
う
も
の
と
な
っ
た
。

常
行
堂
で
の
念
仏
三
昧
体
験
は
、
日
ご
ろ

我
々
が
称
え
る
念
仏
と
は
違
い
、
体
力
と
精
神

力
を
必
要
と
す
る
ま
さ
に
修
行
と
し
て
の
念
仏

だ
っ
た
。
親
鸞
聖
人
が
専
修
念
仏
の
教
え
に
出

遇
わ
れ
た
の
は
、
比
叡
山
で
の
二
十
年
間
の
修

行
を
経
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
聖

人
が
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
結
論
の
上
に
最
初
か

ら
安
住
し
、
戒
律
な
ど
気
に
す
る
こ
と
も
な
く
、

自
己
中
心
的
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

座
禅
止
観
や
常
行
三
昧
、
食
事
作
法
の
指
導

を
い
た
だ
い
た
小
森
行
監
の
「
君
た
ち
は
今
の

ま
ま
で
い
い
の
か
？
」
と
い
う
言
葉
が
と
て
も

重
く
響
い
た
。
今
ま
で
考
え
も
し
な
か
っ
た「
真

宗
と
は
何
な
の
か
？
」
と
い
う
根
本
的
な
課
題

を
い
た
だ
い
た
研
修
で
あ
っ
た
。

 

第
十
二
期
研
究
生　

寺
西 

修
司

仏
道
修
行
の
大
切
さ
を
感
じ
た

今
回
体
験
し
た
常
行
三
昧
、
座
禅
止
観
を
通

し
て
、
自
身
の
な
か
に
あ
る
雑
念
の
多
さ
と
、
集

中
力
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
知
っ
た
。

ま
た
、
食
事
の
作
法
に
つ
い
て
も
今
ま
で
知
ら

な
か
っ
た
こ
と
ば
か
り
。
い
の
ち
の
恵
み
を
徹

底
し
て
大
切
に
す
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
て
、

非
常
に
大
事
な
こ
と
と
感
じ
た
。

私
は
、
自
身
が
学
ん
で
き
た
真
宗
学
を
根
拠

と
し
て
、
自
力
の
行
を
漠
然
と
否
定
し
て
い
た

が
、
そ
も
そ
も
仏
道
修
行
と
は
何
な
の
か
も
知

ら
な
か
っ
た
。

ま
さ
に
「
仏
道
を
求
め
、
歩
む
と
は
」
に
つ

い
て
、
今
一
度
考
え
さ
せ
ら
れ
た
研
修
で
あ
っ

た
。

 

第
十
二
期
研
究
生　

水
野 

拓
磨

比叡山での修行体験・研修について

「居
こ

士
じ

林
りん

」のご案内
延暦寺西塔にある居士林は、広く一般の人々のために

比叡山の修行を体験できる修行道場。内容は、坐禅・写
経などの日帰り研修から１泊・２泊の本格的な修行体験
まで希望に応じてくれます。基本的な体験コースが設定
されていますが、主催者側の相談にも応じてくれるので、
青年会や輪読会などで、課題をもって体験してみるのも
おすすめ。完全予約制なので、必ず事前に確認・予約し
たうえでお出かけください。

〒520-0116　滋賀県大津市坂本本町4220
Ｈ Ｐ　www.hieizan.or.jp/shugyo/info-kojirin
TEL　077-578-0314
FAX　077-578-5544

我々が訪れた日も、常座三昧が行われていた。

居士林でお世話になった方々。（前面左から赤松師、宮本師、小森師、櫻井師）

　 　

　 研修内容
５月31日
　10：30　根本中堂・講堂参拝、国宝殿拝観
　13：00　恵心（源信）僧都一千年御遠忌法要参拝
　14：30　居士林（修行道場）入所・オリエンテーション
　16：30　座禅止観 体験（釈迦堂）
　18：00　非食（夕食）
　19：00　千日回峰行について（ビデオ学習）
　20：00　開浴（入浴）
　21：00　放心（就寝）

６月１日
　４：45　覚心（起床）
　５：00　回峰行者お加持
　５：30　常行三昧 体験（常行堂）
　７：30　作務（清掃）
　８：00　小食（朝食）
　９：00　法話（宮本祖豊 師（居士林道場長））
　10：00　宮本祖豊師との懇談
　12：00　正食（昼食）
　12：30　退所式
　14：00　大乗院参拝（親鸞聖人蕎麦食御木像）
　15：00　比叡山を出発し帰路へ
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『
禅
と
戦
争
』（
新
装
版
）出
版
に
つ
い
て

�

（
※
訳
者
エ
イ
ミ
ー
さ
ん
よ
り
）

こ
の
本
は
一
九
九
九
年
に
日
本
語
で
初
め
て

翻
訳
を
し
、
そ
の
後
、
関
係
者
に
大
変
な
軋
轢

と
い
い
ま
す
か
、
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
嫌
が

ら
せ
の
手
紙
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
一
般
の
人
で
は
な
く
、
僧
侶
や
仏
教

関
係
者
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
十
数
年
が
経
ち
、
こ
の
度
、
戦
後

七
十
年
と
い
う
ひ
と
つ
の
節
目
に
当
た
り
、
仏

教
者
た
ち
が
い
か
に
戦
争
に
加
担
し
て
き
た
か

と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
こ
と
で
、
再
出
版
が
叶
い
ま
し
た
。

僧
侶
が
向
き
合
う
べ
き
視
点

は
じ
め
ま
し
て
。
私
も
良り

ょ
う
じ
ゅ
ん潤

と
い
う
僧
籍
が

ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
は
「
禅
と
戦
争
」

で
す
が
、「
仏
教
と
戦
争
」
の
問
題
で
あ
り
、「
宗

教
と
戦
争
」
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
真
宗
で

も
禅
宗
で
も
仏
教
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
宗

教
」
と
「
暴
力
（
戦
争
）」
が
、
な
ぜ
結
び
付
け

ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
で
す
。

実
は
私
は
、
こ
の
日
が
来
る
の
を
十
五
年
間

待
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
本
が
出
て
か
ら
、
か

な
り
反
響
を
呼
ん
だ
。
だ
け
ど
私
は
、
禅
宗
で

あ
ろ
う
が
何
宗
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
学

習
会
に
呼
ば
れ
て
「
と
も
に
考
え
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
こ
と
が
、
一
度
た
り
と
も
無
か
っ
た
。
何

故
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
、
自
己
に
不
利
益
な
事
実
を
認
め
る

姿
勢
、
度
量
、
責
任
感
の
欠
如
だ
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
祖
先
や
師
匠
が
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ

た
と
思
い
た
く
も
な
い
し
、
知
り
た
く
も
な
い

し
、
聞
き
た
く
も
な
い
。
だ
か
ら
耳
を
塞
ぐ
の

で
す
。

日
本
は
戦
争
で
き
る
国
へ
と

去
年
、
日
本
は
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認

に
よ
り
、
再
び
戦
争
の
で
き
る
国
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
仏
教
徒
・

僧
侶
た
ち
が
ど
う
す
る
の
か
に
つ
い
て
で
す
。

こ
こ
に
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
ピ
ー
タ
ー
・

Ｌ
・
バ
ー
ガ
ー
（
一
九
二
九

－

）
の
指
摘
が
あ

り
ま
す
。

ひ
と
つ
の
国
が
自
国
民
を
殺
人
者
に
す
る

時
や
、
危
険
な
状
況
に
陥
る
時
、
宗
教
的

正
当
性
の
裏
付
け
が
重
要
な
役
割
を
果
た

す
。
故
に
昔
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
国

の
命
令
で
敵
を
殺
め
る
前
に
宗
教
の
加
護

な
ど
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
戦
争
に
出
掛

け
る
時
、
戦
場
で
死
ぬ
時
、
祈
り
や
戦
死

者
の
冥
福
な
ど
様
々
な
宗
教
儀
式
が
行
わ

れ
る
。

要
す
る
に
、
戦
争
と
い
う
の
は
人
が
死
ぬ
わ
け
で

す
。
そ
こ
が
宗
教
家
の
領
域
で
す
ね
。
そ
の
「
死
」

を
正
当
化
し
、
意
味
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
「
お
国
の
た
め
」「
社
会
の
た
め
」
と
正

当
化
す
る
の
が
宗
教
家
の
役
割
。
ゆ
え
に
必
ず
宗

教
と
戦
争
は
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
神
学
者
ブ
レ
ー
ズ
・

パ
ス
カ
ル
（
一
六
二
三

－

一
六
六
二
）
は
、
こ

う
言
い
ま
し
た
。

宗
教
的
信
念
が
あ
っ
た
時
こ
そ
、
人
間
は

悪
を
徹
底
的
に
、
か
つ
喜
ん
で
す
る
。

い
わ
ゆ
る
殺
人
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
正
義
だ
と
。

そ
の
正
義
感
を
植
え
付
け
る
の
が
、
残
念
な
が
ら

宗
教
な
の
で
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
の
停
戦

第
一
次
世
界
大
戦
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
同
士
で

戦
っ
て
い
た
の
で
す
。
戦
争
は
一
九
一
四
年
に

始
ま
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
を
戦
場
で
迎
え
ま
し
た
。

ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
に
な
り
、
ド
イ
ツ
側
で
兵
士

が
讃
美
歌
を
歌
い
始
め
ま
す
。
一
方
で
イ
ギ
リ

ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
兵
隊
た
ち
も
讃
美
歌
を
歌
う
。

誰
か
が
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
飾
る
。
そ
こ
で

「
じ
ゃ
あ
、
今
晩
だ
け
停
戦
し
よ
う
じ
ゃ
な
い

か
」
と
。
そ
れ
で
、
戦
闘
状
態
の
兵
士
が
洞
窟

か
ら
出
て
き
て
、
殺
し
合
っ
て
い
る
場
で
会
っ

て
、
礼
拝
す
る
わ
け
で
す
。
次
の
日
の
ク
リ
ス

マ
ス
デ
ー
も
「
戦
争
す
る
の
は
嫌
だ
」
と
サ
ッ

カ
ー
の
試
合
を
や
り
だ
し
た
の
で
す
。

そ
れ
で
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
停
戦
を

知
っ
た
司
令
部
が
怒
り
出
す
わ
け
で
す
ね
。
停

戦
を
聞
い
た
ボ
ス
の
司
教
が
怒
っ
て
、
イ
ギ
リ

ス
か
ら
戦
場
に
出
向
き
、
従
軍
布
教
使
と
対
決

す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
描
い
た
映
画

『Joyeux�N
oel

（
戦
場
の
ア
リ
ア
）』
の
中
に

「
説
教
」
が
あ
り
ま
す
。

神
の
刀
は
、
あ
な
た
方
の
手
に
あ
る
。
あ

な
た
方
は
文
明
そ
の
も
の
の
守
り
手
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
善
の
力
」
対
「
悪
の
力
」

の
戦
い
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
戦
争
は
誠

に
聖
戦
で
あ
る
。
世
界
の
自
由
を
救
う
た

め
の
聖
戦
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
神
の
子

ど
も
で
は
な
い
。
彼
ら
は
野
蛮
な
行
動
を

繰
り
返
す
。
故
に
、
神
の
加
護
の
下
で
全

て
の
ド
イ
ツ
人
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
徹
底
的
に
。

い
わ
ゆ
る
敵
と
い
う
の
は
全
部
悪
だ
と
い
う
の
で

す
。
そ
の
結
果
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
三
七
〇

〇
万
人
が
死
ん
だ
の
で
す
。

は
じ
め
に

第
一
部　

問
題
提
起

三
月
二
十
五
日
（
金
）、『
禅
と
戦
争

－

禅
仏
教
の
戦
争
協
力

－

』（
え
に
し
書
房
）
の
著
者
で
あ
る
ブ

ラ
イ
ア
ン
・
Ａ
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
氏
を
囲
ん
で
平
和
展
ス
タ
ッ
フ
学
習
会
を
開
催
し
た
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
期
間
中
に
開
催
し
た
「
第
28
回
平
和
展

－

け
さ
れ
た
親
鸞

聖
人

－

」
の
事
前
学
習
会
と
位
置
付
け
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
氏
が
「
禅
と
戦
争
」
を
テ
ー
マ
に
講
義
し
、
宗

教
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
日
本
語
訳
者
の
エ
イ
ミ
ー
・
Ｌ
・
ツ
ジ
モ
ト
さ
ん
同
席
の
も
と
、
講

義
は
第
一
部
「
問
題
提
起
」
と
、
第
二
部
「
解
決
に
つ
い
て
」
の
二
部
構
成
で
行
わ
れ
た
。

抄
録
を
掲
載
し
、
平
和
学
習
に
資
し
た
い
。

平
和
展
ス
タ
ッ
フ
学
習
会
（
講
義
抄
録
）

  
「
禅
と
戦
争
」

�
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
Ａ
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア�

氏

�
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
付
属
仏
教
研
究
所
研
究
員
）

大谷派の
近現代史
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日
本
仏
教
の
聖
戦
論

で
は
、
日
本
仏
教
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

聖
戦
論
者
と
し
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

と
思
い
ま
す
が
、真
宗
大
谷
派
の
井い

の
う
え上

円え
ん

了り
ょ
う（

一

八
五
八

－

一
九
一
九
）
は
当
時
こ
う
言
っ
て
い

ま
し
た
。

露
国
は
独
り
我
国
敵
の
み
な
ら
ず
、
仏
敵

な
り
…
今
日
仏
教
の
依
然
と
し
て
我
那

（
我
が
国
）
に
存
す
る
は
、
聖
徳
太
子
以
来

歴
代
の
皇
室
の
保
護
、
皇
族
の
帰
依
に
基

か
ざ
る
は
莫
し
。
こ
の
点
よ
り
視
る
も
仏

者
は
仏
恩
の
為
、
皇
恩
の
為
に
死
を
決
し

て
戦
う
は
当
然
の
事
な
り
。

そ
れ
か
ら
私
の
恩
師
の
榑く
れ

林ば
や
し

皓こ
う

堂ど
う

（
一
八
九
三

－

一
九
八
八
）
は
当
時
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。

皇
軍
の
進
む
所
に
は
仁
愛
の
み
あ
っ
て
、

支
那
兵
の
如
き
残
虐
無
道
の
行
為
は
あ
り

得
な
い
。
こ
れ
こ
そ
実
に
仏
教
が
永
い
間

か
け
て
育
成
し
て
き
た
偉
大
な
る
成
果
と

い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば

仏
教
精
神
に
鍛
え
ら
れ
た
皇
軍
将
士
に
は

残
虐
性
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。

他
に
も
、
原は
ら

田だ

祖そ

学が
く

（
一
八
七
一

－

一
九
六
一
）

な
ど
が
、
同
じ
よ
う
に
聖
戦
を
肯
定
す
る
発
言
を

し
て
い
ま
す
。

軸
の
時
代

こ
う
し
た
問
題
を
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
で

し
ょ
う
か
。
為
政
者
た
ち
は
、
国
に
対
す
る
忠

誠
を
強
く
要
求
し
ま
す
。
普
遍
的
な
真
理
を
持

っ
て
い
る
宗
教
と
、
自
分
の
属
し
て
い
る
国
や

政
府
。
そ
の
要
求
は
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
が
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
す
。

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス（
一

八
八
三

－
一
九
六
九
）
が
唱
え
た
「
軸
の
時
代
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
紀
元
前

八
〇
〇
年
頃
か
ら
紀
元
前
二
〇
〇
年
に
か
け
て

お
こ
っ
た
世
界
史
的
、
文
明
史
的
な
一
大
エ
ポ

ッ
ク
の
こ
と
で
す
。
中
国
で
は
諸
子
百
家
が
活

躍
し
、
イ
ン
ド
で
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
や

仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
が
成
立
し
、
イ
ラ
ン
で
は

ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
世
界

観
を
説
き
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
イ
ザ
ヤ
、
エ
レ

ミ
ヤ
な
ど
の
預
言
者
が
あ
ら
わ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ

で
は
三
大
哲
学
者
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
が
輩
出
し
て
、
後
世
の
諸

哲
学
、
諸
宗
教
の
源
流
と
な
っ
た
時
代
で
す
。

「
軸
の
時
代
」
に
お
い
て
新
し
く
誕
生
し
た
宗

教
は
、
た
だ
単
に
自
分
の
部
族
や
民
族
や
人
種

や
国
家
の
幸
せ
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
の

た
め
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
教
理
は

「
普
遍
的
真
理
」
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
。
同
時

に
、
部
族
な
ど
の
集
団
を
守
る
た
め
の
宗
教
で

は
な
く
、
信
者
一
人
ひ
と
り
の
「
救
い
」
や
「
解

脱
」
が
中
心
課
題
と
な
っ
た
の
で
す
。

普
遍
宗
教
と
部
族
宗
教

日
本
は
部
族
宗
教
の
神
道
と
普
遍
的
な
仏
教

の
両
方
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
神

仏
習
合
と
い
う
こ
と
で
、
部
族
宗
教
と
普
遍
的

宗
教
を
一
つ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
明
治
の
神
仏

分
離
に
よ
っ
て
分
か
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
非

常
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

普
遍
的
な
仏
教
は
部
族
宗
教
に
な
っ
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
主
張
だ
か
ら
で
す
。

仏
教
は
普
遍
的
な
真
理
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、

神
道
に
は
そ
れ
が
な
い
。
い
わ
ゆ
る
国
家
主
義

的
な
時
代
に
お
い
て
は
仏
教
を
受
け
入
れ
る
は

ず
も
な
い
。
そ
し
て
、
仏
教
を
弾
圧
し
て
し
ま

っ
た
が
ゆ
え
に
、
仏
教
者
た
ち
は
国
家
に
進
ん

で
し
ま
っ
た
。
普
遍
的
仏
教
を
部
族
的
仏
教
に

変
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
解
釈
で
す
。

真
理
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う

「
軸
の
時
代
」
を
経
て
も
問
題
は
残
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
集
団
全
体
を
守
ろ
う
と
し
た
部
族
宗

教
が
完
全
に
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一

時
的
に
隠
さ
れ
た
だ
け
な
の
で
す
。
集
団
全
体

を
最
優
先
す
る
部
族
宗
教
が
い
つ
で
も
再
び
登

場
す
る
用
意
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
大
き
な
悲

劇
が
潜
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
部
族
宗
教
意

識
が
登
場
し
な
が
ら
も
、
一
人
ひ
と
り
の
信
者

は
「
自
分
は
相
変
わ
ら
ず
普
遍
的
真
理
に
忠
誠

で
あ
る
」
と
信
じ
て
い
る
の
で
す
。

ゆ
え
に
戦
争
に
な
る
と
、
自
分
た
ち
の
普
遍

的
な
真
理
が
、
逆
に
国
家
の
砦
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
自
分
た
ち
は
国
家
に
御
用
化
さ
れ
た
と

は
思
わ
な
い
で
、
相
変
わ
ら
ず
自
分
た
ち
を
「
普

遍
的
な
真
理
を
説
い
て
い
る
」
と
思
い
込
ん
で

し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

基
本
的
矛
盾
の
把
握

で
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。
第
一
に
、
原

因
の
真
の
性
格
な
ら
び
に
由
来
を
把
握
す
る
こ

と
で
す
。
自
分
の
集
団
以
外
に
関
心
を
持
た
な

い
部
族
宗
教
と
、
普
遍
的
真
理
を
持
つ
世
界
諸

宗
教
と
の
基
本
的
矛
盾
の
把
握
で
す
。

次
に
、
自
分
の
宗
教
が
持
っ
て
い
る
普
遍
的

真
理
に
忠
誠
を
保
つ
こ
と
。
国
家
か
ら
何
と
言

わ
れ
よ
う
と
も
、
弾
圧
さ
れ
よ
う
と
も
。
少
な

く
と
も
、
欺
瞞
的
態
度
を
や
め
て
、
戦
時
中
の

部
族
的
宗
教
化
し
た
宗
教
を
正
当
化
し
よ
う
と

し
な
い
こ
と
で
す
。

未
来
に
向
か
っ
て

我
々
仏
教
徒
の
姿
は
、
仏
法
が
持
っ
て
い
る

普
遍
性
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に

か
か
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
衆
生
無
辺
誓

願
度
」
と
い
う
菩
薩
の
ひ
と
つ
の
誓
い
を
実
行

で
き
る
の
か
。
実
行
で
き
る
な
ら
ば
、
仏
教
は

世
界
の
諸
宗
教
の
中
で
初
め
て
誕
生
す
る
真
の

普
遍
的
宗
教
に
な
る
。
真
の
意
味
で
の
平
和
的

宗
教
に
な
り
、
仏
法
に
か
な
っ
た
宗
教
に
な
る
。

仏
教
は
普
遍
的
な
真
理
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
曲
げ
る
こ
と
も
な
く
、
犠
牲
に
す
る
こ

と
も
な
く
、
捨
て
る
こ
と
も
な
く
、
実
行
す
る

と
い
う
こ
と
を
、
特
に
若
い
僧
侶
た
ち
に
対
し

て
私
は
希
望
し
て
い
ま
す
。

【
第
二
部
】
解
決
に
つ
い
て

映画『Joyeux�Noel（戦場のアリア）』の一場面。十字架を
背に、司教が兵士たちに「説教」する。



　■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

《雑感》

毎朝、眠い目を擦りながら午前６時にお
寺の梵鐘を突き、1時間ぐらい田舎道をウ
ォーキングしてからお内仏にお参りし、朝
食をいただく。これが私の朝のライフスタ
イルだ。

ただ最近、歳のせいか？夏バテか？夜中
に目が覚めて眠れない。ライフスタイルが
崩れつつある。朝起きるのが本当にしんど
い。「もう少し寝かせて」「今日は突くの止
めようかな」と思いながら梵鐘を突く。

そんな私に、ご門徒さんは「毎日梵鐘ご
くろうさん」。思わず私は照れ笑い。鐘の
音を聞いて朝が始まるのは、ご門徒さん
にとってのライフスタイルでもあったのだ。

坊守いわく、戦後68年にわたり毎日お
寺から鐘の音を響かせていたという。よし、
明日も眠い目を擦りながら突きつづけよう。

（H2）

INFORMATION

教化センター日報
2016年６月～８月

研究生・現地研修「比叡山」（５月31日～）
研究生・学習会「現地研修 反省会」
教化研修「聖典研修⑯」（廣瀬惺氏）
研究業務「第27回平和展」反省会
教化センター運営会議
研究生・学習会「次年度カリキュラム」会議
研究業務「自死遺族わかちあいの会」打合せ

６月１日
７日
16日
17日
24日
28日

研究業務「平和展」学習会
研究生・学習会「真宗門徒講座 事前学習」
研究業務「平和展」学習会
研究生「第10期生 修了式」
研究業務「平和展」学習会

「2016 あいち・平和のための戦争展」出展
名古屋別院「御坊夏まつり」出店（研究生有志）
研究生・学習会「真宗門徒講座 事前学習」
研究業務「自死遺族わかちあいの会」打合せ
研究業務「平和展」学習会

７月８日
15日
21日
22日

８月９日
11～14日
20～21日

26日

29日

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

教化センターの人事がありました

〈退職〉
事 務 職 員　曽場 浩代（2016年6月30日付）

〈異動〉
事 務 職 員　佐藤 亮賢（2016年7月1日付）別院総務部へ

〈新任〉
事 務 職 員　林　 博行（2016年7月1日付）
非常勤嘱託　田中 真理（2016年9月1日付）

◆Blu-ray再生機 貸出開始◆

DVDに加え、Blu-rayにも対応。
配線も簡単になりました。教化
活動にご活用ください。

『教化センター研究報告』第11集を発行しました
第１章　研究　研究員報告
　１ 大谷派の近現代史
　　 大谷派と戦死－名古屋教区教化センター所蔵「天野家史料」を手がかりにして－ 新野 和暢
　２ 尾張の真宗史
　　 尾張の真宗法宝物史料調査報告 小島 　智
　３ 現代社会と真宗教化
　　 親鸞から問われるボランティア－生活と仏道の行の乖離を通して－ 大河内真慈
第２章　研修　研究生報告、
　１ 演劇
　　「親鸞・恵信尼 結婚披露宴－七五〇年の時を超えて－」
　　を終えて 飯田真宏・加藤浄恵
　　＊ 資料－「同 演劇台本」
　２ 「研究生レポ－ト」（第８期生２名・第９期生４名）

以上の内容を掲載しています。
ご希望の方は教化センターにお問い合わせください。

教化センター研究生が有志を募り、御坊夏まつりに飲食ブース「浪江太っちょ焼きそば」を出店した。
昨年は出店を見送っていたため、研究生一同今年にかける思いが強く、私もとても楽しみにしていた。と
ころが、夏まつり三日前から突然の体調不良。できる作業が限られてしまった。

鉄板の熱気と飛びはねるソースを浴びる仲間たちを背後から眺めつつ、感じたことがある。調理と裏
方の作業、両方得意な人が居たとしても、その人一人で出店することはできない。多岐にわたる作業を
同時にこなすことはできないからだ。調理をする人、下ごしらえをする人、接客をする人、雰囲気を盛り
上げる人など、御遠忌の演劇に続いて、研究生一人ひとりの力の結集を見た。ブースは大盛況のうちに
終わり、私も少しは役に立てただろうか。

来店された方々の「福島の焼きそばを食べることができてうれしい」、「とてもおいしかった」という声を
聞くことができ、来年も出店したいという気持ちが強くなった。

（第10期研究生　玉腰 暁広）

研究生（有志）
御坊夏まつりに「浪江太っちょ焼きそば」を出店

福島に想いを寄せたい。そんな研究生たちの
想いが、虹となって夜空を覆った。

たまこし   あきひろ

センタージャーナル No.98⑧



発行／真宗大谷派名古屋教区教化センター（No98）

イ
ラ
ス
ト
カ
ッ
ト
集

◦データを希望される場合はお問い合わせください。
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