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No.99センタージャーナル
真
実
の
学
び
か
ら
、

今
を
生
き
る「
人
間
」と
し
て
の

責
任
を
明
ら
か
に
し
、

と
も
に
そ
の
使
命
を
生
き
る
者
と
な
る
。
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近
ご
ろ
「
除
夜
の
鐘
を
撞
く
の
を
控
え
て

ほ
し
い
」
と
い
う
訴
え
が
近
隣
住
民
か
ら
出

て
い
る
と
聞
く
。
私
の
お
預
か
り
し
て
い
る

お
寺
で
も
、「
紅
白
歌
合
戦
が
聞
こ
え
ん
。
十

発
ま
で
に
し
て
く
れ
！
」
と
の
苦
情
電
話
が

あ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

こ
の
一
年
を
振
り
返
れ
ば
、
待
機
児
童
を

減
ら
す
た
め
の
保
育
園
建
設
に
お
い
て
「
他

所
に
建
て
る
の
は
賛
成
だ
が
、
近
所
に
造
ら

れ
て
は
困
る
」
と
、
矛
盾
に
満
ち
た
ニ
ュ
ー

ス
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
正
義
を
立
場
と
し

て
「
〜
す
べ
き
」
と
振
り
か
ざ
す
も
の
の
、

己
の
身
に
降
り
掛
か
れ
ば
、
反
旗
を
翻
す
の

は
世
の
常
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
く
言
う
私
も
、

最
も
身
近
な
人
と
の
関
係
が
ギ
ク
シ
ャ
ク
す

る
と
き
、
私
の
中
に
潜
む
底
知
れ
ぬ
矛
盾
が

顔
を
出
す
。

臨
床
心
理
士
の
西
野
敏
夫
さ
ん（
本
誌
六
・

七
面
）
か
ら
、「
夫
婦
喧
嘩
な
ど
で
、
わ
ざ
と

『
バ
ン
ッ
！
』
と
乱
暴
に
扉
を
閉
め
た
り
、
食

器
を
乱
暴
に
扱
う
な
ど
の
行
動
は
『
ち
ゃ
ん

と
私
の
こ
と
を
見
て
よ
、
愛
し
て
よ
！
』
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
〈
メ
タ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
話
を
聞

か
せ
て
戴
い
た
。
さ
ら
に
、「
檀
家
さ
ん
は
潜

在
的
に
ご
住
職
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
『
い
い
話
を
聴

か
せ
て
貰
い
ま
し
た
』
と
言
う
の
で
す
。
嘘

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
眉
唾
と
思
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
言
葉
に
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
。

研
究
生
と
私
が
共
に
受
け
も
つ
真
宗
門
徒

講
座
で
は
緊
張
の
極
み
の
中
、
必
死
に
研
究

生
が
講
義
を
す
る
。
彼
の
前
に
は
八
十
名
程

の
受
講
者
が
固
唾
を
飲
ん
で
聴
聞
し
て
お
ら

れ
る
。
主
幹
と
い
う
立
場
で
私
自
身
は
、
彼

を
心
配
し
て
い
た
。
し
か
し
講
義
後
の
座
談

で
、
参
加
者
か
ら
「
報
恩
講
は
、
自
己
発
見

の
法
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
」

と
発
言
さ
れ
た
の
を
聞
き
、
語
る
者
の
姿
勢

が
い
か
に
大
切
か
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
の
一

方
で
緊
張
す
る
こ
と
も
な
く
、
大
き
な
声
で

流
暢
に
語
る
私
の
話
は
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ

て
い
る
の
か
、
不
安
が
よ
ぎ
る
。

世
間
で
は
百
八
の
煩
悩
を
払
う
と
い
わ
れ

る
除
夜
の
鐘
。
こ
れ
ま
で
漠
然
と
聞
い
て
い

た
が
、
私
の
煩
悩
の
具
体
性
は
正
義
や
矛
盾
、

愛
、
善
意
、
努
力
、
我
慢
、
熱
意
と
い
う
姿

で
、
我
が
身
に
満
ち
み
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
花
の
都
」
と
譬
え
ら
れ
た
報
恩
講
。
お
勤

め
し
た
感
動
も
束
の
間
、
す
ぐ
に
醒
め
て
し

ま
う
、
当
に
煩
悩
興
盛
の
我
が
身
を
詠
わ
れ

た
句
仏
上
人
の
句
を
憶
い
つ
つ
、
新
年
を
迎

え
た
い
。
明
年
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

�

（
主
幹
　
荒
山
　
淳
）

真宗門徒講座で報恩講について講義をする研究生� （写真の無断転用はご遠慮ください。）

煩
悩
の
　
花
の
都
と
　
鐘
が
鳴
る�

句
仏
上
人

『句佛上人百詠』（培風館、1918年発行）
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宝
池
荘
厳
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
中

で
特
に
、

ま
た
舎し

や

利り

弗ほ
つ

、
極
楽
国
土
に
は
、
七し

つ
ぽ
う宝
の

池
あ
り
。
八は

つ

功く

徳ど
く

水す
い

そ
の
中
に
充
満
せ
り
。

池
の
底
に
も
っ
ぱ
ら
金こ

ん

沙し
や

を
も
っ
て
地
に

布し

け
り
。
四
辺
に
階
道
あ
り
、
金こ

ん

・
銀ご

ん

・

瑠る

璃り

・
玻は

瓈り

、
合ご

う
じ
よ
う成

せ
り
。
上
に
楼ろ

う

閣か
く

あ

り
、
ま
た
金
・
銀
・
瑠
璃
・
玻
瓈
・
硨し

や

磲こ

・

赤し
や
く

珠し
ゆ

・
碼め

の
う碯
を
も
っ
て
し
て
、
こ
れ
を
厳ご

ん

飾じ
き

せ
り
。�

（『
聖
典
』
一
二
六
頁
）

と
あ
る
教
説
の
意
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
「
池
・
水
」
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る

も
の
で
す
が
、
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
の
「
水

功
徳
」
を
通
し
て
一
言
で
申
し
ま
す
な
ら
、「
生

活
感
情
」
と
言
え
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

法
に
遇
え
ば
、
遇
っ
た
人
の
上
に
開
か
れ
て
く

る
生
活
感
情
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
「
八
功
徳

水
そ
の
中
に
充
満
せ
り
」
と
、
水
で
表
さ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
感
情
は
法
が
開
い
て

く
だ
さ
る
も
の
で
す
か
ら
、
執し

ゅ
うを
離
れ
た
一
如

平
等
の
感
情
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
で
思
い
ま
す
の
は
、
曽
我
量
深
先

生
が
仏
教
の
智
慧
（
無
分
別
智
）
を
「
純
粋
感

情
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の

こ
と
を
通
し
て
、
本
願
に
生
き
る
人
に
開
か
れ

て
く
る
生
活
感
情
は
純
粋
感
情
で
あ
り
、
そ
れ

は
智
慧
だ
と
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
純
粋
感
情
の
内
容
が
「
八
功
徳
水
」
と
し

て
八
つ
の
豊
か
な
内
容
で
説
か
れ
て
い
る
の
で

す
。ま

た
一
方
で
、
曽
我
先
生
は
私
た
ち
の
迷
い

の
根
本
で
あ
り
ま
す
無
明
を
「
不
純
粋
感
情
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
執し

ゅ
うに

閉
ざ
さ
れ
た

感
情
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の

よ
う
な
感
情
に
基
づ
い
た
私
た
ち
に
は
、
公
正

な
認
識
は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
。
認
識
の

基
盤
で
あ
る
感
情
が
濁
っ
て
い
れ
ば
認
識
も
濁

っ
て
い
る
。
公
正
な
つ
も
り
で
い
て
も
、
自
己

中
心
性
を
帯
び
た
判
断
・
認
識
と
な
ら
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。

今
一
度
、
宝
池
荘
厳
の
文
を
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
大
切
な
事
柄
と
し

て
、「
水
」
と
共
に
「
楼
閣
」
が
説
か
れ
て
い
ま

す
。「
楼
閣
」
と
は
高た

か
ど
の殿
で
す
。
も
の
を
眺
め
て

見
渡
せ
る
見
晴
ら
し
台
の
よ
う
な
場
所
で
す
。

水
と
見
晴
ら
し
台
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
説
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
感
情
（
執と

ら
わ

れ
を
離
れ
た
感
情
）
に
お
い
て
、
物
事
が
そ
の

も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
た
だ
か
れ

ま
す
。

そ
の
内
容
の
一
つ
と
し
て
、
穢
土
が
穢
土
と

し
て
認
識
さ
れ
、
生
き
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
の
が
親
鸞
聖
人
の
『
浄
土
和
讃
』
で

す
。

智ち

慧え

の
光
明
は
か
り
な
し　

有う

量り
よ
うの

諸
相

こ
と
ご
と
く

光こ
う

暁き
よ
うか
ぶ
ら
ぬ
も
の
は
な
し　

真し
ん

実じ
つ

明み
よ
うに

帰き

命み
よ
うせ

よ�

（『
聖
典
』
四
七
九
頁
）

「
智
慧
の
光
明
」
と
は
本
願
が
開
い
て
く
だ
さ

る
智
慧
（
純
粋
感
情
）
で
す
。
ど
こ
か
に
あ
る

光
明
で
は
な
く
、
本
願
に
生
き
る
人
の
上
に
開

か
れ
て
く
る
感
情
（
智
慧
）
で
す
。
そ
こ
で
注

意
さ
れ
ま
す
の
は
、
親
鸞
聖
人
が
「
有
量
」
に

「
有
量
は
世
間
に
あ
る
こ
と
は
み
な
量は

か

り
あ
る
に

よ
り
て
有
量
と
い
う
」
と
、
片
仮
名
で
左さ

訓く
ん

を

付
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
簡
単
な

よ
う
で
す
が
、
本
願
に
基
づ
く
智
慧
が
開
か
れ

な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
認
識
は
私
た
ち
に
は
成

り
立
ち
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
目
の
前
に
あ
る
事
柄

や
現
実
を
絶
対
化
し
、
そ
の
こ
と
に
執
ら
わ
れ

て
苦
し
み
や
迷
い
を
抱
え
て
生
き
て
い
ま
す
。
た

と
え
「
相
対
的
な
も
の
だ
」
と
わ
か
っ
て
も
、
生

活
は
そ
う
な
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
は
、

「
は
か
り
な
」
い
智
慧
の
光
明
に
よ
っ
て
、
世
間

の
事
柄
を
有
量
の
諸
相
（
相
対
的
な
も
の
）
と

し
て
生
き
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
な
問
題
と
格
闘
な
さ
り
な
が
ら
親

鸞
聖
人
の
教
え
に
学
ん
で
い
か
れ
た
方
に
、
笠か

さ

原は
ら

初は
つ

二じ

と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
教

学
研
究
所
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
頃
、
同
和
推

進
本
部
（
当
時
）に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
笠

原
さ
ん
は
学
生
時
代
か
ら
差
別
問
題
に
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
運
動
の
仲
間
の

中
で
ま
た
差
別
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
様
々
な
矛

盾
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
行
き
詰
ま
り

の
中
で
、
親
鸞
聖
人
に
救
い
を
求
め
て
い
か
れ

ま
し
た
。

笠
原
さ
ん
は
昭
和
五
十
五
年
九
月
に
亡
く
な

ら
れ
ま
し
た
が
、『
な
ぜ
親
鸞
な
の
か
』（
法
蔵

館
）
と
い
う
遺
稿
集
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
本
を
読
み
ま
す
と
、
差
別
問
題
等
の
社
会
問

題
を
絶
対
化
し
て
い
く
こ
と
と
格
闘
な
さ
っ
て

い
か
れ
た
こ
と
が
教
え
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ば
、
人

生
の
全
体
性
が
見
失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
問
題

と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
が
笠
原

さ
ん
と
最
後
に
言
葉
を
交
わ
し
た
時
に
「
差
別

を
問
題
に
し
て
い
る
自
分
と
、
人
生
の
意
味
を

尋
ね
て
い
る
自
分
と
が
分
裂
し
て
い
る
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
言

葉
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。

現
実
の
事
柄
に
対
す
る
絶
対
化
を
克
服
す
る

と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う

の
で
す
。
そ
の
絶
対
化
を
乗
り
越
え
さ
せ
よ
う

と
し
て
く
だ
さ
る
の
が
弥
陀
の
本
願
だ
と
お
説

き
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
、
宝
池
荘
厳
の
教
え

の
大
切
な
内
容
だ
と
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

「
水
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
の

穢
土
を
穢
土
と
し
て

絶
対
化
の
苦
し
み

第
十
七
回

二
〇
一
六
年
九
月
二
十
九
日（
木
）

　

宝
池
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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自
分
の
臨
終
に
際
し
、
阿
弥
陀
様
が
お
迎
え

に
来
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

皆
さ
ん
な
ら
そ
う
い
っ
た
方
々
に
対
し
、
ど
の

よ
う
に
答
え
ま
す
か
。『
阿
弥
陀
経
』
に
臨
終
来

迎
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
点
を
考
え
て
も
、決

し
て
無
視
は
で
き
な
い
問
題
で
し
ょ
う
。

一
心
に
し
て
乱み

だ

れ
ざ
れ
ば
、
そ
の
人
、
命

み
よ
う

終じ
ゆ
うの
時
に
臨の

ぞ

み
て
、
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

、
も
ろ
も

ろ
の
聖

し
よ
う

衆じ
ゆ

と
、
現
じ
て
そ
の
前
に
ま
し
ま

さ
ん
。
こ
の
人
、
終
わ
ら
ん
時
、
心
顚て

ん

倒ど
う

せ
ず
し
て
、
す
な
わ
ち
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
極
楽

国
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得え

ん
。

�

（『
聖
典
』
一
二
九
頁
）

こ
の
文
章
を
も
っ
て
、
臨
終
来
迎
が
実
際
に

有
る
の
か
・
無
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題

に
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
一

方
で
、「
真
宗
の
教
え
で
は
臨
終
来
迎
は
説
か
な

い
」
と
い
う
否
定
的
意
見
も
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
仏
教
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に

白
黒
を
付
け
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
は
「
顕け

ん

彰し
ょ
う

隠お
ん

密み
つ

」
を
説
く
中
で
、
ど

ち
ら
か
一
方
を
否
定
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、臨

終
来
迎
な
ど
の
表
現
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る

問
題
を
読
み
取
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と

を
通
し
て
、
ど
ち
ら
も
迷
い
で
あ
る
と
分
か
る
、

そ
う
い
っ
た
煩
悩
を
生
き
て
い
る
わ
た
し
な
の

だ
と
気
付
か
せ
て
い
く
教
え
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。私

た
ち
が
浄
土
に
往
生
す
る
の
は
生
き
て
い

る
間
の
こ
と
か
、
亡
く
な
っ
た
時
の
こ
と
か
に

つ
い
て
、
法
然
上
人
が
ま
だ
ご
健
在
だ
っ
た
頃

に
論
争
が
あ
っ
た
と
『
口
伝
鈔
』
に
書
か
れ
て

い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
、
肉
体
を
失
う
死
と
関

係
な
く
人
は
往
生
す
る
と
い
う
「
不
体
失
往
生
」

を
主
張
し
、
同
門
の
弟
子
で
あ
る
善
恵
房
証
空

が
、
死
の
瞬
間
に
人
は
往
生
す
る
と
い
う
「
体

失
往
生
」
を
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し

法
然
上
人
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
意
見
も
お
認
め

に
な
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
。

善
恵
房
の
体
失
し
て
往
生
す
る
よ
し
の
ぶ

る
は
、
諸し

よ

行ぎ
よ
う

往お
う

生じ
よ
うの
機き

な
れ
ば
な
り
。
善

信
房
の
体
失
せ
ず
し
て
往
生
す
る
よ
し
申

さ
る
る
は
、
念
仏
往
生
の
機き

な
れ
ば
な
り
。

�

（『
聖
典
』
六
六
五
頁
～
）

ま
ず
「
体
失
往
生
」
に
対
し
て
言
わ
れ
た
事

柄
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。「
諸
行
往

生
」
と
は
、
善
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
し
た
結
果

と
し
て
、
亡
く
な
る
時
に
来
迎
が
あ
り
浄
土
に

生
ま
れ
て
い
く
と
い
う
在
り
方
で
す
。
法
然
上

人
、
親
鸞
聖
人
は
こ
の
往
生
を
『
無
量
寿
経
』

の
第
十
九
願
（「
た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
十

方
衆
生
、
菩ぼ

提だ
い

心し
ん

を
発お

こ

し
、
も
ろ
も
ろ
の
功く

徳ど
く

を
修
し
て
、
心
を
至
し
願
を
発お

こ

し
て
我
が
国
に

生
ま
れ
ん
と
欲お

も

わ
ん
。
寿

い
の
ち

終
わ
る
時
に
臨の

ぞ

ん
で
、

た
と
い
大だ

い

衆
と
囲い

繞に
よ
うし

て
そ
の
人
の
前
に
現
ぜ

ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。」『
聖
典
』
十
八
頁
）

の
在
り
方
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

故
、
こ
の
願
は
「
修
諸
功
徳
の
願
」「
来
迎
引
接

の
願
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
臨
終
来
迎

が
無
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

一
方
で
、「
不
体
失
往
生
」
を
「
念
仏
往
生
」、

つ
ま
り
第
十
八
願
の
実
現
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。
前
の
『
口
伝
鈔
』
の
続
き
に
は
こ
う

あ
り
ま
す
。

如に
ょ

来ら
い

教き
よ
う

法ぼ
う

元が
ん

無む

二に

な
れ
ど
も
、
正

し
ょ
う

為い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う�

機き

不ふ

同ど
う

な
れ
ば
、
わ
が
根こ

ん

機き

に
ま
か
せ
て

領り
よ
う

解げ

す
る
条
、
宿
善
の
厚こ

う

薄は
く

に
よ
る
な
り
。

念
仏
往
生
は
仏
の
本
願
な
り
。
諸
行
往
生

は
本
願
に
あ
ら
ず
。

�

（『
聖
典
』
六
六
六
頁
）

一
連
の
文
章
を
見
る
に
、
第
十
九
願
（
臨
終

来
迎
）
は
間
違
い
だ
と
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
思
い
ま
す
。
諸
行
往
生
と
し
て
あ
る
わ

け
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
念
仏
往
生
で
は
な
い

と
ハ
ッ
キ
リ
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
諸
行
往
生
を
往
生
と
し
て
認
め
て
い
る
と

も
、
本
当
の
念
仏
往
生
で
は
な
い
と
い
う
批
判

と
も
、
両
方
の
意
味
で
解
釈
で
き
ま
す
。

臨
終
来
迎
（
第
十
九
願
往
生
）
を
求
め
る
人

に
対
し
て
「
そ
れ
は
真
宗
で
は
な
い
」
と
否
定

し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
そ
こ
か
ら
、
私
た
ち
が
第

十
八
願
の
機
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
念
仏
に
続

く
道
を
示
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
第

十
八
願
の
救
済
を
い
た
だ
い
て
い
く
た
め
に
も
、

そ
こ
に
至
る
た
め
に
も
第
十
九
願
の
救
済
が
重

要
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た

点
か
ら
、
第
十
九
願
は
第
十
八
願
に
包
ま
れ
て

い
る
と
言
え
ま
す
。

私
た
ち
は
今
の
自
分
を
受
け
取
る
た
め
に
、努

力
が
報
わ
れ
る
世
界
を
思
い
描
き
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
自
分
の
価
値
観
に
よ
っ
て
未
来
や
過
去

を
作
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
頑
張
っ
た
分

は
報
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
世
界

を
現
世
だ
け
で
は
な
く
、
死
後
に
お
い
て
も
想

定
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
輪
廻
を
求

め
る
私
た
ち
の
煩
悩
、
自
力
の
問
題
が
、
臨
終

来
迎
の
背
景
に
は
存
在
す
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
元
々
持
っ
て
い
る
煩
悩
の
在
り
方

を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
、
臨
終
来
迎
に
対
し

て
有
無
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
仏
教
の
目
的

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
、
そ

う
い
っ
た
問
題
を
包
み
込
ん
だ
上
で
、
私
た
ち

の
根
本
的
な
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

有
る
・
無
い
だ
け
で
は
語
れ
な
い

宗
祖
と
臨
終
来
迎

生
死
輪
廻
を
求
め
る
私

第
十
八
回

二
〇
一
六
年
十
月
二
十
八
日（
金
）

「
臨
終
来
迎
」に
ど
う
答
え
ま
す
か
？

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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は
じ
め
に

か
つ
て
大
谷
派
は
、
大
陸
に
開
教
使
を
派
遣

し
布
教
活
動
を
行
っ
た
。
布
教
の
範
囲
は
、
戦

争
拡
大
と
と
も
に
広
が
っ
て
行
き
、
敗
戦
と
と

も
に
終
了
し
た
。
こ
う
し
た
「
大
陸
布
教
」
の

中
に
特
殊
な
布
教
が
あ
る
。
そ
れ
が
、「
開
拓
民

布
教
」
で
あ
る
。
こ
の
布
教
は
、
一
九
三
二
年

三
月
一
日
に
発
足
し
た
「
満
洲
国
」
へ
日
本
人

移
民
を
送
る
と
い
う
国
策
に
、
大
谷
派
が
積
極

的
に
関
わ
っ
た
開
教
で
あ
る
。「
開
拓
屯
田
僧
」

と
呼
ば
れ
た
開
教
便
に
よ
る
「
開
拓
民
布
教
」

の
一
端
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

【
開
拓
民
布
教
と
は
何
か
】

『
真
宗
』
の
一
九
四
二
年
八
月
号
に
「
外
地
・

植
民
地
・
外
國
布
教
状
況
調
」
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
中
国
や
「
朝
鮮
」、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

な
ど
に
広
が
る
大
谷
派
勢
力
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、「
満
洲
」
で
の
活
動
が
別
院
と
布
教

所
、
さ
ら
に
「
開
拓
地
布
教
」
の
三
つ
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。「
開
拓
地
布
教
」
と
は
、「
満
洲
」

に
移
民
し
た
日
本
人
村
で
の
布
教
を
指
し
て
い

る
。
但
し
、
本
稿
で
は
、
開
拓
地
に
移
住
し
た

日
本
人
に
対
す
る
布
教
を
主
に
扱
っ
た
と
い
う

実
体
を
重
視
し
て
「
開
拓
民
布
教
」
と
表
記
し

て
お
き
た
い
。
こ
の
「
開
拓
民
布
教
」
は
、
広

義
の
意
味
で
「
満
洲
開
教
」
に
含
ま
れ
て
い
る

が
、
特
徴
が
あ
る
。「
開
拓
」
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
日
本
人
村
に
は
、
神
社
が
建
立
さ
れ
る
と

と
も
に
、「
一
村
一
寺
」
の
方
針
で
日
本
仏
教
が

活
動
し
、
と
り
わ
け
大
谷
派
が
「
弥い

や

栄さ
か

村
」
で

先
鞭
を
付
け
た
。
続
く
開
拓
村
の
千ち

振ふ
り

村
、
瑞み
ず

穂ほ

村
な
ど
に
も
布
教
所
を
設
立
し
、
大
谷
派
の

独
壇
場
で
あ
っ
た
。

【
満
洲
開
教
の
は
じ
ま
り
】

「
満
洲
」
と
呼
ば
れ
た
中
国
の
東
北
部
地
域
に

お
け
る
日
本
仏
教
の
活
動
が
注
目
を
集
め
た
の

は
、
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
年
二
月
八
日
〜
一

九
〇
五
年
九
月
五
日
）
の
頃
で
あ
る
。
本
願
寺

派
僧
侶
一
一
三
人
を
初
め
と
す
る
仏
教
各
宗
派

が
従
軍
布
教
師
を
派
遣
し
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト

教
系
組
織
も
軍
隊
慰
問
の
た
め
の
伝
道
を
開
始

し
て
い
る
。
大
谷
派
も
従
軍
布
教
使
を
送
り
出

す
と
と
も
に
、
一
九
〇
四
年
十
一
月
十
日
に
大

谷
瑩
温（
第
21
代
法
主
大
谷
光
瑩
の
子
）を
「
満

洲
軍
慰
問
使
」
に
命
じ
て
い
る
。
従
軍
布
教
使

は
、
軍
に
帯
同
し
て
慰
問
し
た
り
、
中
国
語
通

訳
を
務
め
た
り
と
い
っ
た
活
動
を
行
っ
た
。

日
露
戦
争
に
勝
利
し
、
長
春
か
ら
大
連
間
の

鉄
道
施
設
と
そ
の
付
属
地
の
権
益
を
手
に
入
れ

た
日
本
は
、
そ
れ
ら
の
地
域
で
活
動
の
範
囲
を

広
げ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
大
谷
派
も
本
格
的

に
「
満
洲
開
教
」
に
着
手
し
て
い
っ
た
。
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
連
別
院
を
建
立
し
た

新
田
神
量
（
滋
賀
）
の
布
教
で
あ
る
。
一
九
一

〇
年
一
月
十
日
に
開
教
使
を
命
じ
ら
れ
る
と
、

同
年
四
月
、
大
連
で
別
院
創
立
事
務
所
を
開
設

し
た
。
そ
し
て
、
大
慈
園
と
い
う
孤
児
院
を
経

営
す
る
な
ど
、
大
連
に
移
住
し
た
日
本
人
だ
け

で
な
く
、
現
地
で
生
活
す
る
人
々
に
対
し
て
も

布
教
活
動
を
行
っ
た
。

【
満
洲
事
変
と
大
谷
派
】

「
満
洲
開
教
」
の
転
機
は
、
一
九
三
一
年
九
月

十
八
日
の
「
満
洲
事
変
」
で
あ
る
。
日
本
の
謀

略
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
戦
闘
は
瞬
く
間
に
拡
大

し
、
そ
れ
を
短
期
間
で
制
圧
す
る
と
、
中
国
東

北
部
に
「
満
洲
国
」
の
建
国
を
宣
言
す
る
に
至

っ
た
（
一
九
三
二
年
三
月
一
日
）。
し
か
し
「
満

洲
国
」
を
日
本
の
傀か

い

儡ら
い

で
あ
る
こ
と
を
問
題
視

し
た
国
際
社
会
は
、そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
日

本
は
国
際
的
に
孤
立
し
一
九
三
三
年
三
月
二
十

七
日
、
国
際
連
盟
の
脱
退
表
明
に
至
っ
た
。

大
谷
派
は
「
満
洲
事
変
」
の
翌
十
九
日
に
大

連
別
院
の
新
田
に
対
し
て
、
翌
二
十
日
に
は
朝

鮮
開
教
監
督
兼
京
城
別
院
輪
番
の
栗
田
恵
成
に

対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
軍
隊
慰
問
を
命
じ
て
、
事
態

を
把
握
す
べ
く
情
報
を
収
集
し
た
。
そ
の
後
、慰

問
金
を
手
配
し
た
り
、「
軍
人
名
号
」
を
送
っ
た

り
す
る
な
ど
、「
満
洲
事
変
」
を
支
援
し
た
。
阿

部
惠
水
宗
務
総
長
は
同
年
十
月
三
十
日
に
、「
殊

に
職
に
布
教
に
在
る
者
は
勿
論
各
寺
院
住
職
協

会
管
理
者
に
於
て
は
其
の
門
信
徒
に
対
し
能
く

斯
の
趣
意
の
徹
底
に
努
め
ら
る
べ
し
」
と
諭
達

し
、
国
策
に
協
力
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
し

て
、
一
九
三
一
年
十
一
月
十
四
日
、
国
際
連
盟

議
長
宛
に
「
満
洲
事
変
」
の
正
当
性
を
記
し
た

書
簡
を
送
付
し
た
。「
満
洲
国
」
の
建
国
に
際
し

て
は
、法
主
の
大
谷
光
暢
が
賀
表
を
送
っ
た
。
一

九
三
三
年
三
月
十
三
日
、
真
宗
各
派
協
議
会
は

国
際
連
盟
脱
退
に
関
す
る
協
議
会
を
開
催
し
、

脱
退
を
通
告
し
た
三
月
二
十
七
日
に
は
、
真
宗

各
宗
本
山
聖
旨
奉
戴
の
告
示
を
発
し
、
脱
退
を

支
持
し
た
。

【
第
一
次
武
装
移
民
団
】

一
九
三
六
年
に
入
る
と
五
〇
〇
万
人
も
の
日

本
人
を
「
満
洲
」
に
移
住
さ
せ
る
計
画
が
持
ち

上
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
国
策
と
す
る

か
否
か
を
決
定
す
る
前
段
階
と
し
て
、
試
験
的

な
移
民
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
れ
が
、
第
一
次
武

装
移
民
団
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
十
月
十
四
日
、

第
一
次
武
装
移
民
団
の
約
五
〇
〇
人
が
、

佳ジ
ャ
ム
ス

木
斯
（
現
在
の
中
国
黒
竜
江
省
佳
木
斯
市
）

に
上
陸
し
た
。
彼
ら
は
、
こ
こ
か
ら
南
東
へ
六

〇
㎞
行
っ
た
先
の
永え

い

豊ほ
う

鎭ち
ん

と
い
う
場
所
に
村
落

を
作
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

④

大谷派の
近現代史

第
二
十
八
回
平
和
展
に
向
け
て

��
「
満
洲
開
教
」と「
開
拓
民
布
教
」

名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
研
究
員　

新に
い

野の�

和か
ず

暢の
ぶ

「弥栄村」に開設された「弥栄東本願寺」の写真
� （真宗大谷派大阪教区�所蔵）
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の
地
は
既
に
現
地
住
民
が
暮
ら
し
て
お
り
、
日

本
人
と
交
戦
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

日
本
人
は
彼
ら
を
「
匪ひ

賊ぞ
く

」
と
呼
び
、
移
民
団

は
武
装
し
て
戦
っ
た
。
翌
三
十
三
年
二
月
十
一

日
に
先
遣
隊
が
、
迫
撃
弾
を
「
匪
賊
」
の
住
居

に
撃
ち
込
ん
で
占
拠
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
三

五
年
三
月
に
、「
弥
栄
村
」
と
命
名
し
自
治
を
宣

言
し
た
。

【
大
谷
派
と
武
装
移
民
団
】

大
谷
派
は
、
こ
の
武
装
移
民
の
政
策
に
積
極

的
に
関
わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
三
年
二

月
一
日
に
「
満
洲
拓
事
講
習
所
規
定
」
を
定
め

て
、「
満
洲
国
の
開
拓
と
開
教
に
関
し
有
為
の
人

材
を
養
成
」
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
同
年
三

月
二
日
、「
拓
事
講
習
生
」（
満
州
屯
田
僧
）
三

〇
人
が
本
山
で
法
主
よ
り
親
言
を
受
け
る
と
、

す
ぐ
さ
ま
翌
日
に
「
満
洲
」
へ
出
発
し
た
。
そ

の
後
、「
満
洲
国
」
の
旅
順
民
政
署
管
内
山
頭
会

沙
包
屯
に
て
、
満
州
拓
事
講
習
所
開
所
式
を
挙

げ
二
十
五
人
が
入
所
し
た
。
こ
の
講
習
所
の
実

体
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
九
四
〇
年
四
月

二
十
六
日
に
大
谷
大
学
卒
業
生
六
人
が
満
蒙
開

拓
訓
練
生
と
し
て
「
哈ハ

爾ル

浜ピ
ン

開
拓
指
導
者
訓
練

所
」
に
入
所
し
た
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
あ
る
程
度
の
規
模
で
開
拓
民
指
導
者

の
養
成
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
講
習
所
は
、
公
的
な
機
関
で
は
な
く
大
谷

派
が
独
自
に
設
置
し
た
も
の
だ
が
人
材
育
成
は

困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
弥
栄
東
本
願
寺
】

「
弥
栄
東
本
願
寺
」
は
、
高
橋
麗れ
い

真し
ん

（
岐
阜
）

が
一
九
三
三
年
六
月
一
日
＊1
に
永
豊
鎭
に
駐
留

を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
同
月
二
十
二

日
に
は
「
満
洲
駐
屯
軍
布
教
」
を
命
ぜ
ら
れ
て

い
る
記
録
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
武
装
移
民

団
と
共
に
行
動
す
る
従
軍
僧
と
し
て
携
わ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
高
橋
が
ど
の
様
な
形
で
布
教
活

動
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、

布
教
所
を
設
置
し
た
と
い
う
公
式
記
録
は
な
い
。

そ
の
後
、
本
多
賢
純
（
東
京
）
が
一
九
三
五

年
十
月
二
十
五
日
に
弥
栄
駐
在
に
な
る
と
同
月

二
十
九
日
、
高
橋
は
永
豊
鎭
駐
留
を
辞
任
し
帰

国
し
た
。
本
多
が
「
弥
栄
村
」
に
駐
在
を
始
め

た
こ
の
頃
、
村
と
し
て
の
機
能
が
整
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、「
弥
栄
神
社
」
が
十
月
十
四
日
に

建
立
さ
れ
、
ま
た
、
同
年
十
一
月
十
四
日
に
、
弥

栄
小
学
校
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
本
多
は
布
教

活
動
の
傍
ら
で
、
小
学
校
で
の
教
育
に
も
携
わ

っ
て
い
る
。

同
年
十
二
月
三
十
一
日
に
な
る
と
、
入
仏
法

要
を
挙
行
し
「
弥
栄
布
教
所
」
を
立
ち
上
げ
た
。

「
土
民
の
家
屋
を
改
修
し
て
お
寺
を
完
成
し
た   

＊2
」
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
い
わ
ば
仮
本
堂
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。

本
堂
が
竣
工
し
た
の
は
一
九
四
〇
年
の
こ
と

で
、『
弥
栄
村
史
』
に
は
「
村
民
の
た
め
の
集
会

場
修
養
場
と
し
て
使
わ
れ
る
た
め
新
寺
院
に
着

手
、
工
費
千
万
円
の
予
算　
＊3
」
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。
本
堂
の
建
設
用
材
を
切
り
出
す
際
、虎

猟
が
行
わ
れ
二
頭
の
虎
を
捕
ら
え
て
い
る
。
そ

の
う
ち
一
頭
は
剥
製
と
な
っ
て
、
一
九
四
二
年
四

月
二
十
五
日
に
本
山
東
本
願
寺
に
寄
進
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
「
弥
栄
東
本
願
寺
」
で
の
活
動
が

行
わ
れ
て
い
っ
た
が
、
十
五
年
戦
争
の
戦
況
悪

化
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
開
拓
民
の
男
性
が

次
々
に
現
地
応
召
さ
れ
て
い
っ
た
。
本
多
も
例

外
で
は
な
く
、
一
九
四
四
年
二
月
二
十
八
日
に

現
地
応
召
入
隊
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、翌

三
月
二
十
日
に
本
多
明
が
在
勤
と
な
っ
た
が
、

ま
も
な
く
敗
戦
を
迎
え
て
「
弥
栄
村
」
を
放
棄

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
敗
戦
と
と
も
に
大
谷
派

の
大
陸
布
教
も
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

【
大
谷
派
の
開
教
へ
の
認
識
】

大
谷
派
は
「
大
陸
布
教
」
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
や

り
取
り
が
第
六
回
宗
議
会
（
一
九
三
二
年
六
月

十
〜
二
十
四
日
）
で
行
わ
れ
て
い
る
。「
満
洲
開

教
監
督
」
の
宮
谷
法
含
は
「
満
洲
開
教
」
に
つ

い
て
、「
私
は
永
久
的
彼
地
に
駐
留
す
る
か
否
か

そ
う
し
た
事
は
言
明
で
き
な
い
が
、
開
教
進
出

の
実
を
挙
げ
る
事
は
私
の
力
と
云
ふ
よ
り
も
一

派
と
し
て
の
問
題
で
あ
る
。
従
つ
て
如
何
に
進

展
し
て
ゆ
く
か
と
云
ふ
事
が
皆
様
が
、
ま
た
一

派
が
監
視
す
べ
き
で
私
と
し
て
は
失
敗
の
例
の

多
い
開
教
地
の
轍
を
踏
ま
ぬ
や
う
に
尽
し
た
い

と
考
へ
る
の
で
あ
る　
＊4
」
と
述
べ
て
い
る
。
開

教
の
失
敗
と
は
、
開
教
地
で
日
本
宗
教
が
宗
派

争
い
を
し
た
り
、
語
学
が
未
熟
で
あ
る
た
め
に

思
っ
た
様
な
成
果
が
上
が
ら
な
い
こ
と
な
ど
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
失
敗
を

繰
り
返
さ
な
い
こ
と
を
「
満
洲
開
教
」
に
求
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
携
わ
る

者
だ
け
で
な
く
宗
門
全
体
の
事
業
と
し
て
行
っ

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
の
文
脈
か
ら
見
え
て
く
る
も

の
は
、「
開
拓
民
布
教
」
に
率
先
し
て
携
わ
る
こ

と
で
、
他
宗
派
に
先
ん
じ
た
開
教
を
実
現
し
た

い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
大
谷
派
の
「
開
拓
民

布
教
」
は
、
開
教
使
の
育
成
か
ら
派
遣
ま
で
の

一
連
の
道
筋
を
付
け
よ
う
と
宗
門
内
の
整
備
を

進
め
て
い
っ
た
こ
と
が
「
独
断
場
」
で
始
ま
っ

た
背
景
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

 

以
上

＊1 　
『
宗
門
開
教
年
表
』（
大
谷
派
組
織
部
編
、一

九
六
九
年
十
月
三
十
一
日
）
に
よ
る
。
な
お
、

『
弥
栄
村
史
』（
弥
栄
村
史
刊
行
委
員
会
、
一

九
八
六
年
五
月
十
日
）
に
は
、
八
月
十
五
日

と
あ
る
。

＊2 　
『
弥
栄
村
要
覧
』
山
崎
芳
雄
著
、
一
九
三
六

年
六
月
一
日
、
満
州
移
住
協
会
、
一
三
七
頁

＊3 　
『
弥
栄
村
史
』
三
十
頁

＊4 　
『
真
宗
』
昭
和
七
年
八
月
号
、
十
七
・
十
八
頁

虎退治をした「弥栄村」の人々（『弥栄村史』より）
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孤
立
す
る
自
死
遺
族

私
た
ち
は
「
自
死
遺
族
」
と
い
う
も
の
を
ひ

と
く
く
り
に
し
が
ち
で
す
が
、
様
々
な
方
が
お

ら
れ
ま
す
。

自
死
遺
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
か
り
や

す
い
例
え
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。
精
神
病
院
に

何
度
も
入
退
院
を
繰
り
返
し
て
い
た
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
の
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
ば
ら
く

す
る
と
、
私
の
と
こ
ろ
に
も
顔
を
出
さ
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
三
年
く
ら
い
経
っ
て
突
然
、
そ

の
方
の
奥
様
が
晴
れ
や
か
な
お
顔
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
私
は
、
旦
那
が
頑

張
っ
て
断
酒
を
続
け
て
お
ら
れ
る
の
か
な
と
考

え
ま
し
た
。
す
る
と
奥
様
は
「
旦
那
、
死
に
ま

し
た
」
と
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
い
た
の
で
す
。
長

い
間
想
像
を
絶
す
る
ご
苦
労
を
な
さ
っ
て
い
た

の
で
、
ち
ょ
っ
と
ホ
ッ
と
し
て
い
た
の
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
奥
様
は
数
年
経
っ
て
鬱
病
に

な
り
ま
し
た
。
一
時
的
に
ホ
ッ
と
し
て
も
、
し

ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
「
あ
の
時
こ
う
し
て
い
た

ら
」「
も
っ
と
何
か
で
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と

考
え
を
巡
ら
せ
て
い
く
う
ち
に
鬱
病
を
発
症
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
長
い
経
過
の
中
で
ご
遺
族
の

心
情
も
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
一
人
の
方
が
自

死
な
さ
る
と
、
五
人
か
ら
十
人
の
ご
遺
族
が
う

ま
れ
ま
す
。
一
つ
の
家
族
で
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
状
況
を
抱
え
て
い
ま
す
。
中
に
は

「
自
分
だ
け
勝
手
に
死
に
や
が
っ
て
」「
私
た
ち

家
族
は
一
体
ど
う
な
る
ん
だ
」
と
故
人
に
怒
り

を
ぶ
つ
け
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

僧
侶
の
皆
さ
ん
に
は
、
ご
遺
族
の
方
か
ら
不

満
や
、
怒
り
や
、
理
不
尽
な
ク
レ
ー
ム
を
つ
け

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。
ご
遺
族
は
と
て
も
傷
つ
き
、
弱
り
、
困

っ
て
い
ま
す
。PTSD

（Post Traum
atic  Stress 

D
isorder

：
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
に

よ
っ
て
非
常
に
過
敏
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
し
、「
宗
教
者
だ
か
ら
な
ん
と
か
し

て
く
れ
る
」
と
い
う
過
剰
な
期
待
も
持
た
れ
ま

す
。
だ
か
ら
許
容
し
て
く
れ
そ
う
な
人
を
見
つ

け
る
と
、
普
段
外
に
出
せ
な
い
怒
り
を
ぶ
つ
け

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
普
通

の
現
象
で
す
。

ご
遺
族
は
周
囲
か
ら
孤
立
し
て
、
や
り
き
れ

な
い
思
い
を
ど
こ
に
も
持
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
時
に
社
会
へ
の
不
信
感
や
怒
り
に
な
り
、と

も
す
れ
ば
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
人
に
す
ら

「
ど
う
せ
何
も
わ
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
不
満
や
怒
り

を
向
け
ら
れ
た
り
し
た
ら
「
怒
り
を
ぶ
つ
け
て

く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
受
け
取
っ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

ち
ゃ
ん
と
私
に
向
き
合
っ
て
！

対
話
の
中
で
、
わ
ず
か
に
お
話
し
く
だ
さ
っ

た
言
葉
だ
け
で
は
、
全
て
を
判
断
で
き
ま
せ
ん
。

隠
さ
れ
た
も
の
の
方
が
大
き
い
の
で
す
。
例
え

ば
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
の
「
パ
パ
大
嫌
い
」
と

い
う
言
葉
は
「
パ
パ
大
好
き
。
も
っ
と
僕
の
こ

と
を
見
て
！
も
っ
と
遊
ん
で
！
」
の
裏
返
し
で

す
。
そ
こ
に
は
き
ち
ん
と
向
き
合
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
思
い
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
大

嫌
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
出
す
の
で
す
。
で

す
か
ら
も
し
「
坊
主
の
く
せ
に
！
」
と
言
わ
れ

て
も
感
情
的
に
な
ら
ず
「
こ
の
人
は
助
け
を
求

め
て
い
る
ん
だ
。
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
話
を
聞
い

て
ほ
し
い
ん
だ
」
と
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
遺
族
の
方
々
は
、
た
だ
で
さ
え
愛
す
る
家

族
を
亡
く
し
た
と
い
う
悲
嘆
に
加
え
、
周
囲
か

ら
心
な
い
言
葉
を
受
け
た
り
、
公
共
交
通
機
関

や
賃
貸
物
件
で
の
自
死
の
場
合
は
金
銭
的
な
補

償
の
問
題
も
抱
え
ま
す
。
最
悪
、
引
っ
越
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ご
遺
族
は
理

不
尽
な
ダ
メ
ー
ジ
を
次
か
ら
次
へ
と
受
け
て
い

き
ま
す
が
、
そ
れ
が
全
部
相
談
者
に
語
ら
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
は
思
っ
て

い
る
こ
と
の
二
割
ぐ
ら
い
し
か
話
し
ま
せ
ん
。
何

か
ら
何
ま
で
話
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
一
割
で
も
二
割
で
も
、
精
一

杯
話
し
て
く
れ
た
こ
と
に
耳
を
澄
ま
せ
「
こ
れ

だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
ね
。
も
っ
と
大
変
だ
よ
ね
。
よ

く
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
ね
」
と
お
話
し
く

だ
さ
っ
た
こ
と
を
十
分
に
労
っ
て
く
だ
さ
い
。

生
き
る
意
味
な
ん
て
な
く
て
い
い

ご
遺
族
と
い
う
の
は
後
追
い
自
殺
を
含
め
、

そ
の
後
の
鬱
状
態
か
ら
自
死
さ
れ
る
リ
ス
ク
が

非
常
に
高
い
。
私
た
ち
は
良
か
れ
と
思
っ
て「
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
、
命
は
大
事

だ
よ
」
と
説
教
し
た
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
ご

遺
族
に
「
わ
か
り
ま
し
た
。
ご
迷
惑
か
け
し
ま

し
た
」
と
言
わ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

ご
遺
族
か
ら
の
「
も
う
二
度
と
あ
な
た
に
は
話

を
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
つ

い
説
教
を
し
た
く
な
る
理
由
は
、
辛
い
話
を
聞

い
た
私
た
ち
が
安
心
し
た
い
か
ら
な
の
で
す
。
そ

の
結
果
、
ご
遺
族
に
「
も
う
大
丈
夫
で
す
。
お

「
子
ど
も
が
自
死
し
ま
し
た
」
法
務
の
中
で
、
悲
嘆
に
く
れ
る
声
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
時
、
ど
の

よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。
抱
え
き
れ
な
い
悲
嘆
や
憤
り
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
の
か
、
聞
き
流

す
の
か
。
聴
き
手
の
私
た
ち
に
も
動
揺
が
つ
き
ま
と
う
。

十
一
月
八
日
、
宗
派
を
超
え
て
自
死
遺
族
に
寄
り
添
う
「
い
の
ち
に
向
き
合
う
宗
教
者
の
会
」

が
主
催
す
る
「
第
八
回�

自
死
者
追
悼
法
要　

い
の
ち
の
日�

い
の
ち
の
時
間
」（
※
８
面
に
報
告
記

事
）
の
事
前
学
習
会
に
参
加
し
、
自
死
、
依
存
、
虐
待
な
ど
で
苦
し
む
人
々
と
対
話
を
続
け
る
西

野
敏
夫
氏
（
臨
床
心
理
士
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス
「
ひ
ぃ
り
ん
ぐ
工
房
と
ぽ
す
」
主
宰
）

か
ら
お
話
を
伺
っ
た
。

悲
嘆
者
に
接
す
る
機
会
が
多
い
僧
侶
に
向
け
、
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
、
本
稿

に
て
抄
録
と
し
て
紹
介
す
る
。

ど
の
よ
う
に
目
の
前
の

　

悲
嘆
者
と
向
き
合
う
の
か

�

臨
床
心
理
士　

西に
し

野の�

敏と
し

夫お�

氏

現代社会と
真宗教化

講義抄録
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か
げ
で
元
気
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
わ
せ
て
し

ま
う
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
生
き
る
こ
と
や
死
ぬ
こ
と
に
必

要
以
上
の
価
値
を
置
い
て
し
ま
い
ま
す
。
先
日
、

中
学
生
に
「
生
き
る
意
味
が
分
か
り
ま
せ
ん
」

と
相
談
さ
れ
ま
し
た
。「
頑
張
っ
て
意
味
を
見
つ

け
よ
う
よ
。
や
り
た
い
こ
と
な
い
の
？
」
と
は

決
し
て
言
わ
ず
、「
意
味
な
ん
て
な
い
か
ら
心
配

し
な
く
て
い
い
よ
。
と
り
あ
え
ず
旨
い
も
ん
食

っ
て
寝
て
お
け
ば
い
い
ん
だ
よ
」
と
い
う
話
を

し
ま
す
。
意
味
な
ん
か
求
め
始
め
る
と
し
ん
ど

く
な
る
だ
け
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
意
味
を
見
出

せ
る
人
も
い
ま
す
。
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
人
も

沢
山
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
無
理
や
り

意
味
を
見
出
さ
せ
る
よ
り
、「
意
味
が
な
く
て
も

生
き
て
い
け
る
」
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
て

い
ま
す
。

い
い
加
減
が�

良
い
加
減

私
も
最
初
の
頃
は
ム
カ
っ
と
し
た
り
、
悲
し

ん
だ
り
、
何
も
で
き
な
く
て
ど
う
し
よ
う
と
悩

み
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
も
皆
さ
ん
も
共
通
し

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち

は
無
力
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
を
受
け
入

ら
れ
る
か
ど
う
か
が
と
て
も
重
要
で
す
。

精
神
科
医
で
あ
り
、
心
理
学
者
で
も
あ
る
ユ

ン
グ
（Carl Gustav Jung

：1875

〜1961

）

と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
彼
は
ア

メ
リ
カ
か
ら
ス
イ
ス
ま
で
訪
ね
て
き
た
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
の
患
者
に
対
し
、「
私
に
で
き
る
こ
と

は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
追
い
返
し
ま

し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
追
い
返
さ
れ
た
人
は

同
じ
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
人
と
出
あ
い
、
今

で
い
う
自
助
グ
ル
ー
プ
（
共
通
体
験
者
の
分
か

ち
合
い
）
の
原
型
を
自
発
的
に
始
め
た
の
で
す
。

私
は
ユ
ン
グ
の
「N

othing I can do

」
と
い

う
言
葉
を
と
て
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
つ
い
何
か
し
た
く
な
る
。
役
に
立
ち
た
く

な
る
。
役
に
立
つ
こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
じ
ゃ

な
い
で
す
よ
。
で
も
「
役
立
た
ず
」
と
言
わ
れ

た
ら
、
褒
め
ら
れ
た
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

私
た
ち
は
間
違
え
る
生
き
物
で
す
。
い
く
ら

高
尚
な
方
で
も
間
違
い
を
犯
す
の
で
す
。
塵
ほ

ど
の
間
違
い
も
な
い
よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と

が
誠
実
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
間
違
え
た
時

に
そ
れ
を
た
だ
ち
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
誠
実

さ
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
父
さ
ん
や
牧

師
さ
ん
は
、
自
分
が
何
か
を
し
て
あ
げ
る
と
は

一
言
も
言
い
ま
せ
ん
。「
神
様
が
何
と
か
し
て
く

れ
る
よ
」
と
言
う
の
で
す
。
だ
か
ら
自
分
は
役

立
た
ず
で
い
ら
れ
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
「
宗

教
者
と
し
て
の
自
分
が
何
か
を
し
て
あ
げ
ら
れ

る
」
の
で
は
な
く
、
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
す
ね
。
例
え
ば
、

宗
教
は
素
人
で
す
が
、
真
宗
で
言
わ
れ
る
他
力

本
願
と
い
う
の
は
、
私
が
無
力
で
い
る
た
め
に

重
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
が
大
好
き
な
近
藤
恒
夫
さ
ん
（
薬
物
依
存

者
の
回
復
施
設
「
ダ
ル
ク
」
創
設
者
）
は
、
常
々

「
何
事
も
真
面
目
に
一
生
懸
命
や
ら
な
い
」
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
真
面
目
に
一
生
懸
命
や
る
と

「
こ
ん
な
に
や
っ
て
る
の
に
ど
う
し
て
上
手
く
い

か
な
い
ん
だ
」
と
、
次
第
に
嫌
に
な
っ
て
い
く

か
ら
で
す
。
大
阪
ダ
ル
ク
を
設
立
さ
れ
た
倉
田

め
ば
さ
ん
は
「
安
心
し
て
、
ち
ょ
っ
と
具
合
が

悪
く
い
ら
れ
る
と
い
い
よ
ね
」
と
言
い
ま
す
。

「
具
合
が
良
く
な
る
と
い
い
よ
ね
」
で
は
な
い
の

で
す
。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
社
会
の
中
で
、ち

ょ
っ
と
具
合
悪
い
ま
ま
で
、
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
の
ま
ま
で
い
い
ん
だ
よ

私
は
思
春
期
か
ら
ひ
ど
い
強
迫
症
状
が
あ
り

ま
し
た
。
手
を
洗
っ
て
蛇
口
を
し
め
る
と
汚
れ

て
し
ま
う
の
で
、
ま
た
洗
う
。
火
の
元
や
鍵
を

何
度
も
確
認
し
に
い
っ
て
学
校
に
行
け
な
く
な

る
。
寝
る
前
に
、
ト
イ
レ
と
布
団
の
往
復
を
一

晩
中
繰
り
返
す
。
明
ら
か
に
お
か
し
い
で
す
よ

ね
。
今
だ
っ
た
ら
す
ぐ
に
病
院
や
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
に
連
れ
て
行
か
れ
ま
す
。
こ
の
強
迫
行
動

は
、
う
ち
の
親
父
に
「
お
前
、
何
や
っ
と
ん

だ
！
」
と
バ
コ
ン
と
殴
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

び
え
ー
っ
と
泣
き
な
が
ら
止
ま
る
。
で
、
泣
き

な
が
ら
寝
る
の
で
す
。
そ
ん
な
日
々
を
過
ご
し

て
い
ま
し
た
。

誰
も
が
僕
を
お
か
し
い
奴
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
誰
一
人
そ
れ
を
強
制
的
に
治

す
と
か
、
ど
こ
か
へ
入
院
さ
せ
た
り
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
今
思
え
ば
、
許
さ
れ
て
い
た
ん
だ
と

思
い
ま
す
。
親
も
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一

度
だ
け
お
袋
に
手
を
引
き
ず
ら
れ
て
「
一
緒
に

死
ん
で
や
る
」
っ
て
海
の
中
に
引
き
ず
り
こ
ま

れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
許
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。

お
か
し
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
、
生
き
て
い
る

こ
と
を
。
こ
れ
が
、
私
が
今
な
ん
と
か
生
き
延

び
ら
れ
て
い
る
原
点
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ご
遺
族
は
と
て
も
辛
い
し
、
と
て
も
し
ん
ど

い
。
そ
の
上
に
い
ろ
ん
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。
聞
い
て
い
る
方
も
辛
く
な
る
の
で
早
く
解

消
し
て
あ
げ
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、「
今
は
辛

い
け
れ
ど
、
当
然
で
す
よ
ね
。
無
理
に
な
ん
と

か
し
よ
う
と
し
な
く
て
も
大
丈
夫
で
す
よ
」
っ

て
本
当
に
認
め
て
あ
げ
ら
れ
て
、
安
心
し
て
問

題
を
口
に
出
せ
る
環
境
や
関
係
を
私
た
ち
が
作

っ
て
い
け
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
と
て
も
大

事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

【
編
集
後
記
】

私
た
ち
は
深
い
苦
悩
や
涙
を
目
前
に
す

る
と
「
何
か
し
て
あ
げ
た
い
」
と
い
う
思

い
が
起
こ
る
。
私
も
被
災
地
を
訪
れ
た
時

「
僧
侶
と
し
て
何
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う

使
命
感
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
次
第
に「
僧

侶
ら
し
さ
」
と
い
う
足
枷
と
な
り
、
如
何

と
も
し
が
た
い
現
実
と
の
間
で
煩
悶
し
た
。

被
災
地
の
方
々
は
、
必
ず
し
も
私
が
「
僧

侶
ら
し
く
」
い
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
な

か
っ
た
。
結
果
、
そ
の
「
ら
し
さ
」
は
目

の
前
の
悲
嘆
の
声
に
耳
を
塞
ぎ
、
追
い
打

ち
を
か
け
る
よ
う
に
傷
つ
け
る
こ
と
に
も

な
っ
た
。
そ
ん
な
私
に
西
野
先
生
は
、「
無

力
と
知
る
こ
と
は
他
者
に
と
っ
て
力
（
は

た
ら
き
）
と
な
る
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
。自

死
、
Ｄ
Ｖ
、
依
存
、
虐
待
、
孤
独
な

ど
様
々
な
社
会
問
題
の
中
に
あ
っ
て
、
今

一
度
、
親
鸞
聖
人
が
「
非
僧
非
俗
」
と
語

ら
れ
た
苦
悩
と
願
い
を
思
い
出
し
た
い
。

誰
も
が
無
力
な
人
間
の
ま
ま
で
許
し
あ
う

や
わ
ら
か
な
社
会
を
願
っ
て
。

 

（
研
究
員　

大お
お
こ
う
ち

河
内
真し

ん

慈じ

）



　■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》
映画『シン・ゴジラ』にハマった。観賞回数はすでに10

回を超え、劇中の音楽が四六時中、脳内で流れている。
フィギュアや公式記録集も予約済みだ。我ながらバカだ
とは思う。しかし、私にとってはそれほど衝撃的で、何度
でも観たいという衝動に駆られる映画だった。ある意味、
2016年最大の衝撃だったと言ってもいい。

ゴジラは、その時代を映す鏡としての役割を背負った
メタファー（隠喩）であり、カリカチュア（風刺画）でもある。
1954年の初代『ゴジラ』では戦争と核爆発の恐怖、そし
て人間の業を背負っていた。今回の『シン・ゴジラ』が背
負っているのは、東日本大震災の津波と原発事故の恐
怖、そして62年前から何ひとつ変わらない人間の業では
ないか。少なくとも、私にはそう感じられた。

震災から5年9ヶ月。当時の記憶を少しずつ失いつつ
ある私に、スクリーンに映し出されたゴジラは語りかける。

「お前はあの時、何を思った？」「そこから、何を学んだ？」
「そして今、何をしている？」と…

（て）

INFORMATION

教化センター日報
2016年９月～11月

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」打合せ
研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒のくらしとつとめ①）」
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・学習会「真宗門徒講座 事前学習」
教化研修「聖典研修⑰」（廣瀬惺氏）

9月５日
８日
９日
15日
27日
28日
29日

研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援
研究業務「平和展」学習会（名古屋別院主催「人生講座」共同企画）
研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒のくらしとつとめ②）」
研究生・学習会「聖教に学ぶ①」
研究業務「平和展」学習会
教化研修「聖典研修⑱」（竹橋太氏）
研究業務「自死者追悼法要 事前学習会」後援
研究生・実習「真宗門徒講座（真宗門徒のくらしとつとめ③）」
教化研修「聖典研修⑲」（廣瀬惺氏）
研究業務「平和展」学習会
研究業務「自死者追悼法要」打合せ

10月３日

７日
14日
20日
28日

11月８日
15日
17日
21日
29日

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

12月5日、自死者を憶念し、自死遺族と宗教者が共にいのちの尊厳
に向き合う時を過ごすことを願って「いのちの日 いのちの時間」が、名
古屋別院対面所にて厳修された。

今回で8度目となる同法要では、宗派を超えて集まった僧侶（いの
ちに向き合う宗教者の会）の呼びかけにより、教化センター後援、名
古屋別院協力のもと、各宗派の特徴を生かした法要と遺族同士によ
る「わかちあい」が行われた。

参拝者からは、「故人と死別してから、こんなに優しくされたのは初
めて」「普段は考えないようにしているけれど、久々に故人と向き合え
て有難かった」「自殺者は地獄に落ちると言われ、自責の念と重

なって今まで辛かった。今日は同じ思いの方 と々故人と向き合うことが
できて救われた」などの声が聞かれた。

自死遺族は、日常生活の中で故人のことや胸の内の苦悩を他者に
打ち明けづらい環境に置かれている。安心して故人と自身の気持ち
に向き合うことのできる「場」が求められている現実を思い知らされる。

そして、寺を開くということの意味をあらためて考えさせられる
法要であった。

現代社会と真宗教化　報告
自死者追悼法要

「いのちの日 いのちの時間」厳修
いのちに向き合う宗教者の会 主催

名古屋教区教化センター 後援

事務休暇・図書の貸出停止について ４月１日㈯から土曜日も休館いたします
「名古屋教区教化センター使用規程」の変更に
伴い、４月１日㈯より、教化センターの使用及び書籍・
視聴覚教材の利用の受付について、日曜日（祝日及
び別に定める休日を含む）に加えて、土曜日も休館と
させていただきます。何卒ご理解・ご協力をお願いい
たします。

第28回平和展「十五年戦争・前期 満洲事変と開拓団」（仮題）
【日　時】2017年３月17日㈮～23日㈭
　　　　　　午前10時～午後６時
　　　　　　※初日は午前11時から／最終日は午後５時まで
【会　場】名古屋教務所１階　議事堂
【入場料】無　料
　　主催：真宗大谷派名古屋教区教化センター
　　協力：真宗大谷派名古屋教区教化委員会、真宗大谷派名古屋別院

名古屋別院・春のお彼岸への参拝とともに、是非お立ち寄りください

 事務休暇について

・2016年12月29日㈭～2017年１月７日㈯の期間を事務休暇とさせていただきます。
　※年始の業務は１月10日㈫から再開させていただきます。
・午後５時閉館：2017年１月23日㈪
・臨時閉館：2017年１月28日㈯／２月４日㈯／２月10日㈮

 図書の貸出停止について

・図書整理のため、2017年１月23日㈪～２月９日㈭までの期間、教化センターの書
籍・視聴覚教材等の貸出を停止させていただきます。（館内での閲覧はできます）

・借り受け中の書籍・視聴覚教材は、１月21日㈯までにご返却願います。

センタージャーナル No.99⑧
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