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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
。

No.111

今
号
に
は
、
二
年
に
亘
り
聖
典
研
修
講
師

を
勤
め
て
戴
い
た
東
舘
紹
見
師
の
「
親
鸞
聖

人
の
御
生
涯
に
聞
く
」
最
終
講
、
そ
し
て
今

年
度
か
ら
講
師
を
勤
め
て
戴
く
一
楽
真
師
の

「『
教
行
信
証
』
撰
述
の
願
い
」
初
講
の
抄
録

を
掲
載
さ
せ
て
戴
い
た
。
歴
史
書
等
か
ら
新

た
に
発
見
さ
れ
る
真
宗
史
学
と
、「
竊ひ

そ

か
に
」

著
し
始
め
ら
れ
る
真
宗
教
学
の
双
方
か
ら
学

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
平
面
的
に
捉
え

て
き
た
教
え
が
立
体
構
造
を
も
っ
て
私
に
迫

っ
て
く
る
。

私
自
身
、
宗
祖
の
御
生
涯
に
四
十
余
年
の

間
、
学
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
出
遇
っ
た
一い

ち
に
ん人

を
敬
い
、
誰
一
人
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
し

な
い
宗
祖
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
生
き
方
の
礎
と
な
っ
た
の
は
、「
宗
祖
の

出
自
が
身
分
の
低
い
貴
族
で
あ
り
、
悲
し
み

や
苦
し
み
に
耐
え
な
が
ら
、
そ
の
日
一
日
を

生
き
ぬ
く
こ
と
に
精
一
杯
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
」
と
、
私
自
身
が
昔
に
学
ん
だ
テ
キ
ス

ト
の
内
容
か
ら
思
い
込
み
、
そ
れ
を
根
拠
と

し
て
長
い
間
、
多
く
の
場
で
物
知
り
顔
で
語

っ
て
き
た
。

し
か
し
、
東
舘
師
か
ら
教
わ
っ
た
二
年
間

は
、
私
に
と
っ
て
痛
棒
を
戴
く
衝
撃
の
二
年

間
で
も
あ
っ
た
。
新
た
な
歴
史
発
見
を
史
料

文
献
か
ら
講
義
さ
れ
る
師
は
、
宗
祖
の
出
自

を
「
身
分
の
低
い
貴
族
」
と
信
じ
て
疑
わ
な

か
っ
た
私
に
、

聖
人
の
出
自
で
あ
る
日
野
家
に
つ
い
て

「
身
分
の
低
い
貧
し
い
貴
族
だ
っ
た
」
と

言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

見
解
に
は
や
や
疑
問
が
残
り
ま
す
。（
中

略
）
親
鸞
聖
人
の
家
は
、
明
確
に
貴
族

で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
い
わ
ゆ
る
世
俗

的
な
身
分
は
決
し
て
低
い
も
の
で
あ
っ

た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ

の
生
活
が
貧
し
く
厳
し
い
も
の
だ
っ
た

と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。

�

（『
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル�

№
105
』）

と
教
え
て
下
さ
っ
た
。

自
ら
が
知
っ
た
こ
と
を
握
り
し
め
て
得
意

に
な
っ
て
い
る
生
き
方
を
愚ぐ

痴ち

矇も
う

昧ま
い

と
い
う
。

そ
し
て
、
自
ら
は
智
慧
が
あ
る
と
以お

も

い
、
そ

の
こ
と
を
知
る
由
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
私

の
誤ご

謬び
ゅ
うを
教
え
、
真
実
を
知
ら
ぬ
「
虚
仮
不

実
の
わ
が
身
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て

く
る
用

は
た
ら
きき
こ
そ
、
教
え
に
学
び
続
け
る
こ
と

で
あ
っ
た
の
だ
。
真
実
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
学
び
続
け
る
こ
と
の
大
事
さ
を

教
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

奇く

し
く
も
二
〇
二
三
年
、
宗
祖
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶

讃
法
要
が
厳
修
さ
れ
る
。
知
っ
た
つ
も
り
に

な
っ
て
い
る
、
こ
の
身
の
問
題
を
引
っ
さ
げ

て
こ
れ
か
ら
の
一
楽
師
の
講
義
「『
教
行
信

証
』
撰
述
の
願
い
」
に
学
ん
で
い
か
ね
ば
な

る
ま
い
。
不
法
懈
怠
の
身
を
立
ち
上
が
ら
せ
、

む
ね
を
開
か
せ
闇
を
照
ら
す
燈
火
こ
そ
伝
燈

の
念
仏
、
す
な
わ
ち
「
南
無
阿
弥
陀
仏
―
人

と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ

う
―
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。

�

（
主
幹　

荒
山　

淳
）

聖典研修（2・3面、6・7面）にて語られる一楽真氏（左）と東舘紹見氏（右）
� （写真の無断転用はご遠慮ください）
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センタージャーナル No.111②

晩
年
の
教
化
活
動

親
鸞
聖
人
は
六
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
、
約
二
十

年
間
を
過
ご
し
た
関
東
を
離
れ
、
京
都
に
帰
ら

れ
ま
す
。
こ
の
帰
洛
の
時
期
に
関
す
る
手
が
か

り
が
『
口く

伝で
ん

鈔し
ょ
う』

に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
聖

人
の
一
切
経
の
校

き
ょ
う

合ご
う

へ
の
関
わ
り
が
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
記
事
に
九
歳
の
北ほ

う

条じ
ょ
う

時と
き

頼よ
り

（
開か

い

寿じ
ゅ

殿ど
の

）
が
出
て
き
ま
す
（『
聖
典
』
六
五
七
頁
）。
こ

こ
か
ら
計
算
し
ま
す
と
、
少
な
く
と
も
六
十
三

歳
（
一
二
三
五
年
）
の
頃
ま
で
は
関
東
に
お
ら

れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

越
後
で
の
約
七
年
、
そ
し
て
関
東
で
の
約
二

十
年
、
い
ず
れ
も
人
と
出
あ
う
こ
と
の
難
し
さ

と
、
難
し
さ
ゆ
え
の
大
切
さ
を
噛
み
し
め
ら
れ

た
、
大
事
な
時
期
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

う
し
た
中
、
聖
人
は
自
ら
を
本
願
念
仏
の
道
へ

と
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
法
然
上
人
を
忘
れ
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
上
人
を
含
め
た
様
々
な
人
に
対

す
る
報
恩
謝
徳
の
念
が
、
聖
人
を
様
々
な
著
述

の
執
筆
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
業
は
関
東
で
も
で
き
た
で
し
ょ

う
が
、
や
は
り
、
京
都
で
最
新
の
テ
キ
ス
ト
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
学
問
的
探
究
心
と
い
う
よ
り
、仏

説
と
し
て
教
え
を
確
か
に
伝
え
ん
と
す
る
者
の

責
任
感
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
教
え
を
確
か

め
、
著
作
を
完
成
さ
せ
、
皆
に
伝
え
る
。
そ
れ

が
公
開
さ
れ
た
仏
道
の
、
そ
の
道
を
歩
ま
せ
て

い
た
だ
い
た
聖
人
ご
自
身
の
責
任
の
果
た
し
方

で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

京
都
に
お
け
る
聖
人
の
居
住
地
で
す
が
、『
御

伝
鈔
』
に
も
出
て
き
ま
す
よ
う
に
、「
五
条
西に

し
の

洞と
う

院い
ん

」（『
聖
典
』
七
三
四
頁
）
で
生
活
さ
れ
た
よ

う
で
す
。
そ
し
て
、
八
十
歳
を
超
え
た
晩
年
、
そ

の
住
ま
い
が
火
事
に
あ
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
直
線

距
離
に
し
て
一
．
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ

た
現
在
の
京
都
御お

池い
け

中
学
校
あ
た
り
「
押
小
路

の
南
、
万
里
小
路
の
東
」
に
移
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
は
善ぜ

ん

法ぽ
う

院
（
善
法
坊
）
と
呼
ば
れ
る
、
親
鸞

聖
人
の
実
弟
・
尋じ

ん
ぬ有
の
住
ま
い
で
し
た
。
こ
の

方
は
比
叡
山
に
所
属
す
る
、
僧そ

う

都ず

と
い
う
決
し

て
低
く
な
い
地
位
の
僧
侶
で
あ
り
、
あ
る
程
度

責
任
の
あ
る
役
職
に
就
い
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
聖
人
は
亡
く
な
る
ま
で
、
こ
の
尋
有

の
里
坊
（
山
外
に
あ
る
役
宅
の
よ
う
な
施
設
）

で
過
ご
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
晩
年
に
お
い
て
多
く
の

著
述
を
残
し
て
い
か
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
聖
人

が
若
い
頃
に
法
然
上
人
の
も
と
で
学
ば
れ
た
こ

と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
『
愚ぐ

禿と
く

鈔し
ょ
う』

で
す
が
、

こ
れ
を
最
終
的
に
書
き
上
げ
た
の
は
聖
人
八
十

三
歳
の
八
月
二
十
七
日
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。『
愚
禿
鈔
』
の
自
筆
本
は
発
見
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
こ
の
日ひ

付づ
け

か
ら
、
聖
人
が
最
晩
年

に
著
述
を
確
認
し
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
の
で

す
。
そ
の
他
、「
和
讃
」
や
「
仮か

名な

聖し
ょ
う

教ぎ
ょ
う」
と
呼

ば
れ
る
一
連
の
著
述
に
記
さ
れ
た
日
付
を
考
慮

し
て
も
、
晩
年
の
約
三
十
年
が
無
け
れ
ば
、
私

た
ち
が
聖
人
の
著
述
の
多
く
を
手
に
取
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、『
教
行
信
証
』
は
聖
人
五
十
二
歳
（
一

二
二
四
年
＝
関
東
時
代
）
の
時
に
撰
述
さ
れ
た

と
い
う
説
が
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
近

代
で
は
こ
の
年
を
一
つ
の
基
準
に
「
立
教
開
宗

○
百
年
」
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
年
代

の
頃
に
『
教
行
信
証
』
が
書
き
始
め
ら
れ
た
と

見
て
問
題
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
で
は

そ
の
校
訂
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
こ

と
が
定
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。
聖
人
の
筆
跡
に

つ
い
て
造
詣
が
深
い
重し

げ

見み

一か
ず

行ゆ
き

先
生
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
坂ば

ん

東ど
う

本
（
＝
聖
人
自
筆
の
『
教
行
信

証
』）に
は
聖
人
の
五
十
八
歳
頃
か
ら
八
十
六
歳

頃
ま
で
の
筆
跡
が
認
め
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

そ
の
他
、『
真
宗
聖
典
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

多
く
の
消
息
類
や
、自
身
が
書
写
し
た
聖
教
、名

号
本
尊
な
ど
を
門
弟
に
送
る
一
方
、『
歎
異
抄
』

第
二
章
（『
聖
典
』
六
二
六
頁
）
な
ど
か
ら
も
窺

え
る
よ
う
に
、
門
弟
た
ち
は
実
際
に
聖
人
の
も

と
を
訪
ね
る
な
ど
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
晩
年
に
お
い
て
も
聖
人
は
活
発
に
自
信
教

人
信
の
教
化
活
動
を
な
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

聖
人
が
対
峙
し
た
二
つ
の
問
題

残
さ
れ
た
消
息
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
親
鸞

聖
人
は
東
国
の
門
弟
た
ち
と
の
や
り
取
り
を
通

じ
て
、
様
々
な
問
題
に
懇
切
に
向
き
合
い
、
改

め
て
皆
と
確
か
め
合
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
ま

す
。
そ
の
問
題
の
一
つ
に
、
世
俗
権
力
と
の
対

立
（
＝
外
側
か
ら
の
問
題
）
が
あ
り
、
こ
れ
は

「
承

じ
ょ
う

元げ
ん

の
法ほ

う

難な
ん

」
か
ら
一
貫
し
た
事
柄
で
あ
る
と

言
え
ま
す
。

世
俗
的
な
価
値
観
や
序
列
を
絶
対
化
す
る
権

力
者
に
と
っ
て
、
阿
弥
陀
の
本
願
を
依
り
処
と

し
て
「
平
等
的
機
根
観
」
に
立
ち
、〝
悪
〟
や

〝
ケ
ガ
レ
〟
と
さ
れ
る
行
い
を
忌
避
せ
ず
、
神
仏

に
現
世
的
利
益
を
頼
ま
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の

祟た
た

り
を
も
恐
れ
な
い
念
仏
者
の
姿
勢
は
許
容
で

き
な
い
も
の
で
し
た
。
権
力
者
は
多
く
の
場
合
、

人
間
の
優
劣
を
生
じ
さ
せ
る
差
別
を
操
作
し
、

目
に
見
え
な
い
祟
り
を
説
く
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

人
々
の
支
配
を
達
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
念
仏
は
領
主
や
地じ

頭と
う

な
ど
の
権

力
者
が
重
ん
ず
る
秩
序
（
支
配
体
制
）
を
乱
す

も
の
と
し
て
、
批
判
さ
れ
、
時
に
は
弾
圧
さ
れ

て
き
た
の
で
す
。

こ
の
事
柄
に
つ
い
て
、
聖
人
は
お
手
紙
に
、

念ね
ん

仏ぶ
つ

の
あ
い
だ
の
こ
と
に
よ
り
て
、
と
こ

4

4

ろ
せ
き

4

4

4

よ
う
に
う
け
た
ま
わ
り
そ
う
ろ
う
。

か
え
す
が
え
す
こ
こ
ろ
ぐ
る
し
く
そ
う
ろ

う
。

�

（
点
ル
ビ
加
筆
、『
聖
典
』
五
七
六
頁
）

と
記
し
て
い
ま
す
。「
と
こ
ろ
せ
き
」
と
は
、「
そ

こ
に
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
る
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
念
仏
を
大
事
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
世
俗
の
秩
序
と
対
立
を
生
じ
、
そ
の
土
地

で
生
活
を
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
状
況

が
窺
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
聖
人
は
、
念

仏
を
妨
げ
る
領
家
・
地
頭
な
ど
に
も
あ
わ
れ
み

の
心
を
持
っ
て
念
仏
申
す
べ
き
で
あ
る
（『
聖

典
』
五
七
二
頁
）
と
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

念ね
ん

仏ぶ
つ

も
う
さ
ん
ひ
と
び
と
、
わ
が
御お

ん

身み

の

料り
ょ
うは
、
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
朝

ち
ょ
う

家か

の
御お

ん

た
め
国
民
の
た
め
に
、
念ね

ん

仏ぶ
つ

を
も
う
し
あ

わ
せ
た
ま
い
そ
う
ら
わ
ば
、
め
で
と
う
そ

う
ろ
う
べ
し
。

�

（『
聖
典
』
五
六
八
頁
～
五
六
九
頁
）

と
、
自
ら
の
心
の
闇
を
照
ら
す
念
仏
に
出
あ
う

聖典研修

親
鸞
聖
人
の
御
生
涯
に
聞
く

第
十
二
回　

帰
洛
と
執
筆
活
動
【
最
終
講
】

講
師　

東ひ
が
し

舘だ
て�

紹し
ょ
う

見け
ん�

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

2019年5月27日
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と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
、
具
体
的
な
社
会
で
の
あ

る
べ
き
交
わ
り
を
願
っ
て
念
仏
申
す
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
当
に
切

実
な
状
況
の
中
、
自
他
共
に
念
仏
の
功
徳
に
出

あ
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
、
そ
の
こ
と
一
つ
で
参

り
ま
し
ょ
う
と
繰
り
返
し
言
わ
れ
る
の
で
す
。
こ

こ
で
聖
人
が
言
わ
れ
る
「
朝
家
の
御
た
め
」
と

い
う
言
葉
は
、
国
家
権
力
に
お
も
ね
り
、
追
従

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
し
て
聖
人
が
対
峙
し
た
も
う
一
つ
の
問
題

が
、
様
々
な
「
異
義
」、
つ
ま
り
念
仏
に
関
す
る

誤
っ
た
受
け
止
め
の
横
行
（
＝
内
側
か
ら
の
問

題
）
で
す
。
こ
の
「
異
義
」
と
は
、
念
仏
の
教

え
に
我わ

が
思
い
が
入
り
混
じ
り
、
自
分
勝
手
な

受
け
止
め
に
な
っ
て
救
い
が
救
い
に
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
上
の
立
場
の
者
が
人
を
裁

く
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
自
ら
を
省
み
て
、
自

他
共
に
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
か
め

て
い
く
時
に
本
来
は
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
す
。

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
異
義
が
あ
る

の
か
。
一
つ
は
「
一い

ち

念ね
ん

多た

念ね
ん

」、
つ
ま
り
「
念
仏

は
一
回
称
え
れ
ば
い
い
の
か
、
た
く
さ
ん
称
え

た
方
が
い
い
の
か
」
と
、
そ
の
回
数
を
問
題
に

し
た
論
争
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
聖
人
は
、「
念

仏
を
自
分
の
手
柄
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
か

ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
著
述
や

お
手
紙
で
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
造ぞ

う

悪あ
く

無む

碍げ

」、
つ
ま
り
「
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
悪
い
こ
と

を
し
て
も
恐
れ
る
必
要
は
無
い
」
と
い
う
考
え

方
で
す
。
聖
人
は
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
私
た

ち
の
た
め
に
い
た
だ
い
た
薬
が
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
積
極
的
に
毒
を
飲
む
必
要
は
な
い
」
と

言
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
長
男
に
あ
た
る
と
思

わ
れ
る
善
鸞
の
事
件
で
す
。
関
東
で
起
こ
っ
て

き
た
異
義
を
鎮
め
る
た
め
、
聖
人
は
皆
と
一
緒

に
歩
ん
で
欲
し
い
と
思
い
善
鸞
を
遣
わ
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
善
鸞
は
、
第
十
八
願
を
萎
め
る

花
に
譬
え
る
な
ど
の
異
義
を
立
て
て
門
弟
た
ち

を
惑
わ
し
、
混
乱
を
広
げ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ

ま
す
。
最
終
的
に
聖
人
は
善
鸞
を
義
絶
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
聖
人
は
こ
の
件
に
つ
い
て
お
手

紙
で
「
信
心
に
と
っ
て
は
大
事
な
こ
と
だ
、
逆

縁
と
し
て
大
切
に
い
た
だ
い
て
い
く
べ
き
だ
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
困
っ
た
こ
と
、
自
分
の

も
の
さ
し
に
合
わ
な
い
こ
と
と
し
て
終
わ
る
の

で
は
な
く
、
私
た
ち
の
信
心
が
確
か
め
ら
れ
る

事
柄
だ
と
受
け
止
め
て
い
か
れ
る
の
で
す
。

ど
の
よ
う
な
場
面
に
あ
っ
て
も
、
我が

執し
ゅ
うは
私

た
ち
の
眼
を
覆
い
続
け
ま
す
。
仏
教
や
念
仏
を

も
、
自
分
の
都
合
で
利
用
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
本
来
は
逆
で
あ
り
、そ

う
い
う
我
執
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
の
が
念
仏

の
教
え
な
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
以
上
の
よ
う
な
大
変
な
問
題
と

対
峙
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
逆
縁
と
し
て
自

身
の
在
り
方
を
確
か
め
、
念
仏
を
称
え
て
い
か

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
困
難
な
状
況
に
生
き
る

多
く
の
人
々
に
も
一
貫
し
て
、
そ
の
よ
う
に
念

仏
を
い
た
だ
き
な
が
ら
大
切
に
し
て
い
く
よ
う

勧
め
ら
れ
る
の
で
す
。

弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し

親
鸞
聖
人
は
、
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
も
、

我
が
身
を
照
ら
す
も
の
と
し
て
念
仏
を
い
た
だ

い
て
い
か
れ
ま
す
。
聖
人
八
十
五
歳
（
一
二
五

七
年
）
の
時
の
夢
の
お
告
げ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　

康こ
う

元げ
ん

二に

歳さ
い

丁ひの
と
の
み巳
二に

月が
つ

九こ
こ
ぬ
か
の
よ

日
夜

　
　

寅と
ら
の
と
き時
夢ゆ

め
に
つ
げ
て告
云い

わ
く

弥み

陀だ

の
本
願
信
ず
べ
し

　

本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　

摂せ
っ

取し
ゅ

不ふ

捨し
ゃ

の
利り

益や
く

に
て

　

無む

上じ
ょ
う

覚か
く

を
ば
さ
と
る
な
り

�

（『
聖
典
』
五
〇
〇
頁
）

同
行
が
捕
ま
り
、
拷
問
を
受
け
、
い
よ
い
よ

「
承

じ
ょ
う

元げ
ん

の
法ほ

う

難な
ん

」
が
始
ま
る
の
が
、
こ
の
夢
告
の

ち
ょ
う
ど
五
十
年
前
の
二
月
九
日
の
こ
と
で
し

た
。
藤ふ

じ

原わ
ら

定さ
だ

家い
え

は
『
明
月
記
』
に
そ
の
日
の
状

況
を
、「
一い

っ

向こ
う

専せ
ん

修じ
ゅ

の
沙さ

汰た

、
搦か

ら

め
取
ら
れ
拷
問

さ
る
と
云
々
。
筆ひ

っ

端た
ん

の
及お

よ

ぶ
と
こ
ろ
に
非
ず
」

と
短
く
記
し
て
い
ま
す
。
長
々
と
書
か
れ
て
い

な
い
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
非
常
に
緊
迫
し
た

厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
後
序
」
に
も
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
聖
人
に
と
っ
て

忘
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
出
来
事
で
す
が
、そ

の
五
十
年
後
に
改
め
て
夢
の
お
告
げ
で
、「
皆
共

に
必
ず
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
覚
り
を
い
た
だ
い
て

歩
む
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
た
だ
い

て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
聖
人
の
最
後
の
御

制
作
、
八
十
六
歳
の
時
に
校
訂
な
さ
っ
た
「
正

像
末
和
讃
」
末
尾
の
「
恩
徳
讃
」
で
す
。

如に
ょ

来ら
い

大
悲
の
恩お

ん

徳ど
く

は

　

身
を
粉こ

に
し
て
も
報
ず
べ
し

　

師し

主し
ゅ

知
識
の
恩お

ん

徳ど
く

も

　

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し

�

（『
聖
典
』
五
〇
五
頁
）

こ
の
和
讃
は
右
の
よ
う
な
背
景
や
思
い
の
中

で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
私
自
身
、
改
め

て
い
た
だ
い
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
夢
の
お
告
げ
に
関
連
し
て
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
の
が
、
聖
人
八
十
八
歳
（
一
二
六
〇
年
）、

最
後
の
お
手
紙
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
『
末
燈
鈔
』

第
六
通
で
す
。
そ
の
中
で
聖
人
は
、
五
十
年
程

前
の
吉
水
時
代
に
あ
っ
た
出
来
事
を
思
い
出
し

な
が
ら
、

故
法
然
聖
人
は
、「
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者

に
な
り
て
往
生
す
」
と
候
い
し
こ
と
を
、

た
し
か
に
う
け
た
ま
わ
り
候
い
し
う
え
に
、

（
中
略
）
い
ま
に
い
た
る
ま
で
お
も
い
あ
わ

せ
ら
れ
候
う
な
り
。

�

（『
聖
典
』
六
〇
三
頁
）

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。「
阿
弥
陀
の
本
願
は
、

念
仏
は
、
自
分
が
愚
者
（
悪
人
）
で
あ
る
と
い

う
自
覚
を
い
た
だ
い
た
う
え
に
開
か
れ
て
く
る
」

と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ

し
て
、
自
身
が
い
た
だ
い
た
教
え
を
、
今
も
違

う
こ
と
な
く
鮮
や
か
に
覚
え
て
い
る
と
言
わ
れ

る
の
で
す
。

吉
水
時
代
を
共
に
過
ご
し
た
師
や
仲
間
は
、

ほ
と
ん
ど
亡
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
は
昔
の
こ
と
と
し
て
過
ぎ
去
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
人
が
、
皆
と
共
に

歩
ん
で
お
ら
れ
た
法
然
上
人
の
姿
を
ず
っ
と
憶

念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
亡
く
な
る
二
年
前
に

書
か
れ
た
お
手
紙
か
ら
窺
わ
れ
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
そ
の
御
生
涯
に
お
い
て
、
様
々

な
出
あ
い
を
通
じ
て
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
出

あ
い
、
そ
の
こ
と
の
大
切
さ
を
多
く
の
人
々
と

一
緒
に
確
か
め
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
言
う

な
れ
ば
、「
阿
弥
陀
如
来
の
勅
命
に
帰
し
た
御
生

涯
」
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
御
誕
生
八
百
五

十
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
今
、
そ
う
し
た
親
鸞

聖
人
の
御
生
涯
を
、
私
自
身
は
ど
の
よ
う
に
い

た
だ
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
改
め
て

聖
人
、
そ
し
て
先
達
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
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さ
る
五
月
九
日
、
カ
ル
ト
問
題
学
習
会
（
教
区
教
化
委
員
会
都
市
教
化
部
門
主
催
）
が
開
催

さ
れ
、
か
つ
て
カ
ル
ト
教
団
に
所
属
し
、
現
在
は
日
本
基
督
教
団
の
牧
師
と
し
て
脱
会
者
支
援

の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
竹
迫
氏
が
講
演
さ
れ
た
。

　

近
年
、
多
様
化
し
て
い
る
カ
ル
ト
の
再
定
義
を
模
索
す
る
氏
の
言
葉
は
、「
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
、
い
つ
の
間
に
か
カ
ル
ト
化
し
て
は
い
な
い
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。
同
朋
社
会
の
顕
現
を

標
榜
す
る
私
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
課
題
を
共
有
し
た
く
、
本
号
に
抄
録
を
掲
載
し
ま
す
。

カ
ル
ト
＝
宗
教
？

「
カ
ル
ト
」
と
い
う
言
葉
は
「culture

」
の

語
源
に
も
な
っ
て
お
り
、
元
来
、
人
間
の
営
み

に
深
く
関
わ
る
宗
教
全
般
を
指
す
言
葉
で
し
た
。

し
か
し
一
九
七
〇
年
代
、
ア
メ
リ
カ
で
宗
教
団

体
が
起
こ
す
事
件
が
相
次
い
で
発
生
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
ま
で
少
数
の
宗
教
集
団

を
指
し
て
い
た
カ
ル
ト
と
い
う
言
葉
は
「
反
社

会
的
な
活
動
を
す
る
宗
教
団
体
」
と
い
う
定
義

で
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。

現
在
「
カ
ル
ト
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
」
と

啓
発
を
す
る
と
、
多
く
の
方
は
「
髭
モ
ジ
ャ
の

お
じ
さ
ん
が
宙
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
宗
教
に
入
ら

な
き
ゃ
い
い
ん
で
し
ょ
？
」
程
度
の
認
識
で
す
。

し
か
し
カ
ル
ト
問
題
は
そ
の
よ
う
な
単
純
な
も

の
で
は
な
い
の
で
す
。

元
カ
ル
ト
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・

ハ
ッ
サ
ン
が
現
代
の
カ
ル
ト
に
つ
い
て
、
宗
教

タ
イ
プ
、
商
業
タ
イ
プ
、
心
理
・
教
育
タ
イ
プ
、

政
治
タ
イ
プ
と
い
う
四
つ
の
類
型
化
を
試
み
て

い
る
よ
う
に
、
宗
教
性
だ
け
に
警
戒
す
る
こ
と

に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
の
で
す
。
ま
た
オ
ウ
ム

真
理
教
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
場

合
、
先
述
の
四
つ
の
類
型
が
多
重
化
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
団
体
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、被

害
者
の
人
間
関
係
を
破
壊
し
た
り
、
被
害
者
自

身
が
「
騙
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
自
覚
を
持
た

な
い
ま
ま
に
加
害
者
に
転
じ
て
し
ま
い
、
被
害

を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
構
造
で
す
。

つ
ま
り
現
在
で
は
、
一
般
に
「
反
社
会
的
な

活
動
を
す
る
宗
教
団
体
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る

カ
ル
ト
の
概
念
は
耐
用
限
界
を
越
え
て
お
り
、

定
義
し
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
一
見
礼
儀

正
し
く
、
反
社
会
性
を
表
に
出
さ
な
い
団
体
や
、

ど
ん
ど
ん
献
金
を
吸
い
上
げ
て
い
く
団
体
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
被
害
者
が
自
発
的
な
行
為
だ

と
い
え
ば
、
そ
れ
以
上
追
求
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
多
数
の
民
意
や
世
論
を
「
社
会
的
」
と
捉
え

る
な
ら
ば
、
例
え
ば
国
家
が
一
丸
と
な
っ
て
戦

争
に
向
か
っ
て
い
る
中
で
一
人
「
戦
争
反
対
」

と
叫
べ
ば
、
反
社
会
的
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
宗
教
団
体
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
接
近

し
て
く
る
団
体
も
あ
り
ま
す
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
ビ
ジ
ネ
ス
や
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
、
宗

教
に
括
れ
な
い
団
体
も
カ
ル
ト
の
範
疇
な
の
で

す
。
ま
た
団
体
と
い
う
ほ
ど
大
き
く
な
い
小
規

模
グ
ル
ー
プ
も
た
く
さ
ん
出
て
く
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
赤
の
他
人
同
士
を
養
子

縁
組
さ
せ
、
生
命
保
険
を
か
け
て
次
々
に
殺
害

す
る
と
い
っ
た
事
件
も
カ
ル
ト
事
象
と
い
え
る

と
思
い
ま
す
。

カ
ル
ト
と
は
？

こ
の
よ
う
な
カ
ル
ト
問
題
の
現
状
に
鑑
み
、私

は
カ
ル
ト
を
「
全
体
主
義
的
な
人
格
変
容
を
組

織
的
か
つ
恒
常
的
に
誘
導
す
る
運
動
体
」
と
定

義
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

全
体
主
義
と
は
、
全
体
の
利
益
が
個
の
権
利

よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と
い
う
自
己
犠
牲
的
価
値

観
で
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
の
『
三

銃
士
』
に
は
「O

ne for all, A
ll for one.

（
一

人
は
み
ん
な
の
た
め
に
、
み
ん
な
は
一
人
の
た

め
に
）」
と
い
う
合
言
葉
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

全
体
主
義
と
は
「
み
ん
な
は
一
人
の
た
め
に
」

が
す
っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
て
、「
一
人
は
み
ん
な
の

た
め
に
」
だ
け
を
強
要
す
る
思
想
で
す
。
カ
ル

ト
集
団
は
特
定
の
教
祖
を
崇
め
る
と
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
こ
の
全
体
主
義
と
い
う
視
点
で
い

え
ば
、
教
祖
が
存
在
し
な
く
て
も
カ
ル
ト
は
成

立
し
う
る
の
で
す
。

日
本
は
た
っ
た
七
十
年
ほ
ど
前
に
、
特
攻
隊

を
賛
美
し
、
全
体
に
抗
う
人
た
ち
を
非
国
民
と

し
て
排
除
し
ま
し
た
。
現
代
に
お
い
て
も
、様
々

な
面
で
そ
の
よ
う
な
空
気
感
が
再
び
色
濃
く
な

っ
て
き
た
危
惧
を
抱
き
ま
す
。

例
え
ば
Ｄ
Ⅴ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
）
の
被
害
に
遭
っ
て
い
る
人
の
多
く
は
、

「
私
さ
え
我
慢
す
れ
ば
あ
の
人
は
機
嫌
を
な
お

し
、
家
族
一
緒
に
生
き
て
い
け
る
」
と
い
う
形

で
、
過
剰
に
被
害
を
隠
そ
う
と
し
ま
す
。
こ
れ

は
自
己
犠
牲
と
い
え
ば
美
し
く
聞
こ
え
ま
す
が
、

全
体
主
義
的
な
発
想
の
被
害
者
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
全
体
主
義
的
な
発
想
を
善
と
す
る

人
格
を
、
組
織
的
か
つ
恒
常
的
に
作
り
上
げ
る

べ
く
誘
導
す
る
運
動
体
が
カ
ル
ト
で
す
。
マ
イ

ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
全
体
主
義
の
価

値
観
で
染
め
上
げ
、「
個
で
あ
る
こ
と
」
を
放
棄

さ
せ
る
の
で
す
。

個
を
放
棄
し
た
姿
は
、
何
百
万
人
も
の
ユ
ダ

ヤ
人
を
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
な
ど
の
強
制
収
容

所
へ
と
送
っ
た
ナ
チ
ス
の
幹
部
、
ア
ド
ル
フ
・

ア
イ
ヒ
マ
ン
の
主
張
に
象
徴
さ
れ
ま
す
。
彼
は

裁
判
で
「
私
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
憎
し
み
な
ん
て
持

っ
た
こ
と
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
私
の
仕
事
だ

っ
た
か
ら
書
類
に
サ
イ
ン
し
た
だ
け
だ
」
と
語

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
考
え
る
こ
と

を
放
棄
さ
せ
、
全
体
主
義
的
思
想
へ
と
誘
導
す

る
の
が
カ
ル
ト
と
定
義
さ
れ
ま
す
。

「
個
で
あ
る
こ
と
」
と
は

「
個
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
主

義
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的

視
点
か
ら
の
捉
え
方
で
す
が
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
（
一
五
一
七
年
）
を
経
て
、

お
よ
そ
十
七
世
紀
頃
か
ら
西
洋
に
お
い
て
近
代

主
義
が
始
ま
り
ま
す
。

中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ラ
テ
ン
語
の
聖
書

し
か
許
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
判
読
で
き
な
い
大

多
数
の
民
衆
に
と
っ
て
、
聖
書
は
閉
ざ
さ
れ
た

本
で
し
た
。
そ
れ
を
い
い
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教

会
は
「
免
罪
符
を
買
え
ば
買
う
ほ
ど
贖
罪
さ
れ
、

天
国
に
行
け
ま
す
よ
」
と
い
う
元
祖
霊
感
商
法

を
始
め
た
の
で
す
。
し
か
し
、
聖
書
の
内
容
を

理
解
で
き
な
い
人
た
ち
を
手
玉
に
と
っ
て
金
を

稼
ぐ
と
い
う
教
会
の
あ
り
方
に
反
発
し
た
聖
職

現代社会と
真 宗 教 化

カ
ル
ト
問
題
か
ら
見
え
る
現
代

日
本
基
督
教
団�

白
河
教
会�

牧
師

日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
（
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ｒ
）
理
事

小
諸
い
ず
み
会�

い
の
ち
の
家�

Ｌ
Ｅ
Ｔ
Ｓ�

顧
問

Ｌ
Ｅ
Ｔ
Ｓ
仙
台�

顧
問

　

竹た
け

迫さ
こ�

之い
た
る�

氏
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者
た
ち
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
第
一
人
者
が
ル

タ
ー
で
し
た
。

ル
タ
ー
は
活
版
印
刷
の
技
術
発
展
の
波
に
乗

り
、
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
作
り
ま
し
た
。
つ

ま
り
情
報
公
開
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
教
会
か

ら
重
税
と
免
罪
符
購
買
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
貴

族
た
ち
に
、
教
会
の
嘘
が
露
見
し
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
各
地
で
自
国
語
で
の
聖
書
翻
訳
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
一
般
民
衆
に
ま
で
普
及
し
、

そ
れ
ま
で
集
会
で
ラ
テ
ン
語
の
朗
読
を
聞
く
だ

け
だ
っ
た
神
と
の
対
話
が
、
部
屋
で
一
人
で
向

き
合
う
形
へ
と
変
容
し
、
近
代
主
義
的
個
の
確

立
が
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ル
タ
ー

の
宗
教
改
革
以
降
、
近
代
主
義
が
浸
透
し
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い
く
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
個
人

は
神
の
前
で
は
平
等
で
あ
り
、
民
衆
一
人
ひ
と

り
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
民
主
主
義
が
生
ま
れ
、

そ
れ
は
現
在
、
人
類
の
共
通
理
解
と
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

身
近
に
潜
む
カ
ル
ト

フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
、
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
防
止
法
と
呼
ば
れ
る
法
律
が
あ
り
ま
す
。

個
人
が
何
ら
か
の
状
態
で
適
切
な
知
識
を
得
る

機
会
を
奪
わ
れ
た
り
、
身
体
的
・
精
神
的
疲
弊

に
つ
け
込
ん
で
誘
導
す
る
こ
と
を
非
合
法
化
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
創
案
者
は
、「
私
た
ち
は

こ
の
法
律
を
作
る
ま
で
四
世
紀
か
か
り
ま
し
た
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
革

命
を
起
点
に
四
百
年
間
、
多
く
の
血
を
流
し
な

が
ら
「
個
と
は
何
か
」「
人
権
と
は
何
か
」
と
い

う
こ
と
を
模
索
し
て
、
や
っ
と
た
ど
り
着
い
た

一
つ
の
実
り
が
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
防
止

法
な
の
で
す
。

こ
の
法
制
化
の
礎
に
な
っ
た
の
が
、
十
項
目

に
わ
た
っ
て
カ
ル
ト
の
構
成
要
件
が
ま
と
め
ら

れ
た
『
ア
ラ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
報
告
書
』
※
1
で
す
。

こ
の
十
項
目
は
、
一
つ
で
も
該
当
す
れ
ば
カ
ル

ト
だ
と
い
う
基
準
で
す
。
こ
の
要
件
で
は
、
個

を
蔑

な
い
が
しろ

に
す
る
動
き
や
集
団
を
カ
ル
ト
と
定
義

し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
極
端
に

目
立
つ
団
体
だ
け
を
カ
ル
ト
と
認
識
し
て
い
る

こ
と
に
気
が
付
か
さ
れ
ま
す
。
実
は
カ
ル
ト
と

そ
う
で
は
な
い
も
の
は
地
続
き
で
あ
り
、
私
た

ち
の
身
近
に
た
く
さ
ん
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

私
が
取
り
組
ん
で
い
る
「
脱
カ
ル
ト
」
と
は
、

人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
回
復
す
る
活
動
で

す
。
そ
れ
は
全
体
主
義
が
も
た
ら
す
抑
圧
か
ら

個
人
を
開
放
し
、
個
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
辛

さ
を
支
え
あ
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
カ
ル
ト
問
題
に
限
定
さ
れ
な
い
普
遍
性

を
も
っ
た
課
題
で
す
。

例
え
ば
「
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
と

い
う
団
体
は
、
様
々
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
し

て
「
十
二
の
権
利
」
※
2
を
挙
げ
て
、
互
い
に
個

の
権
利
を
尊
重
し
あ
う
社
会
を
目
指
す
運
動
を

し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
十
二
の
権
利
」
は
、
か

つ
て
私
が
所
属
し
て
い
た
カ
ル
ト
団
体
で
は
一

つ
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
権
利
で
す
。
こ
の
よ

う
な
個
を
放
棄
さ
せ
て
い
く
カ
ル
ト
的
思
想
や

動
き
が
、
現
代
の
私
た
ち
の
身
の
周
り
に
溢
れ

て
い
る
と
い
う
危
機
感
を
感
じ
ま
す
。

多
様
性
を
認
め
あ
う
社
会
を
め
ざ
し
て

現
代
は
さ
ら
に
近
代
主
義
が
進
化
し
て
、
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
近

代
主
義
で
は
「
人
間
は
み
な
平
等
で
あ
る
」
と

い
う
全
て
の
個
人
に
共
通
す
る
真
理
を
見
出
し

ま
し
た
が
、
そ
の
真
理
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
キ

リ
ス
ト
教
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

気
が
付
か
さ
れ
た
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
は「
私
の
文
明
は
、最

高
峰
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
持
ち
、
真

理
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
未
開
の
地
域
に
、新

し
い
文
明
と
人
類
の
叡
智
を
授
け
る
の
だ
」
と

い
う
立
場
か
ら
、
各
地
に
次
々
と
宣
教
師
を
送

っ
て
植
民
地
支
配
を
し
、
そ
こ
に
暮
ら
し
て
き

た
異
文
化
の
人
々
を
奴
隷
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
世
界
は
幸
福
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
植

民
地
の
利
権
を
め
ぐ
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
を

起
こ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
同
士
で
殺
し
あ
う
と

い
う
経
験
を
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
第
二
次
世

界
大
戦
に
お
い
て
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
は
じ
め

と
す
る
異
な
る
立
場
の
人
々
を
排
除
し
て
き
た

経
験
を
経
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
他
に
も
尊
重
す

べ
き
優
れ
た
文
明
や
宗
教
が
あ
る
こ
と
に
よ
う

や
く
気
が
付
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
真
理
は

一
つ
だ
が
、
真
理
を
見
て
い
る
自
分
た
ち
は
完

全
で
は
な
く
、
実
は
異
な
っ
た
視
点
や
文
化
を

通
し
て
真
理
を
追
究
す
る
立
場
も
あ
っ
た
の
だ

と
い
う
確
信
を
得
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
歴
史
を
経
て
た
ど
り
着
い
た
の

が
、
各
々
が
見
え
て
い
る
範
囲
の
各
々
の
真
理

を
持
ち
寄
り
、
互
い
の
考
え
を
尊
重
し
あ
っ
て
、

よ
り
高
次
元
の
真
理
を
探
究
し
て
い
く
と
い
う

価
値
多
元
主
義
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
）
で
す
。
そ

れ
を
現
代
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て

い
く
の
か
が
、
宗
派
を
超
え
た
宗
教
的
な
課
題

な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
了
）

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

●�

二
〇
二
〇
年
二
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
四

時
、
教
務
所
議
事
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る

「
カ
ル
ト
問
題
学
習
会
」（
教
区
教
化
委
員
会

主
催
）
で
、
竹
迫
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
聴
講
く
だ
さ
い
。

※１　カルト構成要件の10項目�
　　　（『アラン・ジュスト報告書』）
１．精神の不安定化
２．法外な金銭的要求
３．住み慣れた生活環境からの断絶
４．肉体的保全の損傷
５．子どもの囲い込み
６．反社会的な言説
７．公秩序の攪乱
８．裁判沙汰の多さ
９．従来の経済回路からの逸脱
10．公権力への浸透の試み

※２　�アサーティブ（あらゆる個が互いに尊重し、認めあう）
であるための1２の権利

１．�私には、日常的な役割にとらわれることなく、ひとりの人間とし
て、自分のための優先順位を決める権利がある。

２．�私には、能力のある対等な人間として、敬意をもってあつかわれ
る権利がある。

３．私には、自分の感情を認め、それを表現する権利がある。
４．私には、自分の意見と価値観を表明する権利がある。
５．私には、自分のために「イエス」「ノー」を決めて言う権利がある。
６．私には、まちがう権利がある。
７．私には、考えを変える権利がある。
８．私には、「よくわかりません」と言う権利がある。
９．私には、ほしいものやしたいことを求める権利がある。
10．私には、人の悩みの種を自分の責任にしなくてもよい権利がある。
11．私には、周りの人からの評価を気にせず、人と接する権利がある。
1２．私には、アサーティブではない自分を選択する権利がある。
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宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
、

今
年
度
よ
り
、「『
教
行
信
証
』
撰
述
の
願
い
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
聖
典
研
修
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

な
ぜ
宗
祖
は
『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
の
か
。
そ
こ
に
何
を
願
わ
れ
た
の
か
。
今
号
よ
り
、
講

義
で
提
示
さ
れ
た
課
題
の
一
部
を
抄
録
化
し
、
随
時
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

『
教
き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う』

を
拝
読
し
ま
す
と
、
誰
の
上
に

も
成
り
立
つ
仏
教
と
し
て
浄
土
の
教
え
を
立
て

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
親
鸞
聖
人
の
お
心
が
窺

え
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、「
聖
道

門
」「
浄
土
門
」
と
い
う
仏
教
の
区
分
も
、
教
え

を
横
並
び
に
し
て
宗
派
を
立
て
て
い
く
た
め
に

説
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

聖
人
は
ご
自
身
が
出
遇
わ
れ
た
、
誰
の
上
に

も
成
り
立
つ
生
き
た
仏
教
、
す
な
わ
ち
我
々
が

本
当
に
依
り
処
と
す
べ
き
も
の
を
「
浄
土
真
宗
」

と
い
う
言
葉
で
表
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
た

だ
、
そ
の
こ
と
と
簡
単
に
出
遇
っ
て
い
か
れ
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
聖
人
の
御
生
涯
か
ら

窺
え
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
九
歳
か
ら

二
十
九
歳
ま
で
、
比
叡
山
で
修
行
を
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
そ
こ
で
学
ん
だ
仏
教
は
、
煩
悩
を
断た

っ
て
智
慧
を
獲
得
し
て
い
く
と
い
う
歩
み
が
基

本
で
あ
り
、
そ
の
時
に
説
か
れ
る
「
浄
土
」
は
、

そ
の
修
行
を
成
就
す
る
た
め
に
開
か
れ
た
場
所

で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
そ
の
当
時
の
聖
人
に
お
い
て
も
、
浄
土

に
生
ま
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏
道
の
完
成
が

あ
る
と
は
考
え
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。こ

の
頃
の
聖
人
の
思
想
を
記
し
た
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
二
十
九
歳
ま
で
法
然
上
人
の
も

と
へ
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
比
叡
山

で
説
か
れ
る
仏
道
を
究
め
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
っ
た
何
よ
り
の
証
拠
だ
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
際
に
重
要
な
事
柄

と
し
て
、
法
然
上
人
五
十
四
歳
、
親
鸞
聖
人
十

四
歳
の
時
、
比
叡
山
京
都
側
の
麓ふ
も
と、

大お
お

原は
ら

の
勝

し
ょ
う

林り
ん

院い
ん

に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
大お

お

原は
ら

問も
ん

答ど
う

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
聖
道
門
仏
教

の
並
居
る
学
者
た
ち
が
、
法
然
上
人
の
説
か
れ

る
念
仏
の
義
を
問
う
た
め
に
開
か
れ
た
場
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
記
録
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
聖

道
門
の
学
者
た
ち
が
、「
念
仏
一
つ
で
助
か
る
と

い
う
の
は
簡
単
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
」「
そ
れ

を
許
し
た
ら
、
仏
教
の
修
行
が
崩
壊
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
法
然
上
人
は
、「
決
し
て
あ
な

た
方
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
軽
ん
ず
る
つ
も
り

は
な
い
」
と
丁
寧
に
お
答
え
に
な
り
、
そ
し
て

「
愚
か
な
私
に
も
成
り
立
つ
仏
道
と
い
う
の
が
、

念
仏
申
し
て
歩
む
、
阿
弥
陀
に
よ
っ
て
助
け
ら

れ
て
い
く
道
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
わ

け
で
す
。

当
時
、
こ
の
よ
う
な
問
答
が
比
叡
山
の
麓
で

行
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人

の
説
か
れ
る
念
仏
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は

考
え
に
く
い
こ
と
で
す
。
法
然
上
人
の
こ
と
も
、

当
然
ご
存
知
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
が
山
を
出
た
理
由
が

「
比
叡
山
で
の
修
行
が
辛
く
て
、
容た

易や
す

く
救
わ
れ

る
道
を
探
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な

ら
ば
、
も
っ
と
早
く
山
を
出
て
い
た
は
ず
で
す
。

し
か
し
二
十
九
歳
ま
で
頑
張
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
聖
人
は
徹
底
し
て
、
智
慧
を
獲
得
す
る

た
め
に
修
行
し
て
い
く
道
に
立
っ
て
お
ら
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ

が
二
十
九
歳
な
の
で
す
。

明
日
が
見
え
な
い

親
鸞
聖
人
ご
自
身
は
比
叡
山
時
代
の
こ
と
を

書
き
残
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
が
、『
恵
信
尼
消

息
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
時
の
聖
人
の
状
況
は

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
文も

ん

ぞ
、
殿
の
比ひ

叡え

の
山や

ま

に
堂ど

う

僧そ
う

つ
と

め
て
お
わ
し
ま
し
け
る
が
、
山や

ま

を
出い

で
て
、

六
角か

く

堂ど
う

に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
、
後ご

世せ

の
事
い
の
り
申
さ
せ
給
い
け
る
九
十
五
日

の
あ
か
月
の
、
御
示じ

現げ
ん

の
文も

ん

な
り
。
御ご

覧ら
ん

候
え
と
て
、
書か

き
し
る
し
て
参ま

い

ら
せ
候
う
。

�

（『
聖
典
』
六
一
八
頁
）

聖
人
が
比
叡
山
で
勤
め
て
い
た
「
堂ど
う

僧そ
う

」
と

は
、
学
問
を
生
業
と
し
て
い
た
「
学が
く

生し
ょ
う」

と
、
建

物
の
管
理
や
境け
い

内だ
い

の
維
持
を
役
目
と
す
る
「
堂ど

う

衆し
ゅ
う」

と
の
中
間
的
な
存
在
で
あ
り
、
常

じ
ょ
う

行ぎ
ょ
う

三さ
ん

昧ま
い

堂ど
う

な
ど
の
お
堂
に
籠
っ
て
修
行
す
る
者
で
あ
っ

た
と
い
う
の
が
現
在
の
定
説
で
す
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
聖
人
は
智
慧
を
獲
得
す
る
た
め
に
三
昧

の
行
に
励
ん
で
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測

で
き
ま
す
。

し
か
し
お
手
紙
は
、
そ
の
よ
う
に
歩
ん
で
い

た
聖
人
が
「
後
世
の
事
い
の
り
申
さ
せ
給
い
け

る
」
と
続
き
ま
す
。
国
語
辞
典
な
ど
に
よ
れ
ば

「
後ご

世せ

」
は
「
死
後
の
世
界
、
あ
の
世
の
こ
と
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
が
そ
う
い

っ
た
こ
と
を
願
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
端

的
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
後

世
を
い
の
る
」
と
は
「
明
日
が
見
え
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

修
行
し
て
煩
悩
を
断
ち
切
り
智
慧
を
得
た
な

ら
ば
、
人
間
同
士
が
傷
つ
け
合
う
こ
と
を
超
え

ら
れ
る
。
こ
れ
が
比
叡
山
で
説
か
れ
て
き
た
仏

教
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
比
叡
山
に
留
ま

り
続
け
て
修
行
し
て
も
、
煩
悩
を
断
ち
切
る
と

い
う
こ
と
が
自
分
の
上
に
完
成
す
る
と
は
思
え

な
い
。

こ
れ
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
仏
教
全
て
を

理
解
し
て
か
ら
」「
修
行
を
や
り
遂
げ
て
か
ら
」

と
条
件
が
整
う
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
は
、
仏

教
の
救
い
が
い
つ
成
就
す
る
の
か
分
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
方
で
、「
そ
の
う
ち

に
」
で
は
、
い
の
ち
は
待
っ
て
は
く
れ
な
い
の

で
す
。

比
叡
山
に
留
ま
っ
た
理
由

聖典研修

『
教
行
信
証
』
撰
述
の
願
い

第
一
回　

宗
祖
が
求
め
た
「
真
実
」
の
内
容

講
師　

一い
ち

楽ら
く�

真ま
こ
と�

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

2019年7月22日
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『
教
行
信
証
』
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
聖
人

は
龍
樹
菩
薩
や
天
親
菩
薩
の
教
え
を
通
し
て
、

「
速そ
く

疾し
つ

」「
速す

み

や
か
に
」
と
い
う
仏
道
を
示
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
比
叡
山
で
の
修
行
を
通

し
て
向
き
合
わ
れ
た
、
今
こ
こ
に
お
い
て
助
か

る
「
現げ
ん

生し
ょ
うの

救
い
」
と
い
う
課
題
に
応
え
て
い

く
道
だ
と
言
え
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
「
今
こ
こ

に
お
い
て
」
と
い
う
課
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
一

方
で
、
山
を
下
り
れ
ば
そ
の
課
題
が
解
決
す
る

と
い
う
確
証
な
ど
は
、
決
し
て
持
っ
て
は
お
ら

れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
法
然
上
人

の
と
こ
ろ
に
行
け
ば
出
口
が
見
つ
か
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
足
飛
び
に
行
か
れ
る

は
ず
で
す
。
し
か
し
、
聖
人
は
ま
ず
六
角
堂
に

籠
ら
れ
る
。

未
来
は
現
在
に
方
向
を
与
え
る
と
い
う
意
味

で
、
大
き
な
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
未
来
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
や
る
べ
き

こ
と
が
決
定
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
未
来
に
確

証
が
持
て
ず
「
後
世
を
い
の
る
」
こ
と
し
か
で

き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
が
、
二
十
九
歳
の
親

鸞
聖
人
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
聖
人

は
六
角
堂
で
聖
徳
太
子
に
尋
ね
ず
に
は
お
ら
れ

な
か
っ
た
の
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

一
乗
を
問
う
も
の

親
鸞
聖
人
が
在
家
信
者
で
あ
る
聖
徳
太
子
に

尋
ね
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
も
う
一
つ
の
大

き
な
課
題
が
見
ら
れ
ま
す
。
仏
教
の
言
葉
を
使

う
な
ら
ば
「
一い
ち

乗じ
ょ
う」
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
誰
も

が
平
等
に
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

教
え
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
比
叡
山
で
仏
門
に
入
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
貴
族
の
家
柄
に
生
ま
れ
た
こ
と

が
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
し
、
決
定
的
な
の

は
聖
人
が
男
性
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
源

信
僧そ
う

都ず

在
世
時
に
比
叡
山
で
行
わ
れ
て
い
た

「
二
十
五
三さ
ん

昧ま
い

会え

」に
は
女
性
の
信
者
も
参
加
し

て
い
た
可
能
性
や
、
最
初
か
ら
女
人
禁
制
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
比
叡
山
の
組
織
化
が
進
ん
だ
、
親
鸞
聖
人

が
生
き
た
時
代
に
お
い
て
は
、
完
全
に
男
性
の

出
家
者
が
中
心
で
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
は
男
性

だ
け
の
、
そ
し
て
出
家
者
だ
け
の
も
の
な
の
か
。

聖
徳
太
子
に
尋
ね
て
い
か
れ
た
大
き
な
理
由
は
、

こ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

聖
徳
太
子
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
三さ
ん

経ぎ
ょ
う

義ぎ

疏し
ょ

』

は
、
太
子
よ
り
後
の
時
代
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
現
在
で
は
定
説
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
少
な
く
と
も
聖
人
は
、
太
子
の
お
仕
事
と

し
て
い
た
だ
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
注

釈
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
経
典
と
は
、
一
乗
の
仏

教
を
説
く
『
法ほ

華け

経き
ょ
う』、
在
家
信
者
で
あ
る
維ゆ

い

摩ま

詰き
つ

が
様
々
な
場
所
に
生
き
て
は
た
ら
く
仏
教
を

確
認
す
る
『
維ゆ
い

摩ま

経き
ょ
う』、

そ
し
て
コ
ー
サ
ラ
国
の

王
女
で
あ
る
勝
し
ょ
う

鬘ま
ん

夫ぶ

人に
ん

が
、
誰
も
が
成
仏
す
る

可
能
性
を
持
つ
と
い
う
如に
ょ

来ら
い

蔵ぞ
う

を
説
か
れ
る

『
勝
し
ょ
う

鬘ま
ん

経ぎ
ょ
う』

で
す
。
こ
の
三
つ
を
並
べ
る
と
な
る

ほ
ど
と
思
い
ま
す
が
、
膨
大
な
経
典
の
中
か
ら
、

し
か
も
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
わ
る
時
に
は
成

立
順
序
や
思
想
系
統
な
ど
も
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ

た
中
で
こ
の
三
つ
を
選
び
、
そ
し
て
注
釈
書
を

作
る
と
い
う
の
は
本
当
に
大
き
な
意
味
が
あ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

天
台
宗
を
開
か
れ
た
天
台
大
師
智ち

顗ぎ

は
『
法

華
経
』
の
教
え
の
と
こ
ろ
に
究
極
が
あ
る
と
見

定
め
ら
れ
、親
鸞
聖
人
も
比
叡
山
に
お
い
て「
法ほ
っ

華け

一い
ち

乗じ
ょ
う」
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
学
ん
で
こ
ら

れ
た
。
し
か
し
、
比
叡
山
に
は
在
家
の
者
も
女

性
も
い
な
い
。
一
方
で
、
食
べ
る
も
の
も
住
む

場
所
も
心
配
せ
ず
、
仕
事
と
し
て
仏
教
を
学
ん

で
い
る
僧
侶
た
ち
が
専
門
家
の
よ
う
に
仏
教
を

占
有
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
比
叡
山
の
在
り

方
、
そ
し
て
『
法
華
経
』
で
説
か
れ
る
一
乗
が

本
当
に
誰
の
上
に
も
成
り
立
つ
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
問
う
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
聖
徳
太
子
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
な
ど
で
、
天
台

宗
の
教
義
で
あ
る
「
法
華
一
乗
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
ず
、「
本
願
一
乗
」
あ
る
い
は
「
誓
願
一

仏
乗
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
聖
人
は
、
本
当
の
一
乗
は
阿
弥
陀
の
本
願

に
よ
っ
て
し
か
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を

掲
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
本
当
の
平
等
と
い
う
も

の
は
、
決
し
て
機き

を
選
ば
な
い
。
そ
の
人
の
状

態
、
性
別
、
生
ま
れ
た
家
柄
、
あ
る
い
は
今
ま

で
ど
れ
だ
け
仏
教
を
学
ん
で
き
た
か
と
い
う
経

歴
も
問
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
平
等
、
一
乗
と
い

う
課
題
で
し
ょ
う
。

顕
浄
土
〝
真
実
〟
教
行
証
文
類

前
に
申
し
上
げ
た
「
速
疾
」
に
も
関
わ
り
ま

す
が
、
そ
の
う
ち
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
聞
法
の
年
数
や
念
仏
を
申
し
た
回
数

な
ど
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
が
ラ

ン
ク
付
け
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
誰
の
上
に
も

成
り
立
つ
法
を
お
釈
迦
様
は
お
説
き
く
だ
さ
っ

た
は
ず
な
の
に
、
結
局
は
人
間
の
能
力
や
経
歴

に
よ
っ
て
差
が
つ
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
本
当
（
真
実
）
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。

時
に
、
古
代
イ
ン
ド
の
よ
う
な
出
家
者
を
中

心
と
す
る
仏
教
を
本
来
の
も
の
と
言
わ
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
が
尋
ね

て
い
か
れ
た
真
実
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
話
が

逆
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
確
か
に
お
釈
迦
様
は
出

家
と
い
う
形
を
お
取
り
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
教

え
は
広
ま
っ
た
。
し
か
し
、
出
家
者
で
な
け
れ

ば
教
え
が
い
た
だ
け
な
い
と
は
お
っ
し
ゃ
い
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
出
家
中
心
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

親
鸞
聖
人
は
、
様
々
な
地
域
や
多
く
の
時
間

を
経
る
と
と
も
に
、
出
家
在
家
を
問
わ
な
い
根

本
の
仏
教
が
、
こ
の
日
本
に
お
い
て
浄
土
の
教

え
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
受
け
取
ら
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
「
出
し
ゅ
っ

世せ

本ほ
ん

懐か
い

」

と
い
う
言
い
方
で
語
ら
れ
ま
す
が
、
聖
人
は
お

釈
迦
様
が
一
番
説
き
た
か
っ
た
教
え
は
、
実
は

阿
弥
陀
の
浄
土
の
教
え
で
あ
る
と
ま
で
お
っ
し

ゃ
る
の
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
私
は
六
角
堂
を
経
由
し
て

法
然
上
人
の
も
と
に
行
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、親

鸞
聖
人
の
大
き
な
転
機
を
見
ま
す
。
決
し
て
通

り
過
ぎ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
親
鸞
聖

人
が
後
に
『
教
行
信
証
』
を
著
し
て
い
く
根
本

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
の
正
式
名
称
、『
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
に
掲
げ
ら
れ
る
「
真

実
」
の
中
身
に
は
「
平
等
」「
速
疾
」
と
い
う
こ

と
が
同
時
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ま

す
。

�

【
文
責
編
集
部
】



　■教化センター
〈開　館〉月～金曜日 10：00～21：00
（土曜日・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

INFORMATION

教化センター日報
2019年９月～11月

名古屋別院「晨朝法話」（第13期研究生 有志）
研修業務「聖典研修」②（一楽真氏）
研究業務「平和展」学習会
研究業務「自死遺族わかちあいの会」会議 後援
研究業務「自死遺族わかちあいの会」後援

9月1日～4日
9日
10日
17日

10月3日

研究業務「平和展」学習会
研修業務「第13期研究生 課題学習」②
研修業務「聖典研修」③（一楽真氏）
研修業務「第13期研究生 聖典講読」④
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
研究業務「自死者追悼法要 事前学習会」後援
研究業務「平和展」学習会
名古屋別院「報恩講事前研修会」出席

9日
15日
28日

11月6日
14日
15日
25日
27日
29日

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

さる12月4日、大切な人を自死で失った方々が参集し、自死者追悼法
要「いのちの日 いのちの時間」が厳修された。
薄暮の夕刻4時30分、名古屋別院対面所において各宗派の特色を
活かした法要が始まると、参加者は静かに故人を憶念し、会場に響く
僧侶の読経に交じって時折すすり泣く声が漏れ聞こえた。その後、背
負いきれない重荷を抱えたご遺族同士が胸の内を語り、聞きあい、わ
かちあった。
大切な人との死別は、いつどのような形で起こるかわからない。思い

がけず幼い我が子を失うということも時として起こる。法要に集ったご
遺族も故人との関係は多様である。親を亡くした人、兄弟を亡くした
人、子どもを亡くした人、友人や恋人を亡くした人など、故人との関係
の違いによって胸に抱える思いや苦しみは千差万別である。そしてそ
れを一番近くでわかりあいたい家族であっても、関係性の近さゆえに
逆に触れられない障害ともなりうる。
法要を終えて、参加者からは「ぜひ来年以降も継続してほしい」

「普段は誰にも言えない思いを打ち明けられた」「同じ境遇の方と
話ができて安心した」「またしばらく生きていくことができます」などの
声が聞かれた。
年々増え続ける参加者は今回、60名を数えた。しかし、こういった法
要や会にご縁のない方、社会に出る勇気が持てない方など、孤独の
内に苦悩している方々がいまだ数多くおられる。そのような方 と々共
に、私自身も安心して悩むことのできる場を存続したいと願うと同時に、
日常生活の中で忘れがちな「いつかやってくるその時」を真摯に考え
る大切な日・時間となっている。

（研究員　大河内 真慈）
おおこう ち   しん じ

現代社会と真宗教化　報告
第11回 自死者追悼法要
「いのちの日 いのちの時間」厳修
主催：超宗派僧侶有志「いのちに向き合う宗教者の会」
後援：名古屋教区教化センター　協力：名古屋別院

《雑感》
今回、４・５面のカルト問題学習会の掲載

に関わりました。ある時、業務中に学習会の
テープ起こしをしていると、仏事相談の電話
がありました。その方は涙ながらに「仏前に
お参りするときには頭が空っぽの念仏はだめ、
とある本に書かれていた」と訴え、私は「私
も空っぽです。空っぽになれることがありがた
いですね」と返しました。あっという間に 1 時
間以上が経ち、初めは涙を流していた相談
者の声もだんだん明るくなり、最後は「また行
き詰った時は電話します」と語り、電話を終
えました。
その時私は、人は相談したい時に信頼し

て相談できる人がいることが生きる支えになる
と感じました。私が行き詰った時、相談できる
人がいるようで、いないような…南無阿弥陀仏。

（H²）

事務休暇・図書整理について
 事務休暇

・2019年12月28日㈯～2020年1月7日㈫

 図書整理

・実施期間：2020年1月27日㈪～2月7日㈮
　※上記期間中は書籍、視聴覚教材の貸出を停止させていただきます。（館内閲覧は可）
　※借り受け中の書籍、視聴覚教材は１月24日㈮までにご返却をお願いいたします。

第31回平和展「大谷派の朝鮮開教」
【日　時】2020年3月17日㈫～23日㈪  午前10時～午後6時
　　　　　※初日は午前11時から／最終日は正午まで
　　　　　※3月14日㈯、特別学習会を開催予定
【会　場】名古屋教務所１階 議事堂
【入場料】無　料
　　主催：名古屋教区教化センター　協力：名古屋教区教化委員会、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

故人へ宛てた手紙のお焚きあげをご遺族たちは静かに見つめた

センタージャーナル No.111⑧
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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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※あくまでもイメージです。ご了承の上お使いください。


