
※毎月掲載しております、「こと
ば」は、教区駐在教導が担当して
います。 
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特別号 

V o l . 1 2  

 
 

「今、この時に、親鸞聖人に遇う」 

「あわれみましますしるし」 

名古屋教区第 30 組惠林寺 荒山 淳 氏 

 

◎『教区だより』特別号 について 
 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

り、『教区だより』は通常の編集体制が取れな

くなったため、５月より京都教務所の編集責任

により、「特別号」を発行しております。 

通常の体制に戻るまでの間、引き続き特別号

というかたちで発行してまいりますので、教区

の皆様には、ご理解いただきますようお願いい

たします。 
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く
に
つ
か
み 

と
な
り
の
く
に
か
み 

あ
た
し
か
み 

たこ
く
し
ん 

え
き
れ
い 

も
り
や 

お
お
む
ら
じ 

ぶ
つ 

ほ
と
を
り 

け 

と
う
そ
う 

!
教
区
だ
よ
り
'
特
別
号
の
発
行
に
つ
い
て 

!
今
#
こ
の
時
に
#
親
鸞
聖
人
に
遇
う
. 

こ
り
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。そ
の
こ
と
を
宗
祖
は
、 

 
 

そ
の
と
き
ほ
と
お
り
け
と
も
う
し
け
る 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
が
世
界
中
を
不
安
に
陥

れ
F
私
た
ち
の
日
本
社
会
も
計
り
知
れ
な
い
不
安
の
只
中

に
あ
り
ま
す
V 

W
あ
わ
れ
み
ま
し
ま
す
し
る
し
\ 

疫
癘
あ
る
い
は
こ
の
ゆ
え
と 

名
古
屋
教
区
第
３
０
組 

惠
林
寺 

荒
山 

淳 

守
屋
が
た
ぐ
い
は
み
な
と
も
に 

 

ほ
と
お
り
け
と
ぞ
も
う
し
け
る 

 

「
ほ
と
け
」
の
由
来 

（『
善
光
寺
和
讃
』
聖
典
五
一
〇
頁
） 

こ
れ
ま
で
W
当
た
り
前
\
に
し
て
い
た
こ
と
が
当
た
り

前
で
は
な
く
な
r
た
現
実
に
直
面
し
F
あ
ら
た
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
F
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
V 

今
年
は
、
聖
徳
太
子
（
以
下
、
太
子
）
の
千
四
百
回
御

忌
を
お
迎
え
す
る
。
親
鸞
聖
人
（
以
下
、
宗
祖
）
は
、
時

と
世
を
貫
い
て
、
今
を
生
き
る
我
ら
を
も
、
あ
わ
れ
み
ま

し
ま
し
て
お
ら
れ
る
太
子
を
、
日
本
の
お
釋
迦
様
と
恭
敬

さ
れ
て
い
た
。
推
古
帝
の
摂
政
と
し
て
国
政
の
中
心
に
在

り
な
が
ら
、
精
神
は
仏
道
に
立
ち
、
人
々
の
中
に
あ
っ
て

は
、
苦
悩
す
る
民
衆
の
上
に
君
臨
す
る
こ
と
な
く
、
民
衆

自
身
と
な
っ
て
生
き
ら
れ
た
太
子
で
あ
っ
た
。 

と
和
讃
さ
れ
て
い
る
。こ
の
仏
像
が
難
波
の
浦
に
渡
来
し
、

物
部
守
屋
（
大
連
・
有
力
豪
族
）
を
中
心
に
拝
神
派
の
者

た
ち
が
、
疫
癘
が
は
や
る
の
は
日
本
へ
渡
来
し
た
仏
が
原

因
で
は
な
い
か
と
申
し
合
い
、
仏
像
を
安
置
す
る
向
原
寺

を
焼
き
払
い
、
仏
像
は
難
波
の
堀
江
に
焼
棄
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。
仏
を
称
し
て
「
ほ
と
お
り
け
（
感
染
症
に
よ
る
熱

気
の
発
生
源
）」と
名
付
け
た
と
い
う
。そ
し
て
排
仏
運
動

を
効
果
的
に
推
進
し
よ
う
と
「
ほ
と
お
り
け
」
の
名
を
略

し
「
ほ
と
け
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
、
拝
神
派
の
宗
教
者
た

ち
も
み
な
、蕃
神
の
導
入
に
反
対
し
、如
来
を
口
々
に「
ほ

と
け
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。
教
法
を
聞
信
す
る
こ
と

も
な
く
仏
教
排
斥
の
た
め
に
付
け
ら
れ
た
名
が「
ほ
と
け
」

の
由
来
で
あ
る
。 

 

私
た
ち
が
当
た
り
前
に
し
て
き
た
W
日
常
\
と
は
F
実

は
ど
こ
に
も
約
束
さ
れ
て
い
な
い
奇
跡
の
連
続
で
あ
り
F

ま
た
人
間
の
自
我
分
別
が
思
い
描
く
理
想
は
F
常
に
事
実

の
前
に
屈
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
道
理
も
教
え
ら
れ

ま
す
V 
そ
の
太
子
が
誕
生
さ
れ
る
三
十
六
年
前
の
五
三
八
年
、

百
済
よ
り
仏
教
が
伝
来
す
る
。
当
時
の
人
々
は
八
百
万
の

神
々
「
国
神
」
を
信
仰
し
て
い
た
。
そ
し
て
伝
来
し
た
仏

教
を
「
蕃
神
」「
他
神
」「
他
国
神
」
等
と
呼
び
、
受
け
入

れ
る
か
ど
う
か
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
と
、
拝
神
派
の
物
部
氏

と
の
間
に
対
立
を
生
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。 

 

い
ま
F
私
た
ち
は
早
期
の
事
態
終
息
を
深
く
願
い
な
が

ら
も
F
こ
の
よ
う
な
時
だ
か
ら
こ
そ
F
浄
土
真
実
を
宗
と

す
る
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
身
を
さ
ら
し
F
聖
人
の
教

え
に
出
遇
い
直
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
V 

疫
癘
は
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
太
子
の
父
・
用
明
帝

も
即
位
二
年
後
に
痘
瘡
で
死
去
し
、
帝
崩
御
を
縁
に
物
部

氏
と
蘇
我
氏
と
の
戦
争
に
発
展
し
て
い
く
。
こ
の
時
、
太

子
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
幼
い
眼
に
焼
き
付
い
た
戦
争
の
光

景
が
、
太
子
自
身
に
人
間
と
し
て
生
き
る
意
味
を
問
わ
し

め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
接
戦
の
末
、
物
部
氏
は
討
ち

 

そ
し
て
五
五
二
年
十
月
、
印
度
か
ら
朝
鮮
半
島
・
日
本

へ
と
日
本
最
古
の
仏
像
・
善
光
寺
一
光
三
尊
仏
が
渡
っ
て

き
た
と
い
う
。
崇
仏
派
蘇
我
氏
の
住
む
明
日
香
村
向
原
に

仏
像
は
安
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
仏
像
を
運
ん
で
き
た
人
々

と
と
も
に
ウ
イ
ル
ス
も
日
本
に
渡
り
、
感
染
症
問
題
が
起

こ
の
よ
う
な
願
い
か
ら
F
京
都
教
務
所
で
は
W
今
F
こ

の
時
に
F
親
鸞
聖
人
に
遇
う
\
と
い
う
テ
·
マ
の
も
と
F

!
教
区
だ
よ
り
'
特
別
号
を
発
行
し
て
ま
い
り
ま
す
V 

 

京
都
教
区
教
化
委
員
長 

日
野 

隆
文 
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みこ
と
の
り 

い
ち
に
ん 

滅
ぼ
さ
れ
、
推
古
帝
と
蘇
我
馬
子
の
も
と
二
十
歳
の
時
、

太
子
は
摂
政
と
な
る
。
戦
乱
と
疫
癘
で
荒
廃
し
た
国
を
立

て
直
し
統
治
す
る
た
め
に
仏
教
精
神
を
国
の
本
と
な
し
、

人
の
生
き
方
を
「
三
宝
興
隆
の
詔
」
に
倣
い
、
仏
・
法
・

僧
の
三
宝
興
隆
が
目
指
さ
れ
た
。 

を
如
来
の
本
願
か
ら
言
い
当
て
ら
れ
、
自
身
の
虚
仮
不
実

に
頷
く
。
言
い
当
て
て
く
る
如
来
の
言
葉
を
「
真
言
」「
如

実
言
」と
い
う
。言
い
当
て
ら
れ
頷
く
心
を「
真
実
信
心
」

と
い
う
。
自
分
の
抱
え
て
い
る
問
題
さ
え
気
づ
か
ず
に
、

ま
し
て
そ
の
問
題
を
乗
り
越
え
て
解
決
す
べ
き
課
題
な
ど

全
く
解
っ
て
い
な
い
自
身
な
の
だ
と
、
如
来
如
実
の
言
に

指
摘
さ
れ
初
め
て
、
私
は
真
実
の
心
な
き
身
で
あ
る
と
信

知
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

て
く
れ
た
の
が
飛
鳥
時
代
、
政
権
奪
取
の
手
段
に
仏
像
を

「
ほ
と
け
」
と
名
づ
け
、
人
と
人
と
を
分
断
対
立
さ
せ
よ

う
と
し
た
守
屋
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
人
を
分
断
さ
せ
る
要

因
は
ウ
イ
ル
ス
自
体
で
は
な
く
、
私
自
身
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
今
に
先
駆
け
て
守
屋
と
い
う
一
人
の
人
間
の
生

き
方
が
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

如
来
如
実
の
言 

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
っ
た
今
、
新
薬
に
よ
り

ウ
イ
ル
ス
感
染
へ
の
抗
体
が
体
内
に
作
ら
れ
、
身
体
の
健

康
は
確
保
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
疫
癘
が
蔓
延
し
戦
乱
が
相
次
ぐ
背
景
を

『
善
光
寺
和
讃
』
が
伝
え
る
。
そ
の
前
に
『
愚
禿
悲
歎
述

懐
』
十
六
首
の
総
結
文
が
置
か
れ
、 

宗
祖
は
『
御
消
息
集
』
に
、 

念
仏
せ
ん
ひ
と
び
と
は
、か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん

ひ
と
を
ば
、あ
わ
れ
み
を
な
し
、不
便
に
お
も
う
て
、

念
仏
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
も
う
し
て
、さ
ま
た
げ
な
さ

ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
ま
う
べ
し
と
こ
そ
、
ふ
る
き

ひ
と
は
も
う
さ
れ
そ
う
ら
い
し
か
。よ
く
よ
く
御
た

ず
ね
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。 

し
か
し
、
守
屋
の
生
き
方
が
教
え
た
、
人
と
人
と
を
分

断
さ
せ
、そ
こ
に
偏
見
と
差
別
の
し
る
し
で
あ
る「
排
除
」

を
生
み
出
し
て
い
く
の
は
「
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
、
無

明
業
障
の
お
そ
ろ
し
き
病
」（『
御
文
』
聖
典
七
九
二
頁
）

で
あ
る
。
こ
の
病
に
感
染
し
な
が
ら
も
、
無
自
覚
で
あ
る

我
ら
に
如
実
の
言
は
目
覚
め
を
促
し
続
け
て
下
さ
る
。 

已
上
十
六
首
こ
れ
は
愚
禿
が
か
な
し
み
な
げ
き
に

し
て
述
懐
と
し
た
り
。こ
の
世
の
本
寺
本
山
の
い
み

じ
き
僧
と
も
う
す
も
法
師
と
も
う
す
も
 う
き
こ
と

な
り
。 

（
聖
典
五
一
〇
頁
） 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
何
故
、
宗
祖
は
こ
の
和
讃
を
遺
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
を
一
読
す
る
と
、
浄
土
真
宗
に

帰
し
て
は
み
た
が
、
真
実
の
心
を
戴
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
悲
し
み
歎
き
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。

し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
真
意
は
、
宗
祖
自
身
が
浄
土
真
宗

に
帰
し
、
如
来
の
本
願
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
私
は
真
実

の
心
な
き
身
で
あ
る
と
信
知
せ
し
め
ら
れ
た
感
動
の
告
白

な
の
だ
ろ
う
。 

（
聖
典
五
七
二
頁
） 

生
活
の
隅
々
に
ま
で
病
が
充
満
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

い
て
い
く
こ
と
。
そ
し
て
悲
歎
を
生
き
る
一
人
を
あ
わ
れ

み
を
も
っ
て
尊
厳
な
る
一
人
と
し
て
敬
う
眼
を
賜
る
こ
と
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
問
題
を
機
縁
と
し
、
人
奥
に
在

る
「
無
明
業
障
の
恐
ろ
し
き
病
」
を
厭
う
本
願
念
仏
の
妙

薬
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
戴
く
こ
と
が
「
い
ま
、
こ
の
時

親
鸞
聖
人
と
遇
う
」
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。 

と
、
念
仏
者
の
姿
勢
を
述
べ
ら
れ
る
。 

念
仏
を
妨
げ
る
者
に
も
あ
わ
れ
み
の
心
を
も
っ
て
、
念

仏
申
す
こ
と
が
本
願
念
仏
を
戴
い
た
者
の
姿
で
あ
り
、「
あ

あ
、
私
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
、
我
が
こ
と
と
し
て
共
に

助
か
る
道
を
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
念
仏
者
な
の
だ
と
師
法

然
上
人
の
如
実
の
言
を
も
っ
て
伝
え
て
い
て
く
だ
さ
る
。 

 

自
身
の
心
を
い
く
ら
励
ま
し
頑
張
っ
て
み
て
も
、
自
分

の
力
で
真
実
の
心
を
賜
る
こ
と
は
な
い
。
我
が
身
の
事
実

本
願
念
仏
の
妙
薬 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
問
題
に
一
つ
の
視
座
を
与
え

な
ら 

し
ん
ご
ん 

に
A 

じ
つ
ご
ん 

みこ
と 
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《
教
務
所
事
務
休
暇
の
お
知
ら
せ
》 

 

《
住
職
任
命
》 

 

四
月
三
十
日
（
金
）
を
事
務
休
暇
と
い
た
し
ま
す
。 

 

⼆
〇
⼆
⼀
年
⼆
⽉
⼆
⼗
⼋
⽇
付 

緊
急（
期
間
中
の
授
与
物
の
お
渡
し
や
院
号
法
名
の

申
請
、
収
骨
の
受
付
等
は
含
み
ま
せ
ん
）
の
場
合
は
、

左
記
緊
急
連
絡
先
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。 

⼭
城
第
⼆
組
 
 
 
 

圓
重
寺
 

⼩
⼭ 

⼤
来 

 ⼭
城
第
⼆
組
 
 
 
 

正
賢
寺
 

久
保 

晃
⼦ 

 若
狭
第
⼀
組
 
 
 
 

眞
宗
寺
 

真
⽊ 

慈
光 

﹇
緊
急
連
絡
先
（
教
務
所
携
帯
電
話
）﹈ 

[

敬
称
略] 
〇
九
〇―

三
七
一
九―

七
九
八
二 

 
 

《
敬
弔
》 

《
教
務
所
員
の
異
動
に
つ
い
て
》 

 
 

ご
⽣
前
の
ご
功
労
を
偲
び
︑謹
ん
で
哀
悼
の
意
を

表
し
ま
す
︒ 

三
月
一
日
付
で
明
泉
周
芳
主
計
が
財
務
部
に
異
動

と
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、同
日
付
で
長
浜
教
務
所
よ
り
内
麻
顕
祐
主
計

が
着
任
い
た
し
ま
し
た
。 

⼭
城
第
三
組
 

常
福
寺
坊
守
 
 
 
  

福
森 

怜
⼦ 

⼆
〇
⼆
〇
年
⼗
⼀
⽉
⼗
三
⽇
 
 
   

 
七
⼗
七
歳 

 
 

《
教
区
だ
よ
り
に
つ
い
て
》 

近
江
第
⼀
組
 

閑
栖
寺
住
職
 
 
 
  

佐
藤 

賢
隆 

昨
年
五
月
号
か
ら
教
務
所
編
集
の
も
と
「
特
別
号
」

と
し
て
発
行
し
て
き
ま
し
た
が
、五
月
号
よ
り
出
版
委

員
会
編
集
で
再
開
し
ま
す
。段
階
的
に
内
容
を
充
実
さ

せ
て
い
く
予
定
で
す
。 

⼆
〇
⼆
⼀
年
⼀
⽉
⼆
⼗
四
⽇
 
 
 
   

五
⼗
歳 

 近
江
第
四
組
 

圓
照
寺
住
職
 
 
 
  

⾼
橋 

良
孝 

⼆
〇
⼆
⼀
年
⼆
⽉
⼗
六
⽇
 
 
 
 
   

九
⼗
⼀
歳 


	★京都教区だより（表紙）
	★京都教区だより（荒山氏）
	★京都教区だより（最後）  

