
真宗大谷派 京都教区 教化広報誌  

２０２１  

９月  

第 37８号  

再
開
に
あ
た
っ
て 

・ 教区だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無知とは 知らないことを 知らないこと 
※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。 

 

目 次 

1 頁   「ことば」 
 

2 頁      悲しみが通じあう時 —愚禿悲歎述懐を通して— 

《第５回》      四衢
よつつじ

   亮
あきら

 氏 

3 頁   「今、この時に、親鸞聖人に遇う」  江馬
え ま

  雅臣
まさおみ

 氏 
 

4 頁    教務所からのお知らせ 

               教化推進本部  藤浪
ふじなみ

    遊
ゆう

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
が

世
界
中
を
不
安
に
陥
れ
︑
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
︒ 

こ
れ
ま
で
﹁
当
た
り
前
﹂
に
し
て
い

た
こ
と
が
当
た
り
前
で
は
な
く
な
U

た
現
実
に
直
⾯
し
︑
あ
ら
た
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
︑
気
づ
か
さ
れ
る
こ

と
も
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
︒ 

私
た
ち
が
当
た
り
前
に
し
て
き
た

﹁
⽇
常
﹂
と
は
︑
実
は
ど
こ
に
も
約
束

さ
れ
て
い
な
い
奇
跡
の
連
続
で
あ
り
︑

ま
た
⼈
間
の
⾃
我
分
別
が
思
い
描
く

理
想
は
︑
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
︒ 

い
ま
︑
私
た
ち
は
早
期
の
事
態
終
息

を
深
く
願
い
な
が
ら
も
︑
こ
の
よ
う
な

時
だ
か
ら
こ
そ
︑
浄
⼟
真
実
を
宗
と
す

る
宗
祖
親
鸞
聖
⼈
の
教
え
に
⾝
を
さ

ら
し
︑
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
︒ 

こ
の
よ
う
な
願
い
を
引
き
受
け
﹃
教

区
だ
よ
り
﹄
の
発
⾏
を
再
開
し
て
ま
い

り
ま
す
︒ 
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無
慚
無
愧
の
こ
の
⾝
に
て 

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も 

弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば 

功
徳
は
⼗
⽅
に
み
ち
た
ま
う
︵
聖
典
五
〇
九
⾴
︶ 

 

﹁
慚
﹂
は
︑
⼼
を
切
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
を
す
る
と
い

う
こ
と
か
ら﹁
は
じ
る
﹂と
い
う
意
味
を
持
ち
ま
す
︒﹁
愧
﹂

は
︑
⻤
は
平
常
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
︑
⼼
中
に
平

常
で
な
い
も
の
を
感
じ
て
︑﹁
は
じ
る
﹂の
意
味
を
表
し
ま

す
︒
孟
⼦
の
名
⾔
で
有
名
な
﹁
君
⼦
の
三
楽
﹂
の
中
に
︑

﹁
仰
い
で
天
に
愧
じ
ず
︑
俯
し
て
⼈
に
怍
じ
ざ
る
は
︑
⼆

楽
な
り
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
あ
り
︑
公
明
正
⼤
で
仰
い
で
天

に
恥
ず
か
し
い
と
こ
ろ
が
な
く
︑
俯
し
て
他
⼈
に
対
し
て

恥
ず
か
し
い
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
︑
第
⼆
の
楽
し
み
と
さ

れ
て
い
ま
す
︒ 

た
だ
こ
の
和
讃
は
︑
徳
⾏
と
も
に
備
わ
り
⼈
格
優
れ
た

﹁
君
⼦
﹂
を
⽬
指
す
歩
み
に
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
問
題

に
し
た
の
で
は
な
い
で
し
�
う
︒ 

こ
の
﹁
慚
愧
﹂
は
︑
親
鸞
聖
⼈
が
﹃
信
巻
﹄
に
引
⽤
さ

れ
て
い
る
﹃
涅
槃
経
﹄
に
出
て
く
る
﹁
慚
愧
﹂
を
踏
ま
え

ら
れ
て
の
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
︑
王
舎
城
の
事
件
に
お
い

て
︑
辜
の
な
い
⽗
王
頻
婆
沙
羅
を
殺
害
し
た
阿
闍
世
が
︑

そ
の
罪
に
悔
熱
を
⽣
じ
て
懊
悩
す
る
の
に
対
し
︑
⼤
医
耆

婆
が
語
る
⾔
葉
で
す
︒ 

⼆
つ
の
⽩
法
あ
り
︑
よ
く
衆
⽣
を
救
く
︒
⼀
つ
に
は

慙
︑
⼆
つ
に
は
愧
な
り
︒﹁
慙
﹂
は
⾃
ら
罪
を
作
ら

ず
︑﹁
愧
﹂
は
他
を
教
え
て
作
さ
し
め
ず
︒﹁
慙
﹂
は

内
に
⾃
ら
羞
恥
す
︑﹁
愧
﹂
は
発
露
し
て
⼈
に
向
か

う
︒﹁
慙
﹂
は
⼈
に
羞
ず
︑﹁
愧
﹂
は
天
に
羞
ず
︒
こ

れ
を
﹁
慙
愧
﹂
と
名
づ
く
︒﹁
無
慙
愧
﹂
は
名
づ
け

て
﹁
⼈
﹂
と
せ
ず
︑
名
づ
け
て
﹁
畜
⽣
﹂
と
す
︒ 

︵
聖
典
⼆
五
七
⾴
︶ 

こ
の
慙
は
︑﹁
内
に
⾃
ら
羞
恥
す
﹂
と
あ
り
ま
す
か
ら
︑

⾃
分
で
許
せ
な
い
⾃
分
を
恥
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
愧

は
︑﹁
他
を
教
え
て
﹂﹁
⼈
に
向
か
う
﹂
と
表
さ
れ
ま
す
か

ら
︑
他
⼈
と
も
共
有
で
き
る
⼈
の
⾏
い
の
原
理
原
則
か
ら

外
れ
た
こ
と
を
恥
じ
る
と
い
う
意
味
合
い
で
す
︒ 

阿
闍
世
の
場
合
︑
提
婆
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
⽗
王
を
殺

し
て
し
ま
Ö
た
こ
と
を
︑﹁
し
ま
Ö
た
︑取
り
返
し
の
つ
か

な
い
こ
と
を
し
た
﹂
と
気
づ
き
︑
そ
の
⾃
分
を
許
せ
な
か

Ö
た
の
で
し
�
う
︒
ま
た
そ
の
⾏
為
は
国
の
⼈
々
に
も
決

し
て
⽀
持
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
⼈
の
道
に
外
れ
た
こ

と
だ
と
恥
じ
た
の
で
し
�
う
︒
そ
し
て
そ
の
気
持
ち
が
あ

る
の
が
﹁
⼈
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
が
な
い
の
は
⼈
で
は
な
い

と
耆
婆
は
語
り
︑
そ
の
⾔
葉
で
そ
の
阿
闍
世
を
認
め
︑
釈

尊
の
も
と
へ
共
に
⾏
こ
う
と
勧
め
る
の
で
す
︒ 

た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
慚
愧
﹂は
苦

し
み
病
む
阿
闍
世
を
受
け
⽌
め
︑
認
め
︑
釈
尊
の
も
と
へ

歩
み
を
進
め
る
中
で
の
⾔
葉
で
あ
り
︑
教
え
に
出
会
う
た

め
の
必
須
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
し

か
し
私
た
ち
は
︑
こ
の
慚
愧
を
⼈
間
で
あ
る
こ
と
の
条
件

で
︑
教
え
に
出
会
う
必
須
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
が

ち
で
す
︒ 

さ
ら
に
︑そ
の
こ
と
に
ま
じ
め
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど﹁
慚

愧
に
耐
え
ま
せ
ん
﹂
と
⾔
え
る
こ
と
を
尊
び
︑
罪
深
さ
へ

の
⾃
覚
が
あ
る
こ
と
で
︑
⾃
分
の
正
し
さ
を
認
め
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
⼼
が
動
き
が
ち
で
す
︒そ
し
て
そ
の
⼼
は
︑

他
者
に
﹁
慚
愧
﹂
や
﹁
罪
深
い
と
い
う
⾃
覚
﹂
を
押
し
つ

け
︑﹁
⾃
分
を
問
え
﹂﹁
悪
⼈
だ
ろ
﹂﹁
慚
愧
せ
よ
﹂
と
い
う

⾔
葉
で
教
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
さ
え
な
り
ま
す
︒ 

そ
の
意
識
が
﹁
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
し
﹂
と
破
ら
れ
︑

そ
の
姿
を
﹁
無
慚
無
愧
の
こ
の
⾝
﹂
と
知
ら
さ
れ
る
︒
そ

れ
が
﹁
⼗
⽅
に
み
ち
る
﹂
御
名
の
功
徳
な
の
で
し
�
う
︒ 
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ま
し
た 

げ
ん
せ
い 

 
!
今
#
こ
の
時
に
#
親
鸞
聖
人
に
遇
う
. 

         

!
ホ
0
と
出
来
る
場
が
必
要
. 

岐
阜
高
山
教
区
益
田
組
賢
誓
寺 

江
馬 

雅
臣 

 

﹁
仏
教
や
お
寺
に
は
全
く
興
味
が
な
い
︒
お
前
は
お
経

を
読
む
だ
け
で
⽣
活
で
き
る
の
だ
か
ら
楽
で
い
い
し
︑
広

い
⽣
活
空
間
も
あ
る
か
ら
羨
ま
し
い
よ
﹂
幼
馴
染
の
先
輩

か
ら
直
接
⾔
わ
れ
た
⾔
葉
だ
︒ 

⾔
い
当
て
ら
れ
た
私
は
︑
返
す
⾔
葉
が
⾒
つ
か
ら
な
か

Ö
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
︒ 

私
は
︑
お
寺
と
い
う
場
所
を
私
有
化
し
︑
⽇
々
の
法
務

を
い
か
に
こ
な
す
か
と
い
う
事
し
か
考
え
て
い
な
か
Ö
た

だ
け
に
︑
先
輩
の
⾔
葉
は
重
く
厳
し
い
も
の
だ
Ö
た
︒ 

 ◆
立
ち
上
が
ら
せ
る
存
在 

そ
の
先
輩
と
の
話
を
︑
当
時
の
教
区
駐
在
教
導
さ
ん
に

懇
親
会
の
席
で
打
ち
明
け
た
こ
と
も
あ
Ö
た
か
ら
な
の
か
︑

数
⽇
後
に
駐
在
教
導
さ
ん
か
ら
⼀
本
の
電
話
が
⼊
り
﹁
お

寺
の
⼦
ど
も
会
を
開
設
す
る
施
策
が
あ
る
の
だ
が
︑
や
Ö

て
み
な
い
か
﹂
と
い
う
話
が
き
た
︒
当
時
︑
や
る
気
も
無

く
︑
⼦
ど
も
会
開
設
を
す
ん
な
り
と
引
き
受
け
る
こ
と
が

出
来
な
か
Ö
た
が
︑﹁
俺
も
⼀
緒
に
や
る
か
ら
﹂と
い
う
駐

在
教
導
さ
ん
の
強
い
熱
意
に
押
さ
れ
︑
断
る
理
由
も
⾒
つ

か
ら
ず
仕
⽅
な
く
⼆
〇
〇
六
年
⼗
⽉
に
開
催
す
る
こ
と
を

決
め
た
︒ 

不
安
し
か
な
い
中
で
︑
お
寺
の
役
員
さ
ん
の
協
⼒
で
案

内
チ
ラ
シ
を
配
り
︑
当
⽇
は
⼗
名
の
⼦
ど
も
た
ち
が
参
加

し
て
く
れ
た
︒
境
内
に
⼀
番
乗
り
の
男
の
⼦
が
⼊
Ö
て
き

た
時
︑
喜
び
の
あ
ま
り
ハ
イ
タ
n
チ
を
試
み
る
も
軽
く
か

わ
さ
れ
た
こ
と
は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
ま

た
︑
い
つ
も
⼝
う
る
さ
い
総
代
さ
ん
が
﹁
ワ
シ
も
カ
レ
x

作
り
の
薪
割
り
を
や
る
ぞ
﹂
と
待
Ö
て
い
ま
し
た
と
ば
か

り
に
駆
け
つ
け
︑
今
で
も
﹁
あ
れ
や
れ
︑
こ
れ
や
れ
﹂
と

私
の
歩
み
を
⽌
め
さ
せ
な
い
尊
い
存
在
だ
︒ 

 ◆
動
き
な
が
ら
学
ぶ 

ス
タ
x
ト
し
た
⽉
⼀
回
の
⼦
ど
も
会
だ
が
︑
そ
の
後
も

私
の
歩
み
は
空
回
り
の
連
続
︒
常
に
⼦
ど
も
た
ち
に
満
⾜

感
と
達
成
感
を
持
Ö
て
も
ら
う
こ
と
を
意
識
す
る
あ
ま
り
︑

遊
び
や
モ
ノ
づ
く
り
な
ど
当
⽇
の
企
画
ば
か
り
に
⼒
を
⼊

れ
す
ぎ
て
︑
⼦
ど
も
た
ち
に
私
の
思
い
を
押
し
付
け
る
場

と
な
Ö
て
い
た
︒
当
然
の
こ
と
だ
が
︑
⼦
ど
も
た
ち
か
ら

は
﹁
お
寺
も
学
校
み
た
い
で
疲
れ
る
﹂﹁
⾯
⽩
く
な
い
﹂
と

い
う
声
も
挙
が
り
参
加
者
は
減
る
ば
か
り
︒妻
か
ら
は﹁
他

所
の
⼦
に
⼀
⽣
懸
命
に
な
れ
る
の
な
ら
︑
我
が
⼦
に
も
き

ち
ん
と
向
き
合
Ö
た
ら
ど
う
﹂
と
⾔
わ
れ
る
始
末
で
︑
苦

い
思
い
出
ば
か
り
だ
︒
そ
ん
な
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が
ら

も
︑
ご
⾨
徒
さ
ん
︑
地
域
の
⽅
々
︑
家
族
の
⽀
え
に
よ
Ö

て
⼗
五
年
間
続
け
ら
れ
て
い
る
︒ 

 ◆
人
が
あ
た
た
か
な
場
を
つ
く
る 

当
時
︑
⼩
学
⽣
だ
Ö
た
参
加
者
も
今
で
は
⽴
派
な
社
会

⼈
だ
︒
私
の
地
域
は
過
疎
化
が
進
み
︑
⾼
校
卒
業
と
同
時

に
︑
多
く
の
若
者
が
故
郷
を
離
れ
都
市
部
へ
進
学
・
就
職

す
る
︒
そ
の
⼀
⽅
で
︑
家
庭
の
事
情
で
地
元
に
就
職
す
る

⼈
︑
夢
や
希
望
を
抱
い
て
都
会
へ
出
た
が
挫
折
し
帰
Ö
て

き
た
⼈
も
い
る
︒
そ
の
⼆
⼗
代
の
若
者
た
ち
と
仏
教
⻘
年

会
と
し
て
聞
法
の
場
を
開
い
て
い
る
︒
お
勤
め
・
法
話
・

座
談
会
︑
特
別
な
こ
と
は
や
Ö
て
い
な
い
︒
だ
け
ど
︑
若

者
た
ち
は
み
な
﹁
お
寺
に
来
る
と
何
だ
か
ホ
n
と
す
る
﹂

と
⾔
う
︒
そ
れ
は
︑
幼
い
時
か
ら
本
尊
に
⼿
を
合
わ
せ
念

仏
申
し
︑
⾃
分
⾃
⾝
に
で
あ
う
場
と
し
て
⼤
切
に
し
て
く

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
聞
法
の
場
に
は
︑
今
も
彼
ら
に

よ
Ö
て
︑
⼀
⼈
ひ
と
り
を
同
朋
と
し
て
⾒
出
し
て
い
く
親

鸞
さ
ま
の
精
神
が
流
れ
て
い
る
︒ 
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今、メジャーリーガーの大谷翔平選手と棋士の藤井聡太二冠の二人から目が離せない。大谷選手は、
二刀流に懐疑的な周囲の中にあって「先入観は可能を不可能にする」との言葉を大事にしながら、体
作りや練習に励んできた。藤井二冠は、将棋の神様への願い事を尋ねられた際に「棋力の向上を」な
どではなく「（一局）お手合わせを」と応じた。この二人の言動からは、勝ち負けや金銭を超えて、
野球や将棋の本質（真理）に迫りたいという思いが強く伝わってくる。 
まぶしい二人とは対照的に、五十肩と老眼に悩まされる私は、歳を重ね「当てが外れる」ことが増
えてきた。老・病・死に押しつぶされ「あきらめ」と「愚痴」で人生が終わることに漠然とした不安
と恐怖を覚えている。そんな中、以前聞かせていただいた「『自分の生き方はこれでいいのか』とい
う問いが、一人一人のいのちの深いところで疼いているのではないでしょうか」との言葉が思い出さ
れる。「自分の生き方が気にかかる」からこそ、大谷選手や藤井二冠のひたむきさや純粋さに触れる
と、普段は隠れている「いきいきと生きたい」との根源的な欲求が呼応し、表に顔を出すのではない
だろうか。彼らが多くの人を引きつける理由の一端もここにあると思う。 
そして、自分の生き方が気にかかり、自分の生き方を問わずにおれない私たちに、聴聞の場はすで
に用意されている。あきらめと愚痴が口をつく身を教えは照らしてくれる。当てが外れる身を教えは
照らしてくれる。あきらめや愚痴がそのままで終わるのではなく、自分の生き方への問いになること
の大切さを改めて思う。いきいきと、それぞれの道を真摯に歩む二人の青年から目が離せない。 

（教化推進本部 藤浪 遊） 
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『教区だより』の編集をはじめ、リモートによ
る会議にもずいぶん慣れてきました。地元での輪
読会もリモートでできるのではないかと何度か
やってみましたが、思っていたほどうまくいかな
いように感じます。普段来られない⼈が参加でき
るという利点はとても⼤きいのですが、やはり、
顔をあわせて、ああでもない、こうでもないと、
懇ろに⾔葉を確かめていくことの⼤切さを、あら
ためて思います。 
 

教区教化においても、同様のことがいえます。
先⽇、『京都教区坊守会だより』で、リモートだ
から研修会に参加できたというお声を拝⾒しま
した。男⼥共同参画の視点から、また、広域にま
たがる教区の特性からも、リモートによる教化事
業は、今後も継続していくべきであると考えま
す。⼀⽅で、ときには場をともにして、⼀緒に聞
いていく、互いに聞きあっていく場をどこまでも
⼤事にしていくことが、私たち教区⼈に願われて
いるように思います。 

（編集委員：比叡谷 真） 
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