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自分とは何か 見つめ続けると 世界に目覚める 

※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 13 回》   四 衢
よつつじ

    亮
あきら

 氏 

3 頁   「京都教区同和協議会報告」     谷
たに

  大輔
だいすけ

 氏 

4 頁    教務所からのお知らせ 

                出版部会     前
まえ

 田
だ

 素
もと

 子
こ

 

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
︒ 



京都教区だより 2022 年 5月 1日発行 第 386 号  （2） 

よつつじ　あきら　　

ふおんじ

            

五
濁 じ

"
く

邪
悪

じ
$
あ
く

の
し
る
し
に
は 

僧 そ
う

ぞ
法
師
と
い
う
御
名

み

な

を 

奴
婢

ぬ

び

僕 ぼ
く

使 し

に
な
づ
け
て
ぞ 

い
や
し
き
も
の
と
さ
だ
め
た
る ︵

聖
典
五
〇
九
⾴
︶ 

 

こ
の
和
讃
は
︑
愚
禿
悲
歎
述
懐
の
第
九
⾸
⽬
﹁
僧
ぞ
法
師

の
そ
の
御
名
は
 

と
う
と
き
こ
と
と
き
き
し
か
ど
 

提
婆
五

邪
の
法
に
に
て
 

い
や
し
き
も
の
に
な
づ
け
た
り
﹂
と
同
じ

く
﹁
僧
・
法
師
﹂
と
い
う
仏
弟
⼦
の
名
の
り
を
蔑
む
⾔
葉
に

し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
も
の
で
す
︒
そ
の
他
第
⼗
⾸

や
第
⼗
⼀
⾸
は
仏
教
そ
の
も
の
を
表
す
法
⾐
や
そ
の
威
儀
に

背
き
変
質
さ
せ
て
⻤
神
を
崇
め
て
︑
仏
教
を
失
�
て
い
る
当

時
の
姿
を
詠
�
て
あ
り
ま
し
た
︒ 

そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
を
︑
第
七
⾸
は
﹁
五
濁
増

の
し
る
し
﹂
と
表
現
し
︑
こ
の
和
讃
で
も
﹁
五
濁
邪
悪
の
し

る
し
﹂
と
詠
わ
れ
ま
す
︒
こ
の
五
濁
に
つ
い
て
改
め
て
確
認

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

﹁
劫
濁
﹂
は
︑
戦
争
な
ど
⼈
間
の
争
い
や
欲
望
が
世
を
覆

う
出
来
事
や
⾃
然
が
猛
威
を
振
る
う
天
災
な
ど
に
よ
る
︑
社

会
全
体
の
濁
り
で
す
︒
天
災
も
そ
れ
を
き
�
か
け
に
⼈
間
の

問
題
が
噴
出
し
ま
す
︒
現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
⼤
は
︑
世
界
全
体
の
協
⼒
が
何
よ
り
⼤
切
な
の
に
︑
医
療

体
制
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
巡
�
て
は
︑
⼒
の
な
い
国
や
弱
い

⽴
場
の
⼈
を
置
き
去
り
に
す
る
⼈
の
世
の
姿
を
露
わ
に
し
ま

し
た
︒ 

そ
れ
は
﹃
仏
説
無
量
寿
経
巻
下
﹄
の
五
悪
段
に
お
い
て
釈

尊
が
⽰
さ
れ
る
よ
う
に
︑
私
た
ち
⼈
間
が
作
る
世
・
時
代
が

﹁
強
者
伏
弱
﹂
と
い
う
形
で
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ç

う
︒⼒
の
強
い
者
が
強
⼤
な
軍
事
⼒
や
経
済
⼒
で
ね
じ
伏
せ
︑

我
が
意
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
︒
そ
の
⼒
の
前
に
⼒
な
い
者

は
⾝
を
縮
め
て
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
現
在
進

⾏
す
る
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
略
の
姿
で
す
︒
⼒
の

な
い
者
は
︑
だ
か
ら
こ
そ
結
束
し
て
⼤
き
な
⼒
に
対
抗
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
︑
⼒
ず
く
の
争
い
は
全
て
を
破
壊
し
つ
く
す

暴
⼒
を
⽣
み
出
し
か
ね
ま
せ
ん
︒ 

そ
の
⼒
ず
く
の
世
に
巻
き
込
ま
れ
て
︑﹁
衆
⽣
濁
﹂が
⽣
ま

れ
ま
す
︒
そ
れ
は
⼈
間
性
を
喪
失
し
︑
や
さ
し
さ
や
思
い
や

り
が
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
︒
ロ
シ
ア
の
若
い
兵
⼠
と

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
市
⺠
が
命
の
や
り
取
り
を
し
て
殺
し
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
個
⼈
的
理
由
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ

を
無
理
や
り
さ
せ
る
の
が
こ
の
度
の
侵
略
で
す
︒
命
を
⼤
事

に
す
る
感
覚
や
友
情
を
⾒
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
�
て
︑

勝
つ
か
負
け
る
か
︑
損
か
得
か
︑
強
い
も
の
が
弱
�
て
い
る

⼈
や
弱
い
⽴
場
の
⼈
を
⼒
ず
く
で
ね
じ
伏
せ
る
よ
う
な
関
係

ば
か
り
に
な
�
て
︑
と
げ
と
げ
し
く
な
る
あ
り
様
が
⼈
間
性

の
衰
え
で
す
︒ 

親
鸞
聖
⼈
の
時
代
も
︑
武
⼒
に
よ
�
て
世
が
⽜
⽿
ら
れ
る

こ
と
に
な
�
た
社
会
で
す
︒⼒
が
正
義
と
な
る
世
に
お
い
て
︑

そ
の
危
う
さ
を
明
ら
か
に
す
る
仏
教
に
背
を
向
け
︑﹁
奴
婢
・

僕
使
﹂
と
し
て
社
会
の
最
下
層
に
置
か
れ
︑
売
り
買
い
の
対

象
と
な
る
⼈
々
を
︑蔑
み
侮
蔑
す
る
呼
び
名
に
︑﹁
僧
や
法
師
﹂

を
表
す
⾔
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
�
た
こ
と
が
︑
混
迷
す

る
五
濁
邪
悪
の
世
を
表
し
て
い
る
と
詠
わ
れ
た
の
で
す
︒ 

親
鸞
聖
⼈
の
お
⼿
紙
に
は
︑
主
⼈
に
仕
え
る
家
⼈
の
名
が

出
て
き
ま
す
︒
恵
信
尼
さ
ま
の
お
⼿
紙
に
は
︑
下
僕
や
下
⼥

と
し
て
⼀
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
⼈
々
の
名
や
様
⼦
が
細
か
に

出
て
き
ま
す
︒
そ
う
し
た
⼈
々
と
の
暮
ら
し
が
︑
越
後
や
関

東
で
の
⽣
活
で
し
た
︒
そ
れ
ら
の
⼈
々
も
み
な
含
め
て
︑
親

鸞
聖
⼈
は
﹁
わ
れ
ら
﹂
と
語
ら
れ
ま
す
︒
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京
都
教
区
同
和
協
議
会
報
告
- 

 

京
都
教
区
同
和
協
議
会
会
長 

谷た
に 

大
輔

だ
い
す
け 

 

京
都
教
区
同
和
協
議
会
は
︑﹁
同
和
問
題
に
関
す
る
基
本
的

認
識
を
深
め
︑
教
区
教
化
に
資
す
る
こ
と
を
⽬
的
﹂︵﹃
京
都

教
区
同
和
協
議
会
規
則
﹄
第
⼆
条
︶
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
︒
ま
た
︑
教
区
教
化
委
員
会
と
は
別
の
組
織
と
し
て
︑

独
⽴
性
を
保
ち
つ
つ
組
織
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重

要
な
こ
と
で
す
︒ 

近
年
︑
同
和
協
議
会
は
上
記
の
⽬
的
の
た
め
︑
部
落
差
別

問
題
を
中
⼼
に
様
々
な
差
別
問
題
を
学
ぶ
た
め
︑
主
に
研
修

を
中
⼼
に
活
動
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
︒
今
後
同
和
協
議
会

は
そ
う
い
�
た
流
れ
を
踏
襲
し
つ
つ
︑
以
下
の
⽅
向
性
で
組

織
を
運
営
し
て
ま
い
り
ま
す
︒ 

同
和
協
議
会
は
︑
部
落
差
別
問
題
を
軸
に
し
広
く
現
代
の

差
別
問
題
を
学
ぶ
研
修
活
動
を
中
⼼
に
し
て
い
く
︒
教
区
の

同
和
協
議
会
の
研
修
活
動
に
関
わ
り
参
加
し
て
く
だ
さ
�
た

⽅
々
が
学
ん
だ
こ
と
を
︑地
区
︑組
︑各
寺
院
に
持
ち
帰
り
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
課
題
に
し
て
い
け
る
よ
う
な
⼯
夫
を
す
る
︒

差
別
問
題
か
ら
⾃
⼰
を
問
う
視
点
を
⼤
事
に
し
つ
つ
︑
親
鸞

聖
⼈
の
教
え
に
⾃
⼰
を
照
ら
し
あ
て
る
学
び
を
深
め
る
︒ 

部
落
差
別
問
題
と
親
鸞
聖
⼈
の
教
え
を
学
ぶ
視
点
を
深
め

る
た
め
︑
現
在
協
議
会
委
員
の
内
部
学
習
と
し
て
﹃
仏
の
名

の
も
と
に
﹄
を
輪
読
し
て
い
ま
す
︒ 

ま
た
継
続
的
に
﹁
是
旃
陀
羅
﹂
問
題
を
学
ぶ
場
所
を
開
き

ま
す
︒﹃
観
経
﹄
序
⽂
に
あ
る
﹁
旃
陀
羅
﹂
と
い
う
⾔
葉
は
︑

イ
ン
ド
の
ア
ウ
ト
カ
Á
ス
ト
の
⼈
々
を
表
し
︑
⼈
間
の
尊
厳

を
否
定
す
る
差
別
語
と
し
て
機
能
し
て
き
ま
し
た
︒
こ
の
⾔

葉
を
聞
く
こ
と
が
⾟
い
︑
痛
い
︑
堪
え
難
い
と
感
じ
る
⽅
々

の
声
を
真
摯
に
受
け
⽌
め
︑
教
学
︑
儀
式
︑
教
化
等
々
様
々

な
視
点
か
ら
学
び
を
深
め
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
⾏
動
を

と
る
の
か
を
考
え
て
い
き
ま
す
︒ 

今
後
の
同
和
協
議
会
の
⼤
き
な
動
向
と
し
て
︑
同
和
協
議

会
の
組
織
名
称
を
問
い
︑
改
称
す
る
⽅
向
に
動
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒ 

⼆
〇
〇
四
年
三
⽉
︑
真
宗
⼤
⾕
派
の
識
者
で
組
織
さ
れ
た

﹁
同
和
審
議
会
﹂
か
ら
宗
務
総
⻑
宛
て
に
﹁
具
申
書
﹂
が
出
さ

れ
ま
し
た
︒
当
時
⼤
⾕
派
に
お
い
て
部
落
差
別
問
題
を
中
⼼

的
に
学
ぶ
組
織
は
同
和
推
進
本
部
で
し
た
︒
差
別
解
放
を
願

う
組
織
の
名
に
﹁
同
和
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
冠
し
て
い
る
こ
と

に
対
す
る
問
題
性
を
指
摘
す
る
具
申
で
し
た
︒ 

今
年
の
⼀
⽉
︑
訓
覇 

浩
⽒
︵
三
重
教
区
︶
を
講
師
に
﹁
同

和
﹂
と
い
う
⾔
葉
に
つ
い
て
学
ぶ
同
和
協
議
会
公
開
学
習
会

を
開
催
し
ま
し
た
︒
こ
の
⾔
葉
は
昭
和
天
皇
即
位
の
勅
語
で

あ
る
﹁
⼈
⼼
惟
レ
同
シ
ク
⺠
⾵
惟
レ
和
シ
汎
ク
⼀
視
同
仁
ノ

化
ヲ
宣
へ
﹂
を
語
源
と
す
る
説
が
有
⼒
で
︑
天
皇
制
国
家
の

下
で
の
平
等
を
表
現
す
る
⾔
葉
で
す
︒
ま
た
融
和
政
策
を
表

す
﹁
同
情
融
和
﹂
を
語
源
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
︒
戦
後
は

⾏
政
⽤
語
と
し
て
﹁
同
和
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
使
⽤
さ
れ
続
け

て
き
ま
し
た
︒
訓
覇
⽒
の
講
義
を
通
し
て
︑
差
別
問
題
を
学

び
⾃
ら
の
課
題
と
し
て
い
く
協
議
会
の
名
称
と
し
て﹁
同
和
﹂

と
い
う
⾔
葉
を
使
⽤
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
深
く

学
び
ま
し
た
︒ 

⼆
〇
〇
四
年
以
降
︑
こ
う
い
�
た
﹁
同
和
﹂
と
い
う
⾔
葉

の
問
題
性
を
受
け
て
同
和
協
議
会
も
改
称
の
動
き
が
あ
り
ま

し
た
︒し
か
し
当
時
の
協
議
会
と
し
て
︑﹁
同
和
﹂と
い
う
⾔

葉
に
は
問
題
が
あ
る
が
︑こ
の
⾔
葉
を
組
織
名
か
ら
外
す
と
︑

協
議
会
と
し
て
部
落
差
別
問
題
を
取
り
上
げ
る
意
識
が
薄
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
か
ら
改
称
に
い
た
り
ま
せ
ん

で
し
た
︒ 

そ
う
い
�
た
同
和
協
議
会
の
歴
史
も
踏
ま
え
て
︑
今
後
同

和
協
議
会
と
し
て
﹁
同
和
﹂
と
い
う
⾔
葉
の
問
題
性
を
受
け

⽌
め
︑
協
議
会
の
⽅
向
性
に
相
応
し
い
名
称
を
検
討
し
︑
現

協
議
会
委
員
の
任
期
中
に
改
称
し
て
い
く
趨
勢
で
す
︒
た
だ

改
称
す
る
の
で
は
な
く
︑
部
落
差
別
問
題
︑
差
別
問
題
と
向

か
い
合
う
我
々
の
姿
勢
か
ら
︑
⾔
葉
を
選
び
取
り
︑
会
の
名

称
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

   

同
和
協
議
会
公
開
学
習
会 

テ
+
マ
-.
同
和
/
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て 

8
訓
覇 

浩
⽒
;
講
義
動
画
配
信
中
！   →
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最近、朝にとてもきれいな鳥の鳴き声が聞こえてくるようになって、その鳥の名前が気になっている。
流れるような若干高めの声だ。ウグイスが練習している声でもないしなぁと思い、YouTubeの『鳥の鳴き
声図鑑』で調べて見たけれど、これかな？と思うだけではっきりはわからなかった。 
動画を見ている最中、テレビではウクライナの事を伝えている。昔と違い、ほぼリアルタイムで悲惨な
現状が映像で流れてくる。自分の関心事と今起こっている事に違いがありすぎて、それを見ていると何も
できない自分が、見て見ぬふりをしてしまっているような気持ちにさせられる。一刻も早くこの侵略が終
わる事を願う。                            （出版部会 仲野 恵理子） 

新型コロナウイルス感染症が確認されてからというもの「三密回避」と社会で唱えられ、人が
集まることや飲食をともにすることが、あらゆる場面で避けられるようになった。ワクチンの開
発が進み予防接種がすすめられているが、ウイルスも変容を繰り返している。すっかり、手指の
消毒・検温・マスク着用が必須の生活スタイルになった。 
このような中、二年ぶりに地区の坊守研修会が開催された。以前は昼食をはさんで一日の研修
会だったが、今回は感染予防対策をとって昼食は無く午後から短時間での開催となった。久しぶ
りに会い集えたことを互いによろこび、ともに聞法し座談を行った。 
「道を求めなければならない、というのは春になって木の芽がめぐむようなものだ」という安
田理深先生の言葉から講義は始まった。道を求める(＝救いを求める)ということは、おのずと芽
ぐむようなものであって特別なことではない。のどが渇いて水を飲むようなものである。誰の身
体の奥底でも、うごめいているが日常生活に埋もれ気づかなくなっている、とのお話だった。 
道を「求める」のではなく「求めなければならない」とは、求めずにはいられない、求めてや
まない、ということであろうか。自発的な「求める」ではなく、自分ではどうしようもなく「求
めなければならない」ものが自然と湧きあふれ、そしてそれを誰もが具えているのである。うご
めくものに気づいていないこの私にも元来根本にあるのだと聞かせていただき、安心した。 

（出版部会 前田 素子） 
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