
東京教区因速寺住職　武
たけ

田
だ

　定
じょう

光
こう

　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。

7

「今、この時に、親鸞聖人に遇う」

　「問う者から、問われる者へ」

真宗大谷派 京都教区 教化広報誌
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『
教
区
だ
よ
り
』
特
別
号
の
発
行
に
つ
い
て

　

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
っ
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
か
ら
、
京
都
教
務
所
で
は
「
今
、

こ
の
時
に
、
親
鸞
聖
人
に
遇
う
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も

と
、『
教
区
だ
よ
り
』
特
別
号
を
発
行
し
て
ま
い
り
ま
す
。

京
都
教
区
教
化
委
員
長　

日
野　

隆
文

「
今
、
こ
の
時
に
、
親
鸞
聖
人
に
遇
う
」

「
問
う
者
か
ら
、
問
わ
れ
る
者
へ
」

東
京
教
区
因
速
寺
住
職　

武
田　

定
光

「
い
ま
、
こ
の
時
に
」

　

こ
の
連
載
テ
ー
マ
に
あ
る
「
今
、
こ
の
時
に
」
と
は
、

全
世
界
を
席
巻
す
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
騒
動
を
念
頭
に

置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ひ
と
と
ひ
と
と
の
つ

な
が
り
を
基
本
に
形
成
さ
れ
て
き
た
真
宗
教
団
が
、
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
不
安
を
契
機
に
分
断
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
騒
動
に
よ
り
、
私

た
ち
は
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
害
悪
を
自
分
以

外
に
見
た
と
き
感
染
者
差
別
や
医
療
者
差
別
が
起
こ
り
、

自
粛
警
察
な
る
問
題
ま
で
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
ま
た

人
類
の
歴
史
が
疫
病
と
共
に
、
い
ま
な
お
あ
る
と
も
学

び
ま
し
た
。
人
間
は
「
人
の
間
」
と
書
く
よ
う
に
、
人

的
つ
な
が
り
を
抜
き
に
は
世
界
全
体
が
動
か
な
い
こ
と

を
、
改
め
て
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ウ
イ
ル
ス
が
恐
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
感
染
し

て
い
て
も
症
状
が
す
ぐ
に
現
れ
な
い
こ
と
と
、
感
染
し

て
か
ら
の
致
死
率
の
高
さ
だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
人
々

の
関
心
が
「
如
何
に
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
な
い
よ
う
に

生
活
す
る
か
」
に
集
中
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
煎

じ
詰
め
れ
ば
、「
如
何
に
死
な
な
い
よ
う
に
生
き
延
び

る
か
」
と
い
う
関
心
へ
行
き
着
き
ま
す
。
こ
の
「
如
何

に
」
と
い
う
問
題
さ
え
解
決
す
れ
ば
、
人
類
に
と
っ
て

の
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
す
べ
て
解
決
す
る
か
の
よ
う
で
す
。

「
如
何
に
」
と
「
な
ぜ
」

　

と
こ
ろ
が
イ
エ
ス
が
悪
魔
か
ら
、
お
前
が
神
の
子
で

あ
る
な
ら
ば
石
を
パ
ン
に
変
え
て
み
ろ
と
試
さ
れ
た
と

き
、
彼
は
「
人ひ

と

の
生い

く
る
は
パ
ン
の
み
に
由よ

る
に
あ
ら

ず
」（
マ
タ
イ
書
）
と
答
え
ま
し
た
。「
如
何
に
」
と
い

う
質
の
問
題
を
パ
ン
に
象
徴
さ
せ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は

生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
。
続
け
て
イ
エ
ス
は
「
神か

み

の
口く

ち

よ
り
出い

づ
る
凡す

べ

て
の
言

こ
と
ば

に
由よ

る
」
と
言
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
「
如
何
に
」
で
は
な
く
、「
な
ぜ
」
と
い

う
質
の
問
題
を
提
起
し
た
の
で
す
。「
如
何
に
生
き
る

か
」
で
は
な
く
「
な
ぜ
生
き
る
か
」
と
い
う
質
の
問
題

で
す
。
こ
れ
は
「
如
何
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
題
が

解
決
し
て
も
し
な
く
て
も
、
な
お
永
遠
に
残
る
問
題
だ

と
い
う
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
信
仰
は
、
こ
の
「
な
ぜ
生

き
る
か
」
と
い
う
人
類
の
深
い
欲
求
に
応
じ
て
、
必
然

的
に
生
ま
れ
て
き
た
現
象
で
す
。

　

お
そ
ら
く
親
鸞
も
こ
の
問
い
に
取
り
つ
か
れ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。「
な
ぜ
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
に

取
り
つ
か
れ
る
と
、〈
い
ま
〉
と
い
う
時
間
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
ま
す
。〈
い
ま
〉、
ご
飯
を
食
べ
て
い
れ
ば
、

食
べ
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
ま
す
。〈
い
ま
〉、
道

を
歩
い
て
い
れ
ば
、
歩
い
て
い
る
意
味
が
問
わ
れ
ま

す
。〈
い
ま
〉、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
問
わ
れ
る
こ
と

は
、
人
生
は
〈
い
ま
〉
の
連
続
で
す
か
ら
、
四
六
時
中
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に
渡
っ
て
問
い
詰
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
親
鸞
に
「
急

き
ゅ
う

作さ

急
き
ゅ
う

修し
ゅ

し
て
頭ず

燃ね
ん

を
灸は

ら

う
が
ご
と
く
す
れ
ど
も
」（『
教

行
信
証
』
信
巻　

聖
典
二
二
八
頁
）
と
言
わ
せ
た
も
の

が
、
こ
の
問
い
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
生
の
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
答
え
が
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
行
為
を

し
て
い
て
も
、
そ
の
行
為
は
空
し
く
意
味
の
な
い
も
の

に
変
質
し
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
た
か
も
頭
に
降
り
か
か

る
火
の
粉
を
振
り
払
う
よ
う
に
し
て
も
、
決
し
て
振
り

払
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

意
味
の
病

　

こ
れ
を
私
は
「
意
味
の
病
」
と
呼
び
ま
し
た
。「
な

ぜ
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
に
取
り
つ
か
れ
る
こ
と
は
、

「
意
味
の
病
」
に
取
り
つ
か
れ
る
こ
と
で
す
。「
取
り

つ
か
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
の
は
、
取
り
つ
か

れ
る
こ
と
も
人
間
の
都
合
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ん
の

摂
取
不
捨
の
力
だ
か
ら
で
す
。
摂
取
不
捨
の
力
で
す
か

ら
、
逃
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
「
意
味
の

病
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
意
味
を
問
う
主
体
が
自
己
（
煩

悩
）
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
自
分
が
自
分
自
身
の

生
き
る
意
味
を
問
う
て
も
、
そ
れ
に
は
答
え
は
見
つ
か

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
が
問
う
生
き
る
意
味

と
は
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
意
味
で
し
か
な
い

か
ら
で
す
。
人
間
の
問
い
は
、「
貪と

ん

欲よ
く

」
と
い
う
煩
悩

か
ら
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
す
。

　

思
え
ば
親
鸞
は
、「
浄
土
往
生
」
と
い
う
救
済
物
語

を
生
き
る
中
か
ら
言
葉
を
紡
い
で
い
き
ま
し
た
。
し
か

し
門
弟
は
、
そ
れ
を
「
貪
欲
」
で
受
け
止
め
、
浄
土
＝

安
楽
の
場
所
（
得
）、
地
獄
＝
苦
悩
の
場
所
（
損
）
と

誤
解
し
ま
し
た
。
門
弟
は
、〈
い
ま
〉
を
生
き
て
い
る

意
味
が
「
浄
土
＝
安
楽
の
場
所
」
へ
の
道
で
あ
れ
ば
納

得
し
ま
す
が
、「
地
獄
＝
苦
悩
の
場
所
」
で
は
納
得
し

ま
せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
が
「
意
味
の
病
」
で
す
。

問
う
者
か
ら
問
わ
れ
る
者
へ

　

私
は
「
意
味
の
病
」
か
ら
の
解
放
を
「
問
う
者
か
ら
、

問
わ
れ
る
者
へ
」
と
表
現
し
ま
し
た
。「
問
う
者
」
と

は
、
自
分
が
主
体
に
な
っ
て
、
自
身
に
問
う
て
み
る
方

向
性
で
す
。
そ
の
方
向
性
で
は
生
き
る
意
味
は
見
つ
か

り
ま
せ
ん
。
こ
の
問
い
は
人
間
が
人
間
自
身
に
向
け
る

問
い
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ん
か
ら
の
問
い
か
け
だ
か

ら
で
す
。
そ
れ
が
「
問
わ
れ
る
者
へ
」
で
す
。
自
分
は

問
う
者
で
は
な
く
、
問
わ
れ
る
者
に
さ
せ
ら
れ
た
の
で

す
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ん
か
ら
の
問
い
か
け
と
な
れ
ば
、

阿
弥
陀
さ
ん
だ
け
が
答
え
を
御
存
じ
の
は
ず
で
す
。
そ

れ
で
親
鸞
は
「
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る

た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
、
地
獄
に
お
つ
べ

き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ

ざ
る
な
り
」（『
歎
異
抄
』
第
二
条　

聖
典
六
二
七
頁
）

と
述
べ
ま
し
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
発
語
す
る
行
為

が
、
浄
土
（
安
楽
の
場
所
）
へ
往
く
条
件
か
、
あ
る
い

は
地
獄
（
苦
悩
の
場
所
）
へ
往
く
条
件
か
、
ま
っ
た
く

知
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
言
え
た
の
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
、〈
い
ま
〉
を
阿
弥
陀
さ
ん
に
全
託

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
生
活
の
あ
ら
ゆ

る
〈
い
ま
〉
と
い
う
時
間
が
、
阿
弥
陀
さ
ん
へ
向
か
っ

て
抛ほ

う

擲て
き

さ
れ
た
生
活
と
し
て
受
け
止
め
直
さ
れ
ま
す
。

　

「
全
託
」
と
い
う
と
、
す
べ
て
を
わ
か
っ
た
上
で
阿

弥
陀
さ
ん
に
ま
か
せ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が

浄
土
へ
向
か
う
生
活
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
を
「
全
託
」

と
い
う
の
で
す
。
凡
夫
が
自
分
の
行
く
先
を
知
っ
た
上

で
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
ほ
ど
傲
慢
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
親
鸞
も
「
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
な
き
も
の

を
、
こ
と
に
あ
わ
れ
み
た
ま
う
な
り
」（『
歎
異
抄
』
第

九
条　

聖
典
六
三
〇
頁
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
急
い
で

浄
土
へ
往
き
た
い
と
思
わ
な
い
者
を
こ
そ
阿
弥
陀
さ
ん

は
悲
愛
し
て
下
さ
る
と
。
こ
れ
は
浄
土
へ
往
き
た
く
な

い
と
思
う
の
も
、
ま
た
往
き
た
い
と
思
う
の
も
、
共
に

煩
悩
が
言
わ
せ
て
い
る
の
だ
と
、
煩
悩
の
騙だ

ま

し
を
完
全

に
見
破
っ
た
言
葉
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
煩
悩
具
足
の

凡
夫
」
な
れ
ば
こ
そ
、「
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご

と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ

い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」（『
歎
異
抄
』
第
九

条　

聖
典
六
二
九
頁
）
で
す
。
全
生
活
の
、
あ
ら
ゆ
る

瞬
間
が
、
す
べ
て
阿
弥
陀
さ
ん
か
ら
の
力
強
い
問
い
か

け
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
目
覚
め
た
の
で
す
。
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排
除
す
る
人
の

　

排
除
も

　
　

排
除
だ

　新型コロナウイルスの影響で全国に緊急事態宣言が出ていた時、 気になるニュースがあった。 不要

不急の外出を控えてもらうため、 他府県ナンバーの車は入ってこないように、 と各地で呼びかけている

という内容だった▼自分は京都で生活しているが、 愛車は 「岐阜ナンバー」 だ。 「他府県ナンバーの

車が目につく」 という発言や、 車が傷つけられた等のニュースを見ては不安と憤りを感じた。 その人の

背景を考えず、 ナンバーの表記だけで厄介者扱いされることが納得できなかった▼もやもやしながら考

えた。 今回は自分が 「他府県ナンバー」 という立場だから 「それだけで判断されては困る」 と思った

が、 他の事はどうなのか。 マスク無しで歩く人を見れば 「大丈夫か？」 と思い、 家族連れの買い物客

を見れば 「今はどうなの？」 と思う。 「他府県ナンバー」 に不安を持つ人とさして変わらない▼どこま

でも 「自分中心」 で生きていることが、 「コロナウイルス」 という非常事態によって露わになってきたよ

うに思う。 「自分中心」 の危うさを教えられなければ対立と差別しか生まれないのではないか。 愛車の

ナンバープレートを眺めながら、 そんなことを思った。 　　　　　　　　　　　　　　　（駐在教導　梅溪　真人）

２０２０ （令和２） 年７月１日

「教区だより」 特別号　Vol. ３

　

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意

を
表
し
ま
す
。

山
城
第
一
組　
　

教
圓
寺
前
坊
守　

井
上　

温
子

二
〇
二
〇
年
六
月
八
日　
　
　
　
　
　

九
十
一
歳

近
江
第
一
組　
　

德
善
寺
住
職　
　

森　
　
　

浩

二
〇
二
〇
年
六
月
二
日　
　
　
　
　
　

七
十
六
歳

近
江
第
四
組　
　

正
福
寺
住
職　
　

川
田　

彰
心

二
〇
二
〇
年
四
月
七
日　
　
　
　
　
　

八
十
八
歳

近
江
第
四
組　
　

立
光
寺
住
職　
　

冨
田　
　

正

二
〇
二
〇
年
四
月
二
十
四
日　
　
　
　

九
十
四
歳

近
江
第
十
組　
　

安
立
寺
坊
守　
　

禿
林　

由
子

二
〇
一
九
年
十
一
月
十
九
日　
　
　
　
　

百
一
歳

[

敬
称
略]

《
教
務
所
事
務
休
暇
に
つ
い
て
》

　

夏
期
事
務
休
暇
と
し
て
、
左
記
の
期
間
は
教
務

所
事
務
の
取
り
扱
い
を
休
止
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
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
緊
急
に
は

含
み
ま
せ
ん
）
の
場
合
は
、
左
記
緊
急
連
絡
先
に

ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

期　

間
：
二
〇
二
〇
年
八
月
七
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
十
六
日
（
日
）

　
緊
急
連
絡
先
（
教
務
所
携
帯
電
話
）

　
　
　
　
　
　
〇
九
〇
―
三
七
一
九
―
七
九
八
二

※毎月掲載の「ことば」は、

教区駐在教導（谷本・梅溪）

が担当しています。

 

 

 

《
教
区
会

（
臨
時
会
）
議
決
事
項
の　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

報
告
》

　
二
〇
二
〇
年
六
月
九
日
（
火
）
開
催
の
教
区
会

（
臨
時
会
）
に
て
、
左
記
の
と
お
り
議
決
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
報
告
い
た
し
ま
す
。

教
区
会
議
長

　

深
尾　

浄
信　

近
江
第
七
組　

淨
敬
寺

教
区
会
副
議
長

　

川
那
邉　

章　

近
江
第
二
十
六
組　

即
得
寺

教
区
会
参
事
会
員

　

亀
田　

晃
巖　

山
城
第
二
組　

唯
明
寺

　

北
脇　

光
昭　

近
江
第
四
組　

圓
光
寺

　

安
井　

廣
正　

近
江
第
二
十
五
西
組　

善
養
寺

　

山
名　

彰
心　

若
狭
第
二
組　

浄
蓮
寺

　

長
田　

浩
昭　

丹
波
第
三
組　

法
傳
寺

　

藤
枝　

良
太　

因
伯
組　

專
證
寺

　

前
田　

賢
龍　

石
西
組　

專
龍
寺

第
一
補
充
員

　

片
山　
　

環　

近
江
第
十
一
組　

蓮
覺
寺

第
二
補
充
員

　

川
嶋　
　

正　

山
城
第
一
組　

法
寿
寺

【
敬
称
略
】
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