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私の現実の 苦悩と迷いが お釈迦さまの出発点 

※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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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
︒ 
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よつつじ　あきら　　

ふおんじ

ふ
く 

で
ん 

            

無む

戒か
い

名
字

み
%
う
じ

の
⽐
丘

び
く

な
れ
ど 

末
法

ま
+
ぽ
う

濁
世

じ
%
く
せ

の
世よ

と
な
り
て 

舎
利
弗

し
0
り
ほ
つ

⽬
連

も
く
れ
ん

に
ひ
と
し
く
て 

供
養

く
よ
う

恭
敬

く
ぎ
%
う

を
す
す
め
し
む 

︵
聖
典
五
〇
九
⾴
︶ 

 

戒
を
持
た
な
い
名
だ
け
の
僧
で
あ
S
て
も
︑
末
法
濁
世
に

お
い
て
は
︑
釈
尊
の
弟
⼦
を
代
表
す
る
舎
利
弗
や
⽬
連
と
同

じ
よ
う
に
︑
供
養
し
恭
敬
す
べ
き
だ
と
勧
め
ら
れ
る
︑
と
い

う
和
讃
で
す
︒
こ
れ
は
︑
親
鸞
聖
⼈
が
﹃
教
⾏
信
証
﹄︵
化
⾝

⼟
巻
︶
に
引
⽤
さ
れ
る
﹃
末
法
燈
明
記
﹄
に
お
い
て
︑﹁
⼤
集

経
﹂
に
末
法
の
世
に
お
い
て
仏
が
衆
⽣
を
救
お
う
と
し
て
︑

名
前
だ
け
の
⽐
丘
を
ほ
め
て
世
を
救
う
福
⽥
と
さ
れ
た
と
い

う
内
容
︒﹁
賢
愚
経
﹂の
末
世
に
お
い
て
は
︑妻
を
持
ち
⼦
ど

も
を
抱
い
て
い
る
よ
う
な
四
⼈
以
上
の
名
前
だ
け
の
僧
た
ち

を
︑
舎
利
弗
や
⽬
連
と
同
じ
よ
う
に
礼
を
も
S
て
敬
い
な
さ

い
と
い
う
記
述
︒
さ
ら
に
仏
法
の
た
め
に
髪
を
剃
り
︑
袈
裟

を
⾝
に
着
け
る
衆
⽣
は
︑
戒
を
持
S
て
い
な
く
て
も
涅
槃
を

表
す
印
と
な
る
と
い
う
⽂
な
ど
を
踏
ま
え
て
の
和
讃
だ
と
思

わ
れ
ま
す
︒ 

こ
の
和
讃
の
前
に
お
い
て
︑
第
九
⾸
で
は
︑
僧
や
法
師
と

い
う
尊
い
名
を
邪
な
法
に
陥
S
た
も
の
の
よ
う
に
卑
し
い
者

の
名
と
し
て
い
る
︒
第
⼗
⾸
で
は
︑
如
来
の
法
⾐
を
⾝
に
着

け
な
が
ら
⻤
神
を
崇
め
て
い
る
︒
第
⼗
⼀
⾸
で
は
仏
教
の
威

儀
の
形
を
⽰
し
な
が
ら
⻤
神
を
尊
敬
し
て
い
る
︒
第
⼗
⼆
⾸

で
は
僧
や
法
師
と
い
う
名
が
卑
し
い
者
の
名
と
さ
れ
て
い
る
︒

と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
歎
き
詠
わ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
は
仏

教
を
象
徴
す
る
も
の
が
︑
⼀
様
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

悲
歎
さ
れ
た
も
の
で
す
︒ 

威
容
を
誇
る
壮
麗
な
寺
院
が
建
⽴
さ
れ
︑
各
地
に
は
寄
進

さ
れ
た
多
く
の
荘
園
を
持
ち
︑
世
に
君
臨
す
る
当
時
の
仏
教

界
︒
そ
の
よ
う
な
権
勢
を
持
ち
な
が
ら
︑
そ
の
仏
教
が
蔑
ま

れ
侮
ら
れ
て
い
る
実
態
を
歎
か
れ
︑
そ
の
内
実
は
外
道
を
帰

敬
す
る
も
の
と
な
S
て
い
る
と
⾒
て
お
ら
れ
ま
す
︒そ
し
て
︑

そ
う
し
た
時
代
に
あ
S
て
は
︑
戒
を
持
た
な
い
名
前
だ
け
の

僧
こ
そ
が
︑
仏
教
を
⽰
し
担
う
の
だ
と
詠
わ
れ
て
い
る
の
で

す
︒ 親

鸞
聖
⼈
は
︑
世
の
仏
教
界
か
ら
排
除
弾
圧
さ
れ
︑
法
然

上
⼈
と
と
も
に
追
放
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
ご
⾃
⾝
を
﹁
⾮
僧

⾮
俗
﹂
と
表
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
親
鸞
聖
⼈
の
ア
マ
チ

ò
ア
宣
⾔
と
⾔
S
て
よ
い
の
で
し
õ
う
︒
⽐
叡
⼭
な
ど
に
住

ま
い
し
︑
聖
者
と
な
S
て
仏
位
を
⽬
指
す
修
⾏
に
専
⼀
に
な

れ
る
プ
ロ
の
修
⾏
者
で
は
な
く
︑﹁
い
ず
れ
の
⾏
も
お
よ
び
が

た
き
⾝
﹂
と
⾃
⾝
を
語
ら
れ
ま
す
︒
ま
た
様
々
な
往
⽣
の
道

や
法
⽂
を
研
究
し
わ
き
ま
え
る
プ
ロ
の
学
⽣
で
も
な
い
と
⾔

わ
れ
ま
す
︒ 

し
か
し
だ
か
ら
と
い
S
て
︑
在
俗
の
⾝
の
ま
ま
に
⽣
き
る

の
で
は
な
く
︑
時
代
に
翻
弄
さ
れ
︑
仏
教
の
権
威
か
ら
は
救

わ
れ
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
︑
⽇
々
の
⽣
活
に
苦
悩
す

る
⼈
々
を
﹁
わ
れ
ら
﹂
と
さ
れ
︑
そ
こ
に
開
く
本
願
の
救
い

を
確
か
め
る
仏
教
者
で
あ
り
続
け
た
⼈
で
す
︒
で
す
か
ら
⽣

涯
︑
法
⾐
を
⾝
に
ま
と
い
︑
ア
マ
チ
ò
ア
の
仏
教
者
で
あ
る

姿
を
⽰
さ
れ
ま
し
た
︒ 

⼈
々
を
上
か
ら
⾒
下
し
世
を
⽀
配
す
る
仏
教
が
︑
仏
教
と

し
て
全
く
信
⽤
さ
れ
ず
真
実
性
を
失
S
た
時
代
に
お
い
て
︑

﹁
あ
れ
で
も
坊
さ
ん
か
﹂
と
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
る
ア
マ
チ
ò

ア
の
僧
こ
そ
が
︑
そ
こ
に
⽣
き
て
は
た
ら
く
仏
教
を
証
し
す

る
者
な
の
だ
と
い
う
強
い
使
命
感
が
感
じ
ら
れ
る
和
讃
で
す
︒

そ
れ
を
親
鸞
聖
⼈
は
︑﹁
愚
禿
釈
﹂と
名
の
り
⽰
さ
れ
ま
し
た
︒ 
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愛
知
県

★清須市

!
今
#
こ
の
時
に
#
親
鸞
聖
人
に
遇
う
. 

           

!
真
実
は
物
語
を
と
お
し
て
伝
わ
る
. 

 

名
古
屋
教
区
第
３
組
久
證
寺 

名
和

な

わ 

正

真

し
$
う
し
ん 

 

﹁
嘘
を
つ
い
た
ら
︑地
獄
で
⾆
を
抜
か
れ
る
よ
！
﹂誰
で
も

⼀
度
は
⾔
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
õ
う
か
︒

私
も
幼
い
こ
ろ
地
獄
の
絵
本
を
何
度
も
読
ん
で
も
ら
い
︑
⺟

に
⾔
わ
れ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
︒
罪
を
犯
し
た
⼈
間
が
地
獄

の
⻤
た
ち
に
苦
し
め
ら
れ
る
様
が
︑
恐
ろ
し
い
の
だ
け
れ
ど

も
︑な
ぜ
か
不
思
議
と
興
味
を
ひ
か
れ
︑﹁
悪
い
事
を
し
た
ら

苦
し
い
罰
を
受
け
る
の
だ
﹂と
⼼
に
植
え
付
け
ら
れ
ま
し
た
︒

そ
し
て
時
を
経
て
仏
教
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
中
で
分
か
S

た
の
は
︑
地
獄
の
有
様
は
他
で
も
な
い
罪
を
犯
さ
ず
に
は
⽣

き
ら
れ
な
い
︑
地
獄
を
作
り
な
が
ら
⽣
き
て
い
る
私
⾃
⾝
の

姿
で
し
た
︒ 

私
は
⼆
⼗
代
で
ご
縁
あ
S
て
﹁
絵
解
き
法
話
﹂
を
始
め
︑

﹁
地
獄
極
楽
絵
図
﹂﹁
⼆
河
⽩
道
図
﹂﹁
親
鸞
聖
⼈
絵
伝
﹂﹁
蓮

如
上
⼈
絵
伝
﹂﹁
釈
迦
如
来
絵
伝
﹂﹁
聖
徳
太
⼦
絵
伝
﹂
な
ど

の
物
語
を
と
お
し
て
︑
仏
教
の
教
え
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
︒﹁
絵
解
き
法
話
﹂と
は
仏
教
の
掛
け
軸
に
描
か
れ
た

物
語
を
分
か
り
や
す
く
解
説
す
る
こ
と
で
︑
中
世
に
⽂
字
を

読
め
な
い
⼈
た
ち
に
も
仏
教
を
伝
え
る
た
め
に
発
達
し
た
教

化
⽅
法
で
す
︒ 

古
来
よ
り
⼈
間
は
理
解
を
超
え
た
仏
教
の
真
理
を
物
語
と

し
て
伝
え
︑
そ
の
物
語
を
聞
く
中
で
⾃
然
に
仏
教
の
真
理
を

感
じ
取
S
て
き
た
の
で
し
õ
う
︒
も
S
と
⾔
え
ば
真
理
の
は

た
ら
き
の
⽅
が
︑
私
た
ち
を
導
く
た
め
に
様
々
な
物
語
と
な

S
て
く
だ
さ
S
た
よ
う
に
さ
え
感
じ
ま
す
︒ 

﹁
絵
解
き
法
話
の
コ
ツ
は
何
か
﹂と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
︒
そ
の
と
き
︑
し
ば
ら
く
考
え
て
﹁
私
⾃
⾝
が
聞
く

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
﹂
と
答
え
ま
し
た
︒
絵
解
き
で
は
﹁
語

る
⼈
﹂
も
﹁
聞
く
⼈
﹂
も
掛
け
軸
を
⾒
て
︑
同
じ
⽅
向
を
向

き
ま
す
︒
本
堂
で
ご
本
尊
に
お
参
り
す
る
と
き
の
様
に
︑
皆

が
同
じ
⽅
向
を
向
い
て
仏
教
の
物
語
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
︒

つ
ま
り
﹁
語
る
⼈
﹂
も
語
り
な
が
ら
﹁
聞
く
﹂
こ
と
が
⼤
切

な
の
で
す
︒
絵
解
き
を
す
る
中
で
分
か
S
た
こ
と
は
︑
仏
教

を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
︑
伝
え
よ

う
と
す
る
の
で
は
な
く
私
⾃
⾝
が
先
⼈
か
ら
聞
い
て
︑
体
を

と
お
し
て
﹁
本
当
に
そ
う
だ
な
﹂
と
感
動
し
た
こ
と
を
お
話

し
す
る
と
︑
⾃
然
に
伝
わ
S
て
い
く
の
で
す
︒
そ
れ
は
︑
私

が
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
私
を
と
お
し
て
仏
教
の
教
え

が
勝
⼿
に
伝
わ
S
て
い
く
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
で
す
︒ 

今
︑私
の
願
い
は
浄
⼟
三
部
経
に
説
か
れ
て
い
る﹁
浄
⼟
﹂

と
い
う
物
語
を
深
く
学
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒

い
つ
の
間
に
か
私
は
﹁
浄
⼟
﹂
と
い
う
こ
と
を
﹁
昔
の
⼈
が

信
じ
た
世
界
﹂と
か
︑﹁
現
代
⼈
に
は
理
解
で
き
な
い
世
界
﹂

と
諦
め
て
き
ま
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
浄
⼟
﹂
こ
そ
親
鸞
聖
⼈
を

⽬
覚
め
さ
せ
た
物
語
で
あ
り
︑
親
鸞
聖
⼈
が
私
に
⼀
番
伝
え

た
か
S
た
物
語
で
は
な
い
で
し
õ
う
か
︒
そ
れ
を
深
く
聞
い

て
い
き
た
い
と
い
う
願
い
が
私
の
中
で
⽣
ま
れ
て
い
る
こ
と

こ
そ
が
︑不
可
思
議
な
仏
の
は
た
ら
き
な
の
だ
と
思
い
ま
す
︒ 

  

関
連
書
籍
の
紹
介 

は
じ
め
て
ふ
れ
る
親
鸞
聖
⼈
伝
絵
︵
御
伝
鈔
・
御
絵
伝
︶ 

著
者
<
沙
加
⼾
 

弘 

 
︵
東
本
願
寺
出
版
︶  

 

﹃
親
鸞
伝
絵
﹄
に
初
め
て
ふ
れ
る
⽅
に
最
適
な
⼊
⾨
書
︒ 
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教
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

 

!
得
度
$ 

 二
〇
二
二
年
五
月
五
日
付 

 

近
江
第
二
組 
 
 

善
念
寺 
 

治
田 

知
真 

近
江
第
二
組 
 
 

善
念
寺 
 

治
田 

知
沙 

近
江
第
三
組 
 
 

光
圓
寺 
 

奥
村 
知
子 

近
江
第
三
組 
 
 

西
琳
寺 
 

河
邉 
文
乃 

近
江
第
三
組 
 
 

西
蓮
寺 
 

上
寺 

璃
乃 

[

敬
称
略]  

 

 

!
住
職
任
命
$ 

 二
〇
二
二
年
四
月
二
十
八
日
付 

 

近
江
第
九
組 
 
 

敎
照
寺 
 

那
須 

文
英 

近
江
第
十
一
組 
 

聞
光
寺 
 

小
川 

幸
省 

出
雲
組 
 
 
 
 

大
乗
寺 
 

蓮
岡  

徹 

 [

敬
称
略]  

  

!
敬
弔
$ 

 

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
e
謹
ん
で
哀
悼
の
意

を
表
し
ま
す
p 

 

近
江
第
四
組 

真
光
寺
前
住
職 

谷  

直
光 

二
〇
二
二
年
三
月
二
十
九
日 
 
 

九
十
八
歳 

[

敬
称
略]   

《
夏
期
教
師
試
験
検
定
準
備
学
習
会 に

つ
い
て
》 

 

期
 
間
 
八
月
二
十
日 (

土)

〜
二
十
三
日 (

火) 

会
 
場
 
京
都
教
区
会
館
大
講
堂 

科
 
目
 
真
宗
学
・
仏
教
学
・
声
明
作
法 

法
規 

対
象
者
 
本
山
で
行
わ
れ
る
「
夏
期
教
師
試
験

検
定
」
受
検
希
望
者 

(

『
真
宗
』
５
月
号
65
頁
参
照 )   

 

※
今
年
度
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
期
間
を
四
日
間
（
一
日
一

科
目
）、
定
員
を
一
科
目
二
〇
名
（
声
明
作
法

は
一
〇
名
）
と
し
ま
す
。 

申
込
期
間
は
七
月
一
日
〜
十
九
日
ま
で
で
す

（
先
着
順
）。
期
間
内
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
も
し
く
は
電

子
メ
ー
ル
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。申
込

期
間
前
の
お
申
し
込
み
は
受
け
付
け
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

詳
細
は
今
月
同
封
の
開
催
要
項
を
ご
覧
下
さ

い
。 

京
都
教
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
開
催
要
項

お
よ
び
受
講
申
込
書
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

 

この四月から娘が保育園に入園した。しかし、娘のクラス内で次々とコロナ陽性者が続出し、登園したと思ったら
また数日間クラス閉鎖になる日々がしばらく続いた。 
突然、お迎えの連絡が入ったりクラスがお休みになる事に伴い、予定していたことができなくなったり、「明日は
どうなるのか？」と毎日穏やかではない気持ちで過ごしていた。しかし、よく考えたら娘を預けている保育園の職員
さんが一番大変なのではないかと思えてきた。自分達もコロナ感染のリスクを伴いながら多数の子供さんの面倒をみ
て下さっている。そう思うと有難い気持ちが湧いてきたと同時に、いつでも自分の都合ばかり主張する私がいる事に
気づいた。                                    （出版部会 德田 潤子） 

この春、私の二人の子どもが、それぞれ卒業と入学を迎えた。 
高校生になった長男は、人生で初めての受験を経験した。私も、受験生の親を経験するのは初めてであ
った。長男にプレッシャーをかけないように配慮しつつ、通知表や偏差値を見て「大丈夫なのか」などと、
つい声をかけてしまったように思う。それらの数字は、他者と比較して本人がどの位置にいるのかを示し
ている。数字が良ければ褒め、悪ければ反省を促す。この一年間を振り返ると、私のほうが数字に翻弄さ
れていたと感じている。 
次男は総合支援学校の中等部に進学した。脳性麻痺で自由に身体を動かすことはできず、ほぼ寝たきり
の状態である。そんな次男に評価する数字をつけることはできないので、他者と比較したことはない。あ
りのままの本人が基準であり、わずかな成長を見ては家族や先生方と喜んでいる。 
私がお世話になっている先生が「「阿弥陀」とは分量とは関係ないという意味である」とおっしゃってい
たことを思い出す。何に対しても量ること、比較することに執われている私たちに対して、そういった執
着から解放されるよう「南無阿弥陀仏」とはたらきかけてくださっていると受け止めている。 
まわりに翻弄されず、それぞれのペースで成長していくことが大切だ。それは私のような大人であれ、
同じことなのだ。 
そのように子どもたちから教えられたような気がした。           （出版部会 井上 至） 
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	★京都教区だより（表紙） 
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