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今という時代／出会いの窓

京都教区教化レポート （出版小委員会）

教区だより
真宗大谷派 京都教区 教化広報誌

No.２９３

２０１２１２

　ひとたび大地を汚した放射性物質は、今なお福島の人々を苦しめます。「健

康に影響がないレベル」とはよく耳にしましたが、本当に影響がないかは誰に

もわかりません。いまここで私たちにできることを始めたいと思います。

特 集 福島の子どもたちの一時避難受け入れの会発足 ３

４
橘

たちばな

　惠
え

慶
きょう

　氏

【筆者】 若狭第二組  惠誓寺  住職

･･･ 自分のことは良く見せよう、他人の

ことは知らず知らずに過小評価している

私である。それでも私は「極重悪人」と

は思っていない。･･･( 本文より）

　人生の中で出遇った大切な言葉。

その言葉がその人に何を教え、そ

の人をどのように歩ませたのか、

思いを綴っていただきます。

雑
ざっ

宝
ぽう
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■■■京都教区の動き■■■

　

十
月
七
日
・
八
日
に
滋
賀
県
高
島
市
今
津
町
浜
分

の
浄
立
寺
に
お
き
ま
し
て
、
三
浦
講
を
お
勤
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
陰
様
で
二
百
名
を
超
え
る

御
同
朋
の
ご
参
拝
を
い
た
だ
き
、
心
よ
り
有
り
難
く

感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

三
浦
講
は
四
百
数
十
年
の
歴
史
を
も
つ
湖
西
地
域

の
一
大
法
要
と
し
て
、
毎
年
、
今
津
と
マ
キ
ノ
の
講

中
寺
院
十
一
ヵ
寺
が
交
替
し
て
お
勤
め
し
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
、
石
山
合
戦
で
織
田
信
長
か
ら
本
願
寺
と

お
念
仏
の
教
え
を
命
が
け
で
護
っ
た
三
浦
衆（
今
津
・

海
津
・
大
浦
の
門
徒
衆
）
の
先
達
の
労
苦
を
偲
ぶ
と

と
も
に
、
門
徒
の
伝
統
あ
る
聞
法
の
機
縁
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
い
る
大
切
な
法
要
で
す
。

　

講
師
に
は
一
楽 

真

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）

を
お
招
き
し
、「
願
生

浄
土
の
仏
道
」
と
い
う

講
題
で
御
法
話
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
一
楽
氏

は
「
こ
の
講
は
、
聞
法

の
場
を
護
っ
た
私
た
ち

の
先
人
の
心
根
を
、
今

を
生
き
る
私
た
ち
が
捉
え
、
受
け
継
ぎ
信
心
を
新
た

に
す
る
場
で
す
。」
と
語
ら
れ
、
聴
聞
さ
れ
た
ご
門

徒
か
ら
は
「
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
今
日
に
お
い

て
、
講
そ
の
も
の
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
、
あ
ら
た

め
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
い
う
声
が
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
私
自
身
に
と
っ
て
は
、
教
如
上
人
の
御

消
息
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
、「
浄
土
真
宗

の
教
え
は
ま
さ
に
五
濁
悪
世
の
時
代
社
会
と
厳
し
く

対
峙
す
る
命
が
け
の
念
仏
で
あ
る
ぞ
」
と
、
呼
び
か

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
同
時
に
、
真
宗
大
谷

派
教
団
に
身
を
お
く
私
の
生
き
ざ
ま
が
、
本
当
に
聖

人
一
流
の
教
え
に
か
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
厳

し
く
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

（
近
江
第
二
十
六
組　

浄
立
寺　

保
木　

悦
雄
）

　

十
月
十
五
日
、
京
都
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ホ
テ
ル
に
お

い
て
、
京
都
教
区
山
城
第
一
組
門
徒
会
三
十
周
年
記

念
式
典
・
祝
賀
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

当
日
は
篠
原
教
務
所
長
ら
の
来
賓
挨
拶
、
京
都
教

区
合
唱
団
と
鈴
木
君
代
氏
の
各
コ
ン
サ
ー
ト
で
感
動

が
広
が
っ
た
。
又
、
発
足
時
の
組
長
の
祝
辞
挨
拶
で

は
当
時
を
思
い
出
し
つ
つ
話
さ
れ
る
話
し
っ
ぷ
り
に

笑
い
も
起
こ
り
、
会
は
和
や
か
に
盛
り
上
が
っ
た
。

　

宗
派
の
門
徒
会
は
結
成
さ
れ
て
三
十
周
年
を
迎
え

る
。
山
城
第
一
組
門
徒
会
で
は
こ
の
三
十
周
年
記
念

式
典
に
向
け
て
、
春
か
ら
全
員
で
取
り
組
ん
で
来
ら

れ
た
。
会
長
始
め
、
出
席
の
皆
さ
ん
に
よ
う
や
く
こ

の
日
を
迎
え
ら
れ
た
笑
顔
が
見
ら
れ
た
。

（
編
集
委
員　

横
田
）

　

十
月
十
日
、
大
津
別
院
に
お
い
て
京
都
教
区
仏
教

青
年
会
主
催
の
清
掃
奉
仕
が
行
わ
れ
た
。
昨
年
は
岡

崎
別
院
で
の
開
催
で
あ
っ
た
が
、
今
年
は
、
教
如
上

人
四
百
回
忌
法
要
を
来
春
に
控
え
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
教
如
上
人
と
ゆ
か
り
の
あ
る
大
津
別
院
で
の
開

催
と
な
っ
た
。
約
十
五
名
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。

　

先
ず
、
曽
我
徳
雄
輪
番
よ
り
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ

き
、
別
院
の
沿
革
並
び
に
教
如
上
人
と
の
関
係
に
つ

て
説
明
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、

本
堂
・
書
院
・
廊
下
の
掃
き
掃
除
、
拭
き
掃
除
を

行
っ
た
。
終
了
後
、
別
院
内
に
お
い
て
懇
親
会
を
行

い
、
参
加
者
同
士
の
交

流
を
深
め
た
。

　

※
写
真
を
京
都
教
区

　

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

　

に
掲
載
し
ま
し
た
の

　

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
京
都
教
区
仏
教
青
年
会
副
会
長　

本
多　

真
）

大
津
別
院
清
掃
奉
仕

山
城
第
一
組
門
徒
会
三
十
周
年

三　

浦　

講
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＊
発
足
に
あ
た
っ
て

　

本
年
三
月
、
福
島
県
二
本
松
市
の
同
朋
幼
稚
園
の
園

児
と
そ
の
保
護
者
を
対
象
に
、「
京
都
教
区
で
の
春
休

み
福
島
の
子
ど
も
た
ち
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
」
を
実
施
い

た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
教
区
内
か
ら
多
く
の
賛
同
を
頂

き
、
五
日
間
の
活
動
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
有
縁
の
皆
さ
ま
の
様
々
な
支
援
が
、
大
き
な
力

に
な
っ
た
こ
と
に
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
福

島
の
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
は
と
て
も
安
心
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
活
動
を
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ

と
そ
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
支
援
を
継
続
す
る
こ
と
を
組
織
と
し
て

具
体
化
す
る
こ
と
に
な
り
、 

今
回
「
真
宗
大
谷
派
京
都

教
区
福
島
の
子
ど
も
た
ち
の
一
時
避
難
受
け
入
れ
の

会
」（
以
後
、「
受
け
入
れ
の
会
」）
を
立
ち
上
げ
る
運

び
と
な
り
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
さ
ま
方
に
引

き
続
き
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
こ
の
受
け
入
れ
の
会
の
具
体
的
な
活
動
と
し
て
は
、

福
島
の
子
ど
も
た
ち
の
一
時
避
難
受
け
入
れ
や
、
そ
れ

に
関
わ
る
研
修
会
等
、
企
画
運
営
す
る
と
と
も
に
、
詳

細
を
会
報
で
皆
さ
ま
に
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。
ま
た
教

区
会
と
教
区
門
徒
会
の
承
認
を
得
て
京
都
教
区
の
関
係

団
体
と
し
て
規
約
に
基
づ
き
運
営
し
て
参
り
ま
す
の
で
、

今
後
共
ご
支
援
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

＊
今
後
の
主
な
活
動

　

一
．
来
春
、
同
朋
幼
稚
園
の
園
児
と
そ
の
保
護
者
の

　
　
　

一
時
避
難
を
、
大
谷
大
学
湖
西
キ
ャ
ン
パ
ス
に

　
　
　

お
い
て
実
施
し
ま
す
。

　

二
．
福
島
の
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い

　
　
　

て
研
修
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

三
．
同
朋
幼
稚
園
で
実
施
さ
れ
て
い
る
、
米
や
野
菜

　
　
　

の
市
場
に
支
援
を
行
い
ま
す
。

【
カ
ン
パ
】

　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

口
座
名　
　

真
宗
大
谷
派
京
都
教
区
福
島
の
子
ど

　
　
　
　
　

も
た
ち
の
一
時
避
難
受
け
入
れ
の
会

店　

名　
　

四
四
八

店　

番　
　

四
四
八

預
金
種
目　

普
通
預
金

口
座
番
号　

〇
八
〇
八
七
三
〇

＊
米
、
野
菜
の
支
援
に
つ
い
て

　

同
朋
幼
稚
園
の
理
事
長
佐
々
木
道
範
さ
ん
が
副
住
職

を
勤
め
る
真
行
寺
が
幼
稚
園
に
隣
接
し
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
の
お
寺
の
仏
間
で
は
毎
月
十
日
、
二
十
日
に
青
空

市
場
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
内
部
ひ
ば
く
が
心
配

さ
れ
る
福
島
の
子
ど
も
た
ち
に
、
福
島
県
外
産
の
野
菜

や
米
を
提
供
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

も
し
可
能
で
あ
れ
ば
、
米
と
野
菜
を
送
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。
そ
の
前
日
、
前
々
日
に
、
米
や
野
菜

を
左
記
の
宛
先
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
市
場
の
様
子

は
「TEAM

二
本
松
理
事
長
佐
々
木
道
範
の
ブ
ロ
グ
」
に

「
青
空
市
場
委
員
会
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
送
り
先
】

　

〒
九
六
四
―
〇
九
〇
二

福
島
県
二
本
松
市
竹
田
一
―
一
九
二

　

真
宗
大
谷
派　

真
行
寺　

青
空
市
場

　

電
話
番
号　

〇
二
四
三
―
二
二
―
〇
七
三
九

福
島
の
子
ど
も
た
ち
の
一
時
避
難
受
け
入
れ
の
会
発
足　

三
品　

正
親

　
　
　
　

 

会
長

　微量の放射線であっても

子どもには浴びせたくない。

できる限り子どもの安全を

確保したい。 そんな願い

から始まった 「春休み福

島の子どもたちのホームス

テイ」。 その動きに教区の

有縁の方々の思いが重な

り大きな一歩を踏み出すこ

とになりました。

　

※　

活
動
支
援
金
は
左
記
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。
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「煩
悩
無
尽
・
大
悲
無
倦
」

　
　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

煩
悩
無
尽
と

　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る
ふ
る

　
　
　

雪
が
ふ
る

　
　
　

大
悲
無
倦
と

　
　
　

雪
が
ふ
る

　

東
本
願
寺
の
同
朋
会
館
で
守
衛
を
さ
れ
て
い
た
木
村

無
相
さ
ん
の
詩
で
す
。

　

先
日
、
坊
守
と
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昼
日
中
に
ト
イ
レ
の
電
灯
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
近

く
に
い
た
坊
守
に
「
ま
た
、
電
気
つ
け
っ
ぱ
な
し
に
し

て･
･
･
･

」
と
言
い
ま
し
た
ら
、「
あ
ん
た
こ
そ
、
い
つ

も
や･

･
･
･

」
と
言
い
返
さ
れ
ま
し
た
。
お
互
い
に
「
私

は
た
ま
に
忘
れ
る
け
ど
も
、
あ
ん
た
は
よ
く
忘
れ
る
」

と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
京
都
教
務
所
で
会
議
が
あ
る
の
で
、
つ
い
で

に
宗
務
所
と
法
蔵
館
に
寄
っ
て
、
と
い
ろ
い
ろ
思
案
を

し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
へ
坊
守
が
来
て
「
明
日
、
あ

ん
た
、
ど
っ
か
へ
行
く
の
？
」「
昨
日
か
ら
京
都
へ
行

か
ん
な
ら
ん
て
言
う
て
る
や
ろ
。
予
定
表
に
も
書
い

て
あ
る
し･

･
･
･

」「
あ
、
そ
う
。
私
も
明
日
、
午
後
お

ら
ん
し
。」「
え
？
ど
こ
へ
行
く
の
？
」「
民
生
委
員
の

会
議
で
ハ
ア
ト
ピ
ア
や
、
予
定
表
に
書
い
て
あ
る
で

･
･
･
･

」
ま
た
、
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
だ
け
バ

タ
バ
タ
し
て
い
た
ら
、
忙
し
い
の
や
な
、
ご
苦
労
様
と

思
っ
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
全
然
気
に
も
留
め

て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
坊
守
が
民
生

委
員
で
バ
タ
バ
タ
し
て
い
て
も
、
私
に
は
他
人
事
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
如
何
に
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
良
い
と
い

う
世
界
に
生
き
て
い
る
か
の
見
本
で
あ
る
。

　

毎
日
、
毎
日
、「
邪
見
憍
慢
悪
衆
生
」
を
生
き
て
い

る
。
自
分
の
こ
と
は
良
く
見
せ
よ
う
、
他
人
の
こ
と
は

知
ら
ず
知
ら
ず
に
過
小
評
価
し
て
い
る
私
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
私
は
「
極
重
悪
人
」
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
「
雑
宝
」
の
原
稿
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
か
ら
、

何
を
書
こ
う
か
と
悩
ん
で
い
た
。
あ
ん
ま
り
恥
は
か
き

た
く
な
い
が
、
あ
ん
ま
り
良
い
格
好
も
し
た
く
な
い
。

日
頃
の
こ
と
を
と
思
う
が
、
あ
ん
ま
り
あ
か
ら
さ
ま
に

は
見
せ
ら
れ
な
い
。
や
っ
ぱ
り
、
ほ
ど
ほ
ど
に
と
い
う

こ
と
に
な
る
。「
煩
悩
無
尽
」
で
あ
る
。

　

坊
守
と
の
会
話
も
、
こ
の
文
章
を
書
か
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
も
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
「
大
悲
無
倦
常

照
我
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

身
寄
り
が
無
い
木
村
無
相
さ
ん
は
晩
年
を
福
井
県
武

生
市
の
施
設
で
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
献
体
を
遺
言
さ
れ

て
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。合

掌

　

雑 

宝

橘　

惠
慶

若
狭
第
二
組　

惠
誓
寺　

住
職



　

親
鸞
聖
人
は
、『
ご
消
息
』
の
中
で
、
世
に
合
わ

せ
よ
う
と
し
て
か
、
世
に
は
ば
か
っ
て
か
、
世
に
お

も
ね
て
か
、「
こ
の
世
」
に
関
わ
っ
て
異
義
が
お
こ

る
と
い
う
こ
と
を
見
定
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
異
義
は
、「
い
い
お
ど
ろ
か
す
」
と
い

う
姿
と
な
っ
て
露
に
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
ま
す
。

　

『
歎
異
抄
』
第
十
八
章
に
は
、
異
義
全
体
を
受
け

る
よ
う
な
形
で
、「
す
べ
て
仏
法
に
こ
と
を
よ
せ
て
、

世
間
の
欲
心
も
あ
る
ゆ
え
に
、
同ど

う
ぼ
う朋

を
い
い
お
ど
さ

る
る
に
や
。」
と
出
て
い
ま
す
。
直
接
は
、「
施せ

入
に
ゅ
う

物も
つ

の
多
少
に
し
た
が
い
て
、
大
小
仏
に
な
る
べ
し
と
い

う
こ
と
。」
と
示
さ
れ
ま
す
か
ら
、
施
物
の
分
量
の

多
さ
で
救
い
に
差
が
で
る
よ
う
に
語
り
、
多
く
の
施

物
を
要
求
す
る
世
間
の
欲
心
剥
き
出
し
の
姿
が
、
と

も
に
教
え
を
聞
く
人
を
脅
す
と
語
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
、「
い
い
お
ど
ろ
か
す
」
と
い
う
表
現
は
、

第
十
一
章
に
は
、「
な
ん
じ
は
誓せ

い
が
ん願

不ふ

し

ぎ

思
議
を
信
じ

て
念
仏
も
う
す
か
、
ま
た
名
号
不
思
議
を
信
ず
る
か

と
、
い
い
お
ど
ろ
か
し
て
」
と
し
て
出
て
い
ま
す
。

ま
た
、
第
十
二
章
に
は
、「
た
ま
た
ま
、
な
に
ご
こ

ろ
も
な
く
、
本
願
に
相
応
し
て
念
仏
す
る
ひ
と
を
も
、

学
文
し
て
こ
そ
な
ん
ど
と
い
い
お
ど
さ
る
る
こ
と
、

法ほ
う

の
魔ま

障
し
ょ
う

な
り
、
仏
の
怨

お
ん
て
き敵

な
り
。」
と
も
出
て
い

ま
す
。

　

剥
き
出
し
の
物
欲
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
念
仏
の

仲
間
の
内
に
お
い
て
、
自
ら
の
主
張
を
正
当
化
し
、

認
め
さ
せ
る
こ
と
で
、
優
位
に
立
と
う
と
し
た
り
、

自
分
の
立
場
を
保
持
し
た
い
こ
と
か
ら
起
こ
っ
て
く

る
点
で
は
、
世
間
の
欲
心
で
す
。

　

そ
う
し
た
こ
と
で
考
え
て
み
る
と
、「
い
い
お
ど

ろ
か
す
」
と
い
う
言
葉
は
な
く
て
も
、「
歎
異
篇
」

で
は
、
そ
の
異
義
の
姿
が
み
な
「
言
い
脅
す
」
と
い

う
形
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
第
十
三
章
で
は
、

「
な
む
な
む
の
こ
と
し
た
ら
ん
も
の
を
ば
、
道
場
に

い
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、
悪
し
き
ふ
る
ま
い
を
し

た
も
の
や
、
悪
を
造
っ
た
も
の
を
、
共
に
教
え
を
聞

く
場
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
、「
こ
ん
な
こ

と
を
し
た
者
は
、
仲
間
に
は
入
っ
て
も
ら
え
な
い
」

と
「
い
い
お
ど
ろ
か
し
て
」
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
第
十
四
章
は
、
念
仏
し
て
罪
を
滅
し
な
い
も
の

は
救
わ
れ
な
い
と
「
い
い
お
ど
ろ
か
す
」
内
容
で
す
。

第
十
五
章
は
、
今
さ
と
り
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
十
六
章
は
、
日
頃
の
行
い
に
つ
い
て
し
っ
か

り
ま
じ
め
に
反
省
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
第
十
七

章
は
、
疑
い
を
も
っ
て
辺
地
に
往
生
す
る
も
の
は
結

局
救
わ
れ
な
い
の
だ
。
と
い
う
こ
と
で
、
み
な
「
い

い
お
ど
さ
れ
る
」
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
『
歎
異
抄
』
の
視
点
の
基
に
あ
る
の

は
、「
詮せ

ん

ず
る
と
こ
ろ
、
ひ
が
ご
と
も
う
さ
ん
ひ
と

は
、
そ
の
身み

ひ
と
り
こ
そ
、
と
も
か
く
も
な
り
そ
う

ら
わ
め
、
す
べ
て
よ
ろ
ず
の
念ね

ん
ぶ
つ
し
ゃ

仏
者
の
さ
ま
た
げ

と
な
る
べ
し
と
は
、
お
ぼ
え
ず
そ
う
ろ
う
。」（『
親

鸞
聖
人
御
消
息
集
（
広
本
）』
第
十
通　

真
宗
聖
典

五
七
四
頁
）
と
、「
ひ
が
ご
と
」
と
い
う
造
悪
無
碍

の
主
張
を
す
る
者
を
、
全
て
の
念
仏
者
の
妨
げ
に
な

る
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
在
り
方
こ
そ
問
題
だ

と
さ
れ
た
宗
祖
の
姿
勢
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

世
間
で
の
自
分
た
ち
の
立
場
を
悪
く
す
る
と
考
え

ら
れ
る
も
の
や
、
異
な
る
も
の
を
、
口
を
塞
い
で
黙

ら
せ
、
自
分
の
主
張
を
正
義
と
し
て
言
い
含
め
た
り
、

い
い
お
ど
ろ
か
す
の
で
す
。
さ
ら
に
、「
こ
の
身
の

よ
う
に
て
は
い
か
が
往
生
せ
ん
」
と
、
我
が
身
と
我

が
心
の
悪
さ
で
は
救
わ
れ
な
い
の
で
は
と
い
う
思
い

惑
い
に
付
け
入
っ
て
い
い
お
ど
ろ
か
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
本
願
の
教
え
に
背
き
、
教
え

を
破
る
こ
と
だ
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
い
脅
し
て
、
自
己
を
正
当
化
し
、
主
張
を
通
し
、

他
に
優
位
に
立
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る

宗
教
性
が
、
宗
祖
が
問
題
に
さ
れ
た
「
魔
」
な
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
が
真
宗
に
お
け
る
同
朋
と
い
う
関
係

を
破
壊
し
て
い
く
の
で
す
。
こ
う
し
た
「
異
な
り
」

を
問
い
続
け
て
、
教
え
が
伝
統
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

歎
異
の
精
神
、
そ
の
伝
統
②

四
衢
　
亮

（
高
山
教
区
不
遠
寺
住
職
）
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人
に
死
が
訪
れ
る
よ
う
に
、
街
に
も
い
つ
か
は
死
が

訪
れ
る
。

　

私
が
現
在
住
ん
で
い
る
地
域
は
、
地
方
都
市
の
中
心

部
な
の
だ
が
、
す
で
に
平
均
年
齢
五
十
二
歳
、
高
齢
化

率
四
十
％
に
達
し
て
お
り
、
十
年
後
に
は
高
齢
化
率

五
十
％
を
越
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
限
界
集
落
」
に
な
る

地
域
だ
。
既
に
地
域
の
祭
や
風
習
が
途
絶
え
、
老
人
と

空
き
家
ば
か
り
が
目
立
つ
、
ま
ち
な
か
限
界
集
落
と

い
っ
て
い
い
。

　

国
に
よ
る
二
〇
五
〇
年
の
人
口
予
測
で
は
、
日

本
の
総
人
口
は
今
よ
り
三
三
〇
〇
万
人
減
少
し
て

九
五
〇
〇
万
人
に
、
ま
た
高
齢
化
率
は
今
の
二
倍
と
な

る
四
〇
％
と
な
り
、
地
方
の
小
都
市
で
は
人
口
が
半
減

し
、
全
国
で
は
人
が
住
ま
な
く
な
る
地
域
が
二
割
増
え

る
。
さ
ら
に
二
一
〇
〇
年
に
は
、
人
口
は
四
七
〇
〇
万

人
（
今
の
約
三
分
の
一
）
と
な
り
、
江
戸
時
代
の
人
口

に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
。

　

二
〇
五
〇
年
、
万
一
生
か
さ
れ
て
い
た
ら
、
私
は

八
十
四
歳
。
子
供
を
都
会
の
大
学
に
進
学
さ
せ
、
企
業

に
就
職
さ
せ
、
妻
に
先
立
た
れ
、
自
ら
は
貧
困
と
病
苦

に
あ
え
ぎ
な
が
ら
、「
限
界
集
落
」
の
狐
狸
庵
で
一
人

惚
け
て
生
活
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

地
域
的
に
は
、
経
済
最
優
先
で
効
率
一
辺
倒
を
追
求

し
た
結
果
、
周
り
は
老
人
ば
か
り
に
な
り
、
地
元
商
店

も
な
く
な
り
、
公
共
機
関
や
病
院
さ
え
も
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
「
限
界
集
落
」
状
態
、
も
し
く
は
無
人
の

「
街
」
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
病
院
に
行
く

こ
と
も
で
き
ず
、
食
べ
る
こ
と
さ
え
ま
ま
な
ら
ず
、
支

え
て
く
れ
る
家
族
も
お
ら
ず
、
孤
独
死
が
頻
発
す
る
地

域
・
・
・
。

　

で
き
れ
ば
厄
介
な
子
育
て
も
親
の
介
護
も
田
舎
の
シ

ガ
ラ
ミ
も
回
避
し
て
、
都
会
で
気
儘
な
生
活
を
楽
し
み

た
い
。
他
人
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
、
自
分
さ
え
よ

け
れ
ば
、
楽
し
け
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
。
そ
ん
な
生
き

方
が
当
た
り
前
の
社
会
を
、
私
た
ち
は
選
び
取
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
や
っ
て
く
る
「
超
高

齢
社
会
」
を
前
に
、
私
た
ち
の
生
き
方
、
考
え
方
が
厳

し
く
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
今
の
ま
ま
で
本
当
に
い
い

の
で
す
か
、
と
。

　

そ
ん
な
地
域
に
な
る
の
を
少
し
で
も
変
え
た
い
と

思
っ
て
、「
中
心
市
街
地
活
性
化
」
と
い
う
運
動
に
私

は
参
加
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
運
動
も
見
方
を
変
え

れ
ば
、
周
辺
の
農
村
部
や
他
の
都
市
か
ら
人
口
や
お
金

を
奪
う
運
動
で
あ
り
、
究
極
の
自
己
保
存
の
た
め
の
運

動
と
も
言
え
る
。
ま
ち
な
か
が
衰
弱
し
き
る
前
に
、
少

し
で
も
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
し
、
若
者
に
定
住
し
て
も

ら
い
、
自
ら
の
老
後
を
支
え
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

「
限
界
集
落
」
と
同
じ
状
況
が
、
私
の
地
域
（
い
ち

お
う
商
業
地
域
な
の
だ
が
）
に
も
、
十
年
も
た
た
な
い

う
ち
に
や
っ
て
く
る
。
何
も
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
今
少
し
藻
掻
い
て
み
よ
う
と
思
っ

て
い
る
。

（
編
集
委
員　

廣
野　

一
道
）

今
と
い
う
時
代

y 出会いの窓 p

『
被
爆
ア
オ
ギ
リ
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　爆心地より 1.3km で被爆したア

オギリは、 広島平和記念資料館

北側に立っています。 その樹は、

故 沼田鈴子さんと生き続けまし

た。 投下前は勤務先で友と過ご

した木陰。 投下後、 生きることを

決意した、 細い枝から茂り始め

た青葉。

　修学旅行生に、 花を咲かせ、

種を落とす樹下で、 被爆体験を

証言し、 平和を創り、 護る願いを

届けました。

　アオギリの種は世界各地に広

まり、 沼田さんの願いと意志を引

き継ぐ人々によって、 今も種が国

内外に届けられています。

　私の家でもようやく苗が育ちは

じめています。

　- 種子連絡先 -　NPO 法人 

多文化共生と人権文化 LAS　

【FAX】 ０８５６－２７－００７１

（編集委員 ・ 前田　賢龍）
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ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意

を
表
し
ま
す
。

[

届
出
順]

近
江
第
十
一
組　

妙
蓮
寺
前
住
職　

平
塚　

靖
人

　
　

二
〇
一
二
年
八
月
三
十
日　
　
　

八
十
一
歳

近
江
第
七
組　
　

善
德
寺
坊
守　
　

舍
夷　

加
代

　
　

二
〇
一
二
年
十
月
十
日　
　
　
　

九
十
五
歳

〔
敬
称
略
〕

◎ 

《
二
〇
一
三
年
春
期
教
師
検
定
に
つ
い
て
》

　

検 

定 

日　

二
〇
一
三
年
三
月
七
日
・
八
日

　

場　
　

所　

真
宗
大
谷
派
宗
務
所

　

科　
　

目　

真
宗
学
・
仏
教
学
・
教
化

　
　
　
　
　
　

声
明
作
法
・
法
規
・
口
述
試
問

　

受
付
期
間　

二
〇
一
三
年
二
月
一
日
か
ら
八
日

　
　
　
　
　
　

ま
で

　
　

※
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
機
関
紙
『
真
宗
』

　
　
　

の
十
一
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎ 
《
年
末
年
始
事
務
休
暇
の
お
知
ら
せ
》

　

年
末
年
始
事
務
休
暇
と
し
て
、
左
記
の
期
間
は

教
務
所
の
事
務
の
取
り
扱
い
を
休
止
い
た
し
ま
す
。

　

緊
急
の
場
合
以
外
は
、
留
守
番
電
話
に
ご
用
件

を
録
音
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ご
不
便
ご
迷
惑
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご

理
解
の
程
、
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

事
務
休
暇
の
期
間

　
　

二
〇
一
二
年
十
二
月
二
十
九
日
（
土
）
か
ら

　
　

二
〇
一
三
年　

一
月　
　

六
日
（
日
）
ま
で

緊
急
連
絡
先
（
教
務
所
携
帯
電
話
）

　
　

〇
九
〇
‐
三
七
一
九
‐
七
九
八
二

　

※
事
務
休
暇
期
間
中
は
、
お
急
ぎ
の
場
合
で
あ

　
　

っ
て
も
授
与
物
の
お
渡
し
や
院
号
法
名
や
収

　
　

骨
の
申
請
、
諸
願
事
等
の
受
付
を
い
た
し
か

　
　

ね
ま
す
の
で
、
誠
に
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
十

　
　

二
月
二
十
八
日
ま
で
に
お
手
続
き
く
だ
さ
い

　
　

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎

《
新
刊
書
の
お
知
ら
せ
》

　

左
記
の
と
お
り
、
新
刊
書
が
発
行
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

『
英
訳
・
教
行
信
証
』

価
格　

四
、
五
〇
〇
円

鈴
木　

大
拙　

訳
出

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
出
版
社　

発
行

　

｢

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
年
・
立
教
開
宗

七
百
五
十
年
記
念｣

の
記
念
事
業
と
し
て
、
親
鸞

聖
人
の
教
え
を
世
界
に
発
信
し
た
い
と
い
う
願
い

の
も
と
、
鈴
木
大
拙
師(

当
時
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

客
員
教
授)

が
訳
出
さ
れ
、
一
九
七
三
（
昭
和

四
十
八
）
年
六
月
三
十
日
に
発
刊
さ
れ
ま
し
た
英

訳
『
教
行
信
証
』
が
、
こ
の
た
び
の
宗
祖
親
鸞
聖

人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
記
念
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
社
よ
り
再
版
・
発

行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

宗
祖
の
主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
を
異
な
る

言
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
大
変
貴
重
な
文
献
で

あ
り
ま
す
の
で
、
是
非
と
も
、
ご
味
読
く
だ
さ
い
。

◎

《
職
員
の
異
動
に
つ
い
て
》

　

十
月
二
十
四
日
付
に
て
、
約
四
年
間
、
京
都
教

務
所
で
勤
務
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
森　

如
範
主

計
が
大
阪
教
務
所
主
計
に
転
任
し
、
後
任
と
し
て
、

岡
崎
教
務
所
よ
り
照
井　

静
志
主
計
が
着
任
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
ご
連
絡
申
し
上
げ
ま
す
。

 

《
敬
弔
》

事
務
連
絡

　

皆
様
の
ご
寄
稿
並
び
に
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
毎
号
、
編

集
委
員
だ
け
で
は
作
り
出
せ
な
い
広
が
り
を
も
っ
た
『
教
区
だ

よ
り
』
が
で
き
て
お
り
ま
す
こ
と
を
、
先
ず
こ
の
場
を
借
り
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

『
教
区
だ
よ
り
』
は
、
京
都
教
区
の
教
化
広
報
誌
で
す
。
こ

の
教
区
だ
よ
り
を
、
こ
の
広
い
教
区
の
、
そ
の
様
々
な
立
場
に

置
か
れ
た
人
に
と
っ
て
、
読
み
応
え
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
く

こ
と
が
、
出
版
小
委
員
会
の
大
事
な
目
標
だ
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
教
区
内
各
寺
院
と
教
区
教
化
委
員
が
主
な
配
布
先

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
よ
り
多
く
の
教
区
の
人
に
手
に
と
っ
て

い
た
だ
き
、
毎
月
手
元
に
欲
し
い
と
い
う
要
望
が
高
ま
り
、
そ

の
声
に
よ
っ
て
有
縁
の
方
に
広
く
配
布
で
き
る
よ
う
な
体
制
造

り
が
始
ま
る
・
・
・
と
良
い
な
ぁ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
『
教
区
だ
よ
り
』
充
実
の
た
め
に
は
、
や
は
り
、
皆

様
の
ご
意
見
ご
要
望
を
聞
き
取
り
、
今
後
の
誌
面
作
り
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
各
地
域
で
の
特
色
あ
る
取
り
組
み
、
Ｑ
＆
Ａ
で
取

り
上
げ
て
欲
し
い
こ
と
、
紹
介
し
た
い
行
事
等
々
、
情
報
や
投

稿
な
ど
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
誌
面
を
奪
い
合
う
よ
う
に
使
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
主
査　

藤
枝　

良
太
）
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the editor's note 編集後記
　毎月の編集会議の席上には、 およそ２か月分の集

まってきた原稿が折り重なっている。 いろんな思いが

つまった文章たちを前にして、 いつも思う。 この会議が

なかったら、 こんなに読むのだろうかと。 そう思うという

ことは、 自分でもうすうす感じているのだ、 たぶん読ま

ないということを。 何かに縛られて追い込まれないと動

かない質なのだと、 つくづく思いながらも目を通してい

ると、 心に波風が立ったりホッとしたり。 文字が連なる

ことの力を感じている。

（編集委員 ・ 東　美恵子）

１２月１０日（月）　14：00～ 16：30　教区財政委員会専門部会　　　　会場◇教区会館３Ｆ　研修室

１２月１２日（水）　13：30～ 17：00　出版小委員会　　　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　会議室

１２月１７日（月）　14：00～ 16：30　「女性室公開講座」事前学習会　 会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

１２月２０日（木）　13：30～ 18：30　組門徒会正副会長研修会　　　　会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

１２月２１日（金）　10：30～ 14：00　第２回門徒戸数調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教区調査委員会小委員会　　会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

１２月　３日（月）　18：00～ 21：00　教区仏教青年会　　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　会議室

１２月　７日（金）　13：00～ 17：00　教区児童教化連盟　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　研修室

１２月１０日（月）　15：30～ 18：30　大谷保育協会　　　　　　　　　会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

　　　　　　　　　 14：00～        伝研自主学習会　　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　研修室

１２月１１日（火）　　　　 ～ 10：00　　　　〃　　　　　 　　　 　　会場◇教区会館３Ｆ　研修室

　　　　　　　　　 19：00～ 21：00　教区仏教青年会　　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　会議室

１２月１２日（水）　 9：00～ 17：00　坊守会真宗基礎講座　　　　　　会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

　　　〃　　　　　 14：00～ 17：00　靖国問題学習会　　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　研修室

１２月１３日（木）　 9：00～ 17：00　教区坊守会一日研修会　　　　　会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

１２月１４日（金）　14：00～ 17：00　教区合唱団　　　　　　　　　　会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

　　　　　　　　　 16：00～ 19：00　教区児童教化連盟　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　研修室

１２月１９日（水）　18：00～ 20：00　准堂衆会公開講座　　　　　　　会場◇教区会館２Ｆ　大講堂

１２月２６日（水）　18：00～ 20：00　声明会　　　　　　　　　　　　会場◇教区会館３Ｆ　研修室

◆教区事業予定

◆地区 ・ 団体事業予定


