
お
し
え
て

　く
れ
ん
さ
い

と
で
す
。
そ
し
て
、
床
の
間
な
ど
の
粗
末
に

な
ら
な
い
場
所
が
望
ま
し
い
で
す
。

　

ま
た
亡
く
な
っ
た
人
が
い
な
い
の
に
お
仏

壇
を
買
う
と
よ
く
な
い
な
ど
と
い
わ
れ
た
り

も
し
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

仏
壇
を
新
調
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
さ

ま
を
お
迎
え
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
仏
さ
ま
を
中
心
と
し
て
家
庭
生
活
を
送

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
は
、
選

ば
ず
、
嫌
わ
ず
、
見
捨
て
ず
、
す
べ
て
の
も

の
が
尊
い
存
在
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
救
い
と
ろ
う
と
誓

わ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ

せ
、
私
た
ち
の
生
活
の
在
り
様
を
見
つ
め
る

こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
く
場
所
と
し
て
、
仏
壇

が
信
仰
の
「
お
内
仏
」
と
な
っ
て
お
迎
え
さ

れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

　

仏
壇
を
新
調
す
る
の
に
い
つ
が
い
い

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か

の
縁
で
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
し
た
ら
、

そ
の
時
が
ま
さ
に
お
求
め
に
な
る
時
な
の
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
昔
は
お
内
仏
を
置
く
場
所

を
中
心
に
家
を
建
て
て
い
ま
し
た
が
、
今
は

そ
の
場
所
を
定
め
て
い
な
か
っ
た
り
し
て
、

ど
こ
に
置
い
て
い
い
の
か
迷
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
大
事
な
こ
と
は
家
族
み
ん

な
で
お
参
り
で
き
る
場
所
が
い
い
と
い
う
こ

答
仏
壇
を
買
お
う
と
思
っ
た
ん
や

け
ど
、
い
つ
買
っ
て
、
ど
こ
に

お
い
た
ら
い
い
ん
や
ろ
う
？

問

〈
略
歴
〉

一
九
五
四
年
名
古
屋
市
生
ま
れ
。

福
井
教
区
二
組
託
願
寺
住
職
。
真

宗
本
廟
教
化
教
導
。
福
井
刑
務
所

教
誨
師
・
篤
志
面
接
委
員
。
前
福

井
教
区
駐
在
教
導
。

伝
承
と
伝
統

牧ま
き

野の

豊と
よ

丸ま
る No.323

2016年6月20日

No.323　（１）ひ　　　だ　　　ご　　　坊仏暦２５５９（２０１６）年　

☎
テ
レ
ホ
ン
法
話
〈
０
５
７
７
（
３４
）
２
３
１
３
〉　

○
6
月
２１
日
～
３0
日
…
踏
込
清
雄
氏
［
真
宗
同
朋
会
］　

○
7
月
１
日
～
１0
日
…
松
本
大
輔
主
計
［
教
務
所
］　

○
7
月
１１
日
～
２0
日
…
鳥
井
伸
介
氏
［
敬
勝
寺
］　
　
　
　
　
　
　
　

宗
教
ト
ラ
ブ
ル
ＦＡＸ
相
談
窓
口
〈
０
５
７
７－

３
２－

０
７
６
３
〉

発行 真宗大谷派 高山教務所
発行者　出雲路 善公

〒506-0857 高山市鉄砲町6番地
☎（0577）32-0776

＊毎月20日発行　50,000部
三市一郡無料配布

印刷　山都印刷株式会社

『ひだご坊』は毎月20日に発行されます。

き
こ
そ
が
、
こ
の
伝
承
の
い

の
ち
な
の
だ
と
私
は
思
い
ま

す
。
私
も
ま
た
、
鬼
の
面
を

内
包
し
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
意
味
で
、
こ
の
面
も
多
く

の
話
も
本
当
な
の
で
あ
り
、

面
は
い
く
つ
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
し
ょ
う
。

　

私
は
今
ま
で
に
三
度
、
吉

崎
別
院
蓮
如
上
人
御
忌
御ご

影え
い

道
中
の
随ず

い

行こ
う

教
導
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
最

初
の
時
（
今
か
ら
十
三
年

前
）、
御
下げ

向こ
う

道
中
（
本
山

か
ら
吉
崎
）
最
終
日
の
こ
と

で
す
。
金か

な

津づ

と
い
う
街
の
お

立
寄
所
で
、
そ
の
地
区
の
区

長
さ
ん
か
ら
「
最
近
、
御
影

が
二
つ
通
ら
れ
る
が
、
ど
ち

ら
が
本
物
か
説
明
し
て
ほ

し
い
」
と
問
わ
れ
、
私
は

「
そ
の
う
ち
判
る
と
思
い
ま

す
」
と
答
え
ま
し
た
。

　

当
時
、
本
山
の
法
宝
物
に

つ
い
て
裁
判
が
長
い
時
間
を

か
け
て
行
わ
れ
、
最
終
的
に

そ
の
時
供ぐ

奉ぶ

し
て
い
た
御
影

が
供
奉
不
可
能
と
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
急
き
ょ
、
吉
崎

別
院
で
掛
け
ら
れ
て
あ
っ
た

御
影
が
本
山
御
帰
山
と
い
う

形
で
戻
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は

こ
の
御
影
に
よ
り
道
中
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
、

先
の
御
影
を
所
有
し
た
人
々

に
よ
っ
て
、
本
山
か
ら
道
中

よ
り
一
歩
先
を
、
道
中
最
終

日
に
車
で
京
よ
り
運
び
、
パ

レ
ー
ド
し
「
こ
れ
が
本
物
の

御
影
だ
」
と
宣
伝
し
て
い
た

の
で
す
。
こ
の
状
況
で
区
長

さ
ん
は
私
に
「
ど
ち
ら
が
」

と
問
わ
れ
た
の
で
し
た
。

　

昨
年
、
久
し
ぶ
り
に
道
中

随
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
多

く
の
方
々
が
蓮
如
上
人
を
待

ち
一
年
一
年
を
刻
ん
で
お
ら

れ
る
姿
に
接
し
て
、
改
め
て

こ
の
道
中
が
何
な
の
か
を
教

え
ら
れ
ま
し
た
。
今
で
は
先

の
御
影
パ
レ
ー
ド
は
も
う
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
御
影
は
伝

統
に
因よ

る
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
本
物
と
い
う
意
味
が
あ
っ

た
の
で
す
。
伝
承
と
は
、
そ

れ
を
受
け
取
る
人
の
気
づ
き

に
因
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統

と
は
そ
れ
を
大
切
な
こ
と

と
感
じ
、
担
っ
て
い
く
人

に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
も
の

な
の
で
す
。

　

私
の
住
ん
で
い
る
福
井
に

は
、
蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
吉よ

し

崎ざ
き

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
吉
崎
で
有
名
な
伝
承

に
「
嫁
お
ど
し
の
面
」
の
話

が
あ
り
ま
す
。

　

蓮
如
上
人
が
吉
崎
に
お
ら

れ
た
頃
、
十
楽
村
と
い
う
所

に
お
清
と
い
う
お
嫁
さ
ん
が

い
ま
し
た
。
同
居
の
仏
法
嫌

い
の
お
姑

し
ゅ
う
と
めさ

ん
は
、
こ
の
嫁

が
吉
崎
へ
聴
聞
に
通
う
こ
と

が
気
に
い
ら
ず
、
鬼
の
面
を

か
ぶ
り
、道
中
待
ち
ぶ
せ
し

て
お
清
さ
ん
を
怖
が
ら
せ
よ

う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ

れ
に
失
敗
し
、
帰
宅
し
て
面

を
外
そ
う
と
し
ま
し
た
が
外

れ
ま
せ
ん
。
困
っ
て
い
る
と

こ
ろ
へ
お
清
さ
ん
が
帰
宅
。

や
む
な
く
事
情
を
話
す
と
お

清
さ
ん
は
お
姑
さ
ん
を
連
れ

て
蓮
如
上
人
の
と
こ
ろ
へ
行

き
相
談
を
し
ま
し
た
。
上
人

は
、
仏
法
を
伝
え
、
そ
れ
を

聞
い
た
お
姑
さ
ん
は
涙
を
流

し
面
が
外
れ
ま
し
た
。
そ
れ

よ
り
嫁
姑
と
も
に
聞
法
す
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
話
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
変
型
の
物
語
が
あ
り
、
ま

た
、
そ
の
時
の
面
と
い
う
物

が
吉
崎
に
は
数
多
く
あ
り
ま

す
。
聞
い
た
人
は
、
ど
れ
が

本
物
の
面
な
の
か
と
関
心
を

も
ち
、「
私
の
と
こ
ろ
が
本

物
」
と
主
張
す
る
寺
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
こ
の
話
は
、
蓮

如
上
人
の
御
絵
伝
に
も
挿
入

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
が
こ
の
伝
承
を
通
し
て

感
じ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は

全
て
偽
物
と
も
言
え
る
一
方

で
、
全
て
が
本
当
だ
と
も
言

え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
伝
承
を
実
証
的
に
考

え
れ
ば
、
事
実
と
し
て
考
え

る
客
観
的
証
拠
は
な
い
で

し
ょ
う
。
さ
ら
に
こ
の
話
は
、

全
国
津つ

つ々

浦う
ら

々う
ら

に
伝
え
ら
れ

る
嫁
お
ど
し
伝
説
の
一
つ
で

あ
り
、
吉
崎
に
限
ら
ず
存
在

し
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
は
こ
れ
が
蓮

如
上
人
の
教
化
と
し
て
伝
承

さ
れ
て
き
た
こ
と
に
大
切
な

意
味
を
感
じ
ま
す
。
こ
の
話

は
端た

ん

的て
き

に
言
え
ば
、
仏
法
嫌

い
の
老
婆
が
聞
法
す
る
こ
と

に
な
る
縁
の
話
で
す
。
そ
の

縁
が
、
嫁
姑
と
い
う
関
係
か

ら
来
て
お
り
、
姑
が
嫁
に
腹

を
立
て
る
と
い
う
こ
と
に

縁よ

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
話
の
核
心
は
、
蓮
如

上
人
か
ら
仏
法
聴
聞
し
た
姑

の
面
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
外

れ
た
と
い
う
こ
と
。
面
と
は

私
の
顔
、
人
を
憎に

く

む
自
身
の

姿
の
こ
と
で
す
。
私
の
顔
が

鬼
で
あ
っ
た
、
鬼
と
は
私
自

身
で
あ
っ
た
と
。
こ
の
気
づ

し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
城
下
町
の
数

百
戸
を
も
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
金

森
家
や
照
蓮
寺
ば
か
り
で
は
な
く
、
高
山
の
町

民
・
門
徒
の
怒
り
と
悲
し
み
は
想
像
を
絶
す
る

も
の
で
し
た
。

　

後
に
弥
助
の
罪
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、

弥
助
は
追
放
さ
れ
ま
し
た
。
建
立
よ
り
間
も

な
い
焼
失
で
、
照
蓮
寺
の
再
建
は
至
難
の
こ

と
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
金
森
可あ

り

重し
げ

は
養
父

・
長
近
の
遺
志
を
汲く

み
、
再
建
の
陣
頭
に
立
ち
、

一
六
一
二
（
慶
長
十
七
）
年
、
以
前
に
も
ま
さ

る
堂
々
と
し
た
伽
藍
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

飛騨の真宗

伝承散歩㉔ 慶長の再建
ちょうけい

　

一
五
八
八（
天
正
十
六
）年
、金
森
長
近
に
よ
っ

て
照
蓮
寺
は
高
山
城
下
へ
移
さ
れ
、
建
立
さ
れ
ま

し
た
（
現
在
の
高
山
別
院
）。

　

約
一
万
坪
の
寺
地
造
成
を
は
じ
め
と
し
て
、
本

堂
・
庫
裡
、
そ
の
他
す
べ
て
の
堂ど

う

宇う

の
建
立
は
長

近
の
寄
付
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
壮
大
さ
は
全

国
に
も
稀ま

れ

に
み
る
一
大
伽が

藍ら
ん

で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
折
、
長
近
が
も
っ
と
も
信
頼
し
て
い
た

家
臣
・
石い

徹と

白し
ろ

彦
右
衛
門
が
京
都
の
伏
見
で
亡

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
家
臣
の
岩
田
弥
助

は
彦
右
衛
門
の
遺い

領り
ょ
う

の
う
ち
、
吉
城
郡
小
島
郷

（
現
在
の
飛
騨
市
あ
た
り
）
と
、
大
野
郡
白
川
郷

の
管
理
を
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

弥
助
は
長
近
に
信
頼
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
誇
り
に
思
う
一
方
で
、
照
蓮

寺
が
城
下
へ
移
り
、
壮
大
な
伽
藍
が

建
て
ら
れ
、
照
蓮
寺
十
三
世
・
宣せ

ん
み
ょ
う明

の
名
声
や
人
望
が
高
ま
っ
た
こ
と
を

よ
し
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
五
九
六
（
慶
長
元
）
年
、
年
の

瀬
も
押
し
迫
っ
た
十
二
月
二
十
日
、

宣
明
が
京
都
へ
赴
い
て
い
た
際
に
建

立
間
も
な
い
照
蓮
寺
か
ら
火
の
手
が

上
が
り
、
灰か

い

燼じ
ん

に
帰き

し
て
し
ま
い
ま

照
蓮
寺
火
災
の
記
録
（『
高
山
別
院
史
』
よ
り
）

罹
災
年

内
　
　
　
　
容
　
　
　
　
　

文
明
七
（
一
四
七
五
）

内
ヶ
島
為
氏
の
た
め
焼
き
討
ち
に
あ
う
。

元
亀
年
間
（
一
五
七
〇
～
七
三
）
不
明
。

慶
長
元
（
一
五
九
六
）

岩
田
弥
助
の
放
火
。

享
保
一
四
（
一
七
二
九
）

高
山
寺
内
町
よ
り
出
火
、
延
焼
九
七
五
戸
、
照
蓮
寺
ほ
か
十
三
ヶ

寺
焼
失
。

天
明
四
（
一
七
八
四
）

高
山
大
火
、
延
焼
二
、三
四
〇
戸
、
照
蓮
寺
ほ
か
十
一
ヶ
寺
焼
失
。

明
治
八
（
一
八
七
五
）

高
山
下
二
之
町
よ
り
出
火
、
延
焼
約
一
、〇
三
二
戸
、
土
蔵

四
十
四
棟
、
照
蓮
寺
ほ
か
九
ヶ
寺
、
桜
山
八
幡
宮
焼
失
。

昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）

別
院
境
内
に
あ
っ
た
私
立
幼
稚
園
よ
り
出
火
、
本
堂
ほ
か
境
内
建

物
全
焼
。

昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）

再
建
な
っ
た
ば
か
り
の
本
堂
に
一
青
年
が
放
火
、
全
焼
。



家
族
で
語
ろ
う

酒さ
か

井い

義よ
し

一か
ず

　
私
を
照
ら
す

　
ひ
か
り
の
言
葉
⑭
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定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
6
月
２7
日（
月
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
6
月
２8
日（
火
）…
小
倉
喜
信
氏
［
圓
城
寺
］　

○
7
月
１
日（
金
）…
前
田
法
俊
氏
［
法
蓮
寺
］　

○
7
月
１１
日（
月
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
7
月
１３
日（
水
）…
鳥
井
伸
介
氏
［
敬
勝
寺
］
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次
回
は
藤
場
芳
子
さ
ん
の
「
女
と

男
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑭
」
で
す
。

　

多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
、
多
く

の
人
々
に
慕
わ
れ
て
い
た
親
鸞
さ
ま
の
晩

年
の
告
白
で
す
。
外
側
は
賢
善
精
進
の

す
が
た
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
内
面
に

は
、
む
さ
ぼ
り
の
心
や
怒
り
の
心
、
よ
こ

し
ま
な
心
や
偽
り
の
心
が
満
ち
満
ち
て
い

る
身
で
あ
る
、
と
告
白
さ
れ
て
い
る
の
で

す
、
し
か
も
悲
嘆
し
な
が
ら
…
。
何
と

い
う
自
己
凝
視
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
、
自
分
で
自
分
を
振
り
返
っ

て
出
て
き
た
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
を
照
ら
す
光
に
出
会
っ
た
人
の
言

葉
で
す
。
照
ら
す
光
が
強
け
れ
ば
強
い

ほ
ど
、
影
も
は
っ
き
り
と
現
れ
て
く
る

も
の
で
す
。

　

自
ら
の
あ
り
か
た
を
は
っ
き
り
と
照
ら

さ
れ
た
言
葉
だ
か
ら
こ
そ
、
い
た
み
と
ぬ

く
も
り
の
こ
も
っ
た
言
葉
だ
か
ら
こ
そ
、

七
五
〇
年
と
い
う
時
を
超
え
て
、
人
々
に

伝
わ
り
続
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

三
菱
自
動
車
や
舛
添
都
知
事
に
欠
け

て
い
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
照
ら
す

光
に
出
遇
い
自
ら
に
い
た
み
を
感
じ
て
い

く
と
い
う
心
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に

も
同
じ
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

姧か
ん

詐さ　
いつ
わ
り
、
あ
ざ
む
く
こ
と
。

　

も
も
は
し　
（
百ひ

ゃ
く
た
ん端）無

数
な
る
こ
と
。　

　
　

嘘
や
ご
ま
か
し

　

人
は
時
に
、
嘘
を
つ
い
た
り
、
ご
ま
か

し
た
り
、
何
か
を
隠
す
こ
と
を
し
て
し

ま
う
存
在
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

三
菱
自
動
車
な
ど
が
燃
費
を
偽ぎ

装そ
う

す

る
と
い
う
嘘
を
つ
き
ま
し
た
。
自
社
の
利

益
を
上
げ
る
た
め
、
実
際
に
は
し
て
い
な

い
テ
ス
ト
を
行
っ
た
こ
と
と
し
、
燃
費
の

数
値
を
ご
ま
か
し
て
い
た
の
で
す
。
驚
き

の
事
実
で
す
が
、
内
部
の
人
た
ち
は
そ
の

こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
お
か
し
い
と
も

思
わ
な
か
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
に

も
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

今
だ
け
良
け
れ
ば
、
金
だ
け
儲
か
れ

ば
、
自
分
た
ち
だ
け
良
け
れ
ば
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
目
先
の
こ
と
に

目
を
奪
わ
れ
て
、
大
切
な
こ
と
を
見
失
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
が
作
っ
た

製
品
を
実
際
に
使
う
人
々
の
こ
と
で
す
。

人
間
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
闇
が
そ
こ

に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
東
京
都
の
舛
添
都
知
事
は
、

高
額
な
海
外
出
張
や
公
用
車
の
私
的
使

用
、家
族
旅
行
な
ど
に
政
治
資
金
を
使
っ

た
な
ど
と
し
て
、
そ
の
姿
勢
が
大
き
く

問
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る

釈し
ゃ
く
め
い明
は
、
ま
る
で
何
か
を
隠
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
、
見
る
に
堪た

え
な
い
苦
し
い
も

の
で
す
。
こ
こ
に
も
嘘
や
ご
ま
か
し
が
存

在
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

彼
が
本
来
す
べ
き
こ
と
は
、
自
ら
の
立

場
を
利
用
し
て
、
自
分
の
趣
味
や
家
族

サ
ー
ビ
ス
を
追
求
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社

会
を
築
き
、
人
々
が
希
望
を
持
て
る
未

来
を
創つ

く

る
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
し
た
。
こ

こ
に
も
自
分
の
こ
と
を
中
心
に
考
え
る

あ
ま
り
、
人
間
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う

深
い
闇
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
嘘
を
積
み
重
ね
て

　
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
到
底
許
さ
れ
る
べ

き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
そ
う

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
事
実
を
明
ら
か

に
し
、
き
ち
ん
と
謝
罪
を
し
、
再
発
を

防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

　

そ
の
上
で
の
こ
と
で
す
が
、
実
は
、
人

は
本
質
的
に
、
嘘
を
つ
き
、
ご
ま
か
し
、

事
実
を
隠
そ
う
と
す
る
も
の
を
、
誰
も

が
抱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
。
今
ま
で
の
人
生
で
一
度
も
嘘
を
つ

い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
は
、
お
そ
ら

く
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
は
、
親
に
は
見
せ
ら
れ
な
い
テ

ス
ト
の
点
数
を
隠
し
、
大
人
は
人
に
は

見
せ
ら
れ
な
い
自
分
自
身
を
隠
す
。
も

ち
ろ
ん
程
度
の
差
は
あ
り
ま
す
が
、
人

は
誰
で
も
小
さ
な
嘘
や
ご
ま
か
し
を
積

み
重
ね
て
今
を
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
　
い
た
み
を
感
じ
て
い
く
心

　

で
は
、
親
鸞
さ
ま
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
親
鸞
さ
ま
の
よ
う
な
方
は
、

嘘
を
つ
い
た
り
、
ご
ま
か
し
た
り
、
隠

す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
に
、
親
鸞
さ
ま
が
晩
年
に
書
か

れ
た
「
愚ぐ

禿と
く

悲ひ

嘆た
ん

述
懐
和
讃
」
が
あ
り

ま
す
。

　　

外げ

儀ぎ

の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に

　

賢け
ん

善ぜ
ん

精し
ょ
う
じ
ん進現
ぜ
し
む

　

貪と
ん

瞋じ
ん

邪じ
ゃ

偽ぎ

お
お
き
ゆ
え

　

姧か
ん

詐さ

も
も
は
し
身み

に
み
て
り

ご
坊
文
化
講
座（
第
１
回
）

ご
坊
文
化
講
座（
第
１
回
）

ご
坊
文
化
講
座（
第
１
回
）

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

【
７
月
】

2
日（
土
）頓
乗
寺［
萩
原
町
］

　
　
　
　

西
方
寺［
清
見
町
］

3
日（
日
）玄
興
寺［
岡
本
町
］

　
　
　
　

光
雲
寺［
萩
原
町
］

9
日（
土
）永
養
寺［
萩
原
町
］

10
日（
日
）速
入
寺［
石
浦
町
］

　
　
　
　

蓮
光
寺［
馬　

瀬
］

13
日（
水
）淨
福
寺［
小
坂
町
］

15
日（
金
）妙
覺
寺［
萩
原
町
］

17
日（
日
）久
々
野
教
会

［
久
々
野
町
］

　
　
　
　

慈
雲
寺［
萩
原
町
］

18
日（
月
）賢
誓
寺［
萩
原
町
］

19
日（
火
）桂
林
寺［
馬　

瀬
］

日
時　

７
月
９
日
（
土
）

午
後
１
時
30
分
か
ら

講
師　

桐き
り

谷た
に　

忠た
だ

夫お　
氏

　
　
　
（
前
飛
騨
学
の
会

創
設
世
話
人
）

講
題　
「
文
禄
の
役
と

　
　
　
　

金
森
可
重
の
恋

　
　
　
　
―
少
子
高
齢
化
時
代

に
想
う
こ
と
―
」

会
場　

高
山
別
院
庫
裡
ホ
ー
ル

会
費　

１
回　
　

６
０
０
円

　
　
　

３
回
通
し

会
員
１
０
０
０
円

一
般
１
５
０
０
円

受
付
終
了
の
お
知
ら
せ

　

7
月
29
日（
金
）～
30
日

（
土
）開
催
の
「
児
童
夏
の

つ
ど
い
」
は
、
参
加
申
込

人
数
が
定
員
に
達
し
ま
し

た
の
で
受
付
を
終
了
し
ま

し
た
。

佐奈姫忌法要佐奈姫忌法要
さ な ひめ

会場：佐奈姫墓所・松本公民館（高山市松本町）
日時：６月２６日（日）午後１時３０分から

法話：出雲路 善公 輪番
いず も じ ぜん こう

※別院から送迎があります。現地には駐車場がありませんので、
　参拝される方は午後１時までに別院事務所に集合ください。

せんにょ
佐奈姫（１６３３年～１６６７年）は、東本願寺
第十三代宣如上人の娘で、照蓮寺宣心にわずか
９歳で嫁ぎ、３５歳の短い生涯を終えました。その
墓前で法要を営み、聞法の座をもちます。

ホームページリニューアル
　このたび、高山教区・高山別院のホームページを
リニューアルいたしました。ブログにて行事のお知ら
せ、報告記事などを載せております。この「ひだご坊」
もホームページ上から閲覧できるように
なります。今後さらに内容を充実させて
まいります。
新アドレス　hidagobo.jp 

高山教区同朋会議報告
　6 月12 日（日）、高山教区同朋会議を開催し、各寺院から住職・寺族・門徒代表者
合わせて 100 人以上の方が高山別院本堂に集いました。
今年度のテーマは「伝える・伝わる　～つながりの回復を願って～（青少幼年教化につ
いて）」。御遠忌に向けた会議の中でも、人間関係が希薄化しているといわれる現代に
あって、仏事を含め、大切にしてきた事柄を次の世代にいかに伝えていけるかというこ
とが大きな課題となっており、このことを受けての開催となりました。
　日程は、2 月に寺院を対象に実施した青少幼年教化に関するアンケートの結果報告、
本山青少幼年センター主幹・松田亜

あ

世
せい

氏から「大谷派における青少幼年教化の現状と
課題、これからの展望」について説明の後、能登教区のご門徒・藤井敏夫氏から「伝
える・伝わる」をテーマに基調講義がありました。藤井氏は、「伝える・伝わる」とい
うことに関して、酪農の仕事を通して感じるい
のちの大切さ、また、「伝える」といってもまず、
自分ひとりが教えを聞く身になっていくことが
大切ではないかとお話されました。
　この後の10班に分かれての座談会では
「お内仏に掌を合わす姿を子や孫に見せて
いきたい」など、様々な意見がきかれ、熱の
ある会議となりました。 座談会の様子


