
お
し
え
て

　く
れ
ん
さ
い

べ
き
で
す
。
そ
し
て
、
故
人
の
幸
せ
と
は
一
体

何
な
の
か
、
何
を
も
っ
て
幸
せ
だ
と
言
え
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
っ
と
心
を
馳は

せ
て
考

え
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に
は
、

（
前
略
）法ほ

っ

身し
ん

の
光こ

う

輪り
ん

き
は
も
な
く　

世
の
盲も

う
み
ょ
う冥

を
照て

ら
す
な
り

　

と
あ
り
ま
す
。「
仏
の
は
た
ら
き
は
際
限
な

く
、
迷
い
の
私
た
ち
に
、冥（
や
み
）の
中
に
い
る

こ
と
を
知
ら
し
め
る
光
の
よ
う
だ
」と
い
う
意
味

で
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
は
迷
っ
て
い
な
い
、言

い
換
え
れ
ば
光
の
中
に
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
人
は
光
の
反
対
・

闇
の
世
界
へ
行
く
の
だ
と
考
え
て
し
ま
う
の
で

し
ょ
う
。

　

故
人
は
、
暗
黒
の
世
界
へ
行
っ
た
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
光（
仏
）と
成
っ
て
、
私
の
闇
を
照
ら

し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
こ
こ（
私
）に
は
た
ら
き

続
け
る
仏（
光
）と
成
る
の
で
す
。

　

故
人
の
願
い
に
促う

な
が
さ
れ
我
が
身
を
振
り
返
り
、

手
の
合
わ
さ
れ
る
生
き
方
を
私
が
し
て
い
く
こ

と
、そ
れ
が「
故
人
の
幸
せ
」を
願
う
歩
み
と
な
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
般
的
に
は「
ご
冥
福
を
お
祈
り
し

ま
す
」と
い
う
表
現
を
よ
く
聞
き
ま
す
。

も
う
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
意

味
も
わ
か
ら
ず
使
って
い
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
。

「
冥
」と
い
う
字
は〈
暗
い
・
光
が
な
い
〉と
い
う

意
味
で
、「
冥め

い

土ど

」と
は
、「
死
者
の
魂
が
行
く

暗
黒
の
世
界
」な
の
だ
そ
う
で
す
。
つ
ま
り「
冥

福
を
祈
る
」を
直
訳
す
る
と「
暗
黒
の
世
界
で
お

幸
せ
に
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

亡
く
な
っ
た
方
の
幸
せ
を
願
う
と
い
う
こ
と

は
、
心
を
交
わ
し
た
人
な
ら
ば
当
然
の
願
い
な

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
た
ち
が
、「
冥

福
を
祈
る
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
う
こ
と

で
、
無
意
識
に
故
人
を
光
の
届
か
な
い
暗
い
場

所
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く

答
真
宗
で
は
弔
事
の
時
「
ご
冥め

い

福ふ
く

を

お
祈
り
し
ま
す
」
と
い
う
言
葉
を

使
わ
ん
ほ
う
が
い
い
と
聞
い
た
ん
や
け

ど
何
で
や
な
？

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

○
8
月
２１
日
～
３１
日
…
長
尾
惇
也
氏
［
法
正
寺
］　

○
9
月
１
日
～
１０
日
…
三
木
孝
樹
氏
［
淨
福
寺
］　

○
9
月
１１
日
～
２０
日
…
三
島
見
ら
ん
氏
［
西
念
寺
］　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
教
ト
ラ
ブ
ル
ＦＡＸ
相
談
窓
口
〈
０
５
７
７－

３
２－

０
７
６
３
〉
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二
〇
一
九
年（
平
成
三
十
一
年
）五
月
十
日
よ
り
十
二
日
ま
で

　御遠忌推進委員会では、
2019年の宗祖親鸞聖人
750回御遠忌をお迎えする
にあたり、あらたにテーマ
趣旨文を作成しました。こ
のテーマ・趣旨を皆で共有
し御遠忌に向かってまいり
たいと思います。

高山教区高山別院
御遠忌テーマ

　2019年5月、高山教区・高山別院は「雑
ぞうぎょう

行を棄
す

てて本
ほん

願
がん

に帰す　―このままでいいのか、今の世・この私―」
の教区テーマのもと、宗

しゅう

祖
そ

親
しん

鸞
らん

聖
しょうにん

人750回御
ご

遠
えん

忌
き

法
ほう

要
よう

を厳
ごんしゅう

修いたします。
　
　思い起こせば、真

しんしゅうほんびょう

宗本廟（東本願寺）で宗祖の御遠
忌法要が勤まったのは、東日本大震災から間もない、
2011年の春でした。津波や原発事故による被害は、私
たちの日常を大きく変えました。追い求めてきた豊かさは
何を犠牲にして成り立っていたのかが、また真宗門徒は
どのように生きるのかが、改めて問われました。
　法要延期の声も上がるなか、真宗大谷派は、「すべ
ての生きとし生けるものに通じる、歴史を貫く深い願い」
を「いのち」と表現し、御遠忌テーマ「今、いのちが
あなたを生きている」を発信し続けました。震災の犠牲
者・被災者に想いを寄せた法要日程は、私たちが「共な
るいのち」をいただいていると確認しあう法座にもなりまし
た。
　
　あれから数年。経済成長が右肩上がりの時代は終わ
りへと向かい、今では貧困という文字を頻

ひん

繁
ぱん

に目にしま
す。未来への不安、格差による孤立は、他者の言葉に
傾ける耳を塞

ふさ

ぎ、共感する心を閉ざしてしまいます。より
強く、より賢くなることが、自分を守る術（すべ）のようにさ
え感じます。今、震災の時に感じた「共なるいのち」が忘
れ去られようとしています。その中で、今まで伝えられて
きた大切な事柄を次世代へと継承するということも困難に
なってきています。　
　そのような状況下だからこそ、私たちは『教

きょうぎょうしんしょう

行信証』

に記された宗祖の言葉を教区テーマとして掲げ、御遠
忌法要をお迎えしたいと思います。
　「雑行を棄てて本願に帰す」とは、聖人29歳、よき人
法
ほう

然
ねん

上人の伝えてくださった本
ほん

願
がん

念
ねん

仏
ぶつ

の教えに遇
あ

い、い
ずれの行も及びがたき身である自分が、すでに阿弥陀如
来から願われていたことへの驚きと歓

よろこ

びの言葉です。
　南無阿弥陀仏をこの世の灯

ともしび

として掲げ、いのち終わる
まで煩

ぼん

悩
のう

の身を尽
つ

くしていく。宗祖が生涯聞法されたよう
に、真宗門徒とは「このままでいいのか、今の世・この
私」と、仏法に私を聞き続けていく存在にほかなりませ
ん。それはまた、濁

じょく

世
せ

のなかで「共なるいのち」を見出
す眼や耳を、ひいては人間を回復していくことでもありま
す。

　宗祖は晩年、真宗門徒としての人生を「如来大悲
の恩徳は～」の和讃（恩

おん

徳
どく

讃
さん

）にうたいあげました。「身
を粉

こ

にしても報ぜずにはいられない」「骨を砕きても謝せ
ずにはいられない」。自他ともに傷つけあうような生き方し
かできないにも関わらず、私が私としてここにある意義を
浄土真宗から賜わった、その歓びが伝わってきます。
　宗祖の言葉によって「共なるいのち」に目覚めた、私
たちの先達も同じです。だからこそ、750年という時を超
えて「恩徳讃」は親から子へとうたい継がれ、毎年の
報恩講も絶えることなく続けられてきました。その懺

ざん

悔
げ

と讃
さん

嘆
だん

の歴史のなかに、2019年にお迎えする宗祖の御遠忌
法要はあります。
　「雑行を棄てて本願に帰す」。宗祖や先達が歩まれた
念仏一つの道を、私もまた一人の真宗門徒として歩みた
いと思います。

　木工事は、母
も

屋
や

受
う

け工事から始まりました。屋根コン
クリート面にはどうしても凹凸があり、これを解消し屋
根面の高さレベルを調整しながらの母屋受け工事となり
ました。その上に母屋、そして垂

たる

木
き

が敷設され、さらに
微調整を重ねながら屋根面の平面化の精度を高めていく
作業が行われました。屋根先端部分の作業も終了し、現
在、野

の

地
じ

板
いた

の敷設や向拝の作業が進められており、今後
銅板葺き工事が始まります。屋根の工事は10月末までに
終了する予定で、順調に進められております。

野地板横向の木材が母屋

飛騨御坊御遠忌通信④



家
族
で
語
ろ
う
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定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
8
月
２１
日（
日
）…
坂
上
祥
司
氏
［
靈
雲
寺
］　

○
8
月
２7
日（
土
）…
小
原
正
憲
氏
［
専
念
寺
］　

○
8
月
２8
日（
日
）…
宮
川
暁
声
氏
［
暎
芳
寺
］　

○
9
月
１
日（
木
）…
帰
雲
真
智
氏
［
還
來
寺
］　

○
9
月
１１
日（
日
）…
出
雲
路
善
公
輪
番

記事についてのお問い合わせは高山教務所まで ☎（0577）32-0776「ひだご坊」ホームページリニューアルオープン！ hidagobo.jp

　

ご
坊
文
化
講
座（
第
２
回
）

ご
坊
文
化
講
座（
第
２
回
）

ご
坊
文
化
講
座（
第
２
回
）

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
30
年
写
真
展

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
30
年
写
真
展

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
30
年
写
真
展

教
化
研
究
所
課
題
別
講
義

教
化
研
究
所
課
題
別
講
義

教
化
研
究
所
課
題
別
講
義

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

【
８
月
】

21
日（
日
）瓜
巣
同
行［
国
府
町
］

　
　
　
　

寳
林
寺［
宮
川
町
］

　
　
　
　

福
寄
同
行［
清
見
町
］

　
　
　
　

了
因
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

楢
谷
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

齊
入
寺［
白
川
村
］

22
日（
月
）敬
勝
寺［
白
川
村
］

24
日（
水
）誓
願
寺［
片
野
町
］

25
日（
木
）明
善
寺［
白
川
村
］

27
日（
土
）西
蓮
寺［
下
切
町
］

　
　
　
　

蓮
德
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

弘
誓
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

了
德
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

長
圓
寺［
朝
日
町
］

　
　
　
　

圓
城
寺［
朝
日
町
］

28
日（
日
）専
念
寺［
鉄
砲
町
］

　
　
　
　

一
念
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

滿
成
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

寳
蓮
寺［
朝
日
町
］

30
日（
火
）寳
藏
寺［
荘
川
町
］

【
９
月
】

1
日（
木
）西
正
寺［
清
見
町
］

2
日（
金
）長
林
寺［
清
見
町
］

3
日（
土
）聖
圓
寺［
宮
川
町
］

4
日（
日
）南
春
寺［
国
府
町
］

　
　
　
　

浄
慶
寺［
古
川
町
］

　
　
　
　

淨
永
寺［
古
川
町
］

　
　
　
　

願
德
寺［
河
合
町
］

　
　
　
　

憶
念
寺［
古
川
町
］

5
日（
月
）了
心
寺［
山
口
町
］

　
　
　
　

誓
願
寺［
古
川
町
］

6
日（
火
）蓮
勝
寺［
荘
川
町
］

10
日（
土
）遊
浄
寺［
荘
川
町
］

12
日（
月
）不
遠
寺［
総
和
町
］

18
日（
日
）西
念
寺［
国
府
町
］

　
　
　
　

惠
林
寺［
清
見
町
］

日
時　

8
月
23
日
（
火
）

　
　
　

午
後
1
時
半
か
ら

講
師　

北
野　

興
策　
氏

（
飛
騨
歴
史
民
俗
学
会

事
務
局
長
）

講
題　
「
昔
の
飛
騨
の

く
ら
し
と
稼
ぎ
」

会
場　

高
山
別
院
庫
裡
ホ
ー
ル

会
費　

６
０
０
円

　

現
在
、
高
山
別
院
本
堂
と

寺
宝
館
に
お
い
て
写
真
展
を

開
催
中
で
す
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
原
発
事
故
か
ら
30
年
。

以
後
の
歩
み
が
ど
う
で
あ
っ

た
の
か
、
子
ど
も
を
も
つ
す

べ
て
の
世
代
に
見
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間

は
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
。

８
月
31
日（
水
）ま
で
。
入
場

無
料
で
す
。

日　

時　

8
月
22
日
（
月
）

　
　
　
　

午
後
１
時
半
か
ら

講　

師　

安
藤　

弥わ
た
る　

氏

（
岡
崎
教
区
淨
専
寺
）

テ
ー
マ　

報
恩
講
に
つい
て

会　

場　

別
院
会
館
２
階

　
　
　
　

研
修
室

※
聴
講
自
由
、
参
加
費
無
料

　

次
回
は
藤
場
芳
子
さ
ん
の
「
女
と

男
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑮
」
で
す
。

が
八
十
八
歳
の
時
に
書
か
れ
た
お
手
紙

で
す
。
そ
の
時
代
背
景
に
は
、
天て

ん

変ぺ
ん

地ち

異い

や
飢き

饉き
ん

な
ど
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
が

次
々
と
亡
く
な
ら
れ
る
厳
し
い
現
実
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
に
直
面
し
た
親
鸞
さ
ま
は
、

五
〇
年
以
上
前
に
お
聞
き
し
た
法
然
さ

ま
の
言
葉
、す
な
わ
ち
「
愚
者
に
な
り
て

往
生
す
」と
い
う
言
葉
を
思
い
返
し
、出

会
い
直
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
に
お
ら
れ
る
の
は
、「
一度
聞
い
た

ら
そ
れ
で
終
わ
り
、
さ
あ
次
の
言
葉
へ
」

と
い
う
親
鸞
さ
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
が
出
会
え
た
言
葉
を
自
ら
の
歩
み

の
中
で
抱
き
続
け
、
人
間
が
亡
く
な
って

い
く
世
の
現
実
に
直
面
し
な
が
ら
、
言

葉
を
大
切
に
憶お

く

念ね
ん

す
る
親
鸞
さ
ま
で
す
。

　
こ
こ
に
、
言
葉
に
出
会
い
直
し
、
言
葉

に
出
会
い
続
け
て
い
く
親
鸞
さ
ま
が
お
ら

れ
ま
す
。

　

出
会
って
き
た
つ
も
り
の
人
や
言
葉
と

出
会
い
直
す
と
い
う
こ
と
。
出
会
い
続

け
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
私
た
ち

が
大
切
に
す
べ
き
こ
と
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

あ
な
た
は
今
、
と
な
り
に
い
る
人
と
、

き
ち
ん
と
出
会
え
て
い
ま
す
か
？
私
を
照

ら
す
言
葉
と
出
会
い
続
け
て
い
ま
す
か
？

　
　

ド
キ
リ
と
し
た
こ
と

　

今
年
八
十
一
歳
に
な
る
母
と
同
居
を

し
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
母
は
物

忘
れ
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
か
か
っ

て
き
た
電
話
の
相
手
が
誰
だ
っ
た
の
か
、

忘
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

｢

東
本
願
寺
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
わ
よ｣

と
母
。｢

東
本
願
寺
の
誰
？｣

と
私
。「
そ

れ
は
忘
れ
た
」と
母
。
そ
れ
で
は
だ
め
な

の
で
す
が・・・。

　

こ
ち
ら
に
余
裕
が
あ
る
時
は
い
い
の
で

す
が
、
忙
し
い
時
な
ど
は
つ
い
イ
ラ
イ
ラ

し
て
し
ま
い
ま
す
。
実
の
親
子
な
の
で
遠

慮
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
気
で
怒
って
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
弟
が
泊
り
が
け
で

や
って
き
ま
し
た
。
夜
一
緒
に
お
酒
を
飲

ん
で
い
る
時
に
、
弟
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
兄
貴
、
お
ふ
く
ろ
が
言
って
た
ぞ
。
兄

貴
の
こ
と
、
こ
わ
いって
」そ
の
一
言
に
と

て
も
ド
キ
リ
と
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
ふ
う

に
母
に
思
わ
せ
て
い
た
と
は
。

　

人
は
老
い
る
も
の
。
そ
の
老
い
の
す
が

た
を
母
は
き
ち
ん
と
私
に
見
せ
て
く
れ
て

い
た
の
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
は
心
を
入
れ
替
え
て
、
な

る
べ
く
母
と
の
対
話
を
大
事
に
し
よ
う

と
思
い
ま
し
た
。
母
の
話
は
最
後
ま
で

ち
ゃ
ん
と
聞
く
。
も
ち
ろ
ん
守
れ
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
今
ま

で
よ
り
は
会
話
が
増
え
た
よ
う
な
気
が

し
ま
し
た
。

　
　

初
め
て
知
っ
た
母
の
戦
争
体
験

　

あ
る
日
、
母
が
も
う
一
度
訪
れ
て

み
た
い
場
所
が
あ
る
と
言
い
出
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
戦
争
中
の
疎そ

開か
い

先
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
方
面
に
出
張
す
る
予
定

が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
初
夏
に
初
め
て
母

と
の
ふ
た
り
旅
が
実
現
し
ま
し
た
。

　

訪
問
先
は
富
山
県
高
岡
市
伏ふ

し

木き

。
こ

こ
に
母
の
叔
母
が
嫁
い
だ
家
が
あ
り
、

戦
争
中
に
疎
開
を
し
て
い
た
の
で
し
た
。

　

そ
の
地
で
九
十
歳
に
な
る
ご
婦
人
と
、

お
よ
そ
七
十
年
振
り
の
再
会
も
あ
り
ま

し
た
。
出
会
え
た
こ
と
を
喜
び
、
一
緒

に
遊
ん
だ
こ
と
、
海
に
泳
ぎ
に
行
っ
た
こ

と
な
ど
を
楽
し
そ
う
に
語
る
母
が
い
ま

し
た
。

　

そ
の
日
の
夜
、
戦
争
中
の
話
を
し
て

く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
ま
で
に
聞
い
た

こ
と
が
な
か
っ
た
話
で
し
た
。
戦
争
中
に

二
歳
下
の
弟
と
二
人
だ
け
で
疎
開
を
し
て

い
た
母
は
、
物
資
の
乏と

ぼ

し
か
っ
た
時
代
、

楽
し
い
思
い
出
と
は
別
に
、
つ
ら
い
思

い
出
も
あ
る
と
語
り
出
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
た
こ
と
、

食
事
を
家
族
と
離
れ
た
土ど

間ま

で
食
べ
て
い

た
こ
と
な
ど
で
す
。
子
供
心
に
悲
し
く

て
つ
ら
か
っ
た
、
と
語
って
い
ま
し
た
。
戦

争
が
終
わ
って
七
十
一
年
目
に
し
て
初
め

て
聞
く
母
の
戦
争
体
験
で
し
た
。
出
会
っ

て
い
た
つ
も
り
の
母
と
、
実
は
な
か
な
か

出
会
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
た

瞬
間
で
し
た
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
出
会
っ
て
い
る
つ
も

り
の
人
と
出
会
い
直
し
て
い
く
こ
と
の
大

切
さ
も
、
痛
感
し
た
瞬
間
で
し
た
。

　
　

出
会
い
直
す
と
い
う
こ
と

　

親
鸞
さ
ま
は
、
青
年
時
代
に
聞
い
た

法
然
さ
ま
の
言
葉
を
、
晩
年
に
な
っ
て

も
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
味
わ
っ
て
お

ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　
『
末ま

っ
と
う
し
ょ
う

燈
鈔
』第
六
通
は
、
親
鸞
さ
ま

酒さ
か

井い

義よ
し

一か
ず

　
私
を
照
ら
す

　
ひ
か
り
の
言
葉
⑮

９月19日（月）～25日（日）
午後１時から勤行・法話

秋の彼岸会・永代経法要秋の彼岸会・永代経法要秋の彼岸会・永代経法要

亡き方をご縁として仏法に出遇う
大切な仏事です。ぜひお参りく
ださい。

児童夏のつどいin明善寺
みょうぜん じれんしょうじ

であった！たべた！あそんだ！であった！たべた！あそんだ！であった！たべた！あそんだ！

白川郷のあつい夏！白川郷のあつい夏！

★子どもたちの感想★
・お経をよむのははじめてだったけど、なれてきてよめるようになりました。

・私たちが命を食べて生きていることをあらためて知り、しっかり感謝したい

と思いました。

・班の人となかよくなれてまた来年会える

のを楽しみにしています。

・かいこなどの話を聞いて全ての生き物に

は「命」がある、ということが伝わってきま

した。

・「蚕、牛、馬もみんな家族」という言葉はい

いなと思いました。

・最初は知らない人とは仲良くでき

ないと思っていたけど、だんだん

いっしょにいて、仲良くなれたので

よかったです。

・カレーがうまかった。

・白川郷に来てみると、昔にタイム

スリップしているように感じました。

　毎年たくさんの参加をいただいている「児童夏のつどい」。今年は白川
村荻町の明善寺で開催されました。養蚕展示館で実際に蚕を見せてもら
い、蚕の一生や養蚕の歴史について学びました。初めて見る蚕に子どもた
ちは興味津々。その後のウォークラリーではスタンプを集め、展望台から
の合掌造り集落の眺めに見入っていました。二日目は草木染の体験を行
い、子どもたちは歓声をあげながらハンカチに思い思いの模様を染め上げ
ていました。
　よく晴れ、暑さの厳しい二日間でしたが、熱中症などの事故もなく、無事
日程を過ごすことができました。

おぎまち ようさん かいこ

くさ き ぞめ


