
〈
略
歴
〉

一
九
八
〇
年
、
兵
庫
県
生
ま
れ
。

親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
研
究
員
を
経

て
、
現
在
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研

究
所
研
究
員
。
西
田
幾
多
郎
・
清

沢
満
之
を
中
心
に
近
代
日
本
思
想

史
を
研
究
。

見
失
わ
れ
た
大
地名な

和わ

達た
つ
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今
か
ら
七
十
余
年
前
、
太

平
洋
戦
争
の
只た

だ

中な
か

で
、
日

本
全
体
が
こ
の
大
地
を
見

失
っ
て
い
る
と
警け

い
し
ょ
う鐘

を
鳴
ら

し
た
人
物
が
い
る
。

―
―
鈴
木
大だ

い

拙せ
つ

。
昨
年
、

没
後
五
十
年
を
迎
え
た
世
界

的
仏
教
者
で
あ
る
。
当
時
の

軍
部
が
宣せ

ん

揚よ
う

す
る
日
本
精
神

に
対
し
、「
日
本
的
霊れ

い

性せ
い

」

の
復
興
を
う
っ
た
え
、
同
名

の
書
を
世
に
出
し
た
。

霊
性
と
い
う
と
、
い
か
に

も
観
念
的
な
影
の
薄
い
化

物
の
よ
う
な
も
の
に
考
え

ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、

こ
れ
ほ
ど
大
地
に
深
く
根

を
下
ろ
し
て
居
る
も
の
は

な
い
。
霊
性
は
生
命
だ
か

ら
で
あ
る
。
大
地
の
底
に

は
底
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。

空
翔か

け
る
も
の
、
天あ

ま

下く
だ

る

も
の
に
も
、
不
思
議
は
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う

し
て
も
外
か
ら
の
も
の

で
、
自
分
の
生
命
の
内
か

ら
の
も
の
で
な
い
。
大
地

と
自
分
と
は
一
つ
も
の
で

あ
る
。
大
地
の
底
は
自
分

の
存
在
の
底
で
あ
る
。

（『
日
本
的
霊
性
』
角
川

ソ
フ
ィ
ア
文
庫
・
64
頁
）

「
霊
性
」
と
は
人
間
存
在

の
深
さ
を
表
す
語
で
あ
る

が
、
大
拙
は
敗
戦
と
い
う
危

機
的
状
況
を
前
に
し
た
日
本

国
民
に
対
し
、
そ
の
自
覚
が

欠け
つ

如じ
ょ

し
て
い
る
と
、
つ
ま
り

根
を
下
ろ
す
べ
き
大
地
を
見

失
っ
た
ま
ま
、
ど
こ
か
途と

方ほ
う

も
な
い
方
向
へ
進
も
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
呼

び
止
め
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
浄
土
真
宗
は

「
土
」
に
よ
る
救
済
を
説
く

仏
教
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
は

「
悲
願
は
…
な
お
大
地
の
ご

と
し
」（『
教
行
信
証
』「
行

巻
」）
と
、
悲
願
を
大
地
に

喩た
と

え
て
い
る
。
そ
れ
は
三
世

十
方
の
如
来
（
諸
仏
）
を
生

み
出
す
根
源
で
あ
り
、
一い

っ

切さ
い

衆し
ゅ
じ
ょ
う生
の
往お

う
じ
ょ
う生
を
支
え
る
立り

っ

脚き
ゃ
く

地ち

で
あ
る
。
な
ら
ば
大
地
を

見
失
う
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存

在
を
悲
し
み
傷い

た

む
如
来
の
悲

願
を
忘
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
ず
、ひ
い
て
は
往
生
の
方ほ

う

途と

に
迷
う
こ
と
を
意
味
す
る

だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
現
代
を
生
き

る
我
々
は
、
い
か
に
し
て
こ

の
大
地
を
回
復
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
。

き
っ
と
「
根
が
切
れ
た
」

と
い
う
痛
み
を
よ
す
が
と
す

る
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
の

だ
が
、
日
頃
の
生
活
を
顧か

え
り

み

る
に
、
他
者
へ
の
批
判
に
明

け
暮
れ
、
自
己
の
立
場
や
正

義
の
み
を
主
張
す
る
我
々
に

は
、
も
は
や
切
れ
る
根
す
ら

存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

「
根
を
も
た
ぬ
」
現
実
を
悲

し
む
心
こ
そ
が
、
か
え
っ
て

大
地
を
感
覚
す
る
契け

い

機き

と
な

る
の
で
は
な
い
か
。
根
の
な

い
と
こ
ろ
に
発ほ

っ

起き

す
る
不
可

思
議
な
信
心
を
、
浄
土
真
宗

で
は
「
無む

根こ
ん

の
信し

ん

」
と
呼
ん

で
き
た
。

自
己
の
救
済
も
、
非
戦
平

和
も
子
ど
も
の
将
来
も
、
託

す
こ
と
が
で
き
る
の
は
た
だ

大
地
で
あ
る
。

一
昨
年
の
夏
、
東
京
に
住

ん
で
い
た
時
の
話
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
安あ

ん

保ぽ

法ほ
う

案あ
ん

が
可か

決け
つ

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
、
全
国
各
地

で
デ
モ
が
起
こ
り
、
特
に
都

内
は
大
盛
り
上
が
り
だ
っ
た
。

毎
日
ど
こ
か
で
集
会
が
催も

よ
お

さ

れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調

べ
れ
ば
、
気
軽
に
参
加
で
き

る
場
を
す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
。

妻
と
相
談
し
た
結
果
、
二

歳
の
娘
と
三
人
で
反
対
デ
モ

に
参
加
す
る
こ
と
に
し
た
。

居い

て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
賛
成
反

対
の
域い

き

を
こ
え
、
こ
の
国
に

子
ど
も
の
将
来
を
託た

く

す
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
と
問
い
た

い
気
持
ち
に
駆か

ら
れ
た
。

地
下
鉄
で
向
か
っ
た
先
は

国
会
議
事
堂
前
。
地
上
に
あ

が
る
と
す
ぐ
に
緊き

ん

迫ぱ
く

し
た
雰

囲
気
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
合

流
し
た
集
会
は
、
あ
る
有
名

な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
呼
び

か
け
に
よ
る
も
の
で
、
す
で

に
数
百
人
の
人
々
が
、
現
政

権
へ
の
批
判
や
非
戦
平
和
の

コ
ピ
ー
が
印
字
さ
れ
た
う
ち

わ
な
ど
を
持
っ
て
デ
モ
行
進

を
し
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
参
加
さ
れ
た

方
々
の
真
剣
な
姿
勢
は
多
分

に
伝
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し

個
人
名
を
あ
げ
て
の
批
判
演

説
や
、
そ
れ
を
受
け
て
の
笑

声
怒
声
に
対
し
、
何
ほ
ど
か

の
疑
問
を
お
ぼ
え
、
早
々
に

退た
い

散さ
ん

を
し
た
。
何
よ
り
も
、

娘
に
あ
ま
り
聞
か
せ
た
く
は

な
い
と
感
じ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
態
に

直
面
す
る
以
前
か
ら
、
国
の

情
勢
に
対
し
、
宗
教
者
あ
る

い
は
真
宗
僧
侶
と﹅

し﹅

て﹅

の
態

度
を
迫せ

ま

ら
れ
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
、

た
い
て
い
は
「
～
と
し
て
」

と
い
う
立
場
で
身
を
守
り
な

が
ら
、
も
っ
と
も
ら
し
い
言

葉
を
吐は

き
、
や
や
も
す
れ
ば

自
己
の
主
張
の
正
当
化
の
た

め
に
、
経き

ょ
う
て
ん典

の
言
葉
を
援え

ん

用よ
う

す
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
振ふ

る
舞ま

い
を
す
る
た
び
に
、
何

か
大
切
な
も
の
を
見
失
っ
て

い
る
よ
う
な
心
待
ち
に
な
り
、

時
に
は
強
烈
な
自
己
嫌け

ん

悪お

に

陥お
ち
いる
こ
と
も
あ
っ
た
。

な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
い
て

見
失
わ
れ
て
い
た
も
の
は
一

体
何
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

自
身
が
依よ

っ
て
立
つ
場
所
で

あ
り
、「
大
地
」
と
呼
ぶ
べ
き

も
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、

「
立
つ
場
所
」
を
見
失
い
な

が
ら
、「
立
場
」
な
る
も
の

を
確
立
さ
せ
よ
う
と
躍や

っ

起き

に

な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　『正信偈』のおつとめは、今から550年ほど前、
蓮
れん

如
にょ

上
しょうにん

人によって始められ、以来真宗門徒の日
常の作法として続けられてきました。親

しん

鸞
らん

聖
しょうにん

人の
作られた「偈

げ

文
もん

」（漢文のうた）と「念仏」と「和
わ

讃
さん

」（七五調の日本語
のうた）に節をつけて調

ととの

え、蓮如上人の『御
お

文
ふみ

』（手紙）が添えられて
います。これまで、お寺の本堂や家庭の「お内

ない

仏
ぶつ

」で、朝夕、あるいは
お通夜、報恩講などの法座で、みなで行うこの唱和が生活の基本と
なってきました。
　しかし近年、そのことばの意味やこころを訪

たず

ねていく機会は次第に
減り、また念仏の声も聞かれなくなってきました。
　60年の長きにわたり、宗門のロングセラーとして用いられ、親しまれ
てきたお勤め本（通称「赤本」）。そこに何が書かれているのか、今一
度確かめたい。こうした中、本山での「宗

しゅう

祖
そ

親鸞聖人750回御
ご

遠
えん

忌
き

」
に合わせ、この飛騨の地での「お待ち受け」事業として現代語訳が
進められてきました。
　着手から10数年たった今、ようやく形を整えることができました。今

ある「赤本」とページ数を合わせ、ことばの意味や解説も取り入れて
います。本を開けばそこに真宗の教えが身近に感じられるものとなっ
ていると思います。
　現代語訳に際し、様 な々試

し

行
こう

錯
さく

誤
ご

を繰り返しながら教えられたこと
は、やはり親鸞聖人、蓮如上人という方々のおことばはそのままいただ
くことが最もふさわしいのではないか、ということです。変化してやまな
いこの時代に、かえって、おつとめのことばに直接触れ直していくこと
の大切さ。今後さらに、時代の人々に響く、意欲ある翻

ほん

訳
やく

がなされてい
くことでしょう。この現代語訳を通して、親鸞聖人、蓮如上人のおここ
ろに帰っていく手がかりとしていただくことを願わずにはおれません。

「生活の中に念仏があるのではない。念仏の中に私たちの生活があ
るのです。」（宮城顗）

　ある真宗門徒の方が「毎晩のおつとめをすると、うれしいことが
あった日はうれしいおつとめになり、悲しいことがあった日は悲しいおつ
とめになるんや」と話してくださいました。真宗門徒の生活の基本とし
て、『正信偈』に日々 触れ直していきましょう。

※この赤本「現代語訳」（『正信偈同朋唱和集』）は、「飛騨御坊御
　遠忌750」のご懇志記念品として発行されます。

正
しょうしん

信偈
げ

って、何が書いてあるの？
「赤本」現代語訳を終えて

飛騨御坊御遠忌通信⑥



藤ふ
じ

場ば

芳よ
し

子こ

女ひ
と

と
男ひ

と

の

　
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑲

と
知
り
合
い
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

誰
も
が
当
事
者

　

「
男
は
み
ん
な
オ
オ
カ
ミ
だ
っ
て
言
う
け

ど
、
オ
オ
カ
ミ
は
一い

っ

夫ぷ

一い
っ

婦ぷ

制せ
い

で
添そ

い
遂と

げ

る
生
き
物
だ
よ
。
男
同
士
で
お
酒
を
飲
ん
だ

時
に
、
い
わ
ゆ
る
性
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
お
店
に

行
こ
う
と
誘
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
ど
、
僕
は

イ
ヤ
だ
。
男
は
み
ん
な
○
○
っ
て
言
っ
て
欲
し

く
な
い
」
と
、
あ
る
男
性
が
言
い
ま
し
た
。
な

る
ほ
ど
、
確
か
に
男
性
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て

言
う
の
は
お
か
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
、
例
え
ば
「
女
性
は
受
け
身
だ
」
と
ひ
と

く
く
り
に
言
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　

『
男
性
神
話
』
と
い
う
本
に
は
戦
場
に
お

け
る
日
本
兵
と
慰い

安あ
ん

婦ふ

の
関
係
の
あ
り
よ
う

が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
著
者
で
あ
る
彦ひ

こ

坂さ
か

諦た
い

さ
ん
は
、
私
た
ち
の
平
和
な
日
常
生
活
で

の
男
と
女
の
関
係
が
戦
場
に
集
約
さ
れ
て
い

る
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
戦
場
で
の
こ
と
は

過
去
の
出
来
事
で
は
な
く
、
今
も
日
常
で
起

き
て
い
る
し
、
他
人
事
で
は
な
く
誰
も
が
当

事
者
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

心
の
行
為

　

仏
教
で
は
行
為
の
こ
と
を
業
と
言
い
、
体

で
す
る
身し

ん

業ご
う

、
口
で
言
う
口く

業ご
う

、
心
で
思
う

意い

業ご
う

の
三
つ
に
分
け
ま
す
。
身
業
と
口
業
は

見
た
り
聞
い
た
り
触さ

わ

っ
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
意
業
は
表
面
的
に
出
て
き
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
心
の
行
為
で
あ
る
意
業
が
身

業
や
口
業
の
根
本
に
あ
る
と
仏
教
で
は
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
性
に
関
す
る
心
の
行

為
は
あ
ま
り
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
誰
の

中
に
も
あ
る
「
神
話（
根
拠
の
な
い
思
い
込

み
）」。
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

「
神し

ん

話わ

」
と
は

　

「
神
話
」
と
聞
い
た
ら
、
何
を
思
い
起
こ

す
で
し
ょ
う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
古こ

事じ

記き

を
あ
げ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

辞
書
に
よ
れ
ば
二
つ
の
意
味
が
あ
る
そ
う
で

す
。
一
つ
は
「
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
た
神
を

中
心
と
す
る
物
語
」
の
こ
と
で
、
も
う
一
つ

は
「
根こ

ん

拠き
ょ

が
な
い
の
に
誰
も
が
信
じ
て
い
る

事
柄
」
で
す
。
え
っ
、
そ
ん
な
こ
と
っ
て
あ

る
の
？
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は

私
た
ち
の
周
り
に
は
そ
う
い
う
神
話
が
結
構

あ
る
の
で
す
。

強ご
う

姦か
ん

神
話

　

そ
の
１
つ
に
「
強
姦
神
話
」
が
あ
り
ま

す
。
ド
キ
っ
と
す
る
言
葉
で
す
。
強
姦
と
は

何
か
と
い
う
と
、
女
性
（
少
数
で
す
が
、
男

性
の
場
合
も
あ
り
）
の
意
思
に
反
し
て
合
意

な
し
に
性
行
為
を
す
る
こ
と
で
す
。
一
体
ど

ん
な
神
話
な
の
か
と
言
う
と
、
①
男
性
の
性

欲
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
か
ら
、
挑

ち
ょ
う
は
つ発

し
た
女
性
が
悪
い
。
例
え
ば
、
胸
元
の
大
き

く
開
い
た
洋
服
を
着
て
い
る
の
が
こ
れ
に
あ

た
り
ま
す
。
②
女
性
が
ノ
ー
と
言
っ
て
も
実

は
イ
エ
ス
だ
。
単
に
じ
ら
し
て
い
る
だ
け
だ

と
い
う
わ
け
で
す
。
③
本
当
に
イ
ヤ
な
ら
最

後
ま
で
抵て

い

抗こ
う

す
る
は
ず
で
、
そ
う
し
な
い
の

は
合ご

う

意い

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

残
念
な
こ
と
に
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
多
く

の
人
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
落お

ち
度ど

が

あ
っ
た
の
は
自
分
だ
と
被
害
者
が
自
ら
を
責せ

め
、
加
害
者
を
告こ

く

発は
つ

す
る
こ
と
を
困
難
に
し

て
い
ま
す
。
た
と
え
勇
気
を
振ふ

り
絞し

ぼ

っ
て
告

発
し
て
も
、
警
察
の
尋じ

ん

問も
ん

や
法
廷
で
の
や
り

と
り
で
「
あ
な
た
に
も
落
ち
度
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
で
す
か
」
と
言
わ
れ
て
、
被
害
者

が
再
び
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

ま
せ
ん
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
面
白
半

分
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
も
し
ま
す
。

断
れ
な
い
関
係
で

　

今
回
の
句
は
「『
い
た
ず
ら
』と　

ご
ま
か

さ
な
い
で　

性
犯
罪
」
で
す
。
強
姦
事
件
が

あ
っ
て
も
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で

は
そ
れ
が
い
た
ず
ら
や
乱ら

ん

暴ぼ
う・
婦ふ

女じ
ょ

暴ぼ
う

行こ
う

な

ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
婉え

ん
き
ょ
く曲
な
表
現
を
使
う
こ
と
が
か
え
っ
て

強
姦
の
実
態
を
軽
く
扱あ

つ
か
っ
た
り
、
歪わ

い
き
ょ
く曲
し
た

り
、
隠か

く

し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
最
近
、
レ
イ
プ

と
い
う
英
語
を
使
う
の
も
、
強
姦
だ
と
き
つ

過
ぎ
る
の
を
避さ

け
る
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

20
代
前
半
で
職
場
の
上
司
に
レ
イ
プ
さ
れ

た
と
い
う
つ
ら
い
過
去
を
も
つ
あ
る
女
性
は

「
や
っ
と
就つ

い
た
仕
事
を
失
う
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
、
頭
が
真
っ
白
に
な
り
抵
抗
で

き
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
職
場
の

上
司
と
部
下
、
あ
る
い
は
大
学
の
教
授
と
学

生
と
い
う
、
教
え
る
・
教
え
ら
れ
る
関
係
が

ノ
ー
と
言
い
に
く
い
状
況
を
作
っ
て
い
る
と

言
え
ま
す
。
強
姦
は
暗
い
夜
道
で
見
知
ら
ぬ

男
性
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
の
も
神

話
で
、
実
際
に
は
加
害
者
の
75
％
は
被
害
者

 

　       「

　

次
回
は
酒
井
義
一
さ
ん
の
「
私
を
照
ら

す
ひ
か
り
の
言
葉
⑳
」
で
す
。

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（
月
）…
伊
達
俊
幸
氏［
稱
讚
寺
］　

○
8
月
２7
日（
日
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
8
月
２8
日（
月
）…
細
川
宗
徳
氏［
蓮
乗
寺
］　

○
9
月
１
日（
金
）…
三
枝
正
尚
氏［
隨
縁
寺
］　

○
9
月
１１
日（
月
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
9
月
１３
日（
水
）…
竹
田
雅
文
氏［
東
等
寺
］ 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 hidagobo.jp

　
【
８
月
】

22
日
（
火
）
敬
勝
寺
［
白
川
村
］

24
日
（
木
）
誓
願
寺
［
片
野
町
］

25
日
（
金
）
福
成
寺
［
山
田
町
］

　
　
　
　
　

明
善
寺
［
白
川
村
］

26
日
（
土
）
蓮
德
寺
［
山
田
町
］

　
　
　
　
　

弘
誓
寺
［
清
見
町
］

　
　
　
　
　

了
德
寺
［
清
見
町
］

　
　
　
　
　

長
圓
寺
［
朝
日
町
］

27
日
（
日
）
寳
林
寺
［
宮
川
町
］

　
　
　
　
　

楢
谷
寺
［
清
見
町
］

　
　
　
　
　

滿
成
寺
［
清
見
町
］

　
　
　
　
　

圓
城
寺
［
朝
日
町
］

28
日
（
月
）
專
念
寺
［
鉄
砲
町
］

30
日
（
水
）
寳
藏
寺
［
荘
川
町
］

【
９
月
】

２
日
（
土
）
聖
圓
寺
［
宮
川
町
］

３
日
（
日
）
南
春
寺
［
国
府
町
］

　
　
　
　
　

浄
慶
寺
［
古
川
町
］

　
　
　
　
　

憶
念
寺
［
古
川
町
］

４
日
（
月
）
淨
永
寺
［
古
川
町
］

　
　
　
　
　

願
德
寺
［
河
合
町
］

５
日
（
火
）
了
心
寺
［
山
口
町
］

　
　
　
　
　

西
正
寺
［
清
見
町
］

６
日
（
水
）
蓮
勝
寺
［
荘
川
町
］

７
日
（
木
）
誓
願
寺
［
古
川
町
］

８
日
（
金
）
長
林
寺
［
清
見
町
］

10
日
（
日
）
遊
浄
寺
［
荘
川
町
］

11
日
（
月
）
不
遠
寺
［
総
和
町
］

17
日
（
日
）
西
念
寺
［
国
府
町
］

20
日
（
水
）
本
教
寺
［
西　

町
］

日
時　
8
月
24
日
（
木
）

　
　
　

午
後
1
時
半
か
ら

講
師　
末す

え

永な
が　

賢け
ん

治じ

氏

　
　
　
（
す
え
ひ
ろ

−

あ
り
が
と
う

　
　
　

の
広
場
運
営
）

講
題　
「
い
の
ち
を
守
る
た
め
の
備
え

−

あ
た
り
前
の
大
切
さ

−」

会
場　
高
山
別
院
庫
裡
ホ
ー
ル

会
費　
６
０
０
円

日
時　
9
月
20
日（
水
）

　
　
　
　
　

～
26
日（
火
）

　
　
　

午
後
1
時
か
ら

会
場　
高
山
別
院
本
堂

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

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
）

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

児童夏のつどいin長圓寺 7月25日～26日
ちょうえん じ

自然がいっぱい！朝日の夏！自然がいっぱい！朝日の夏！

★子どもたちの感想★
・初めは知らない人ばかりであまり話をしなかったけど、いっしょにゲームをしたり
　カレーを作ったりしているうちに友だちになれてうれしかったです。
・よるの時間にみんなで今日きいたおはなしのことをかんがえてはな
しました。
・「石ころのまま金になれる」というはなしがふしきだと思った。みん
なが金だったら気持ちわるいと思うし、石が金になるというのはそれ
ぞれの個性ということがわかり大切だと思いました。

・お話をきいて自分のなまえ、友達のなまえは大切だと思いました。
・ねる時間になってもお寺でねるのでこうふんしてねむれません
でした。

・ハイキングのクイズはむずかしかったけど、最後はとけてたの
しかったです。
・動物にエサをやるのがこわかったけど、いっしょうけんめいた
べていてかわいかったです。

・去年やおととしよりもずっとずーっと最高の夏のつどいでした。

　毎年たくさんの応募をいただいている「児童夏のつどい」。今
年は朝日町小谷の長圓寺で開催されました。今年のテーマは「あ
そぶ・つくる・であう―本当に大切なこと―」。蓮乗寺（高山市
若達町）のご住職・細川宗徳さんに将棋の駒の役割を題材に、金になるということや、本当に
輝くってなんだろう？ということをお話をしていただき、みんなで考えました。一日目は雨が降り、みん
な楽しみにしていた川遊びができず残念がっていましたが、小学校の体育館でおにごっこなどのゲー
ムをしたり、自分たちで火を起こしてカレー作りをしたり…初めて会う友達とみんなで楽しく過ごしま
した。二日目はウォークラリーをして、ゴール地点の牧場でお馬さんやうさぎさんたちにご飯をあげま
した。最初はみんなこわがっていたけれど、かわいい動物たちと仲良く遊びました。

れんじょう

きん

かがや

しょう ぎ こまほそ かわ むね のり

ハイキングでおおはしゃぎ


