
〈
略
歴
〉

一
九
七
〇
年
生
ま
れ
。
福
岡
県
光

蓮
寺
住
職
。
本
願
寺
派
布
教
使
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
『
仏
教
こ
ど

も
新
聞
』
編
集
委
員
長
。

非
常
の
言こ

と
ば

は
常
人
の
耳
に
入
ら
ず

北き
た

　
嶋じ

ま

　
文ぶ

ん

　
雄ゆ

う

別院定例法座 午後１時から
９月３日　三日のご坊
講題　「 迷 信 と 安 心 」

講師　小
お

原
はら

  正
まさ

憲
のり

氏（專
せん

念
せん

寺
じ

）

８月２８日　親鸞聖人ご命日法座
講題　「仏弟子の名のりに愧

は

ず
―仮名の菩薩―」

講師　春
はる

國
くに

  文
ふみ

春
はる

氏（玄
げん

興
こう

寺
じ

）
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No.361　（１）　

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

○
8
月
２１
日
～
３１
日
…
畑 

美
貴
氏
［
願
德
寺
］　

○
9
月
１
日
～
１０
日
…
橘 

和
子
氏
［
妙
覺
寺
］　

○
9
月
１１
日
～
２０
日
…
樋
口
博
之
氏
［
常
照
寺
］　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
教
ト
ラ
ブ
ル
ＦＡＸ
相
談
窓
口
〈
０
５
７
７－

３
２－

０
７
６
３
〉

仏暦２５６２（２０１９）年

「
自
分
」
と
「
他
人
」
と
い

う
よ
う
に
自
分
と
他
人
と
を

分
け
て
認
識
し
て
い
る
が
、

本
来
自
分
と
他
人
と
い
う
分

け
隔へ

だ

て
は
な
い
と
い
う
真
理

を
「
一
如
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち

に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
私

た
ち
が
思
い
計は

か

ら
う
こ
と
の

で
き
な
い
領
域
が
あ
る
の
だ
。

そ
の
領
域
を
、
私
た
ち
に
受

け
取
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
お
経
な
の
で
あ
る
。

　

お
経
に
説
か
れ
る
仏
さ
ま

の
言
葉
は
、
も
と
よ
り
常
識

を
超
え
て
い
る
の
だ
。
そ

し
て
そ
の
仏
さ
ま
の
言
葉

が
、
空む

な

し
く
過
ぎ
ゆ
く
人
生

に
尊
い
意
味
を
与
え
て
く
だ

さ
る
の
で
あ
る
。

　

人
は
皆
、
一
人
で
生
ま
れ

て
一
人
で
死
ん
で
い
く
。
自

分
の
人
生
を
代
わ
っ
て
く
れ

る
者
は
い
な
い
。
自
分
の
苦

し
み
や
悲
し
み
を
代
わ
っ
て

く
れ
る
者
も
い
な
い
。
自
分

の
苦
し
み
や
悲
し
み
を
本
当

に
解
っ
て
く
れ
る
者
も
い
な

い
。
人
は
本
来
孤
独
な
の
で

あ
る
。

　

そ
の
孤
独
の
命
に
告
げ
ら

れ
る
の
が
阿
弥
陀
如
来
の
話

で
あ
る
。

　

「
あ
な
た
の
孤
独
の
人
生

に
、
た
っ
た
お
一
方
、
ご
一

緒
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
。
あ
な
た

の
苦
し
み
や
悲
し
み
を
、

た
っ
た
お
一
方
、
解
っ
て

く
だ
さ
る
仏
さ
ま
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
だ
。
そ
の
仏
は
声

の
仏
と
な
っ
て
、
あ
な
た
の

所
に
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

の
だ
。
そ
の
仏
を
南
無
阿
弥

陀
仏
と
い
う
の
で
あ
る
」

　

こ
の
仏
さ
ま
の
話
を
受
け

入
れ
て
念
仏
す
る
人
は
、
も

う
一
人
で
は
な
い
。

　

阿
弥
陀
如
来
の
話
は
、
悟

り
の
領
域
か
ら
出
て
来
た
真

理
の
話
で
あ
る
。
悟
り
の
真

理
が
分
か
ら
な
い
愚お

ろ

か
な
私

の
為
に
、
私
の
能
力
に
合
わ

せ
て
出
て
来
ら
れ
た
仏
さ
ま

な
の
で
あ
る
。
私
の
能
力
に

合
わ
せ
て
説
か
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、「
常
識
は
ず
れ
」
と
賢

さ
か
し

げ
な
こ
と
は
言
わ
ず
に
、
愚ぐ

直ち
ょ
くに
受
け
入
れ
る
だ
け
で
あ

る
。

　

そ
う
し
て
仏
さ
ま
の
言
葉

を
愚
直
に
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
た
人
の
上
に
こ

そ
、
仏
さ
ま
の
言
葉
は
生
き

て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。

　

昔
、
中
国
に
曇ど

ん

鸞ら
ん

大だ
い

師し

と

い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

大
師
の
言
葉
に
「
非
常
の
言

は
常
人
の
耳
に
入
ら
ず
」と
い

う
も
の
が
あ
る
。「
非
常
の

言
」
と
は
、
常
識
を
超
え
た

言
葉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
仏
さ
ま
の
言
葉
の

こ
と
を
指
す
。「
常
人
」
と

は
常
識
的
な
人
間
、
つ
ま
り

常
識
だ
け
で
物
事
を
判
断
す

る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
常
識

だ
け
で
判
断
す
る
人
は
、
常

識
を
超
え
た
仏
さ
ま
の
言
葉

を
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
考
え
て
み
る
と
、

私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
こ
と

し
か
知
ら
な
い
。
知
ら
な
い

こ
と
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
仏
さ
ま
の
言
葉
を

受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
人

は
、自
分
の
知
っ
て
い
る
論

理
が
全
て
で
あ
っ
て
、
知
ら

な
い
論
理
な
ど
な
い
と
考
え

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

仏
さ
ま
の
言
葉
を
聞
く
と

き
に
大
切
な
こ
と
は
、
自
分

の
知
っ
て
い
る
論
理
が
全
て

で
は
な
い
と
気
づ
く
こ
と
で

あ
る
。
自
分
の
知
ら
な
い
論

理
が
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
で

あ
る
。
仏
さ
ま
の
言
葉
は
、

そ
も
そ
も
私
た
ち
の
知
ら
な

い
論
理
な
の
で
あ
る
。

　

以
前
、
あ
る
男
性
に
次
の

よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
。

　

「
浄
土
真
宗
の
話
は
い
つ

も
、
阿
弥
陀
如
来
が
ど
う
だ

と
か
、
浄
土
が
ど
う
だ
と
か

常
識
は
ず
れ
な
話
ば
か
り
で

す
ね
。
あ
ん
な
常
識
は
ず
れ

な
話
は
、
現
代
人
に
は
通
用

し
ま
せ
ん
よ
」

　

こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ

て
い
る
の
は
、
こ
の
男
性
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
き
っ

と
多
く
の
人
が
、
似
た
よ
う

な
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

私
は
、
こ
の
男
性
の
言
い

た
い
こ
と
が
解わ

か

ら
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
自
分
も
若
い
頃
、

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て

い
た
。

　

「
浄
土
真
宗
の
法
話
は
い

つ
聞
い
て
も
、
阿
弥
陀
如
来

が
救
っ
て
く
だ
さ
る
と
か
、

浄
土
に
生
ま
れ
る
と
か
、
と

て
も
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
話
ば
か
り
。
こ
ん

な
話
を
聞
い
て
何
に
な
る
の

だ
ろ
う
」

　

し
か
し
こ
れ
は
、
私
の
考

え
が
間
違
い
で
あ
っ
た
。
と

い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
常
識

を
超
え
た
か
た
ち
で
説
か
れ

て
い
る
の
が
お
経
な
の
だ
。

お
経
は
、
常
識
を
超
え
た
言

葉
に
よ
っ
て
、
常
識
を
超
え

た
領
域
を
知
ら
せ
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
領
域
と
は
、
仏
さ
ま

が
悟
ら
れ
た
「
一い

ち

如に
ょ

」
と
言

わ
れ
る
領
域
で
あ
る
。「
一

如
」
と
は
、「
全
て
の
も
の
は

本
来
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う

真
理
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、

　７月２１日～２２日に清見組・了因寺
（高山市清見町藤瀬）にて児童夏のつ
どいを開催しました。
　お寺では一緒に手を合わせ、大きな
声で正信偈を唱和し、講師の夏野了氏
（清見組・滿成寺住職）から「ともだ
ちってなんだろう？」というテーマの

お話を聞きました。「ひとつの肉まんをともだちと平等に分ける」という状
況をもとに、「普段」、「自分が満たされて、相手が飢えている場合」、「これ
から自分が食べられなくなる場合」など、自分の状況が変われば、私の「平
等」は変わるんだ、自分の思う「平等」がほんとうの「平等」なのか、と問
いかけてくださるのがアミダさま。ともだちとのケンカにおいても、自分の
正義がどれだけ偏っているか、冷静に確かめなおしなさい、と見てくださる
のがアミダさまであると教えていただき、
みんなで一緒に考えました。
　出会う・つくる・あそぶ！あいにくの天
気でしたが、色んな企画を楽しみ、みんな
で元気いっぱいに遊びました。

なつ の さとる

まんじょう じ

かたよ

児童夏のつどい in 了因寺児童夏のつどい in 了因寺
りょう  いん　 じ

おっぱら自然体験センターにて砂金採りと熱気球体験

広告欄
はじめます

毎月一度 、飛騨全域に新聞
折込される 「ひだご坊」に
企業広告を載せませんか？
年間通しで広告枠をご提供
いたします。掲載希望は高
山教務所にお問い合わせく
ださい。

媒体名　　　ひだご坊

発行部数　　50,000部

配布エリア　飛騨一円

発行日　　　毎月20日、新聞折込 

広告回数　　年間10回

期間　　　　2020年 1月～12月

掲載サイズ　① 縦6㎝×横5㎝
　　　　　　② 縦6㎝×横2.5㎝

料金（協賛） ① 100,000円
　　　　　　② 50,000円

枠数　　　　10～20。
　　　　　　　定数次第締切 

デザイン　　要相談。都度変更可



家
族
で
語
ろ
う

秋
の
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要

秋
の
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要

仏
教
×
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
④

ら
想
わ
れ
て
い
る
自
分
た
ち
の
こ
と
を

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
間
の
経
過
が
あ
り
ま
す
。
人

に
よ
っ
て
葬
儀
の
時
に
そ
う
感
じ
ら
れ

る
人
も
い
れ
ば
、
十
年
か
け
て
、
そ
の

気
持
ち
に
な
る
人
も
い
ま
す
。
そ
の
お

寺
に
、
幾
度
と
な
く
足
を
運
ぶ
こ
と

で
、
そ
う
し
た
想
い
が
育は

ぐ
く
ま
れ
て
い
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

必
要
な
こ
と
を
届
け
る

　

ま
た
、
ご
遺
族
に
と
っ
て
は
じ
め
の

段
階
で
必
要
な
「
情
報
提
供
」
も
、

亡
く
し
た
直
後
の
葬
儀
で
行
え
る
と
い

う
の
は
大
事
な
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
ポ
イ

ン
ト
で
す
。
今
で
は
全
国
の
お
寺
さ
ん

が
、
通
夜
や
四
十
九
日
の
場
で
、「
大

切
な
人
の
た
め
の
権
利
条
約
」（
リ
ヴ

オ
ン
）
を
配
っ
て
く
だ
さ
っ
た
り
、

葬
儀
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
式
の
説
明

や
、
法
名
が
書
か
れ
て
い
た
り
、
お
経

の
意
味
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
）
の
中

に
入
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
お
寺
さ
ん

も
あ
り
ま
す
。
自
殺
で
亡
く
さ
れ
た

り
、
お
子
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族

に
は
、
特
に
、
第
二
条
「
自
分
を
許
し

て
も
い
い
」
…
「『
わ
た
し
が
悪
か
っ

た
ん
だ
』
と
自
分
を
責
め
て
ど
う
し
よ

う
も
な
い
時
。『
ど
う
に
も
で
き
な
い

こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
』
と
い
う
こ
と
を

認
め
て
も
よ
い
の
で
す
。
自
分
を
責

め
る
の
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
、
そ

の
人
の
存
在
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
事

だ
っ
た
証
で
す
。」
を
紹
介
し
て
読
ん

で
い
る
と
い
う
僧
侶
の
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
葬
儀
の
場
だ
か
ら
で

き
る
こ
と
、
必
要
な
こ
と
を
届
け
ら
れ

る
と
い
う
の
は
大
切
な
こ
と
で
す
。

葬
儀
の
現
場
に
て

　

前
回
は
、
わ
ざ
わ
ざ
お
坊
さ
ん
が
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
考

え
て
み
ま
し
た
。
先
日
お
会
い
し
た
、

40
年
近
く
葬
儀
関
係
の
お
仕
事
を
さ

れ
て
い
る
方
が
「
葬
儀
の
変
化
の
ス

ピ
ー
ド
は
こ
の
数
年
と
っ
て
も
早
く

な
っ
て
い
る
の
。
平
成
の
は
じ
め
は

お
坊
さ
ん
何
人
も
呼
ん
で
い
た
け
れ

ど
、
今
で
は
僧
侶
一
人
。
家
族
葬
も
当

た
り
前
。
七
日
参
り
も
省
略
…
」
と
言

葉
に
し
て
い
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん
簡

か
ん
り
ゃ
く略

化か

さ
れ
て
い
く
儀
式
、
儀
礼
。
も
と
も

と
あ
っ
た
グ
リ
ー
フ
サ
ポ
ー
ト
の
形
。

寺
院
葬
の
復
活

　

一
方
で
、
葬
儀
が
会
館
メ
イ
ン
に
な

り
、
も
う
消
滅
か
と
思
わ
れ
て
い
た

「
寺
院
葬
」
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い

う
動
き
が
全
国
各
地
で
起
き
て
い
ま

す
。
長
野
県
の
あ
る
お
寺
さ
ん
は
、

寺
院
葬
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
、
３
年

間
で
口
コ
ミ
が
広
ま
り
、
100
件
近
く

檀
家
さ
ん
が
増
え
た
と
い
う
話
も
あ

り
ま
す
。
な
ぜ
、
今
「
寺
院
葬
」
な
の

か
。
ご
遺
族
の
視
点
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

の
観
点
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

寺
院
葬
を
勧
め
て
い
る
お
坊
さ
ん
た

ち
は
、
遺
族
に
と
っ
て
「
経
済
的
負

担
」
を
少
な
く
で
き
る
こ
と
を
ひ
と
つ

の
利
点
と
し
て
あ
げ
て
い
ま
す
。
た
だ

で
さ
え
、
日
本
の
葬
儀
は
世
界
的
に
見

て
も
、
高
額
の
水
準
に
な
っ
て
い
ま

す
。
と
に
か
く
お
金
を
か
け
た
く
な

い
、
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
、
と
い
う

思
い
か
ら
、
家
族
葬
や
、
直
葬
に
さ
れ

る
方
が
増
え
て
い
る
中
で
、
会
館
よ
り

も
寺
院
で
送
る
こ
と
に
よ
り
、
丁
寧
に

心
を
こ
め
て
、
か
つ
経
済
的
な
心
配
を

減
ら
し
て
で
き
る
の
は
大
き
な
支
え
に

な
り
ま
す
。「
時
間
的
な
制
約
に
追
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
お
別
れ

が
で
き
る
の
が
よ
い
」
と
い
っ
た
声
も

聞
こ
え
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
会

館
は
「
お
客
さ
ま
」
で
す
が
、
お
寺
で

は
仏
さ
ま
を
前
に
、
み
ん
な
で
一
緒
の

方
向
を
向
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
言
わ
れ
て
い
た
お
寺
さ
ん
も
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
、
し
つ
ら
え
、
お
荘し

ょ
う
ご
ん厳
そ

の
も
の
が
亡
き
方
の
い
る
極
楽
を
表

し
て
い
る
こ
と
。
お
寺
に
は
多
く
の
人

が
手
を
合
わ
せ
て
、
想
い
を
重
ね
て
き

た
歴
史
も
あ
り
ま
す
。
仏
さ
ま
を
中
心

と
し
て
死
者
と
生
者
を
結
び
続
け
て

き
た
空
間
の
安
心
感
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
寺
院
葬
を
さ
れ
た
ご
遺
族
に

と
っ
て
、
会
館
と
異
な
る
の
は
、
お

寺
が
「
ま
た
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る

場
」
と
い
う
こ
と
も
大
き
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
自
身
も
兄
の
葬
儀
は
お
寺
で
行
い

ま
し
た
。
し
つ
ら
え
が
す
で
に
極
楽
浄

土
を
表
す
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
お

花
な
ど
も
量
は
最
小
限
で
済
み
、
季
節

に
あ
っ
た
も
の
で
、
兄
の
心
や
さ
し
い

人
柄
が
伝
わ
る
よ
う
な
お
花
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
お
寺
の
お
堂
に
響

く
、
お
経
や
お
念
仏
の
声
は
、
こ
れ
ま

で
過
去
に
何
度
と
な
く
同
じ
場
で
、
亡

く
し
た
人
を
想
い
な
が
ら
と
な
え
ら
れ

た
も
の
に
重
な
っ
て
い
く
響
き
の
よ
う

で
し
た
。
亡
き
人
を
想
い
、
亡
き
人
か

尾お

角か
く

光て
る

美み

ひ　　　だ　　　ご　　　坊　

定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
8
月
２8
日（
水
）…
春
國
文
春
氏
［
玄
興
寺
］　

○
9
月
３
日（
火
）…
小
原
正
憲
氏
［
專
念
寺
］　

○
9
月
１１
日（
水
）…
別
院
輪
番
三
島
多
聞　
　
　
　
　
　
　

ど
な
た
さ
ま
で
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。　
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【
８
月
】

22
日（
木
）敬
勝
寺［
白
川
村
］

23
日（
金
）明
善
寺［
白
川
村
］

24
日（
土
）誓
願
寺［
片
野
町
］

　
　
　
　

西
蓮
寺［
下
之
切
町
］

　
　
　
　

了
德
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

長
圓
寺［
朝
日
町
］

　
　
　
　

圓
城
寺［
朝
日
町
］

25
日（
日
）蓮
光
寺［
白
川
村
］

　
　
　
　

常
照
寺［
朝
日
町
］

　
　
　
　

寳
蓮
寺［
朝
日
町
］

　
　
　
　

寳
林
寺［
宮
川
町
］

　
　
　
　
瓜
巣
同
行［
国
府
町
］

　
　
　
　

楢
谷
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　
福
寄
同
行［
清
見
町
］

28
日（
水
）專
念
寺［
鉄
砲
町
］

30
日（
金
）寳
藏
寺［
荘
川
町
］

31
日（
土
）蓮
德
寺［
山
田
町
］

　
　
　
　

聖
圓
寺［
宮
川
町
］

ご
回
壇
は
、「
ご
坊
」
の
法
座
を
地
域
寺
院
に
お
い
て
ひ
ら
く
、

聞
法
の
場
で
す
。

【
９
月
】

１
日（
日
）南
春
寺［
国
府
町
］

　
　
　
　

滿
成
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

浄
慶
寺［
古
川
町
］

３
日（
火
）願
德
寺［
河
合
町
］

４
日（
水
）淨
永
寺［
古
川
町
］

５
日（
木
）西
正
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

了
心
寺［
山
口
町
］

　
　
　
　

長
林
寺［
清
見
町
］

６
日（
金
）蓮
勝
寺［
荘
川
町
］

７
日（
土
）弘
誓
寺［
清
見
町
］

　
　
　
　

遊
浄
寺［
荘
川
町
］

８
日（
日
）憶
念
寺［
古
川
町
］

12
日（
木
）不
遠
寺［
総
和
町
］

14
日（
土
）還
來
寺［
丹
生
川
町
］

15
日（
日
）惠
林
寺［
清
見
町
］

18
日（
水
）誓
願
寺［
古
川
町
］

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

ご
回
壇
案
内

　

次
回
は
佐
賀
枝
夏
文
さ
ん
の
「
人
生
の

「
こ
ん
な
こ
と
」「
あ
ん
な
こ
と
」
⑨
」で
す
。

２０
日
（
金
）
白し

ら

尾お　
公き

み

信の
ぶ 

氏（
了
心
寺
住
職
）

２１
日
（
土
）
三み

つ

本も
と　
昌ま

さ

之ゆ
き 

氏（
蓮
德
寺
住
職
）

２２
日
（
日
）
三み

枝え
だ　
正ま

さ

尚な
お 

氏（
隨
縁
寺
住
職
）

２３
日
（
月
）
三み

島し
ま　
多た

聞も
ん 　

（
高
山
別
院
輪
番
）

２４
日
（
火
）
細ほ

そ

川か
わ　

 

寛ひ
ろ
し 

氏（
淨
慶
寺
住
職
）

２5
日
（
水
）
窪く

ぼ

田た　

 

哲さ
と
し 

氏（
圓
德
寺
前
住
職
）

２6
日
（
木
）
坂さ

か

上う
え　

祥し
ょ
う
司じ 

氏（
靈
雲
寺
住
職
）

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
。

9
月
20
日（
金
）～
26
日（
木
）

　
午
後
一
時
か
ら
勤
行
・
法
話

飛騨学場開催報告
　８月１日から５日までの期間、高山別院にて「飛騨学

がくじょう

場」が
開催されました。飛騨学場とは、ご門徒さんのお支えにより長年
続けられている、飛騨 80 ヶ寺の寺族を中心とした学びの場です。
　本年は、藤

ふじ

場
ば

俊
とし

基
き

先生に「仏教と人間」、安
あん

藤
どう

弥
わたる

先生に「皇
こう

太
たい

子
し

聖
しょうとく

徳奉
ほう

讃
さん

」という講題でご講義いただき、学びを深めるこ
とができました。同期日にて開催された「暁

ぎょうてん

天講座」にもたく
さんの方にお越しいただきました。

【飛騨学場由来】
　1870（明治3）年、霊

れい

寿
じゅ

院
いん

勝
しょう

縁
えん

（21代厳
ごん

如
にょ

上人の弟）が別院に
赴任し、今の別院鐘

しょうろう

楼堂（65年程前、鐘楼堂は反対側にあった）
の所に「真宗学問所」を創設した。以前の真宗学問所は臨時的
で、講習の場も時期も定まっていなかった。新しく学問所を定
めたことで、時の高山県知事宮原大輔は好意を寄せ、広く大衆
にも開放することを建

けん

言
げん

。以来、大衆のために法座が開かれ、
また、課題講座を設けて一般の啓

けい

蒙
もう

に努めた。これが本格的な
「飛騨学場」の始まりで、飛騨における市民文化講座の先駆けで
ある。思想問題、農
村問題、郷土史、
衛生問題、同和問題、
更には英語講座も
開いていた。高山
御坊が「飛騨御坊」
という親しみの名称
になった由来は、学
問と文化活動より生
まれたのである。

藤場氏の講義


