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待
ち
に
待
っ
た
岐
阜
教
区
・
別
院
の
大
遠
忌
の
期
日
が
決

定
し
ま
し
た
。
明
年
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
八・二
十
九

日
の
二
日
間
、
専
如
門
主
さ
ま
ご
親
修
で
お
勤
ま
り
に
な
り

ま
す
。山
門
の
前
に
法
要
修
行
を
告
げ
る
高
札
が
掲
げ
ら
れ
、

い
よ
い
よ
大
遠
忌
円
成
に
向
け
皆
さ
ま
と
と
も
に
全
力
を

傾
注
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
本
山
に
お
き
ま
す
伝
灯
奉
告
法
要
の
期
日
が
治

定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
要
は
、
親
鸞
聖
人
が
あ
き
ら
か

に
さ
れ
た「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」が
専
如
上
人
に
伝
え
ら
れ

た
こ
と
を
仏
祖
の
御
前
に
告
げ
る
と
も
に
み
教
え
が
広
く

伝
わ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
す
。
明
年
十
月
一
日
か
ら
十
一

月
に
か
け
三
十
二
日
間
、
翌
二
十
九
年
三
月
か
ら
五
月
か
け

四
十
八
日
の
八
十
日
間
で
す
。

　
そ
れ
に
と
も
な
い
策
定
さ
れ
ま
し
た
宗
門
総
合
振
興
計

画
の
趣
旨
説
明
の
た
め
に
総
局
巡
回
が
六
月
二
十
九
日
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
計
画
は
、
昨
年
六
月
六
日
法
統
継

承
式
に
発
布
さ
れ
た
ご
消
息
に
お
け
る「『
自
信
教
人
信
』の

お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
現
代
の
苦
悩
を
と
も
に
背
負
い
、
御

同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て
皆
様
と
歩
ん
で
ま
い
り
た
い
と

思
い
ま
す｣

と
の
お
心
を
体
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
阿
弥
陀

如
来
の
智
慧
と
慈
悲
を
伝
え
、
も
っ
て
自
他
共
に
心
豊
か
に

生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
貢
献
す
る
使
命
の

も
と
、
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て
三
つ
の
基
本
方
針
が
掲
げ
ら

れ
ま
し
た
。
基
本
方
針
１
は「
仏
教
の
精
神
に
基
づ
く
社
会

へ
の
貢
献｣

で
あ
り
、
基
本
方
針
２
は「
自
他
共
に
心
豊
か
に

生
き
る
生
活
の
実
践｣

と
さ
れ
、
基
本
方
針
３
は「
宗
門
の
基

盤
づ
く
り
」と
３
つ
の
柱
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
ご
開
山
聖
人
の
お
流
れ
を
い
た
だ
く
も
の
と
し
て
、
仏
教

そ
し
て
浄
土
真
宗
が｢

よ
り
よ
い
精
神
文
化
の
創
造
の
た
め

に
ど
う
貢
献
で
き
る
か｣

と
い
う
視
点
に
立
ち
、
現
代
社
会

に
新
し
い
価
値
観
を
示
す
た
め
に
は
、
お
念
仏
を
よ
ろ
こ
ぶ

も
の
が
、
念
仏
が
聞
こ
え
る
日
常
と
す
る
生
活
が
必
要
で
あ

り
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
念
仏
申
す
生
活
を
実
践
し
、
そ
の

輪
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
今

大
遠
忌
を
修
行
さ
せ
て
い
た
だ
く
岐
阜
教
区
・
別
院
に
と
り

ま
し
て
も
大
切
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。

岐
阜
教
区
教
務
所
長

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

　
　
　
　
岐
阜
教
区
委
員
会
委
員
長

河　
村　
信　
昭
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平
成
二
十
四
年
か
ら
始
動
い
た
し
ま
し
た｢
岐
阜
教
区
・
岐
阜
別
院　

親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要
記
念
事
業
長
期
計
画｣

は
、
皆
様
の
ご

協
力
に
よ
り
、
香
光
殿
の
竣
工
、
本
堂
修
復
工
事
な
ど
滞
り
な
く
遂
行

さ
れ
、
別
院
境
内
も
来
る
べ
き
大
法
要
を
お
迎
え
す
る
準
備
が
い
よ
い

よ
高
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
こ
の
度
、
ご
門
主
様
御
親
修
の
も
と
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
八

日（
土
）、
二
十
九
日（
日
）の
両
日
、｢

岐
阜
教
区
・
本
願
寺
岐
阜
別
院　

親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要　
並
び
に
岐
阜
別
院
本
堂
修
復
・
香

光
殿
新
築
落
成
慶
讃
法
要｣

が
修
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
五
月
二
十
六
日（
火
）「
大
遠
忌
法
要
」
高
札
の
立
札
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

岐
阜
教
区
・
本
願
寺
岐
阜
別
院

親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要

並
び
に
岐
阜
別
院
本
堂
修
復
・

香
光
殿
新
築
落
成
慶
讃
法
要
　
修
行
日
決
定

修復中の本堂

京都・小堀仏具店にて修復中の本堂
阿弥陀様宮殿（くうでん）

輪番役宅起工式

岐阜教区・岐阜別院　親鸞聖人750回大遠忌法要のコーナー

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
八
日（
土
）・

　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
九
日（
日
）

高こ
う

札さ
つ

立
札
式
行
わ
れ
る
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岐
阜
別
院
に
永
代
経（
院
号
）懇
志
を
納
め
て
い
た
だ
い
た
か
た
の
永

代
経
法
要
が
、
四
月
二
十
一
日（
火
）午
前
十
時
よ
り
新
た
に
完
成
し
た

香
光
殿
本
堂
に
お
い
て
お
勤
め
さ
れ
ま
し
た
。
本
堂
正
面
に
は
法
名
軸

を
掲
げ
、河
村
輪
番
の
導
師
の
も
と
賑
々
し
く
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

　
お
勤
め
後
は
、
花
月　
真
氏

（
滋
賀
教
区
山
東
組
西
来
寺
住

職
・
オ
ペ
ラ
歌
手
）よ
り
記
念

講
演
を
い
た
だ
き
、
昼
に
は
岐

阜
別
院
門
徒
会
に
よ
る
お
斎
が

振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
永
代
経
法
要
は
毎
年
進

納
者
に
ご
案
内
し
お
勤
め
い
た

し
ま
す
。

　

今
後
も
永
代
経（
院
号
）懇
志
を

ご
進
納
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

永
代
経
法
要
を
勤
め
る

永
代
経（
院
号
）懇
志
進
納
者

　
高
札
は
高
さ
約
四
メ
ー
ト
ル
で
本
門
前
に
設
置
。
修
行
日
と
と
も
に

｢

第
二
十
五
代
専
如
門
主
御
親
修　
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要｣

と
大
書
さ
れ
て
い
ま
す
。【
揖
斐
組 

長
寶
寺 

筑
間
宗
融
氏
書
】

　
立
札
式
で
は
関
係
者
ら
が
高
札
を
除
幕
。
横
山
善
道
法
要
委
員
長
が

「
法
要
ま
で
一
年
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
ご
協
力
を
賜
り
決
意
新
た

に
精
進
し
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
」と
挨
拶
し
ま
し
た
。

　
法
要
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
の

法
要
を
機
縁
と
し
て
、
お
念
仏
の
輪
が
大
き

く
広
が
る
よ
う
、『
さ
あ  

行
こ
う  

お
寺
』を

テ
ー
マ
に
、
法
要
の
詳
細
や
、
参
拝
者
の
受
け

入
れ
態
勢
、
記
念
行
事
の
開
催
等
、
具
体
的

な
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ご
寺
院
、
ご
門
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
本
堂
修
復
、
境
内
地
整
備
が
進
み
ま
す

よ
う
に
、
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
来
年
の
大
法
要
に
は
そ
ろ
っ
て
ご
参

拝
く
だ
さ
い
。

本門前に建てられた高札

岐阜教区・本願寺岐阜別院
親鸞聖人750回大遠忌法要
並びに岐阜別院本堂修復・
香光殿新築落成慶讃法要

第二十五代専如門主御親修
  

平成28年

  5月28日(土)
　　～29日(日)

法要・庭儀・帰敬式

瓦懇志についての御礼
1,180件7,904,220円の

御進納をいただいております。
皆様のご協力有難う

ございました。
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キッズ

事例報告

　
開
校
式
で
は
自
己
紹
介
ゲ
ー
ム
を

し
ま
す
。
で
も
ち
ょ
っ
ぴ
り
緊
張
気

味
…
。
そ
の
後
す

ぐ
に
お
念
珠
の
持
ち

方
、
お
経
本
の
扱
い

方
な
ど
の
作
法
と

『
お
正
信
偈
』の
お
勤

め
を
練
習
し
ま
す
。

お
勤
め
の
時
間
は
お 西光寺・光照寺サマースクール日程

 15時　 　 集合　開校式　お勤め練習会
 16時　 　 お風呂　かき氷
 19時　 　 夕食
 20時　 　 演劇
 21時　 　 就寝準備

 6時　 　 起床　ラジオ体操　お勤め
 7時　 　 朝食
 7時30分 工作　缶バッチづくり
 9時30分 大シャボン玉づくり
 10時30分 閉校式　解散

　
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
事
例
報
告
と
し
て
揖
斐
組
の
西
光
寺
・

光
照
寺
合
同
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
を
取
材
し
ま
し
た
。
両
寺

は
同
じ
小
学
校
の
校
区
内
に
あ
り
、
年
毎
に
交
代
で
会
所

を
担
当
し
な
が
ら
開
催
し
て
い
ま
す
。
参
加
し
て
く
れ
る

子
ど
も
は
60
名
以
上
。
総
代
さ
ん
や
婦
人
会
の
皆
さ
ん
、

親
御
さ
ん
の
力
を
借
り
な
が
ら
、
一
泊
二
日
の
サ
マ
ー
ス

ク
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

よ
そ
20
分
間
。
正
座
は
大
変
そ
う
で

す
が
、
練
習
が
終
わ
っ
た
後
の
達
成

感
か
ら
か
、
と
て
も
安
心
し
た
表
情

を
み
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
夕
食
は
婦
人
会
の
皆
さ
ん
お
手
間

入
り
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
。
食
前
食
後

の
言
葉
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
い
た

だ
き
ま
す
。
食
べ
物
が
口
に
入
る
ま

で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
と
ご
苦
労

が
あ
る
と
い
う
お
話
を
聴
い
て
、

一
日
目
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普
段
は
苦
手
な
食
べ
物
も
残
さ
ず
食
べ

よ
う
と
努
力
し
て
く
れ
ま
す
。
も
っ

と
も
、
大
勢
で
食
べ
れ
ば
味
も
格
別
。

　
門
徒
推
進
員
で
も
あ
る
現
役
の
保

育
士
さ
ん
が
、
仲
間
の
保
育
士
さ
ん

と
劇
団
を
結
成
し
、
仏
教
童
話
を
織

り
交
ぜ
た
寸
劇
を
披
露
し
て
く
れ
ま

す
。
手
遊
び
や
リ
ズ
ム
体
操
を
取
り

入
れ
、
子
ど
も
た
ち
の
心
を
が
っ
ち

り
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、
大
い
に
盛
り
上

が
る
恒
例
の
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

本
堂
に
蚊
帳
を

吊
っ
て
の
就
寝
準

備
。
学
年
性
別
ご
と

に
分
か
れ
た
蚊
帳
の

グ
ル
ー
プ
で
は
、
よ

う
や
く
他
校
の
お
友

達
と
も
距
離
が
縮
ま

り
、
今
夜
ば
か
り
は

み
ん
な
夜
更
か
し
で

す
。
１
人
２
人
と
寝
て
い
き
ま
す
が
、

中
に
は
明
け
方
ま
で
ゴ
ソ
ゴ
ソ
し
て

い
る
子
も
い
ま
す
。

　
起
床
後
は
ラ
ジ
オ
体
操
と
朝
の
お

勤
め
。
昨
日
の
練
習
の
通
り
に『
お

正
信
偈
』
を
お
勤
め
し
ま
す
が
、
昨

夜
の
夜
更
か
し
の
た
め
か
、
ラ
ジ
オ

体
操
と
お
勤
め
は
み
ん
な
半
分
夢
の

中
で
す
…
。
お
勤
め
が
終
わ
っ
た
頃

に
よ
う
や
く
目
が
さ
め
て
く
る
よ
う

で
す（
笑
）。

　
ク
ラ
フ
ト
工
作
で
は
、
自
分
で
書

い
た
絵
を
缶
バ
ッ
チ
に
し
ま
し
た
。

バ
ッ
チ
ば
か
り
で
な
く
マ
グ
ネ
ッ
ト

に
も
変
更
で
き
ま
す
。
い
い
お
土
産

に
な
っ
た
か
な
？
工
作
の
後
は
、
自

由
研
究
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
り
そ
う

な
、
特
大
シ
ャ
ボ
ン
玉
を
み
ん
な
で

飛
ば
し
ま
し
た
。
閉
会
式
・
解
散
時

間
を
過
ぎ
て
も
特
大
シ
ャ
ボ
ン
玉
に

未
練
が
あ
り
そ
う
な
子
ど
も
た
ち
。

ま
た
い
つ
で
も
本
堂
の
仏
様
の
も
と

に
帰
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
ね
。

　
西
光
寺
・
光
照
寺
合
同
サ
マ
ー
ス

ク
ー
ル
は
、
ご
縁
の
あ
る
方
々
が
特

技
を
い
か
し
て
子
ど
も
と
交
流
す
る

こ
と
で
、
親
睦
を
は
か
り
な
が
ら
、

思
い
出
深
い
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。

二
日
目



法　話

　
こ
の
ご
和
讃
は
親
鸞
聖
人
が
お
示
し
に
な
ら
れ
た
高
僧
和

讃
の
一
首
で
、
龍
樹
菩
薩
さ
ま
を
讃
え
ら
れ
た
和
讃
で
す
。

　
本
日
は
私
の
体
験
か
ら「
弥
陀
弘
誓
の
ふ
ね
の
み
ぞ　
の

せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し
け
る
」と
い
う
と
こ
ろ
を
中
心
に
お

味
わ
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
だ
住
職
に
な
り
間
も
な
い
と
き
、
あ
る
ご
門
徒
さ
ん
が

五
三
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
は
、
ご
長
男
で
し

た
が
独
り
身
で
し
た
の
で
、
故
人
の
お
姉
さ
ん
が
喪
主
を
務

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
お
通
夜
、
お
葬
式
と
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
中
陰
の

お
参
り
を
し
に
ご
当
家
に
お
伺
い
し
た
時
の
こ
と
で
す
。

　
ご
当
家
は
、
お
姉
さ
ん
ご
夫
婦
と
そ
の
息
子
さ
ん
ご
家
族

も
一
緒
に
住
ん
で
み
え
て
、
も
う
す
ぐ
三
歳
に
な
る
女
の
子

の
お
孫
さ
ん
が
み
え
ま
し
た
。
二
七
日
、
三
七
日
と
も
ご
家

族
揃
っ
て
お
参
り
し
て
く
だ
さ
り
、
こ
の
お
孫
さ
ん
も
一
緒

に
お
参
り
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
お
勤
め
が
始
ま
る
と

お
仏
間
の
後
ろ
の
方
で
、
お
も
ち
ゃ
で
遊
ん
だ
り
、
お
昼
寝

を
し
た
り
し
て
い
る
だ
け
で
し
た
。

　
私
は「
ま
だ
小
さ
い
し
、
こ
の
場
に
一
緒
に
い
て
く
れ
る

だ
け
で
有
難
い
こ
と
」と
思
い
、
何
も
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
、
四
七
日
の
お
参
り
に
伺
い
、
正
信
偈
の
お
勤
め

が
終
わ
る
と
、
聞
き
慣
れ
な
い
声
で
私
の
お
念
仏
に
合
わ
せ

て「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
、
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
」と
お
念
仏
が
聞
こ
え

て
き
ま
し
た
。
驚
き
、
後
ろ
を
振
り
返
る
と
、
お
孫
さ
ん
が

合
掌
を
し
、
お
念
仏
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
私
は
嬉
し
い
気
持
ち
と
、
有
難
い
気
持
ち
に
な
り
、
よ
り

大
き
な
声
で
お
念
仏
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、
今
で
も

は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
ま
す
。

　
あ
と
で
、
ご
家
族
に
聞
く
と
誰
か
が
教
え
ら
れ
た
わ
け
で

も
な
く
、
も
ち
ろ
ん
私
も
教
え
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
お

孫
さ
ん
は
、
ま
だ
片
言
で
し
た
が
お
念
仏
を
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

ご
和
讃
の
後
半
部
分
は

　
「
弥
陀
弘
誓
の
ふ
ね
の
み
ぞ
、
の
せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し

け
る
」と
あ
り
ま
す
。

　
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
生
死
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
私

の
た
め
に
、
ご
本
願
を
立
て
て
く
だ
さ
り『
我
に
ま
か
せ
よ
、

我
が
名
を
称
え
よ
。
必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
、
仏
に
な
ら

し
め
ん
』と
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
い
う
声
の
仏
さ
ま
と
な

り
私
に
お
は
た
ら
き
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
船
に
譬
え
る
な
ら
、

遠
く
ま
で
泳
げ
る
人
も
、
全
く
泳
げ
な
い
人
も
関
係
な
く

「
海
の
対
岸
」つ
ま
り
お
浄
土
ま
で
た
ど
り
着
け
な
い
私
た
ち
を

一
手
に
引
き
受
け
て
乗
せ
て
く
だ
さ
る
。そ
の
船
に
乗
れ
ば
、

自
ら
漕
ぐ
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
お
念
仏
申
し

つ
つ
、
た
だ
生
死
の
苦
の
解
決
方
法
を
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
ま
か

せ
す
る
の
で
す
と
、親
鸞
聖
人
は
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
の
詰
ま
っ
た
お
念
仏
の
は
た
ら
き

は
、
こ
の
お
孫
さ
ん
に
も
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
、
お
孫
さ
ん

を
お
念
仏
す
る
身
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
私
は
お
念
仏
と
は「
私
が
し
て
い
る
」の
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
間
違
い
で
し
た
。
す
べ
て
阿
弥
陀
さ
ま
が
用

意
し
て
く
だ
さ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い（
こ
こ
ろ
）が
私
に

は
た
ら
き
と
し
て
届
き
入
り
満
ち
て
、
私
の
口
か
ら
こ
ぼ
れ

落
ち
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
が「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
お
念
仏

で
し
た
。

　
私
は
ど
う
頑
張
っ
て
も
生
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も
解
決
す

る
こ
と
も
で
き
ず
、
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
私
は
孤
独
の
中
に
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
そ
の
苦
し
ん
で
い
る
私
の
た
め

に
ご
苦
労
く
だ
さ
り
、
ご
本
願
を
成
就
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　
そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
は「
あ
な
た
を
決
し
て
一

人
に
は
し
な
い
、
ど
う
あ
っ
て
も
救
う
」と
、
私
に
何
度
も

何
度
も
喚
び
か
け
、
そ
の
は
た
ら
き
が
届
き「
南
無
阿
弥
陀

仏
」の
お
念
仏
と
な
っ
て
私
の
口
か
ら
出
て
き
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
私
を
す
で
に
本
願
の
船
に
乗
せ

て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
私
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
お
救
い
は
、
ま

る
で
病
の
子
ど
も
を
抱
え
た
親
が
、
気
を
緩
め
る
こ
と
な
く

夜
通
し
看
病
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
私
の
い
の
ち
に
は
た

ら
き
、
寄
り
添
い
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
今
の
こ
の

一
瞬
を
阿
弥
陀
さ
ま
と
共
に
歩
ま
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
の
身

を
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
と
、
我
が
い
の
ち
で
あ
り
な
が
ら

も
尊
い
こ
と
、
頼
も
し
い
こ
と
で
あ
る
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
お

は
た
ら
き
を
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
岐
阜
教
区　
黒
野
組

専
宗
寺　
　

大
熊　

秀
基

｢

生
死
の
苦
海
ほ
と
り
な
し

　
　

ひ
さ
し
く
し
づ
め
る
わ
れ
ら
を
ば

　
　
　
　

弥
陀
弘
誓
の
ふ
ね
の
み
ぞ

の
せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し
け
る
」

『
教
行
信
証
』（
註
釈
版
聖
典
五
七
八
項
　
高
僧
和
讃
　
龍
樹
菩
薩
七
句
）
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実践運動

　
昨
年
六
月
、
第
二
十
四
代
即
如
ご
門
主
が
ご
退
任
さ

れ
、
第
二
十
五
代
専
如
ご
門
主（
昭
和
五
十
二
年
生
）が

法
義
の
伝
統
を
継
承
し
た
こ
と
を
表
明
す
る「
法
統
継

承
式
」が
ご
本
山
本
願
寺
で
営
ま
れ
た
。
今
回
は
そ
の

法
統
継
承
に
お
け
る
一
連
の
儀
礼
に
つ
い
て
振
り
返
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

　
昨
年
六
月
五
日
午
後
三
時
半
か
ら
、
ご
本
山
御
影
堂

で「
第
二
十
四
代
即
如
門
主
御
消
息
発
布
式
」が
行
わ
れ

た
。
即
如
ご
門
主
三
十
七
年
の
ご
教
導
に
感
謝
し
よ
う

と
、
全
国
か
ら
僧
侶
、
門
信
徒
な
ど
約
六
千
人
の
参
拝
者

が
集
っ
た
、
御
影
堂
は
満
堂
、
阿
弥
陀
堂
や
境
内
に
設

け
ら
れ
た
テ
ン
ト
席
で
は
モ
ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら
の
参
拝

と
な
っ
た
。
お
裏
方
さ
ま
、
新
門
さ
ま
、
新
裏
方
さ
ま

ご
着
席
の
後
、
即
如
ご
門
主
が
ご
入
堂
。
お
念
仏
さ
れ

た
後
、
外
陣
正
面
に
進
ま
れ「
退
任
に
際
し
て
の
消
息
」

を
発
布
さ
れ
た
。
引
続
き
、
ご
消
息
を
拝
受
し
た
園
城

義
孝
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
長（
当
時
）が
ご
消
息
を
拝

し
て
の
挨
拶
を
述
べ
た
。
発
布
式
に
続
い
て
御
影
堂
に

お
い
て
即
如
ご
門
主
の
調
声
で
日に

ち

没も
つ

勤ご
ん

行ぎ
ょ
う（
正
信
偈
）

が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
即
如
ご
門
主
と
し
て
最
後
の

御ご

真し
ん
影ね

い（
親
鸞
聖
人
像
）の
お
厨ず

子し

の
扉
を
閉
め
ら
れ
る

「
御ご

親し
ん
閉へ

い
扉ひ

」が
行
わ
れ
た
。

　

そ
し
て
両
堂
閉
門
後
の
午
後
六
時
十
五
分
頃
か
ら

は
、
御
影
堂
で「
御
譲
渡
式
」（
非
公
開
）が
厳
粛
に
行

わ
れ
、
即
如
ご
門
主
か
ら
第
二
十
五
代
門
主
に
就
任
さ

れ
る
専
如
新
門
さ
ま
に「
御お

鍵か
ぎ

」、「
御ご

印い
ん

」、「
御ご

衣え

体た
い

」

が
ご
譲
渡
さ
れ
た
。
お
裏
方
、
新
裏
方
さ
ま
が
ご
着
座

の
後
、
ご
門
主
と
新
門
さ
ま
が
入
堂
さ
れ
御
真
影
の
前

で
向
か
い
合
う
形
で
御
譲
渡
席
に
着
座
さ
れ
た
後
、「
御

鍵
」「
御
印
」「
御
衣
体
」が
新
門
さ
ま
に
手
渡
さ
れ
た
。

「
御
鍵
」は
御
真
影
が
安
置
さ
れ
る
御
影
堂
の
お
厨
子
の

鍵
。「
御
印
」は
宗
務
を
治
め
ら
れ
る
の
に
必
要
な
ご
門

主
の
公
的
な
印
鑑
。「
御
衣
体
」は
ご
門
主
が
着
用
さ
れ

る
紫
色
の
法ほ

う
衣え

。

　
御
譲
渡
式
か
ら
一
夜
明
け
た
六
日
。
六
時
か
ら
専
如

ご
門
主
の
調
声
で
晨じ

ん
朝じ

ょ
うが

勤
め
ら
れ
た
。
ご
門
主
と
し

て
初
め
て
の
ご
出
座
に
参
拝
し
よ
う
と
、
御
影
堂
に
入

り
き
ら
な
い
ほ
ど
の
参
拝
者（
約
三
千
人
）が
訪
れ
た
。

阿
弥
陀
堂
で
は
、
ご
門
主
、
前
門
さ
ま
が
尊
前
で
ご
焼

香
さ
れ
、讃
仏
偈
の
お
勤
め
が
堂
内
に
響
き
わ
た
っ
た
。

御
影
堂
で
は
、
ご
門
主
が
御
真
影
の
お
厨
子
の
扉
を
お

開
け
に
な
る「
御ご

親し
ん
開か

い
扉ひ

」が
行
わ
れ
、
両
門
さ
ま
が
ご

焼
香
、
正
信
念
仏
偈
が
勤
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
引
き

続
き
ご
門
主
と
し
て
初
の
帰き

敬き
ょ
う

式し
き
が
行
わ
れ
六
十
人

が
受
式
し
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
の「
法
統
継
承
式
」の
一
時
間
半
以
上

前
か
ら
境
内
は
多
く
の
参
拝
者
で
あ
ふ
れ
、
堂
内
へ
の

案
内
開
始
と
と
も
に
御
影
堂
、
阿
弥
陀
堂
は
満
堂
。
白

州
に
設
け
ら
れ
た
参
拝
席
も
瞬
く
間
に
い
っ
ぱ
い
と

な
っ
た
。
法
要
直
前
に
は
中
継
モ
ニ
タ
ー
が
設
置
さ
れ

た
安
穏
殿
二
階
や
聞
法
会
館
一
階
も
参
拝
者
で
い
っ
ぱ

い
と
な
り
、
約
八
千
人
が
式
に
臨
ん
だ
。
私
も
安
穏
殿

二
階
の
入
口
付
近
で
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
は
第
一
部
の「
法
要
」。
御
譲
渡
式
で

継
承
さ
れ
た
紫
の
色し

き
衣え

に
身
を
包
ま
れ
た
ご
門
主
、
紫

紺
色
の
前
門
衣
体
を
着
け
ら
れ
た
前
門
さ
ま
が
入
堂
さ

れ
、阿
弥
陀
堂
で「
無む

量
り
ょ
う

寿じ
ゅ

経
き
ょ
う

作さ

法ほ
う

第
二
種
」（「
大
無
量

寿
経
」の
四
十
八
願
を
中
心
と
し
た
も
の
で
法
灯
継
承

に
当
た
り
新
た
に
制
定
）、
御
影
堂
で「
廣こ

う
文も

ん
類る

い
作さ

法ほ
う

第

二
種
」（『
教
行
信
証
』の「
総
序
」と
正
信
念
仏
偈
な
ど

で
構
成
さ
れ
た
も
の
で
同
じ
く
新
た
に
制
定
）が
勤
め

ら
れ
た
。
引
き
続
き
行
わ
れ
た
第
二
部「
式
典
」。
ご
門

主
が
初
の
ご
消
息
を
発
布
さ
れ
た
。
続
い
て
、
ご
門
主

と
、前
門
さ
ま
が「
お
言
葉
」を
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、

ご
消
息
を
拝
受
し
、
園
城
総
長（
当
時
）が
挨
拶
し
た
。

　

昨
年
の
御ご

正
し
ょ
う

忌き

報
恩
講
法
要
で
ご
門
主
が「
伝で

ん

灯と
う

奉ほ
う

告こ
く

法
要
に
つ
い
て
の
消
息
」
を
発
布
さ
れ
、
平
成

二
十
八
年
お
よ
び
二
十
九
年
に
、
ご
本
山
に
お
い
て
、

法
義
継
承
を
仏
祖
の
御
前
に
奉
告
し
、
浄
土
真
宗
の
み

教
え
の
隆
盛
と
宗
門
の
充
実
発
展
と
を
期
し
て
、「
伝

灯
奉
告
法
要
」が
お
つ
と
ま
り
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ

た
。
ぜ
ひ
と
も
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

※
ご
消
息
や
お
言
葉
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
本
願
寺
新

報
や
宗
報
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
　
岐
阜
教
区
勤
式
練
習
会
副
理
事
長

東
陽
組
善
教
寺　
　

所　

浄
伸

法
統
継
承
に
つ
い
て
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●
構
成
／
広
報
部　
　
●
印
刷
／
ヨ
ツ
ハ
シ
株
式
会
社　
岐
阜
市
黒
野
南
一
─
九
〇

「
東
日
本
大
震
災
支
援
金
」

宗
派
受
付
窓
口

郵
便
振
替

〇
一
〇
六
〇
─
八
─
一
〇
〇

加
入
者
名

浄
土
真
宗
本
願
寺
派　
宗
務
所

通
信
欄
に「
東
日
本
大
震
災
支
援
金
」

と
ご
記
入
く
だ
さ
い

｢

ネ
パ
ー
ル
地
震
災
害
義
援
金｣

宗
派
受
付
窓
口

郵
便
振
替

〇
一
〇
〇
〇
─
四
─
六
九
九
五
七

加
入
者
名

た
す
け
あ
い
募
金

通
信
欄
に｢

ネ
パ
ー
ル
地
震｣

と

ご
記
入
く
だ
さ
い

　
四
月
一
日
付
で
臨
時
勤
務
員
が
入
所
い
た
し
ま
し
た
。

　
よ
ろ
し
く
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

吉よ
し
田だ

　
京
き
ょ
う
子こ 

（
中
川
北
組
圓
勝
寺
門
徒
）

　

　
二
月
末
日
付
で
退
職
い
た
し
ま
し
た
。

巖い
わ
后ご

美み

乃の

里り 

（
臨
時
勤
務
員
）

岐
阜
別
院 『
黎
明
講
座
』

・
期　
日　
八
月
一
日（
土
）～
五
日（
水
）

・
時　
間　
午
前
六
時
半
～
八
時
ま
で

・
場　
所　
本
願
寺
岐
阜
別
院　
香
光
殿　
本
堂

・
講　
師

　
一
日　
国
立
民
族
学
博
物
館
助
教　

川
瀬　
　
慈 

氏

　
二
日　
中
央
仏
教
学
院 

講
師　
　
　
桑
原　
昭
信 

氏

　
三
日　
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

髙
橋　
恒
美 

氏

　
四
日　
前
教
学
研
究
所
上
級
研
究
員　
三
栗　
章
夫 

氏

　
五
日　
本
願
寺
派
布
教
使　
　
　
　

鈴
木　
善
隆 

氏

 

岐
阜
教
区『
僧
侶
研
修
会
』

・
期　
日　
八
月
三
日（
月
）～
四
日（
火
）

・
場　
所　
岐
阜
教
区
教
務
所　
香
光
殿　
研
修
室

・
日　
程　
三
日　

 

三
栗　
章
夫 

氏

　
　
　
　
四
日　

 

鈴
木　
善
隆 

氏

・
現
地
研
修　
十
月
七
日（
水
）

　
　
　
　
　
　
研
修
先
に
つ
い
て
は
調
整
中

お
知
ら
せ

新
職
員
紹
介

退
職
者
報
告

　
諸
行
無
常
。
時
代
が
変
わ
る
。
そ
れ
を
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　私たちは、｢本宗門は、その教え
によって、本願名号を聞信し念仏す
る人々の同朋教団であり、あらゆる
人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝
え、もって自他共に心豊かに生きる
ことのできる社会の実現に貢献する
ものである｣（『本願寺派宗制』）を
基本理念に、過去３年間具体的な
課題をかかげ重点プロジェクトとし
て運動を推進してまいりました。
　岐阜教区は当初、《「信心の社会性」
〜社会環境とかけがえのない“いの
ち”のかかわりに生きる〜》を教区
実践目標にかかげ、具体的な課題は
各組･各寺院に委ねる形で運動を
スタートさせました。その結果全体
として、従前の基幹運動の成果と課題
を継承しながら、それぞれが独自性
を持った課題を設定し、それらが実践

され継続されています。
　その内容は、キッズサンガの推進、
連続研修会の実施、ビハーラ活動、
教化団体の拡充･研修、葬儀儀礼へ
の対応等、従来の運動推進に加え、
災害支援、地域社会との連携による
NPO活動、新たな法座･講座活動の
拡充、お寺の情報発信、お寺と門信徒
との関係の見直し等々、多岐にわた
る課題が実践されています。

　今後の運動展開については、巷間
期待されている宗教･宗教団体の
社会貢献や公共性について意識しつ
つ、その貢献する領域については、
数多くの社会問題から目を背けるこ
となく、念仏者としての立場にたっ
て社会実践を推進していきたいと考
えます。

　2015年はアジア太平洋戦争終結
から70年の節目の年です。内閣主導
で安全保障法制が整備される中、
平和を希求する憲法問題にも無関心で
はおれません。また、ヘイトスピーチ
に象徴されるような新たな差別問題
も起き、経済格差の社会で私たちの
生き方が抑圧、分断される状況があ
らわになっています。
　私たちはこのような日常を、より
意味に満ちた人生とすることができ
るよう、教団の歩みと運動を振り
返りながら、み教えに問い聴き続け
ていきたいと思います。共に宗門人
としての共通の課題を担い、各組･
各寺院の独自性を尊重し、継続的な
運動推進に努力していきたいと思い
ます。先ずは気づいたことを、出来
ることから始めましょう。

『御同朋の社会をめざす運動（実践運動）』岐阜教区重点プロジェクト
〜さらなる運動の推進に向けて〜

岐阜教区委員会

実践目標 ｢信心の社会性｣ 〜念仏者として生きる〜


