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道

徳

い

く

つ

に

な

る

ぞ 

 
 

道

徳

念

仏

も

う

さ

る

べ

し 

  

こ

れ

は

京

都

の

勧

修

寺

村

の

道

徳

と

い

う

お

弟

子

が

蓮

如

上

人

の

元

へ

正

月

の

挨

拶

に

行

っ

た

と

き

、

上

人

が

言

わ

れ

た

言

葉

で

す

。 

 

道

徳

は

既

に

八

十

を

過

ぎ

て

い

た

と

思

わ

れ

ま

す

が

、

あ

り

き

た

り

な

正

月

の

挨

拶

に

、

聖

人

は

は

が

ゆ

い

思

い

を

さ

れ

た

の

で

す

。 

 

道

徳

は

上

人

の

前

へ

出

て

念

仏

を

称

え

て

い

た

の

で

し

ょ

う

。

し

か

し

そ

の

念

仏

は

い

つ

も

の

よ

う

に

信

の

な

い

口

先

だ

け

の

念

仏

だ

っ

た

の

で

す

。

上

人

は

日

頃

か

ら

そ

の

こ

と

が

気

が

か

り

だ

っ

た

の

で

注

意

を

さ

れ

た

の

で

す

。

八

十

を

過

ぎ

て

信

の

な

い

念

仏

を

称

え

て

い

て

そ

れ

で

よ

い

の

か

、

年

を

重

ね

て

め

で

た

い

意

味

が

な

い

で

は

な

い

か

と

諭

さ

れ

た

の

で

す

。 

 

私

た

ち

は

こ

の

上

人

の

お

諭

し

を

自

分

の

こ

と

と

い

た

だ

い

て

、

弥

陀

を

た

の

む

信

の

上

の

念

仏

が

、

心

新

た

に

申

せ

る

よ

う

仏

法

を

い

た

だ

い

て

い

き

ま 

 

し

ょ

う

。 
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親親親親    

鸞鸞鸞鸞    

聖聖聖聖    

人人人人    

のののの    

ごごごご    

生生生生    

涯涯涯涯    

  

晩

年

晩

年

晩

年

晩

年

のののの

親

鸞

親

鸞

親

鸞

親

鸞    

  
 

異

義

異

義

異

義

異

義    

  

親

鸞

聖

人

の

晩

年

に

お

い

て

、

最

も

心

を

悩

ま

し

め

た

の

は

、

京

都

へ

帰

ら

れ

た

後

、

関

東

に

お

い

て

広

が

っ

た

異

義

で

あ

り

ま

し

た

。

異

義

と

は

親

鸞

聖

人

が

説

か

れ

た

教

え

に

背

い

た

教

え

を

説

く

も

の

が

門

弟

の

中

に

出

て

き

た

の

で

す

。

そ

の

為

に

御

同

行

の

中

に

疑

い

や

惑

い

を

生

じ

、

ま

た

反

社

会

的

な

行

為

を

な

し

、

批

判

を

受

け

る

こ

と

と

も

な

っ

た

の

で

す

。 

 

聖

人

が

亡

く

な

っ

て

三

十

年

程

た

っ

て

後

、

唯

円

坊

と

い

う

お

弟

子

が

、

当

時

関

東

に

広

が

っ

て

い

た

異

義

を

歎

き

悲

し

ん

で

『

歎

異

抄

』

と

い

う

お

聖

教

を

書

き

残

し

て

下

さ

い

ま

し

た

。

そ

れ

に

は

前

半

十

条

は

、

唯

円

が

聖

人

よ

り

聞

き

と

ど

め

た

正

し

い

み

教

え

を

、

そ

し

て

後

半

八

条

は

、

そ

れ

に

背

い

た

異

義

に

つ

い

て

書

い

て

い

ま

す

。

そ

の

前

半

部

分

の

最

後

第

十

条

は 

「

念

仏

に

は

無

義

を

も

っ

て

義

と

す

。

不

可

称

不

可

説

不

可

思

議

の

ゆ

え

に

」

と

お

お

せ

そ

う

ら

い

き 

と

い

う

お

こ

と

ば

で

結

ば

れ

て

い

ま

す

。 

 

こ

こ

で

い

う

「

無

義

」

の

義

と

は

、

私

た

ち

の

知

恵

に

よ

る

分

別

、

計

い

で

す

。

そ

し

て

「

義

と

す

」

の

義

は

如

来

の

お

ぼ

し

め

し

と

い

う

意

味

で

す

。

念

仏

は

如

来

さ

ま

の

お

は

た

ら

き

で

あ

り

、

私

た

ち

は

は

か

ら

い

な

く

「

た

だ

念

仏

」

さ

せ

て

い

た

だ

く

こ

と

が

如

来

の

お

ぼ

し

め

し

で

あ

り

、

ご

本

願

を

い

た

だ

い

て

い

く

姿

な

の

で

す

と

示

し

て

く

だ

さ

っ

て

い

ま

す

。

聖

人

は

「

た

だ

念

仏

し

て

、

弥

陀

に

た

す

け

ま

い

ら

す

べ

し

」

と

は

か

ら

い

無

し

の

深

い

自

覚

の

世

界

を

生

き

て

お

ら

れ

ま

し

た

。

そ

れ

に

反

し

て

私

た

ち

は

お

念

仏

申

し

て

も

「

こ

ん

な

私

で

よ

い

の

だ

ろ

う

か

」

と

か

「

も

う

少

し

立

派

な

人

間

に

な

ら

な

く

て

は

」

と

い

ろ

ん

な

は

か

ら

い

や

思

い

が

生

じ

て

無

義

（

は

か

ら

い

な

し

）

に

は

な

れ

な

い

の

で

す

。 

 

異

義

と

は

 

 

私

た

ち

は

聴

聞

し

て

も

、

義

（

分

別

、

計

ら

い

）

を

さ

し

は

さ

ん

で

し

か

聞

く

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

自

分

の

都

合

に

合

わ

せ

て

聞

い

て

い

る

の

で

す

。

そ

こ

に

誰

で

も

異

義

者

に

な

る

可

能

性

を

も

っ

て

い

る

の

で

す

。 

 

異

義

と

は

自

分

の

聞

き

ぢ

か

ら

で

も

っ

て

、

自

分

の

聞

い

た

こ

と

に

義

を

た

て

る

、

つ

ま

り

自

分

の

聞

い

た

こ

と

は

正

し

い

こ

と

で

あ

り

、

ほ

か

の

人

の

聞

き

か

た

は

間

違

っ

て

い

る

と

主

張

す

る

こ

と

で

す

。

こ

の

こ

と

に

よ

っ

て

共

に

聴

聞

し

て

き

た

御

同

行

を

惑

わ

し

、

疑

い

を

生

じ

さ

せ

、

お

念

仏

者

の

集

団

（

サ

ン

ガ

）

を

乱

す

こ

と

と

な

る

の

で

す

。 

 

い

つ

の

時

代

に

も

存

在

す

る

の

で

す

が

、

聖

人

の

晩

年

、

関

東

に

お

い

て

念

仏

者

の

な

か

に

、

正

し

い

仏

法

に

背

く

異

義

を

と

な

え

る

者

が

出

て

き

た

の

で

す

。 

 

関

東

に

は

、

各

地

に

直

弟

子

を

中

心

と

し

た

念

仏

集

団

が

で

き

て

い

ま

し

た

。

代

表

的

な

も

の

は

、

真

仏

、

顕

智

を

中

心

と

す

る

高

田

門

徒

、

性

信

（

し

ょ

う

し

ん

）

を

中

心

と

す

る

横

曽

根

門

徒

、

順

信

を

中

心

と

す

る

鹿

島

門

徒

等

で

す

。

聖

人

上

洛

後

、

こ

れ

ら

の

念

仏

集

団

は

指

導

者

の

も

と

、

お

念

仏

の

み

教

え

に

生

き

て

き

た

の

で

す

が

、

悲

し

い

か

な

、

親

鸞

聖

人

と

い

う

存

在

を

失

っ

て

十

数

年

た

つ

と

各

地

で

聖

人

の

み

教

え

に

背

い

た

異

義

を

と

な

え

る

者

が

で

て

き

た

の

で

す

。

各

地

の

指

導

者

た

ち

は

、

異

義

を

と

な

え

る

者

を

正

し

、

疑

問

を

生

じ

た

時

に

は

、

京

都

の

聖

人

に

手

紙

を

書

い

て

教

え

を

請

い

、

時

に

は

上

洛

し

て

直

接

教

え

を

聞

い

て

、

関

東

に

は

び

こ

る

異

義

を

お

さ

め

よ

う

と

力

を

尽

く

し

た

の

で

す

。

し

か

し

や

が

て

獅

子

身

中

の

虫

の

よ

う

に

異

義

が

関

東

の

教

団

を

む

し

ば

ん

で

い

っ

た

の

で

す

。

人

間

の

罪

の

深

さ

、

そ

し

て

聖

人

の

悲

し

み

を

感

じ

ざ

る

を

え

ま

せ

ん

。 

 

異

義

の

代

表

的

な

も

の

 

○

一

念

、

多

念 

 

こ

の

異

義

は

法

然

上

人

の

時

代

よ

り

あ

っ

た

も

の

で

す

。

一

念

義

は

信

心

に

重

き

を

置

き

、

念

仏

を

軽

し

め

る

も

の

で

す

。

弥

陀

の

本

願

に

め

ざ

め

、

一

念

の

念

仏

を

と

な

え

れ

ば

そ

れ

で

救

わ

れ

る

と

説

き

、

そ

の

後

の

念

仏

の

必

要

性

を

説

か

な

い

の

で

す

。

そ

し

て

一

度

ご

本

願

を

信

ず

れ

ば

、

弥

陀

の

本

願

は

ど

ん

な

罪

深

い

悪

人

で

も

救

っ

て

下

さ

る

の

だ

か

ら

、

悪

い

こ

と

を

し

て

も

か

ま

わ

な

い

と

い

う

立

場

で

す

。

こ

れ

は

初

一

念

の

信

心

の

大

切

な

こ

と

は

分

か

り

ま

す

が

、

そ

れ

で

一

生

貫

く

こ

と

は

で

き

な

い

で

し

ょ

う

。

一

念

の

信

心

が

ま

こ

と

な

ら

ば

、

そ

の

信

心

は

称

名

念

仏

と

な

っ

て

私

た

ち

を

導

き

、

常

に

初

一

念

の

信

心

に

立

た

し

め

て

下

さ

る

の

で

す

。

こ

の

一

念

義

の

異

義

は

念

仏

を

軽

し

め

る

と

共

に

造

悪

無

碍

（

ぞ

う

あ

く

む

げ

）

の

異

義

が

生

じ

る

危

険

性

を

は

ら

ん

で

い

ま

す

。 

 

多

念

義

と

い

う

の

は

一

念

義

と

反

対

で

本

願

に

め

ざ

め

る

信

心

よ

り

も

念

仏

を

唱

え

る

方

に

重

き

を

置

く

も

の

で

す

。

弥

陀

の

本

願

は

念

仏

を

と

な 
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え

る

も

の

を

救

う

と

誓

っ

て

下

さ

っ

て

い

る

の

だ

か

ら

一

声

で

も

多

く

、

一

念

よ

り

も

十

念

、

十

念

よ

り

も

百

念

と

、

一

生

涯

念

仏

を

唱

え

続

け

る

こ

と

が

本

願

に

か

な

う

こ

と

だ

と

い

う

主

張

で

す

。

こ

れ

は

折

角

他

力

念

仏

の

み

教

え

に

出

遇

い

な

が

ら

、

自

力

聖

道

門

の

自

力

の

世

界

を

離

れ

る

こ

と

が

で

き

な

い

で

、

念

仏

を

善

根

功

徳

と

し

て

唱

え

て

い

る

の

で

す

。

私

た

ち

は

ご

本

願

に

目

覚

め

る

他

力

信

心

の

よ

ろ

こ

び

無

く

し

て

ど

れ

だ

け

念

仏

唱

え

て

も

虚

し

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

○

造

悪

無

碍

、

専

修

賢

善

（

せ

ん

じ

ゅ

け

ん

ぜ

ん

） 

 

こ

の

二

つ

の

異

義

は

正

反

対

の

異

義

で

す

が

、

聖

人

の

晩

年

、

関

東

の

教

団

を

大

混

乱

に

お

と

し

入

れ

た

も

の

で

す

。

造

悪

無

碍

の

異

義

は

『

歎

異

抄

』

第

三

条

に

説

か

れ

て

い

る

「

悪

人

正

機

」

の

教

え

を

曲

解

し

た

も

の

で

、

如

来

の

本

願

は

ど

ん

な

悪

人

で

も

救

っ

て

下

さ

る

の

だ

か

ら

、

悪

を

犯

し

て

も

か

ま

わ

な

い

の

だ

、

返

っ

て

悪

を

犯

す

こ

と

が

本

願

に

か

な

う

こ

と

だ

と

い

う

極

端

な

異

義

で

す

。

親

鸞

聖

人

も

こ

の

異

義

に

は

心

を

痛

め

ら

れ

て

、

お

手

紙

の

中

に

「

薬

あ

れ

ば

と

て

毒

を

好

む

べ

か

ら

ず

」

と

戒

め

て

お

ら

れ

ま

す

。

こ

れ

は

如

来

の

本

願

を

我

身

に

い

た

だ

い

て

廻

心

懺

悔

す

る

こ

と

な

く

、

横

着

に

も

我

身

の

都

合

の

よ

い

よ

う

に

ご

本

願

を

解

釈

し

利

用

し

た

も

の

で

す

。

こ

の

造

悪

無

碍

の

異

義

に

よ

く

似

た

も

の

に

「

本

願

ぼ

こ

り

」

と

い

う

も

の

が

あ

り

ま

す

。

本

願

ぼ

こ

り

と

は

、

ど

ん

な

悪

を

犯

し

て

も

往

生

の

障

り

に

な

ら

な

い

の

だ

。

如

来

さ

ま

は

必

ず

救

い

と

っ

て

下

さ

る

と

本

願

に

甘

え

る

こ

と

で

す

。

こ

れ

は

極

端

に

な

る

と

異

義

と

な

り

ま

す

が

、

ご

本

願

の

こ

こ

ろ

を

深

く

い

た

だ

い

て

、

我

身

を

懺

悔

し

、

ほ

れ

ぼ

れ

と

弥

陀

に

甘

え

る

と

い

う

の

な

ら

ば

異

義

と

は

い

え

な

い

の

で

す

。 

 

造

悪

無

碍

の

異

義

と

は

正

反

対

に

あ

る

の

が

専

修

賢

善

の

異

義

で

す

。

こ

れ

も

「

悪

人

正

機

」

と

い

う

ご

本

願

の

お

こ

こ

ろ

を

正

し

く

い

た

だ

け

な

い

と

こ

ろ

か

ら

出

て

く

る

異

義

で

す

。

如

来

さ

ま

は

悪

人

を

あ

わ

れ

ん

で

、

や

む

な

く

悪

人

正

機

の

ご

本

願

を

お

た

て

に

な

っ

た

け

れ

ど

も

、

や

は

り

本

心

は

悪

を

つ

つ

し

み

、

善

を

な

す

も

の

を

救

っ

て

下

さ

る

の

が

本

願

の

お

こ

こ

ろ

で

あ

る

か

ら

、

我

々

は

悪

を

犯

さ

ず

、

お

念

仏

を

唱

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

も

の

で

す

。

こ

れ

は

一

見

正

し

い

よ

う

に

思

え

ま

す

が

、

本

願

に

出

遇

っ

た

深

い

自

覚

と

信

心

の

よ

ろ

こ

び

が

な

く

、

道

徳

化

し

て

宗

教

性

を

見

失

っ

て

い

る

の

で

す

。 

 

悪

人

正

機

と

は

 

 

『

歎

異

抄

』

第

三

条

は

「

善

人

な

お

も

て

往

生

を

と

ぐ

、

い

わ

ん

や

悪

人

を

や

」

と

い

う

有

名

な

こ

と

ば

で

始

ま

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

善

人

、

悪

人

は

今

日

理

解

し

に

く

い

こ

と

ば

で

す

が

、

世

間

一

般

に

使

わ

れ

て

い

る

善

人

悪

人

と

い

う

こ

と

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

悪

人

と

は

人

生

を

生

き

る

上

に

お

い

て

、

煩

悩

に

悩

み

苦

し

み

生

業

（

な

り

わ

い

）

に

お

い

て

殺

生

を

す

る

こ

と

に

深

い

罪

悪

感

を

い

だ

き

、

救

い

を

求

め

て

い

る

人

々

の

こ

と

で

す

。

弥

陀

の

本

願

を

た

の

み

、

念

仏

申

し

て

い

る

人

た

ち

で

す

。

 

親

鸞

聖

人

は

、 

凡

夫

と

い

う

は

、

無

明

煩

悩

わ

れ

ら

が

み

に

み

ち

み

ち

て

、

欲

も

お

お

く

、

い

か

り

、

は

ら

だ

ち

、

そ

ね

み

、

ね

た

む

こ

こ

ろ

お

お

く

ひ

ま

な

く

し

て

、

臨

終

の

一

念

に

い

た

る

ま

で

と

ど

ま

ら

ず

、

き

え

ず

、

た

え

ず 

と

い

わ

れ

ま

す

が

、

こ

の

凡

夫

と

い

う

こ

と

が

、

悪

人

と

い

う

こ

と

に

通

じ

る

言

葉

で

す

。 

 

そ

れ

に

対

し

て

善

人

は

「

自

力

作

善

（

じ

り

き

さ

ぜ

ん

）

の

人

」

と

表

し

て

い

ま

す

。

つ

ま

り

自

分

の

力

量

で

悪

を

や

め

善

行

を

励

ん

で

、

苦

し

み

や

悩

み

を

超

え

て

い

け

る

と

思

っ

て

い

る

人

た

ち

で

す

。

こ

の

人

た

ち

は

、

弥

陀

の

本

願

を

必

要

と

し

な

い

人

、

他

力

を

た

の

ま

な

い

人

た

ち

で

す

。 

 

第

三

条

に

は

続

い

て 

煩

悩

具

足

の

わ

れ

ら

は

、

い

づ

れ

の

行

に

て

も

、

生

死

を

は

な

る

る

こ

と

あ

る

べ

か

ら

ざ

る

を

あ

わ

れ

み

た

ま

い

て

 

願

を

お

こ

し

た

ま

う

本

意

、

悪

人

成

仏

の

た

め

な

れ

ば

、

他

力

を

た

の

み

た

て

ま

つ

る

悪

人

、

も

っ

と

も

往

生

の

正

因

な

り 

と

あ

り

、

弥

陀

の

本

願

は

、

自

分

で

悪

を

や

め

善

を

な

す

こ

と

が

で

き

る

人

た

ち

の

た

め

で

は

な

く

、

い

か

ん

と

も

生

死

を

は

な

れ

る

こ

と

の

で

き

な

い

悪

人

の

た

め

に

起

こ

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、 

「

他

力

を

た

の

み

た

て

ま

つ

る

悪

人

、

も

っ

と

も

往

生

の

生

因

な

り

」 

と

、

弥

陀

を

た

の

む

悪

人

と

し

て

の

め

ざ

め

が

、

往

生

の

道

を

歩

む

に

お

い

て

最

も

大

切

な

こ

と

で

あ

る

と

示

さ

れ

て

い

る

の

で

す

。

（

住

職

）

『歎異抄』蓮如本 
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死

に

学

校

の

こ

と

や

絵

の

こ

と

に

傾

注

・

没

入

し

て

い

た

頃

の

こ

と

で

す

が

、

こ

の

絵

は

油

絵

の

具

で

、

ペ

イ

ン

テ

ィ

ン

グ

ナ

イ

フ

と

い

う

金

属

で

で

き

た

、

絵

を

描

く

た

め

に

つ

く

ら

れ

た

ヘ

ラ

で

エ

ネ

ル

ギ

ッ

シ

ュ

に

描

き

込

ん

だ

百

号

（

約

１

２

０

㎝

×

１

６

０

㎝

）

の

大

作

で

す

。 

 

こ

の

絵

は

毎

年

秋

、

東

京

都

立

美

術

館

で

開

催

さ

れ

て

い

た

公

募

展

一

陽

展

に

出

品

し

、

高

い

評

価

を

得

ま

し

た

。

（

現

在

こ

の

一

陽

会

は

東

京

六

本

木

の

国

立

新

美

術

館

に

て

毎

年

開

か

れ

て

お

り

、

私

は

こ

の

会

の

審

査

員

と

し

て

も

、

東

京

に

出

か

け

て

い

ま

す

。

）

そ

し

て

、

平

成

元

年

九

月

二

十

七

日

付

け

全

国

紙

朝

日

新

聞

の

文

化

紙

面

の

秋

の

公

募

展

特

集

記

号

で

も

こ

の

作

品

の

こ

と

が

取

り

上

げ

ら

れ

ま

し

た

。

画

家

と

し

て

は

、

ま

だ

、

駆

け

出

し

の

青

二

才

を

舞

い

上

が

ら

せ

る

大

変

な

出

来

事

で

し

た

。 

 

二

十

三

年

四

月

に

一

ヶ

月

間

、

福

井

市

松

本

一

丁

目

の

ギ

ャ

ラ

リ

ー

サ

ラ

イ

に

て

、

私

と

し

て

は

五

回

目

と

な

る

個

展

に

、

目

玉

と

し

て

こ

の

「

冬

河

」

を

特

別

出

品

い

た

し

ま

し

た

。

そ

の

個

展

に

西

雲

寺

様

が

見

に

来

ら

れ

、

後

光

が

差

す

よ

う

だ

と

お

褒

め

の

感

想

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。

日

頃

か

ら

お

世

話

に

な

っ

て

お

り

、

ま

た

、

い

つ

も

展

覧

会

に

足

を

運

ん

で

下

さ

っ

て

い

た

の

で

、

い

つ

か

は

作

品

の

寄

附

を

と

思

っ

て

い

ま

し

た

の

で

、

良

い

機

会

と

な

り

ま

し

た

。

少

し

で

も

お

寺

様

の

お

役

に

立

つ

こ

と

が

で

き

、

行

く

末

ま

で

、

お

参

り

に

来

て

く

だ

さ

る

方

々

に

も

か

わ

い

が

っ

て

い

た

だ

け

れ

ば

幸

い

に

存

じ

ま

す

。

こ

の

絵

に

ふ

さ

わ

し

い

素

敵

な

場

所

に

飾

っ

て

い

た

だ

き

感

謝

し

て

お

り

ま

す

。 

 

現

在

、

私

は

様

々

な

ス

タ

イ

ル

の

洋

画

に

チ

ャ

レ

ン

ジ

を

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

か

ら

も

清

水

独

自

の

表

現

を

求

め

て

一

層

研

鑽

し

て

参

る

所

存

で

お

り

ま

す

。

ど

う

ぞ

、

今

後

と

も

ご

愛

顧

の

程

、

よ

ろ

し

く

お

願

い

い

た

し

ま

す

。 

 

日

本

美

術

作

家

協

会

会

員 

一

 

陽

 

会

 
 

会

 

員

 
 

 

洋

画

家

 
 

清

水

正

男 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福

井

市

宝

永

二

丁

目

（

武

周

町

出

身

）

 
 

 
 

 

 

此

の

度

、

西

雲

寺

様

に

絵

画

「

冬

河

」

百

号

の

油

彩

画

作

品

を

寄

贈

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。 

 

平

成

二

十

三

年

十

月

十

七

日

朝

、

こ

の

作

品

を

井

ザ

ワ

画

房

の

ト

ラ

ッ

ク

に

積

ん

で

、

宝

永

の

自

宅

を

出

発

し

ま

し

た

。

家

を

出

る

と

き

、

特

別

な

思

い

に

駆

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

西

雲

寺

に

嫁

入

り

し

、

飾

っ

て

い

た

だ

け

る

の

で

、

有

り

難

い

と

い

う

思

い

と

、

武

周

に

向

か

う

途

中

、

こ

の

絵

の

モ

デ

ル

と

な

っ

た

場

所

に

出

会

う

か

ら

で

す

。

そ

の

場

所

は

清

水

町

の

久

喜

津

橋

か

ら

眺

め

た

所

で

す

。

遠

く

の

山

並

み

を

望

む

日

野

川

の

風

景

で

す

。 

 

ト

ラ

ッ

ク

が

そ

の

橋

を

渡

る

と

き

、

こ

こ

を

絵

に

し

よ

う

と

思

っ

た

と

き

の

衝

動

が

蘇

っ

て

き

ま

し

た

。

も

う

二

十

何

年

も

前

の

こ

と

で

す

。

 

「

激

し

く

降

り

続

い

た

雪

も

止

み

、

群

青

の

河

が

、

一

面

、

銀

世

界

の

中

を

分

け

入

る

よ

う

に

滔

々

と

流

れ

て

い

る

。

や

が

て

空

が

明

る

く

な

る

。

河

面

は

微

妙

な

色

合

い

の

光

を

放

ち

な

が

ら

河

の

流

れ

に

合

わ

せ

て

揺

ら

ぎ

輝

い

て

い

る

。

雪

原

は

光

を

受

け

て

プ

リ

ズ

ム

を

放

ち

、

河

と

河

岸

で

じ

っ

と

佇

む

裸

木

の

シ

ル

エ

ッ

ト

を

包

み

込

ん

で

い

る

。

…

」 

 

心

に

強

く

刻

み

込

ま

れ

た

印

象

的

な

こ

の

情

景

を

一

心

不

乱

に

描

き

込

ん

で

仕

上

げ

た

の

が

つ

い

こ

の

間

の

よ

う

に

思

い

出

さ

れ

ま

す

。

必

 寄贈「冬河」
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今

日

私

た

ち

は

、

あ

り

あ

ま

る

知

識

を

身

に

つ

け

て

生

活

を

し

て

い

ま

す

。

子

供

は

小

さ

い

時

か

ら

塾

に

通

っ

て

知

識

を

身

に

つ

け

、

大

人

も

新

聞

や

テ

レ

ビ

で

い

ろ

ん

な

情

報

を

得

て

、

知

ら

な

い

こ

と

が

な

い

ほ

ど

で

す

。

人

生

の

真

実

と

い

う

こ

と

か

ら

い

え

ば

、

身

に

つ

け

た

知

識

に

は

限

り

が

あ

り

ま

す

が

、

そ

の

こ

と

に

気

が

つ

き

ま

せ

ん

。

こ

の

知

識

偏

重

は

、

自

分

の

思

い

の

及

ば

な

い

真

実

に

対

す

る

こ

こ

ろ

を

閉

ざ

し

て

し

ま

い

ま

す

。

 

 

仏

教

で

は

、

迷

い

の

原

因

を

無

明

(

む

み

ょ

う

)

と

い

い

ま

す

が

、

無

明

と

は

、

知

識

や

知

恵

が

な

く

て

何

も

分

か

ら

な

い

と

い

う

の

で

な

く

、

何

で

も

分

か

っ

て

い

る

つ

も

り

に

な

っ

て

い

る

こ

と

で

す

。

そ

こ

に

は

、

自

己

を

問

い

、

人

生

を

問

う

と

い

う

こ

と

は

、

出

て

こ

な

い

の

で

す

。

（

住

職

） 

山門掲示板山門掲示板山門掲示板山門掲示板     

念
仏
が
私
を
摂お

さ

め
取
る
時
は
常
に
（
な
ん
ま

 
 

ん
だ
ぶ
つ
を
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
頂
き
物
と
喜
ぶ
時
は
常
に
）

迷
い(

生
を
苦
と
感
じ
・
老
を
直
視
で
き
ず
・
病
が
苦
で
し
か

な
く
・
死
の
影
に
お
び
え
・
求
め
て
も
得
ら
れ
ず
・
愛
し
た
も

の
と
の
別
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
・
憎
む
も
の
と
は
別
れ
ら
れ

ず
・
執
着
が
止
ま
ら
な
い
・
そ
ん
な
四
苦
八
苦)

 

の
闇
夜
が
明
け
る
の
で
す
。 

☆
そ
う
い
え
ば
、
腰
も
曲
が
っ
て
痛
そ
う
や
の
に
、

な
ぜ
か
ニ
コ
ニ
コ
し
て
る
お
婆
さ
ん
に
出
会
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
な
ぁ
。 

★
念
仏
じ
ゃ
頼
り
な
い
な
あ
… 

老
い
に
は
ア
ン

チ
エ
イ
ジ
ン
グ
、
病
に
は
最
新
医
療
、
そ
う
や
っ

て
闘
う
の
が
常
識
や
し
、
格
好
い
い
ん
で
は
？ 

 

摂せ

っ

取し
ゅ

心し
ん

光こ
う

常
じ
ょ
う

照
し
ょ
う

護ご 

摂せ
っ

取し
ゅ

の
心し

ん

光こ
う

、
常つ

ね

に

照
し
ょ
う

護ご

し
た
ま
う 
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次世代次世代次世代次世代のののの方方方方、、、、分家分家分家分家されたされたされたされた方方方方にににに！！！！    
お寺から郵送いたします。どうぞ

ご遠慮なくお申し出下さい。 

 

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの声声声声    大募集大募集大募集大募集！！！！    
原稿や作品はもちろん、ご意見、

ご感想など、どしどしお寄せ下さい。

郵送でもメールでも構いません。お

待ちしております。  

お
寺

の
お
正
月 小丹生小丹生小丹生小丹生のののの方方方方もももも    

殿下殿下殿下殿下のののの方方方方々々々々のおつとめのおつとめのおつとめのおつとめ    除夜除夜除夜除夜のののの鐘鐘鐘鐘    どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも    

安田安田安田安田地区地区地区地区のののの皆皆皆皆さんさんさんさん    
本堂本堂本堂本堂・・・・末末末末地区地区地区地区のののの方方方方々々々々    

お
つ
と
め
の
練
習
会 

 
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

初
め
て
の
方
も
、
聞
き
覚
え
の
あ
る
方
も
、 

大
切
な
方
の
ご
命
日
が
、
正
信
偈(

し
ょ
う
し
ん

げ)

を
い
た
だ
く
ご
縁
に
な
れ
ば
な
あ
と
思
う

の
で
す
。 

 

お
盆
・
お
彼
岸
・
お
正
月
、
さ
ま
ざ
ま
な

き
っ
か
け
も
あ
り
ま
す
し
ね
。 

 

３
人
集
ま
れ
ば
、
私
も
ご
一
緒
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
電
話
下
さ

い
ま
せ
。
お
茶
と
お
菓
子
で(

た
ま
に
は
お
酒

で)

楽
し
く
練
習
し
ま
し
ょ
う
♪ 

（
編
者
） 

本堂町本堂町本堂町本堂町でででで練習会練習会練習会練習会がががが開開開開かれるのはかれるのはかれるのはかれるのは数十年数十年数十年数十年ぶぶぶぶ
りだそうですりだそうですりだそうですりだそうです（（（（ただいまただいまただいまただいま現在進行中現在進行中現在進行中現在進行中♪♪♪♪））））    

武周武周武周武周のののの練習会練習会練習会練習会のひとこまのひとこまのひとこまのひとこま    


