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o ano de 2023, completam-se 
850 anos de nascimento do Mes-

tre Shinran, e no ano seguinte, 2024, 
800 anos de fundação da Escola Jodo 
Shinshu. Celebraremos os ofícios des-
sas comemorações em 2023.

Mestre Shinran nasceu em 
1173, foi ordenado aos nove anos de 
idade e seguiu os Ensinamentos da 
Escola Tendai, no Monte Hiei. Mas, 
aos 29 anos de idade, desceu da 
montanha e se tornou discípulo do 
Mestre Honen. Assim ingressou no 
mundo do Nembutsu do Voto Original 
do Buda Amida. Depois disso, com a 
proibição da recitação exclusiva do 
Nembutsu,foi condenado ao exílio na 
região de Echigo. Após a absolvição 
foi a região de Kantô para a difusão 
do ensinamento do Nembutsu do Ou-
tro Poder e nesse período começou a 
escrever o Kyogyoshinsho (Coleção 
sobre Ensinamento, Prática, Mente 
Confiante e Realização). Nele, Mestre 
Shinran sistematizou o ensinamento 
do Nembutsu do Outro Poder, e, por 
isso, é chamado de “o Texto Principal 

‒ Go’honden”, a base do ensinamento 
da Jodo Shinshu. Em virtude da re-
levância deste Texto Principal, obra 
finalizada quando Mestre Shinran ti-
nha 52 anos, em 1224, consideramos, 
assim, oficialmente, como o ano de 
fundação da Escola Jodo Shinshu.

O Budismo surgiu há 2500 
anos, quando Buda Shakyamuni re-
alizou a Iluminação compreendendo 
a Verdade deste mundo como “a im-
permanência de todos os fenômenos” 
e “não-substancialidade de todos os 
seres”. Por outro lado, nós somos in-
capazes de perceber essa Verdade, da 
essência dessa Iluminação isenta de 
apego, sempre observamos as coisas 
centrado em nós mesmos, ficamos an-
gustiados, entristecidos ou entramos 
em conflito com outros. Buda Shakya-
muni ensinou que o Tathagata Amida 
nos salva tal como somos e deseja nos 
conduzir à verdade da Iluminação. 
Mestre Shinran revelou que o Voto do 
Tathagata Amida age continuamen-
te na forma de Nembutsu, no Namo 

Amida Butsu.

A Compaixão do Tathagata 
Amida, sendo baseada na Verdade, da 
forma como é, é lançada igualmente 
a todos os seres e não abandona até 
mesmo seres como nós que estão re-
pletos de paixões maléficas e só con-
seguem pensar de modo egocêntrico. 
Quando percebemos a grandeza dessa 
Compaixão, assim como dizia Mestre 
Shinran - “devemos nos envergonhar 
e lamentar” - deveríamos nos redimir 
profundamente a forma como vive-
mos distanciados da Mente/Coração 
do Tathagata Amida. Mas, é esse sen-
timento profundo que pode nos mo-
ver para o lado de tentarmos reduzir 
a tristeza que causamos ao Tathagata 
Amida. 

Essa é a maneira de viver 
de acordo com a Mente/Coração do 
Buda, desejando transmitir o Voto do 
Tathagata Amida a mais pessoas e 
considerando as alegrias e tristezas 
de outros como nossas. Esse é o modo 

de vida que corresponde ao sentimen-
to do Mestre Shinran que desejou que 
a paz e a serenidade prevalecessem 
no mundo e que o Dharma se difun-
disse. Sendo vivificados pelo ensina-
mento, alegrando-nos cada vez mais 
com o Nembutsu, que todos nós, que 
recebemos a vida nesta existência, 
possamos nos empenhar em concre-
tizar uma sociedade em que todos vi-
vamos compartilhando e respeitando 
mutuamente os sentimentos. E, assim, 
junto ao Programa Integral de Desen-
volvimento da nossa Escola Budista, 
vamos nos programar para participar 
juntos nas celebrações dos ofícios co-
memorativos dos 850 anos de nasci-
mento do Mestre Shinran e 800 anos 
de fundação da nossa Escola Jodo 
Shinshu.

9 de janeiro de 2019

Shaku Sennyo
25º Patriarca do Hongwanji-ha

A mensagem sobre os 850 anos de Nascimento do Mestre Shinran e
os 800 anos de Fundação da Escola Jodo Shinshu

N

No dia 26 de maio, reali-
zaram-se o 34º Congresso 
Sul-Americano de Seniores 
Budistas e o 6º Congresso da 
Criansangha no Templo de 
Araçatuba, região noroeste 
de São Paulo. Como desta vez 
foram realizados depois de 
dois anos, já que, no ano pas-
sado, só foi realizado o Con-
gresso dos Adeptos Budistas, 
havia uma preocupação a 
respeito do número de par-

ticipantes nos eventos deste 
ano. Felizmente, os dois con-
gressos foram realizados com 
bastante sucesso. O número 
decrescente de participantes 
nos últimos anos tem gera-
do hesitação entre os locais 
ao realizarem eventos desta 
natureza, que acolhem tanto 
seniores budistas como crian-
ças. Estes eventos, entretanto, 
propiciam um vínculo com os 
organizadores do local uma 

vez que deles se requer es-
forços para cumprirem com 
suas responsabilidades, assim 
como para com os prepara-
tivos dos mesmos. Os even-
tos servem ainda como uma 
oportunidade de trocas de in-
formações e conhecimentos a 
respeito de atividades e admi-
nistração do Templo para os 
participantes de outras loca-
lidades. Enquanto os seniores 

trocam ideias para promover 
as atividades para sua gera-
ção, as crianças se divertem 
com a programação bem ela-
borada pelo grupo dos jovens 
budistas locais. Assim, as 
crianças que hoje participam 
no congresso, com o passar 
do tempo, se tornarão jovens 
que receberão as crianças da 
nova geração em congressos 
futuros. Desta forma, estes 
eventos são importantes na 
sucessão para a geração se-
guinte. Em meio à indiferen-

ça das pessoas em relação 
às religiões, uma tendência 
mundial, esperamos que estes 
congressos de seniores budis-
tas e da criansangha possam 
crescer cada vez mais.

A carta do patriarca foi di-
vulgada no dia 9 de janeiro 
de 2019, na ocasião da ceri-
mônia de “Taiya” do Hoonko, 
realizada no Salão Goei-do do 

Templo Hongwan-ji, em Kyo-
to. A carta contém a mensa-
gem do patriarca aos adeptos. 
O patriarca fez repetidamente 
referência à cerimônia co-

memorativa de fundação da 
Escola Jodo Shinshu em suas 
palestras concedidas mesmo 
após o Hoonko. Como esta 
cerimônia foi mencionada na 
carta do patriarca publicada 
na cerimônia de sucessão 

do dharma,  real izada no 
dia 16 de janeiro de 2016, 
é o evento importante que 
nossa Escola tem preparado 
durante anos. Desejaremos 
prosperidade à nossa Escola 
Budista através desta cerimô-

nia na qual se reunirão segui-
dores de todas as partes do 
mundo. Nós, seguidores sul-
americanos, nos dedicaremos 
à cerimônia ao máximo!

Divulgação da carta do patriarca
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Casamento, aniversário,
bodas, confraternização

 No último dia 26 de maio, 
realizamos o 34º Congresso 
Sul Americano de Seniores 
Budistas e o 6º Congresso 
da Criansangha no Templo 
Hongwanji da Noroeste. Para 
mim, foi o maior evento dos 
últimos quatro meses, desde 
que eu assumi como monja 
responsável deste templo. Até 
então eu estive atuando no 

Templo Honpa Hongwanji do 
Brasil, e nunca tinha partici-
pado de qualquer congresso. 
Além disso, como aceitei uma 
solicitação para fazer uma 
palestra em português, pas-
sei esses três meses tensos 
de ensaio. E, meia hora antes 
da abertura do evento per-
cebemos a falta da bandeira 
do Templo de Araçatuba, e 

tivemos que procurar em to-
dos os cantos, foi um susto de 
última hora. 
Na parte da manhã, os senio-
res ouviram a palestra do mé-
dico cardiologista, Dr. Flávio 
Salatino, com o tema: “Mente 
e Saúde”; enquanto isso, as 
crianças estavam engajadas 
em atividades artísticas. Pri-
meiro, elas confeccionaram 
um “cartão mágico” em que 
surge cores na sua superfície. 
Depois, se divertiram criando 
uma imagem de Buda feita de 

massa de papéis coloridos e 
miçangas. À tarde, participa-
ram do Undokai no estádio 
próximo ao Templo. Já para o 
grupo dos seniores, fiz a pa-
lestra abordando sobre o slo-
gan: “Juntos pelo Nembutsu”, 
esclarecendo basicamente o 
que é o Nembutsu, através de 
um “anime” sobre a história 
do Bodhisattva Dharmakara. 
Os membros do Templo de 
Araçatuba atuaram no espe-
táculo como dubladores dos 
personagens. No encerramen-

to tivemos as apresentações 
dos grupos de diversas regi-
ões e Bon-Odori que foi bem 
divertido. Fiquei aliviada ao 
terminar o evento sem gran-
des problemas!
Agradeço a todos os parti-
cipantes e aos monges pre-
sentes, e, aos esforços da Fu-
jinkai, do Gojikai, e do grupo 
dos jovens do Templo local 
para a realização desses con-
gressos.

Koun Kubo

O coração palpitando nos 34º Congresso 
Sul-Americano de Seniores Budistas e 6º 
Congresso da Criansangha    

(11)97622-8269(Silmara)

Butsudannishi
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“Pensar na existência do 
amanhã, efêmera cerejeira, 
não poderá vir uma tempes-
tade durante a madruga?!”
 (Matsuwakamaru ‒ Mestre 
Shinran)

Na madrugada (pelo 
horário de Brasília) do dia 
29 de novembro de 2016, 
terça, houve a queda de um 
avião que levava jogadores, 
membros da comissão técni-
ca e dirigentes da Associação 
Chapecoense de Futebol, 
além de um grupo de jorna-
listas, na proximidade da ci-
dade de Medellín, Colômbia. 
Das 77 pessoas a bordo, en-
tre tripulantes e passageiros, 
71 faleceram e 6 consegui-
ram sobreviver.

Esses jogadores da 
Chapecoense estavam viajan-
do à Colômbia para disputar 
o primeiro jogo pela final da 
Copa Sul Americana 2016, 
um feito histórico desse 
time, e demonstravam suas 
alegrias e animação nos ví-
deos filmados por celulares 

e postados nas redes sociais 
antes do embarque, e mesmo 
no interior do avião, antes 
da decolagem. Porém, essas 
pessoas que até há algumas 
horas, alguns minutos atrás, 
estavam radiantes, alegres e 

felizes, num piscar de olhos, 
perderam as suas vidas! De-
pois disso, todas as emisso-
ras de televisão noticiaram 
esta tragédia que se tornou 
o assunto principal do dia. 
Os meios de comunicação 
em todo o mundo noticiaram 
este desastre aéreo e, logo, 
não somente no mundo do 
futebol brasileiro, a tristeza 
e a comoção foi generalizada 

em todo o mundo.
　　　　Mudando um pou-
co de assunto, o primeiro 
dos Sete Patriarcas da Terra 
Pura, Bodhisattva Nagarjuna, 
possuía um talento extraor-
dinário e, após desenvolver 
a técnica de invisibilidade 
invadiu, junto com alguns 
amigos, o palácio imperial 
para promover badernas e 
confusões. Furioso com a 
situação, o imperador orde-
nou à guarda imperial que 
espalhasse areias por todo 
o palácio, perseguisse e es-
quartejasse os invasores. 
Escondendo-se atrás do im-
perador, somente Nagarjuna 
conseguiu fugir do palácio 
com vida. Observando a trá-
gica morte dos três amigos, 
Nagarjuna despertou para a 
questão da transitoriedade 
desta existência, buscou e 
tomou refúgio no Budismo. 
Posteriormente, tornou-se 
um dos Maiores Mestres Bu-
distas aclamado como funda-
dor de oito Tradições Budis-
tas. Ao refletir com atenção, 
observamos que o motivo 
do Príncipe Sidarta Gautama 
(que se tornou Buda Shakya-

muni, fundador do Budismo, 
após atingir a Iluminação) 
abandonar o lar e buscar o 
Caminho da Iluminação foi 
para solucionar a questão do 
sofrimento existencial, isto é, 
“nascimento, envelhecimen-
to, doença e morte”, as qua-
tro formas de sofrimentos 
básicos existenciais. Mestre 
Shinran, fundador da nossa 
Escola Jodo Shinshu, que se 
tornou órfão dos pais muito 
cedo, com apenas 9 anos de 
idade ingressou no Budismo 
após declamar o seguinte po-
ema: “Pensar na existência do 
amanhã, efêmera cerejeira, 
não poderá vir uma tempes-
tade durante a madrugada?!” 
Já, Mestre Rennyo nos escla-
receu sobre a impermanência 
desta vida afirmando na sua 
carta do capítulo sobre as 
cinzas brancas: “Pela manhã 
nosso semblante pode estar 
radiante e ao fim da tarde 
não sermos mais que cinzas 
brancas”. E, assim, a começar 
por Buda Shakyamuni, mui-
tos Ilustres Mestres Budistas 
esclareceram, e legaram para 
a posteridade, que nesta exis-
tência o Verdadeiro Refúgio 

só pode ser encontrado no 
Voto Original do Buda Ami-
da. 

Sobre a questão do 
acidente aéreo não somente 
a Confederação Brasileira de 
Futebol, mas, inúmeros times 
de futebol em todo o mundo 
lamentaram a morte desses 
jogadores e estão homenage-
ando-os, até considerando-os 
verdadeiros heróis que fica-
rão marcados para sempre 
em suas memórias. Mas, os 
sobreviventes, os familiares, 
parentescos e amigos da-
queles que faleceram terão a 
condição de se conscientizar 
sobre a questão da efemeri-
dade desta vida e tomar Ver-
dadeiro Refúgio no Budismo 
após deparar com toda essa 
tragédia?! 

Bem..., mas, a imper-
manência desta existência 
não é problema alheio, ab-
solutamente! É a questão da 
minha própria vida!

Que possamos tri-
lhar o Caminho rumo à Terra 
Pura guiado pelo Nembutsu. 

Namo Amida Butsu.

A impermanência da vida
Rev. Shun-Ei Kajiwara

(18)98143-2902

(18)98143-2902 ou
(18)99701-4272

(18)3917-3328

/Sakotani Taikô

paulosakotani@yahoo.com.br
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PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Saudações ao Templo Honpa Hongwanji e
às famílias Budistas do Brasil

Cerimonia de 
Iniciacao Budista 
(Kieshiki) 
11 de maio de 2019. Em Betsuin 
Sra. Kazuko Arao
Nome Budista: Shaku Dyoka

Passagem pela canção da “minha terra”- Donan Kudoki Bushi
Desta vez também destaca-
mos a província de Hokkaido 
onde é cantada a canção “Do-
nan Kudoki Bushi”. Considera-
se que a origem desta canção 
seja a província de Niigata, 
a partir de onde artistas er-
rantes chamadas de “goze" a 
divulgaram.
O termo “goze” refere às ar-
tistas cegas e deriva de seus 
nomes polidos, “mogozen”, 
em japonês. No registro de 
aproximadamente 500 anos 
atrás, da era Muromachi, po-
demos observar que suas ati-
vidades foram contínuas até 
a era Edo, e se estendeu por 
uma ampla porção do país. Na 
atualidade, porém, seu núme-
ro é reduzido. Há 150 anos, 
à época em que a pesca de 
arenques (nishin) era próspe-

ra em Esashi Matsumae, elas 
atravessavam o mar para Ezo-
chi (significa a terra estran-
geira, denominação anterior 
de “Hokkaido”), num navio 
chamado kitamae fune, a fim 
de adquirir seus rendimentos, 
ainda que poucos, cantando 
em vários lugares.
Após ter diminuído a quantia 
de peixes, as artistas errantes 
deixaram o referido local e 
continuaram viajando pelo 
sul da província de Hokkaido, 
tendo como base a cidade 
de Hakodate. Elas seguiam 
a pé, em grupo, para evitar 
o risco de se machucar tro-
peçando no meio do cami-
nho. A expressão, “oiyassaê” 
significa “com licença”. Elas 
exclamavam  “enyacolaya” na 
trilha montanhosa e “ya’sho’

makasho” na terra plana, in-
centivando entre si, na longa 
caminhada.
Suas canções envoltas em me-
lodias nostálgicas foram apre-
ciadas por muitas pessoas e 
cantadas em diversos lugares, 
principalmente pelos “magos”, 
ou seja, pessoas que puxa-
vam os cavalos cargueiros, da 
região de Hokkaido, como a 
canções de viagem, passando 
a ser conhecidas como “mago 
uta”.   
Esta é uma canção folclórica 
favorita e popular do país 
todo, bem como a Esashi 
Oiwake, de que tratamos no 
artigo anterior desta série. Até 
mesmo um congresso nacio-
nal de Donan Kudoki Bushi é 
realizado.
Aqui no Brasil, em 9 de ju-

nho deste ano, às 9 horas foi 
realizado o 19º concurso de 
Donan Kudoki Bushi, comple-
tando quase duas décadas de 
história.
A lápide de Donan Kudoki 
Bushi na entrada do parque 
Nezaki, à beira da estrada na-
cional 278, perto do aeropor-
to de Hakodate, na província 
de Hokkaido, mesmo hoje é 
apreciada tanto pelos mora-
dores quanto pelos turistas.

Obituário

Sr. Akihito Shimokozono
Nome budista:
Shaku Shôgue
Faleceu em 21 de maio
82Anos
(Belém, PA).

Sr. Tatsumi Fuzita
Nome budista:
Kenshô In Shaku KôSen
Faleceu em 11 de junho
89anos
(Critiba, PR).

Rev. Tetsuro Komaki
Nome budista:
Shodo In Shaku Shushin
Faleceu em 16 de junho
81anos
(Templo Rio de Janeiro, RJ).
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Cerimônia Memorial da imigração japonesa organizada pela Federação 
das Escolas Budistas do Brasil

Das pessoas que enviarem o SU-
DOKU resolvido corretamente, 3 serão
sorteadas e receberão como prêmio,
“KEHA” (marcador de página, no for-
mato de pétala de flor de lótus). Vamos
exercitar o cérebro, participem!
Recorte o SUDOKU, resolva-o e envie
de volta para:

Jornal do Hongwanji
A/C Templo HonpaHongwanji do Bra-
sil
Rua Changuá, 108 Chácara Inglesa
São Paulo ‒ SP CEP 04141-070

SUDOKU
NAMOAMIDA

http://www.terrapura.org.br
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18 de junho é a data do marco 
da chegada dos primeiros imi-
grantes japoneses ao Brasil, no 
porto de Santos. Desde então, 
passaram-se 111 anos. No ano 
passado, neste ofício memorial 
reuniram-se mais de mil par-
ticipantes celebrando o 110º 
ano da imigração. Neste ano 
também, apesar de ser num dia 
de semana, ela foi realizada, 
contando com a presença de 
ilustres autoridades. A partir 
deste ofício, as atividades da Fe-
deração das Escolas Budistas do 
Brasil estarão sob a responsabi-
lidade da nossa Escola Budista 
Jodo Shinshu Honpa Hongwanji 

até a realização do Hanamatsuri, 
na Praça da Liberdade, do próxi-
mo ano.
Nos ofícios memoriais realiza-
dos diante do monumento aos 
pioneiros da imigração japo-
nesa, no parque Ibirapuera no 
período da manhã e, no salão 
nobre do Bunkyo, no período 
da tarde, as Escolas Budistas, 
unidas, superando as diferenças 
em seus ensinamentos, home-
nagearam o grande esforço 
dos antecessores que se dedi-
caram para o desenvolvimento 
da sociedade nipo-brasileira. 
Posteriormente, os produtos ali-
mentícios não perecíveis doados 

pelos participantes no evento do 
Bunkyo foram distribuídos para 
algumas entidades filantrópicas 
nipo-brasileiras. Além disso, a 
Federação Budista do Brasil pre-
senteou keha, papel em formato 
de pétala de flor de lótus, usado 
durante o ofício, aos doadores 
e a todos os participantes. Estes 
keha’s, confeccionados em duas 
cores, verde e vermelha, repre-
sentando as bandeiras dos dois 
países, Brasil e Japão, foi feito 
especialmente para esta ocasião. 
A continuação deste evento é 
também a preservação da me-
mória dos imigrantes japoneses.   

Nos dias 7 e 8 de junho, foi 
realizado, o já tradicional, 
Nishi Fest do Templo Honpa 
Hongwan j i  de  Mar ingá , 
contando com milhares de 
participantes. É o evento 
mais marcante do Templo 

de Maringá, e sua realização 
anual é esperada por todas 
as pessoas da região com 
muita expectativa. Por fazer 
parte da receita para admi-
nistração do Templo, neste 
evento contamos com grande 

número de adeptos que vem 
ajudar. É um bom exemplo de 
administração do Templo em 
que tanto os diretores quanto 
as crianças se esforçam ao 
máximo participando juntos 
para promover o templo. Que 

os Templos das outras regio-
nais também não fiquem para 
trás, e, perpetuando as suas 
atividades ao longo dos tem-
pos, que o futuro do Budismo 
seja promissor.

 Nishi Fest em Maringá
『Sorri-En』

No templo, um homem 
chega para o monge e diz: 
“_ Reverendo, por favor, 
o senhor não poderia me 
vender este banco para 
mim?!”
O monge pergunta ao ho-
mem o motivo deste es-
tranho pedido, então, ele 
lhe responde: “_é porque 
estou sofrendo de insônia 
toda noite, mas, aqui no 
templo consigo dormir 
bem neste banco durante 
o seu sermão!”
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じ

め
て
き

た
今き

ょ
う日

こ
の
頃ご

ろ

、「
暑あ

つ

さ
寒さ

む

さ
も

彼ひ
が
ん岸

ま
で
」
と
は
良よ

く
言い

っ
た
も

の
で
あ
る
。
季き

せ
つ節

が
日ひ

び々

移う
つ

り
変か

わ
り
ゆ
く
こ
と
を
何な

に
げ気

な
い
日

に
ち
じ
ょ
う常

か
ら
感か

ん

じ
取と

り
、
人ひ

と

は
月つ

き
ひ日

と
共と

も

に
人じ

ん
せ
い生

を
歩あ

ゆ

ん
で
ゆ
く
。

と
こ
ろ
で
こ
の
慣か

ん
よ
う
く

用
句
の
意い

み味
を

転て
ん

じ
て
、「
辛つ

ら

い
こ
と
も
い
ず
れ

時じ

き期
が
来く

れ
ば
去さ

っ
て
い
く
」
と

い
う
意い

み味
の
諺

こ
と
わ
ざと

し
て
用も

ち

い
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
。

同ど
う
よ
う様

の
言こ

と
ば葉

で
「
喉の

ど
も
と元

過す

ぎ
れ
ば

熱あ
つ

さ
を
忘わ

す

れ
る
」
と
も
言い

わ
れ

る
。
熱あ

つ

い
も
の
も
飲の

み
こ
ん
で
し

ま
え
ば
そ
の
熱あ

つ

さ
を
忘わ

す

れ
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
、
苦く

る

し
い
経け

い
け
ん験

も
過す

ぎ
去さ

っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
苦く

る

し

さ
を
忘わ

す

れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

だ
。
人ひ

と

は
時と

き

と
し
て
苦く

る

し
い
と
き

に
助た

す

け
て
も
ら
っ
て
も
、
楽ら

く

に

な
っ
て
し
ま
え
ば
そ
の
恩お

ん
ぎ義

を
忘わ

す

れ
て
し
ま
う
。

自み
ず
から

の
苦く

に
気き

づ付
か
ず
恩お

ん
ぎ義

も

感か
ん

じ
な
い
の
で
は
な
く
、
い
つ
ま

で
も
報ほ

う
お
ん恩

感か
ん
し
ゃ謝

を
続つ

づ

け
る
の
が
念ね

ん

仏ぶ
つ
し
ゃ者

で
あ
る
。
助た

す

け
ら
れ
て
そ
れ

で
終お

わ
り
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら

始は
じ

ま
る
人じ

ん
せ
い生

こ
そ
が
本ほ

ん
と
う当

の
自じ

ぶ
ん分

の
人じ

ん
せ
い生

で
あ
り
、
本ほ

ん
と
う当

の
『
い
の

ち
』
の
始は

じ

ま
り
と
言い

え
る
だ
ろ
う
。

ル
ッ
セ
リ
ア　

中
山　

哲
弥

寺
残
暑
六
十
五
年
を
祝
ぐ
法
座

秋
暑
し
息
切
れ
し
つ
も
階
上
る

面
倒
な
こ
と
は
さ
て
置
き
虫
を
聞
く

サ
ン
パ
ウ
ロ　

太
田　

映
子

夕
焼
け
が
空
の
キ
ャ
ン
パ
ス
色
を
の
せ

芽
吹
ど
き
雨
ふ
り
木
々
を
う
な
が
せ
り

老
い
て
な
ほ
毎
日
進
歩
竹
の
秋

サ
ン
パ
ウ
ロ　

大
原　

サ
チ

い
つ
の
間
に
家
族
膨
れ
て
移
民
祭

老
い
の
身
に
鍬
は
ね
返
す
畑
乾
季

冬
ぬ
く
し
欠
か
さ
ぬ
奉
仕
清
掃
日

サ
ン
パ
ウ
ロ　

吉
田
し
の
ぶ

枯
葉
降
る
響
流
十
方
碑
の
肩
に

先
人
の
遺
徳
を
偲
び
移
民
の
日

母
の
日
や
母
に
は
一
目
二
目
置
き

※
と
も
し
び
俳
壇
投
句
欄
を
設
け
ま
し

た
。
門
徒
の
方
で
俳
句
に
興
味
の
あ
る
方

は
こ
ぞ
っ
て
ご
投
句
く
だ
さ
い
。

し
の
ぶ

西
にし

フェスチ開
かいさい

催　マリンガ本
ほんがんじ

願寺
無む

じ
ょ
う常

の
い
の
ち

『
明あ

す日
あ
り
と
思お

も

う
心

こ
こ
ろの

あ
だ
桜

ざ
く
ら

夜よ

わ半
に
嵐

あ
ら
しの

吹ふ

か
ぬ
も
の
か
は
』

（
松ま

つ

若わ
か

丸ま
る―

親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
）

　

２
０
１
６
年ね

ん

１
１
月が

つ

２
９

日に
ち

（
火か

）
の
夜よ

な
か中

（
ブ
ラ
ジ
ル

時じ
か
ん間

）、
コ
ロ
ン
ビ
ア
国こ

く

の
メ
デ
リ

ン
市し

近き
ん
ぺ
ん辺

で
シ
ャ
ペ
コ
エ
ン
セ
と

言い

う
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー

ム
の
選せ

ん
し
ゅ手

、
監か

ん
と
く督

と
関か

ん
け
い
し
ゃ

係
者
、
そ

の
他た

マ
ス
コ
ミ
報ほ

う
ど
う
じ
ん

道
陣
を
乗の

せ

た
飛ひ

こ
う
き

行
機
が
墜つ

い

落ら
く

し
乗

じ
ょ
う
き
ゃ
く

客
７
７

名め
い

中ち
ゅ
う７

１
名め

い

が
死し

ぼ
う亡

、
６
名め

い

が

重じ
ゅ
う
け
い
し
ょ
う

軽
傷
を
負お

っ
た
。

こ
の
チ
ー
ム
は
南な

ん
べ
い米

カ
ッ
プ

決け
っ
し
ょ
う
せ
ん

勝
戦
初は

つ
し
ゅ
つ
じ
ょ
う

出
場
と
言い

う
こ
と
で

特と
く

に
選せ

ん
し
ゅ手

達た
ち

は
飛ひ

こ
う
き

行
機
に
乗の

る
ま

で
、
そ
し
て
機き

な
い内

で
も
飛ひ

こ
う
き

行
機
が

出し
ゅ
っ
ぱ
つ

発
す
る
ま
で
皆み

な

大た
い
へ
ん変

喜よ
ろ
こび

、
は

し
ゃ
い
で
い
る
様よ

う
す子

を
携け

い

帯た
い
で
ん
わ

電
話

等な
ど

で
録ろ

く
が画

し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

流な
が

し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

数す
う
じ
か
ん

時
間
、
数す

う
ふ
ん
か
ん
ま
え

分
間
前
ま
で
は
元げ

ん
き気

に
賑に

ぎ

わ
っ
て
い
た
者も

の

た
ち
が
ア
ッ

と
言い

う
瞬

ま
た
た

く
間ま

に
命

い
の
ち

を
失

う
し
な

っ
て
し

ま
っ
た
分わ

け
で
す
。
そ
れ
か
ら
は

ど
の
テ
レ
ビ
局

き
ょ
く

の
ニ
ュ
ー
ス
で
も

一い
ち
に
ち
じ
ゅ
う

日
中
こ
の
事じ

こ故
に
つ
い
て
報ほ

う
ど
う道

さ
れ
、
世せ

か
い界

の
国く

に

々ぐ
に

の
マ
ス
コ
ミ

ニ
ュ
ー
ス
に
も
取と

り
上あ

げ
ら
れ
、

ブ
ラ
ジ
ル
国こ

く

の
サ
ッ
カ
ー
界か

い

だ
け

で
な
く
世せ

か
い
て
き

界
的
感か

ん
ど
う動

、
動ど

う
よ
う揺

を
起お

こ
し
た
。

話
は
な
し

は
変か

わ
り
ま
す
が
、
七し

ち

高こ
う
そ
う僧

の
第だ

い
い
っ一

祖そ

で
あ
る
龍

り
ゅ
う
じ
ゅ樹

菩ぼ
さ
つ薩

は

大た
い
へ
ん変

優ゆ
う
し
ゅ
う

秀
な
才さ

い
の
う能

の
持も

ち
主ぬ

し

で
、

忍し
の

び
の
術

じ
ゅ
つ

で
身み

を
晦く

ら

ま
す
能

の
う
り
ょ
く力

を
取し

ゅ
と
く得

し
、
友と

も
だ
ち達

数す
う
に
ん人

と
一い

っ
し
ょ緒

に

王お
う
さ
ま様

の
宮

き
ゅ
う
で
ん殿

に
忍し

の

び
込こ

ん
で
悪い

た
ず
ら戯

を
し
つ
づ
け
た
。
怒お

こ

っ
た
王お

う
さ
ま様

は

家け
ら
い来

た
ち
に
宮

き
ゅ
う
で
ん殿

に
砂す

な

を
撒ま

き
忍し

の

び
込こ

ん
だ
者も

の

た
ち
を
切き

り
殺こ

ろ

す
よ

う
に
命め

い
れ
い令

し
た
。
王お

う
さ
ま様

の
背は

い
ご後

に

隠か
く

れ
た
龍

り
ゅ
う
じ
ゅ樹

だ
け
が
宮

き
ゅ
う
で
ん殿

か
ら
逃に

げ
出で

る
こ
と
が
で
き
た
。
３
人に

ん

の

友と
も
だ
ち達

が
全ぜ

ん
い
ん員

切き

り
殺こ

ろ

さ
れ
る
有あ

り
さ
ま様

を
目も

く
げ
き撃

し
た
龍

り
ゅ
う
じ
ゅ樹

は
命

い
の
ち

の
無む

じ
ょ
う常

の

理こ
と
わ
りを

悟さ
と

り
、
仏ぶ

っ
ぽ
う法

を
求も

と

め
人じ

ん
せ
い生

の

拠よ

り
所

ど
こ
ろ

と
し
、
八

は
っ
し
ゅ
う宗

の
祖そ

と
称

し
ょ
う

さ

れ
る
ほ
ど
の
高こ

う
そ
う僧

と
な
ら
れ
た
。

顧か
え
りみ

れ
ば
、
釈

し
ゃ
く
そ
ん尊

の
出し

ゅ
っ
け家

の
動ど

う
き機

も
『
生

し
ょ
う、

老ろ
う

、
病

び
ょ
う、

死し

』
の
根こ

ん
ぽ
ん本

苦く
の
う悩

を
解か

い

決け
つ

す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
は
幼

お
さ
な

く
し
て
両

り
ょ
う
し
ん親

と
死し

べ
つ別

し
『
明あ

す日
あ
り
と
思お

も

う
心

こ
こ
ろ

の
あ
だ
桜

ざ
く
ら、

夜よ

わ半
に
嵐

あ
ら
し

の
吹ふ

か
ぬ

も
の
か
は
』
と
詠よ

ま
れ
、
９
歳さ

い

で

得と
く
ど度

し
仏ぶ

つ
も
ん門

に
入は

い

ら
れ
た
。

さ
ら
に
蓮れ

ん
に
ょ如

上し
ょ
う
に
ん

人
は
白は

っ
こ
つ骨

の
章

し
ょ
う

に

『
明あ

し
た日

に
は
紅こ

う
が
ん顔

あ
り
て
夕ゆ

う

べ
に
は

白は
っ
こ
つ骨

と
な
れ
る
身み

な
り
』
と
無む

じ
ょ
う常

の
い
の
ち
を
示し

め

さ
れ
た
。
そ
し
て
、

お
釈し

ゃ
か迦

様さ
ま

を
は
じ
め
、
こ
の
様よ

う

に

多お
お

く
の
高こ

う
そ
う
が
た

僧
方
が
阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来

の

ご
本ほ

ん
が
ん願

の
み
こ
の
人じ

ん
せ
い生

の
真し

ん

の
拠よ

り
所

ど
こ
ろ

で
あ
る
こ
と
を
明あ

か
し
、
後の

ち

の
世よ

の
為た

め

に
伝つ

た

え
て
下く

だ

さ
っ
た
の

で
す
。

先さ
き

に
申も

う

し
上あ

げ
た
事じ

こ故
で
亡な

く

な
っ
た
選せ

ん
し
ゅ手

達た
ち

は
ブ
ラ
ジ
ル
国こ

く

の
サ
ッ
カ
ー
総そ

う
れ
ん
め
い

連
盟
は
も
と
よ
り

他た
こ
く国

の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
等と

う

か
ら

も
惜お

し
ま
れ
、
英え

い
ゆ
う雄

と
ま
で
讃た

た

え

ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
事じ

こ故
で

生い

き
残の

こ

っ
た
方か

た

々が
た

や
亡な

く
な
っ
た

方か
た

々が
た

の
遺い

ぞ
く族

、
親し

ん
せ
き戚

、
友ゆ

う
じ
ん人

等と
う

こ

の
有あ

り
さ
ま様

を
目も

く
ぜ
ん前

に
人じ

ん
せ
い生

の
無む

じ
ょ
う常

の

理こ
と
わ
りに

目め

ざ覚
め
、
特と

く

に
仏ぶ

っ
ぽ
う法

を
真し

ん

の

拠よ

り
所

ど
こ
ろ

と
自じ

か
く覚

す
る
こ
と
は
で
き

る
で
し
ょ
う
か
。

い
や
、
こ
れ
は
決け

っ

し
て
他た

に
ん人

ご
と

で
は
な
く
、
こ
の
無む

じ
ょ
う常

の
い
の
ち

は
我わ

が
身み

の
問も

ん
だ
い題

で
あ
る
の
で
す
。

お
念ね

ん
ぶ
つ仏

に
よ
り
お
浄じ

ょ
う
ど土

へ
の
旅た

び

を

進す
す

ま
せ
て
頂

い
た
だき

た
い
も
の
で
す
。

南な

ん

ま

ん

だ

ぶ

無
阿
弥
陀
仏

（
梶

か
じ
わ
ら
し
ゅ
ん
え
い

原
俊
栄
）

た
。

　

６
月が

つ

７
・
８
日に

ち

マ
リ
ン
ガ

市し

の
西に

し
ほ
ん
が
ん

本
願
寺じ

会か
い
か
ん館

で
恒こ

う
れ
い例

の
『
西に

し

フ
ェ
ス
チ
』
が
開か

い
さ
い催

さ
れ
た
。
二ふ

つ
か
か
ん

日
間
で
延の

べ

数す
う
せ
ん
に
ん

千
人
が
来ら

い
じ
ょ
う場

す
る
マ
リ
ン

ガ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
の
一い

ち

大だ
い

イ
ベ
ン
ト

で
地じ

も
と元

の
人ひ

と
た
ち達

が
毎ま

い
と
し年

楽た
の

し

み
に
し
て
い
る
。
お
寺て

ら

の

運う
ん
え
い営

の
一い

っ
か
ん環

と
し
て
、
大お

お
ぜ
い勢

の
門も

ん

信し
ん
と徒

が
手て

つ
だ伝

う
。
役や

く
い
ん員

達た
ち

が
、
ま
た
子こ

ど
も供

達た
ち

が
一い

ち
が
ん丸

と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
精せ

い
い
っ
ぱ
い

一
杯

で
き
る
こ
と
か
ら
、
地じ

も
と元

の

お
寺て

ら

を
盛も

り
立た

て
て
行い

く
姿

す
が
た

は
寺じ

い
ん院

運う
ん
え
い営

の
見み

ほ
ん本

と
も
言い

え
る
。
他た

の
地ち

い
き域

も
負ま

け
ぬ

よ
う
、
さ
ら
に
は
末す

え
な
が永

く
続つ

づ

い
て
く
れ
れ
ば
ブ
ラ
ジ
ル

仏ぶ
っ
き
ょ
う

教
の
未ら

い来
も
明あ

か

る
い
。

新
しんせん

鮮な 食
しょくざい

材を使
つか

った御
ご ち そ う

馳走

いつも来
き

てくださるお客
きゃくさま

様 お揃
そろ

いの法
は っ ぴ

被でお手
て つ だ

伝い

来
らいじょうしゃ

場者は日
にほんじん

本人ばかりじゃない

お客
きゃくさま

様が来てくれるからいい笑
え が お

顔

マリンガ本
ほんがんじ

願寺名
めいぶつ

物鉄
てっぱん

板焼
や

き

と
も
し
びびび
俳俳俳俳俳俳は

い
は
い
は
い
は
い
は
い
は
い
は
い
は
い
は
いい

壇壇壇壇壇壇だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん

厨
ちゅうぼう

房は熱
あつ

くて大
たいへん

変

たくさんのお手
て つ だ

伝いに支
ささ

えられて

訃ふ
ほ
う報

５
月が

つ

２
２
日に

ち

ベ
レ
ン

下し
も
こ
ぞ
の

小
薗
昭あ

き
ひ
と仁

（
法ほ

う
む
し

務
使
）

法ほ
う

名み
ょ
う.

釋し
ゃ
く

勝し
ょ
う

解げ

８
２
歳さ

い

６
月が

つ

１
１
日に

ち

ク
リ
チ
ー
バ

藤ふ
じ
た田

辰た
つ
み美

顕け
ん

勝し
ょ
う

院い
ん

釋し
ゃ
く
こ
う
せ
ん

香
專

８
９
歳さ

い

６
月が

つ

１
６
日に

ち

リ
オ

小こ
ま
き牧

哲て
つ
ろ
う朗

（
開か

い
き
ょ
う
し

教
使
補ほ

）

照し
ょ
う

導ど
う
い
ん院

釋し
ゃ
く

秀し
ゅ
う

信し
ん

８
１
歳さ

い
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前ぜ
ん
か
い回

に
引ひ

き
続つ

づ

き
舞ぶ

た
い台

は

北ほ
っ
か
い
ど
う

海
道
。
今こ

ん
か
い回

は
道ど

う

南な
ん

口く

説ど
き

節ぶ
し

の
魅み

り
ょ
く力

に
迫せ

ま

る
。『
道ど

う

南な
ん

口く

説ど
き

節ぶ
し

』
の
元も

と

唄う
た

は
新に

い
が
た
け
ん

潟
県
に
生う

ま

れ
た
と
言い

わ
れ
、
旅た

び
げ
い
に
ん

芸
人
の
瞽ご

女ぜ

達た
ち

に
よ
っ
て
唄う

た

い
広ひ

ろ

め
ら
れ

た
。

瞽ご

女ぜ

と
は
「
盲

め
く
ら

御ご
ぜ
ん前

」
の
敬

け
い
し
ょ
う称

に
由ゆ

ら
い来

す
る
日に

ほ
ん本

の
女じ

ょ
せ
い性

の

盲も
う
じ
ん人

芸げ
い
の
う
し
ゃ

能
者
。
５
０
０
年ね

ん

ほ
ど

前ま
え

の
室む

ろ
ま
ち町

時じ
だ
い代

に
は
記き

ろ
く録

に
そ

の
名な

が
出で

て
お
り
、
以い

ら
い来

近き
ん
せ
い世

ま
で
は
ほ
ぼ
全ぜ

ん
こ
く
て
き

国
的
に
活か

つ
や
く躍

し

て
い
た
が
今い

ま

は
少す

く

な
い
。

瞽ご

女ぜ

達た
ち

は
今い

ま

か
ら
１
５
０
年ね

ん

程ほ
ど
ぜ
ん前

江え
さ
し差

・
松ま

つ
ま
え前

が
鰊

に
し
ん

の
豊

ほ
う
り
ょ
う漁

で
栄さ

か

え
て
た
頃こ

ろ

、
北き

た
ま
え前

船ふ
ね

で

蝦え

ぞ

ち

夷
地
（
当と

う
じ時

の
北ほ

っ
か
い
ど
う

海
道
）
へ

渡わ
た

り
歌う

た

を
唄う

た

い
僅わ

ず

か
な
が
ら
わ

ず
か
な
収

し
ゅ
う
に
ゅ
う

入
を
得え

て
い
た
。
鰊

に
し
ん

が
採と

れ
な
く
な
る
と
江え

さ
し差

・

松ま
つ
ま
え前

を
後の

ち

に
し
て
旅た

び

を
続つ

づ

け
、

箱は
こ
か
ん館

を
拠き

ょ
て
ん点

に
旅た

び
げ
い
に
ん

芸
人
と
し
て

道ど
う

南な
ん

一い
ち
え
ん円

を
流る

ろ
う浪

し
た
。

瞽ご

女ぜ

達た
ち

は
旅た

び

の
道ど

う
ち
ゅ
う中

で
転こ

ろ

ん
で

怪け

我が

を
せ
ぬ
よ
う
数す

う
に
ん人

組ぐ

み
で

数じ
ゅ
ず珠

つ
な
ぎ
に
な
っ
て
歩あ

る

い
た
。

歌か

し詞
の
中な

か

で
『
オ
イ
ヤ
サ
エ
ー
』

は
「
御ご

め
ん免

く
だ
さ
い
」
を
意い

み味

す
る
。
又ま

た

山や
ま

を
登の

ぼ

る
時と

き

は
『
エ

ン
ヤ
ー
コ
ラ
ヤ
』
と
掛か

け
声こ

え

を

し
、
平へ

い
ち地

を
歩あ

る

く
時と

き

は
『
ヤ
ッ

シ
ョ
マ
カ
シ
ョ
』
の
掛か

け
声ご

え

を

し
た
と
い
う
。

こ
の
哀あ

い
し
ゅ
う愁

を
帯お

び
た
メ
ロ
デ
ィ

は
多お

お

く
の
人ひ

と

々
に
愛あ

い
し
ょ
う唱

さ
れ

各か
く
ち地

で
唄う

た

わ
れ
、
道ど

産さ
ん

子こ

馬ば

を

曳ひ

く
馬ま

ご子
達た

ち

に
も
馬ま

ご子
唄う

た

と
し

て
広ひ

ろ

く
愛あ

い
し
ょ
う唱

さ
れ
た
。
道ど

う

南な
ん

口く

説ど
き

節ぶ
し

は
前ぜ

ん
か
い回

の
江え

さ
し差

追お
い
わ
け分

と
並な

ら

ん
で
全ぜ

ん
こ
く
て
き

国
的
に
最

も
っ
と

も
親し

た

し
ま
れ

て
い
る
民み

ん
よ
う謡

の
ひ
と
つ
で
、「
道ど

う

南な
ん

口く

説ど
き

節ぶ
し

全ぜ
ん
こ
く国

大た
い
か
い会

」
も
開か

い

催さ
い

さ
れ
て
い
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
で
も
サ
ン
パ
ウ
ロ
で

は
本ほ

ん
ね
ん年

６
月が

つ

９
日か

午ご
ぜ
ん前

９
時じ

か

ら
『
道ど

う

南な
ん

口く

説ど
き

節ぶ
し

コ
ン
ク
ー
ル
』

が
開か

い
さ
い催

さ
れ
た
。
今こ

と
し年

で
１
９

回か
い
め目

を
迎む

か

え
来ら

い
ね
ん年

は
２
０
回か

い
め目

の
節ふ

し
め目

の
年と

し

と
な
る
。

北ほ
っ
か
い
ど
う

海
道
の
函は

こ

館だ
て

空く
う
こ
う港

近ち
か

く
、

国こ
く
ど
う道

２
７
８
号ご

う

線せ
ん
ぞ沿

い
に
は

根ね
ざ
き崎

公こ
う
え
ん園

が
あ
り
、
そ
の
入い

り
ぐ
ち口

に
「
道ど

う

南な
ん

口く

説ど
き

節ぶ
し

の
碑ひ

」
が
建た

て
ら
れ
地じ

も
と元

民み
ん

や
観か

ん
こ
う
き
ゃ
く

光
客
に
今い

ま

も
親し

た

し
ま
れ
て
い
る
。

〜
ふ
る
さ
と
歌う

た

め
ぐ
り
〜
２

　

６
月が

つ

１
８
日に

ち

は
日に

ほ
ん
じ
ん

本
人
移い

み
ん民

が

ブ
ラ
ジ
ル
サ
ン
ト
ス
港こ

う

へ
到

と
う
ち
ゃ
く着

し

た
記き

ね
ん念

す
べ
き
日ひ

で
あ
る
。
あ
れ

か
ら
１
１
１
年ね

ん

が
過す

ぎ
た
。

昨さ
く
ね
ん年

は
１
１
０
周

し
ゅ
う
ね
ん年

と
い
う
こ
と

で
１
０
０
０
人に

ん

を
超こ

す
参さ

ん
ぱ
い
し
ゃ

拝
者
が

あ
っ
た
が
、
本ほ

ん
ね
ん年

の
法ほ

う
よ
う要

も
平へ

い
じ
つ日

の
開か

い
さ
い催

で
あ
る
に
も
関か

か

わ
ら
ず

盛せ
い
き
ょ
う

況
で
あ
っ
た
。
今こ

ん
か
い回

の
法ほ

う
よ
う要

か

ら
一い

ち

年ね
ん

間か
ん

の
行ぎ

ょ
う
じ事

は
西に

し
ほ
ん
が
ん
じ

本
願
寺
が

中ち
ゅ
う
し
ん

心
と
な
っ
て
運う

ん
え
い営

さ
れ
る
。

午ご
ぜ
ん
ち
ゅ
う

前
中
の
イ
ビ
ラ
プ
エ
ラ
公こ

う
え
ん園

記き
ね
ん念

碑ひ

で
の
法ほ

う
よ
う要

に
続つ

づ

い
て
、

文ぶ
ん
き
ょ
う協

大だ
い
こ
う
ど
う

講
堂
で
の
法ほ

う
よ
う要

も
仏ぶ

つ
れ
ん連

各か
く
し
ゅ
う
は

宗
派
が
教き

ょ
う
ぎ義

の
違ち

が

い
を
超こ

え
て

日に
っ
け
い系

社し
ゃ
か
い会

へ
尽じ

ん
り
ょ
く力

さ
れ
た
先せ

ん
じ
ん人

た
ち
の
苦く

ろ
う労

に
敬け

い
い意

を
払は

ら

っ
た
。

参さ
ん
ぱ
い
し
ゃ

拝
者
か
ら
は
寄き

ふ付
の
品し

な
じ
な々

が
寄よ

せ
ら
れ
、
法ほ

う
よ
う
ご

要
後
に
そ
れ
ら
は
各か

く

社し
ゃ

会か
い

福し
ゃ
か
い
ふ
く
し
だ
ん
た
い

祉
団
体
へ
と
配は

い
ふ布

さ
れ

た
。
ま
た
、
仏ぶ

つ
れ
ん連

か
ら
参さ

ん
ぱ
い拝

の
懇こ

ん

志し

進し
ん

納の
う
し
ゃ者

へ
華け

は葩
の
配は

い
ふ布

が
あ
っ

た
。
ブ
ラ
ジ
ル
国こ

っ
き旗

の
緑

み
ど
り

と
日に

ほ
ん本

国こ
っ
き旗

の
赤あ

か

を
象

し
ょ
う
ち
ょ
う

徴
し
た
二に

ま
い枚

一ひ
と
く
み組

の
仏ぶ

つ
れ
ん連

仕し
よ
う様

の
特と

く
ち
ゅ
う

注
品
で
あ
る
。

行ぎ
ょ
う
じ事

の
継け

い
ぞ
く続

は
記き

お
く憶

の
継け

い
ぞ
く承

で
も

あ
る
。

仏ぶ
つ
れ
ん
い
み
ん
ほ
う
よ
う

連
移
民
法
要　

１
１
１
年ね

ん
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５
月が

つ

２
６
日に

ち

、
ノ
ロ
エ
ス
テ

本ほ
ん
が
ん
じ

願
寺
で
壮そ

う
ね
ん年

・
少

し
ょ
う

年ね
ん

会か
い

大た
い
か
い会

が

お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
私

わ
た
し

が
主し

ゅ
か
ん管

に
な
っ
て
４
ヶ
月げ

つ

、
初は

じ

め
て
の
大お

お

き
な
大た

い
か
い会

で
し
た
。
そ
れ
ま
で

別べ
つ
い
ん院

勤つ
と

め
で
し
た
の
で
、
大た

い
か
い会

に

参さ
ん
か加

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
も
、
午ご

ご後
か
ら
の
ポ

ル
ト
ガ
ル
語ご

の
講こ

う
え
ん演

も
引ひ

き
受う

け
て
し
ま
い
、
３
ヶ
月げ

つ
ま
え前

か
ら
、

練れ
ん
し
ゅ
う

習
と
緊

き
ん
ち
ょ
う張

の
毎ま

い
に
ち日

が
続つ

づ

き
ま
し

た
。
始は

じ

ま
る
３
０
分ぷ

ん
ま
え前

に
な
っ
て
、

ア
ラ
サ
ツ
ー
バ
の
旗は

た

が
な
い
こ
と

に
気き

づ
き
大だ

い

慌あ
わ

て
で
探さ

が

す
と
い
う

ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
り
ま
し
た
。

午ご
ぜ
ん
ち
ゅ
う

前
中
大お

と
な人

は
、
心し

ん
ぞ
う臓

専せ
ん
も
ん門

の

医い
し
ゃ者

で
あ
る
フ
ラ
ビ
オ
・
サ
ラ

テ
ィ
ノFlavio Salatino

師し

か
ら

『
心

こ
こ
ろ

と
健け

ん
こ
う康

』
と
い
う
テ
ー
マ
で

お
話

は
な
し

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
子こ

ど
も供

た
ち
は
、
工こ

う
さ
く作

の
時じ

か
ん間

で
す
。
ま

ず
、
マ
ジ
ッ
ク
ス
ク
リ
ー
ン
と
い

う
、
色い

ろ

が
浮う

か
び
上あ

が
る
不ふ

し

ぎ
思
議

な
カ
ー
ド
を
作つ

く

り
ま
し
た
。
そ
の

あ
と
で
、
色い

ろ
か
み紙

粘ね
ん
ど土

や
、
ビ
ー
ズ

を
使つ

か

い
仏

ほ
と
け

さ
ま
を
作つ

く

っ
て
楽た

の

し
み

ま
し
た
。
午ご

ご後
か
ら
は
、
子こ

ど
も供

は

近ち
か

く
の
競き

ょ
う
ぎ
じ
ょ
う

技
場
で
運う

ん
ど
う
か
い

動
会
。
大お

と
な人

は
、
私

わ
た
し

が
『
と
も
に
念ね

ん
ぶ
つ仏

の
た

め
に
』
に
つ
い
て
発は

っ
ぴ
ょ
う表

し
ま
し

た
。
そ
も
そ
も
念ね

ん
ぶ
つ仏

と
は
何な

ん

な
の

か
、
を
法ほ

う
ぞ
う蔵

菩ぼ
さ
つ薩

の
ご
苦く

ろ
う労

を
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
し
、
ア
ラ
サ

ツ
ー
バ
の
メ
ン
バ
ー
に
も
、
い
い

声こ
え

で
声せ

い
ゆ
う優

と
し
て
活か

つ
や
く躍

し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
な
ん
と
か
無ぶ

じ事
に
お

わ
り
ま
し
て
ホ
ッ
と
い
た
し
ま
し

た
。
最さ

い
ご後

に
は
各か

く
ち地

か
ら
の
楽た

の

し

い
演え

ん
げ
い芸

で
盛も

り
上あ

が
り
、
楽た

の

し
い

盆ぼ
ん
お
ど踊

り
で
幕ま

く

を
閉と

じ
ま
し
た
。

参さ
ん
か加

し
て
く
だ
さ
っ
た
先せ

ん
せ
い
が
た

生
方
、

参さ
ん
か
し
ゃ

加
者
の
み
な
さ
ん
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地じ

も
と元

の
婦ふ

じ
ん
か
い

人
会
、
護ご

じ
か
い

持
会
、
青せ

い

年ね
ん
か
い会

の

方か
た
が
た々

、
お
疲つ

か

れ
さ
ま
で
し
た
。

（
久く

ぼ保
光こ

う
う
ん雲

）

　

ド
キ
ド
キ
の
壮そ
う
ね
ん年

・

少し
ょ
う

年ね
ん

会か
い

大た
い
か
い会

『
笑し

ょ
う
え
ん縁』

あ
る
男

お
と
こ

が
、
お
寺て

ら

へ
行い

っ
て

お
坊ぼ

う

さ
ん
へ
『
す
み
ま
せ
ん

が
、
こ
の
椅い

す子
を
私

わ
た
し

に
売う

っ

て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
？
』

と
聞き

き
ま
し
た
。
お
坊ぼ

う

さ
ん

が
お
か
し
な
質し

つ
も
ん問

の
理り

ゆ
う由

を

聞き

き
ま
す
と
、
男

お
と
こ

は
『
実じ

つ

は
、

私わ
た
しは

毎ま
い
ば
ん晩

不ふ
み
ん
し
ょ
う

眠
症
で
困こ

ま

っ
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
の
椅い

す子

に
座す

わ

っ
て
貴あ

な
た方

の
説せ

っ
き
ょ
う教

を
聞き

く
と
き
に
は
ぐ
っ
す
り
眠ね

む

れ

る
の
で
す
』
と
言い

い
ま
し
た
。

帰き
え
し
き

依
式

５
月が

つ

１
１
日に

ち

伯は
っ
こ
く国

別べ
つ
い
ん院

荒あ
ら
お尾

嘉か

ず

こ
珠
子

法ほ
う
み
ょ
う

名

釈
し
ゃ
く

静じ
ょ
う
か嘉

（
サ
ン
パ
ウ
ロ
在ざ

い
じ
ゅ
う住

）

７
月が

つ

・
８
月が

つ

の
予よ

て
い定

７
月が

つ

　
　

３
日か

後こ
う
き
か
い
き
ょ
う
し
こ
う
し
ゅ
う
か
い

期
開
教
使
講
習
会

　
　

４
日か

後こ
う
き
か
い
き
ょ
う
し
か
い
ぎ

期
開
教
使
会
議

　

１
３
日に

ち

仏ぶ
っ
せ
い
た
い
か
い

青
大
会

（
サ
ン
ト
ア
ン
ド
レ
〜
１
４
日か

ま
で
）

　

１
４
日か

仏ぶ
っ
そ
う壮

カ
ラ
オ
ケ
大た

い
か
い会

（
ド
ラ
セ
ナ
）

　

１
７
日に

ち

青せ
い

少し
ょ
う

年ね
ん

国こ
く
さ
い際

研け
ん

修し
ゅ
う

団だ
ん

（
京き
ょ
う
と都　

〜
２
４
日か

ま
で
）

８
月が

つ

　
　

３
０
日に

ち

世せ
か
い
ぶ
っ
ぷ
た
い
か
い

界
仏
婦
大
会

（
北ほ

く
べ
い米　

〜
９
月が

つ

１
日た

ち

ま
で
）
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来き
た

る
２
０
２
３
年ね

ん

に
は
、

宗し
ゅ
う

祖そ

親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う

人に
ん

の
ご
誕た

ん

生じ
ょ
う

八は
っ

百ぴ
ゃ
く

五ご

十じ
ゅ
う

年ね
ん

、
ま
た
、
そ
の

翌よ
く
と
し年

に
は
立り

っ

教き
ょ
う

開か
い

宗し
ゅ
う

八は
っ

百ぴ
ゃ
く

年ね
ん

に

あ
た
る
記き

ね
ん念

す
べ
き
年と

し

を
お
迎む

か

え
す
る
に
あ
た
り
、
２
０
２
３

年ね
ん

に
慶

き
ょ
う
さ
ん讃

法ほ
う
よ
う要

を
お
勤つ

と

め
い
た

し
ま
す
。

親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う

人に
ん

は
承

じ
ょ
う

安あ
ん

３
年ね

ん

・

１
１
７
３
年ね

ん

に
ご
誕た

ん

生じ
ょ
うと

な

り
、
御お

ん
と
し年

九く
さ
い歳

で
出し

ゅ
っ
け家

得と
く
ど度

さ
れ
、
比ひ

え
い
ざ
ん

叡
山
で
修し

ゅ

行ぎ
ょ
うを

重か
さ

ね
ら
れ
ま
し
た
が
、
２
９

歳さ
い

の
折お

り

、
山や

ま

を
下お

り
て
法ほ

う

然ね
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
御お

で

し

弟
子
と
な
ら
れ
、

阿あ

み

だ

弥
陀
如に

ょ
ら
い来

の
本ほ

ん
が
ん願

念ね
ん
ぶ
つ仏

の

世せ
か
い界

に
入は

い

ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
後ご

、
専せ

ん
じ
ゅ修

念ね
ん
ぶ
つ仏

停ち
ょ
う
じ止

に

よ
っ
て
越え

ち
ご後

に
ご
流る

ざ
い罪

に
な

ら
れ
、
赦し

ゃ
め
ん免

の
後の

ち

は
関か

ん
と
う東

に

赴お
も
むか

れ
て
他た

り
き力

念ね
ん
ぶ
つ仏

の
み
教お

し

え
を
人ひ

と
び
と々

に
伝つ

た

え
ら
れ
る
と

と
も
に
、『
教

き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん
し
ょ
う

証
』
の

執し
っ
ぴ
つ筆

に
と
り
か
か
ら
れ
ま
し

た
。
他た

り
き力

念ね
ん
ぶ
つ仏

の
み
教お

し

え
が

ま
と
め
ら
れ
た
本ほ

ん
し
ょ書

は
、
浄

じ
ょ
う

土ど

真し
ん
し
ゅ
う

宗
の
根こ

ん
ぽ
ん本

聖せ
い
て
ん典

と
い
う

意い

み味
で
ご
本ほ

ん

典で
ん

と
呼よ

ば
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
ご

本ほ
ん

典で
ん

の
記き

じ
ゅ
つ述

に
よ
っ
て
、
そ

の
成せ

い
り
つ立

を
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う

人に
ん

５
２
歳さ

い

の
時と

き

、
す
な
わ
ち
元げ

ん
に
ん仁

元が
ん
ね
ん年

・

１
２
２
４
年ね

ん

と
み
て
、
こ
の
年と

し

を
立り

っ

教
き
ょ
う

開か
い

宗し
ゅ
うの

年と
し

と
定さ

だ

め
て

い
ま
す
。

仏
ぶ
っ
き
ょ
う教

は
今い

ま

か
ら
約や

く

２
５
０
０

年ね
ん

前ま
え

、
釈し

ゃ
く
そ
ん尊

が
縁え

ん
ぎ起

や
諸

し
ょ
ぎ
ょ
う行

無む
じ
ょ
う常

・
諸し

ょ
ほ
う法

無む

が我
と
い
う
こ
の

世せ
か
い界

の
あ
り
の
ま
ま
の
真し

ん
じ
つ実

を

さ
と
ら
れ
た
こ
と
に
始は

じ

ま
り
ま

す
。
翻

ひ
る
が
え

っ
て
私

わ
た
し

た
ち
は
、
こ

の
執と

ら

わ
れ
の
な
い
お
さ
と
り

の
真し

ん
じ
つ実

に
気き

づ
く
こ
と
が
で

き
ず
、
常つ

ね

に
自じ

ぶ
ん分

中ち
ゅ
う

心し
ん

の
心

こ
こ
ろ

で
物も

の
ご
と事

を
見み

て
、
悩な

や

み
、
悲か

な

し

み
、
あ
る
い
は
他た

に
ん人

と
争

あ
ら
そ

っ
た

り
し
て
い
ま
す
。
釈

し
ゃ
く
そ
ん尊

は
、
こ

の
よ
う
な
私

わ
た
し

た
ち
を
そ
の
ま
ま

に
救す

く

い
、
お
さ
と
り
の
真し

ん
じ
つ実

へ
導

み
ち
び

こ
う
と
願ね

が

わ
れ
た
の
が

阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来

で
あ
る
こ
と
を
教お

し

え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う

人に
ん

は
、
こ
の

阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来

の
願ね

が

い
が
、
南な

も無

阿あ
み
だ
ぶ
つ

弥
陀
仏
の
お
念ね

ん
ぶ
つ仏

と
な
っ
て

は
た
ら
き
続つ

づ

け
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
こ
と
を
明あ

き

ら
か
に
さ
れ
た

の
で
す
。

　

あ
り
の
ま
ま
の
真し

ん
じ
つ実

に
基も

と

づ

く
阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来

の
お
慈じ

ひ悲
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
い
の
ち
あ
る
も

の
す
べ
て
に
平び

ょ
う
ど
う等

に
そ
そ
が

れ
、
自じ

こ己
中ち

ゅ
う

心し
ん
て
き的

な
考

か
ん
が

え
方か

た

し

か
で
き
な
い
煩ぼ

ん
の
う悩

具ぐ
そ
く足

の
私

わ
た
し

た

ち
も
決け

っ

し
て
見み

す捨
て
ら
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
広こ

う
だ
い大

な
お
慈じ

ひ悲
を
思お

も

う
と
き
、
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う

人に
ん

が
「
恥は

づ
べ
し
傷い

た

む
べ

し
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来

の
お
心

こ
こ
ろ

と
あ
ま
り

に
も
か
け
離は

な

れ
た
私

わ
た
し

た
ち
の

生せ
い
か
つ活

を
深ふ

か

く
慚ざ

ん

愧き

せ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
慚ざ

ん

愧き

の
思お

も

い
は
、
阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来

の
悲か

な

し
み
を
少す

こ

し
で
も
軽か

る

く
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
方ほ

う
こ
う向

に

私わ
た
した

ち
を
動う

ご

か
す
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
、
阿あ

み

だ
弥
陀
如に

ょ
ら
い来

の
願ね

が

い
を
一ひ

と
り人

で
も
多お

お

く
の
人ひ

と

に
伝つ

た

え
、
他た

に
ん人

の
喜

よ
ろ
こ

び
悲か

な

し
み
を
自

み
ず
か

ら
の
喜

よ
ろ
こ

び
悲か

な

し
み
と
す
る
よ
う

な
如に

ょ
ら
い来

の
お
心

こ
こ
ろ

に
か
な
う
生い

き
方か

た

で
あ
り
、
ま
た
、
世よ

の

安あ
ん
の
ん穏

、
仏ぶ

っ
ぽ
う法

弘ぐ
づ
う通

を
願ね

が

わ
れ
た

親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う

人に
ん

の
お
心

こ
こ
ろ

に
沿そ

う
生せ

い
か
つ活

で
す
。
み
教お

し

え
に
生い

か
さ
れ
、

い
よ
い
よ
お
念ね

ん
ぶ
つ仏

を
喜

よ
ろ
こ

び
、
す

べ
て
の
い
の
ち
あ
る
も
の
が
、

お
互た

が

い
に
心

こ
こ
ろ

を
通か

よ

い
合あ

わ
せ
て

生い

き
て
い
け
る
よ
う
な
社し

ゃ
か
い会

の

実じ
つ
げ
ん現

に
向む

け
、
宗

し
ゅ
う
も
ん門

総そ
う
ご
う合

振し
ん
こ
う興

計け
い
か
く画

の
取と

り
組く

み
を
進す

す

め
な
が

ら
、
来き

た

る
べ
き
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う

人に
ん

ご
誕た

ん

生じ
ょ
う

八は
っ

百ぴ
ゃ
く

五ご

十じ
ゅ
う

年ね
ん

な
ら
び
に
立り

っ

教き
ょ
う

開か
い

宗し
ゅ
う

八は
っ

百ぴ
ゃ
く

年ね
ん

の
慶

き
ょ
う
さ
ん讃

法ほ
う
よ
う要

を

と
も
に
お
迎む

か

え
い
た
し
ま
し
ょ

う
。平へ

い
せ
い成

３
１
年ね

ん

　

２
０
１
９
年ね

ん　

１
月が

つ

９
日に

ち

龍り
ゅ
う

谷こ
く

門も
ん

主し
ゅ　

　

釋
し
ゃ
く

専せ
ん

如に
ょ

　

２
０
１
９
年ね

ん

１
月が

つ

９
日か

午ご

ご後
２
時じ

か
ら
京き

ょ
う
と都

に
あ
る
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
の
御ご

正し
ょ
う
き忌

報ほ
う
お
ん
こ
う

恩
講
逮た

い
や夜

法ほ
う
よ
う要

に
続つ

づ

き

御ご
え
い
ど
う

影
堂
で
ご
消

し
ょ
う
そ
く息

の
発は

っ
ぷ布

が
あ
っ
た
。
ご
消

し
ょ
う
そ
く息

と
は
ご
門も

ん

主し
ゅ

か
ら
私

わ
た
し

た
ち
門も

ん

信し
ん
と徒

へ
直

ち
ょ
く
せ
つ接

届と
ど

け
ら
れ
る

お
言こ

と
ば葉

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
御ご

し
ょ
う
き

正
忌
以い

こ
う降

の
法ほ

う
よ
う要

で
も
ご
親し

ん

教き
ょ
う（

ご
門も

ん

主し
ゅ

に
よ
る
法ほ

う
わ話

）
で
繰く

り
返か

え

し
述の

べ
ら
れ
て
い
る
。

遡さ
か
の
ぼれ

ば
２
０
１
６
年ね

ん

１
月が

つ

１
６
日に

ち

の
伝で

ん
と
う灯

奉ほ
う
こ
く告

法ほ
う
よ
う要

の
ご
消

し
ょ
う
そ
く息

で
も
述の

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗

し
ゅ
う
も
ん門

で
は
何な

ん
ね
ん年

も
か
け
て
綿め

ん
み
つ密

に
準じ

ゅ
ん
び備

が
進す

す

め
ら
れ
て
い
る
重

じ
ゅ
う
よ
う要

な
行ぎ

ょ
う
じ事

で
あ
る
。
世せ

か
い
じ
ゅ
う

界
中
で
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
の

み
教お

し

え
を
共と

も

に
頂

い
た
だ

く
門も

ん

信し
ん
と徒

達た
ち

が
集つ

ど

い
祝い

わ

う
こ
の
行ぎ

ょ
う
じ事

に
、
私

わ
た
し
た
ち達

南な
ん
べ
い米

の
門も

ん

信し
ん
と徒

も
出で

き来
る
こ
と
か
ら

準じ
ゅ
ん
び備

を
進す

す

め
更さ

ら

な
る
宗

し
ゅ
う
も
ん門

の
繁は

ん
え
い栄

を
願ね

が

う
。

宗し
ゅ八は翌よあえ年ねしりさね歳さ聖し阿世ら赴お執しま土意本ほの１を 御ごおし遡さでみ準じ

『
第だ

い

３
４
回か

い

仏ぶ
っ
き
ょ
う教

壮そ
う
ね
ん
か
い

年
会
大た

い
か
い会

』
並な

ら

び
に

『
第だ

い  

６  

回か
い

仏ぶ
っ
き
ょ
う教

少し
ょ
う

年ね
ん
か
い会

大た
い
か
い会

』
開か

い
さ
い催

ア
ラ
サ
ツ
ー
バ
市し

ノ
ロ
エ
ス
テ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺

　

５
月が

つ

２
６
日に

ち

（
日に

ち

）
ノ

ロ
エ
ス
テ
教

き
ょ
う

線せ
ん

ノ
ロ
エ

ス
テ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
で
第だ

い

３
４
回か

い

仏ぶ
っ
き
ょ
う教

壮そ
う
ね
ん年

大た
い
か
い会

並な
ら

び
に

第だ
い

６
回か

い

少し
ょ
う

年ね
ん

会か
い

大た
い
か
い会

が

実じ
っ
し施

さ
れ
た
。
両り

ょ
う
た
い
か
い

大
会
は

毎ま
い
と
し年

同お
な

じ
日ひ

に
開か

い
さ
い催

さ
れ

て
い
る
。

昨さ
く
ね
ん年

の
門も

ん

信し
ん
と徒

大た
い
か
い会

を

挟は
さ

ん
で
の
二に

ね
ん年

ぶ
り
の

開か
い
さ
い催

と
な
り
、
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
の

確か
く
ほ保

が
危あ

や

ぶ
ま
れ
も
し
た

が
、
ふ
た
を
開あ

け
て
み
れ

ば
大だ

い
せ
い
き
ょ
う

盛
況
の
う
ち
に
終お

わ

り
を
迎む

か

え
た
。
壮そ

う
ね
ん年

大た
い
か
い会

は
毎ま

い
と
し年

そ
れ
ぞ
れ
の
地ち

い
き域

で
開か

い
さ
い催

を
受う

け
持も

ち
そ
こ

に
併あ

わ

せ
て
少

し
ょ
う

年ね
ん

会か
い

大た
い
か
い会

も

実じ
っ
し施

さ
れ
る
が
、
近き

ん
ね
ん年

は

協き
ょ
う
り
ょ
く
し
ゃ

力
者
の
確か

く
ほ保

が
難

む
ず
か

し

く
開か

い
さ
い催

を
敬け

い
え
ん遠

す
る
地ち

い
き域

も
増ふ

え
て
い
る
。

こ
の
行ぎ

ょ
う
じ事

は
大お

と
な人

も
子こ

ど
も供

も
楽た

の

し
め
る
行ぎ

ょ
う
じ事

で
あ
り

地じ
も
と元

の
協

き
ょ
う
り
ょ
く

力
が
不ふ

か
け
つ

可
欠

で
あ
る
。
事じ

ぜ
ん前

の
準じ

ゅ
ん
び備

も

含ふ
く

め
て
地じ

も
と元

へ
の
負ふ

た
ん担

は

決け
っ

し
て
小ち

い

さ
く
は
な
い

が
協

き
ょ
う
り
ょ
く

力
し
合あ

う
こ
と
で

団だ
ん
け
つ結

も
生う

ま
れ
、
他た

の

地ち
い
き域

か
ら
の
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
達た

ち

へ

も
運う

ん
え
い営

の
参さ

ん
こ
う考

に
し
て
も

ら
う
絶ぜ

っ
こ
う好

の
好こ

う
き機

で
も
あ

る
。

大お
と
な人

た
ち
は
壮そ

う
ね
ん年

世せ
だ
い代

の

活か
つ
ど
う動

が
よ
り
一い

っ
そ
う層

の
盛も

り

上あ

が
り
を
見み

せ
ら
れ
る
よ

う
に
交

こ
う
り
ゅ
う流

を
重か

さ

ね
、
子こ

ど
も供

た
ち
は
各か

く
ち地

の
青せ

い

年ね
ん
か
い会

が

趣し
ゅ
こ
う向

を
凝こ

ら
し
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
お
寺て

ら

で
の
集つ

ど

い
を

楽た
の

し
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
て
数す

う
ね
ん年

経た

つ
と

当と
う
じ時

の
子こ

ど
も供

た
ち
が
今こ

ん
ど度

は
青せ

い
ね
ん年

へ
と
成

せ
い
ち
ょ
う長

し
、
新あ

ら

た
な
子こ

ど
も供

た
ち
を
迎む

か

え
る

よ
う
に
な
る
。
大お

と
な人

か
ら

子こ
ど
も供

へ
世せ

だ
い代

を
つ
な
い
で

い
く
た
め
の
大た

い
せ
つ切

な
行ぎ

ょ
う
じ事

で
あ
る
。

世せ
か
い
じ
ゅ
う

界
中
で
宗

し
ゅ
う
き
ょ
う教

離ば
な

れ
が

叫さ
け

ば
れ
て
い
る
昨さ

っ
こ
ん今

で
は

あ
る
が
、
仏

ぶ
っ
き
ょ
う教

壮そ
う
ね
ん
か
い

年
会
と

幼よ
う

少し
ょ
う
ね
ん年

達た
ち

の
よ
り
一い

っ
そ
う層

の
隆

り
ゅ
う
せ
い盛

を
見み

ま
も守

っ
て
行い

き

た
い
。




