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Agenda de eventos Setembro e Outubro 2019

Cluso de Budismo
6º módulo no Betsuin

17 - 19 Set17 - 19 Set

Cluso de Budismo
7º módulo no Betsuin

15 - 17 Out15 - 17 Out
Congresso das

Senhoras Budistas em Lins/SP

5 - 6   Out5 - 6   Out

4º Almoço Benefi cente
no Betsuin Das 10:00

29     Set29     Set

Visita ao Templo Matriz - Programa Internacional de Intercâmbio de Jovens Budistas 2019

Do dia 17 à 24 de julho de 
2019, t ive a boa condição 
para visitar e estudar no Tem-
plo Matriz e junto como líder 
acompanhando 4 maravilhosos 
jovens sul americano. 
Vieram a Matriz 32 partici-
pantes de todos os distritos do 
mundo. Foram 9 do Havaí, 6 
do Canadá, 12 da Estados Uni-
dos e 4 da América do sul.
Foi  apresentado como re-
presentante do distrito Sul 
Americano a Carolina Kozima. 
O ponto importante e que fo-
ramfeitas muitasamizades in-
ternacionais dentro do estudo 
e foi solicitado ao Matriz para 
aumentar o número de partici-
pante da América do Sul para 
o próximo Estudo do Intercam-
bio Internacional Cultural dos 

Jovens Budistas.
Dentro de 4 participantes do 
Distrito da América do Sul, 3 
vieram para Japão pela primei-
ra vez. Ficaram preocupados na 
hora de ira ao Home Stay. Fala 
muito pouco o japonês, pratica-
mente conversaram em inglês. 
Levou 30 horas a viagem, tanto 

na ida ao Japão como na volta 
ao Brasil. Achei que foi muitís-
simo cansativo a distância, o 
fuso horário, economicamente 
como fisicamente. E julho no 
Japão é estação de verão, e 
fiquei muito preocupado com 
o calor e mormaço.  Mastodos 
foram e voltaram com saúde e 
sem ocorrências.
A compra, o alimento e a segu-

rança marcaram os jovens no 
Japão. Sentiram se bem com a 
segurança do Japão, o alimen-
to que adoram foramramene 
okonomiyaki e a facilidade da 
compra em conveniências, as 
lojas de 100yen e lojas enor-
mes. Lá encontrava-se de tudo.
E como sempre recebendo a 
colaboração em especial do 
missionário Kyoya Imai. A ale-
gria foi que realizou na Escola 

Heian o jogo de futebol vestin-
do a camisa do Grêmio. (Kkkk...)
E também, na visita ao Museu 
da Bomba Atômica em Hiroshi-
ma, acompanhado junto co-
nosco o Rev. Ossamu Nanjo. A 
expansão da ligação da condi-

ção com os jovens, é que sendo 
japonês, ele fala português bra-
sileiro fl uente e é bacana. Pena 
é que ele torce para Flamengo. 
E o que sentimos no Museu da 
Bomba Atômica, o único que-
explica a solução em relação a 
confl itos, é somente o Budismo. 
Assim explica o Buda Syakya-
muni “sem exércitos e armas”, e, 
também o mestre Shinran, “Que 
o mundo seja de Paz e Har-

monia, lembrar em expandir o 
Dharma”. Imprescindível que 
refl ita sobre isso como Ser Hu-
mano, que venha se tornar um 
indivíduo que ouça o Dharma.
Finalizando como objetivo da 
ida dos jovens à Matriz eretor-
nando ao Brasil, espero que os 
jovens possam transmitir a sua 
impressão a sua região, dos 
sentimentos das práticas e do 
físicos, levando como ponto de 
referência a vida cotidiana no 
Home Stay e do perfil de um 
Nenbusha na Matriz no Japão.
Desta vez, com gratidão, conse-
guimos dispersar dos jovens ao 
seus lares sem problemas no 
Honpa Hongwanji do Brasil .
Namo Amida Butsu...

o Internacional Cultural dos 

Congresso Sul-Americano de Jovens Budistas em Santo André
O 52º Congresso Sul-America-
no de Jovens Budistas foi reali-
zado nos dias 13 e 14 de julho, 
no Templo de Santo André, 
com a participação de jovens 
de Araçatuba, Lins, Presidente 
Prudente, Marília, Cafelândia, 
Maringá e Londrina, além de 
nove escoteiros do Templo de 
Santo André e dois jovens do 
Templo de Taubaté, que parti-
ciparam do evento pela primei-
ra vez.
No primeiro dia, após a pales-

tra do Bispo Shun’ei Kajiwara 
versando sobre o tema da mis-
são sul-americana, “okaguessa-
ma”, houve a apresentação de 
shishimai do grupo dos jovens 
de Santa Clara que foi bastante 
aplaudida. Na parte da tarde 
todos os participantes compa-
receram à festa de tanabata, 
realizada no mesmo dia. A pa-
lestra do fi nal da tarde foi con-
cedida pelo Rev. Dan Miyuki 
de uma forma humorística. Ele 
destacou o papel das senhoras 
budistas que prepararam todas 
as refeições servidas durante 
a realização para aprofundar a 
compreensão sobre o tema. Ao 
anoitecer, houve várias apre-
sentações dos participantes, 
tais como a seção de piano dos 
irmãos Tamaki de Taubaté, o 

canto dos escoteiros utilizando 
copo, e todos eles foram muito 
aplaudidos. 
No segundo dia, desde cedo, os 
participantes foram passear no 

Parque Estoril de São Bernardo 
do Campo, cercado de verde e 
água, e curtiram o zoológico 
anexo ao parque. À tarde o Sr. 
Marcos Yamada fez uma de-
monstração de tênis de mesa, 
oferecendo a oportunidade aos 
participantes de praticar de 

forma divertida. No intervalo 
entre as programações houve 
uma atividade de gincana bem 
planejada, em que os jovens 
foram divididos em seis gru-
pos e competiram entre si. No 
final do dia, se apresentou o 
resultado da competição. Os 
vitoriosos ganharam prêmios e 
os derrotados foram obrigados 
a desenhar com suas nádegas a 
palavra de “okaguessama”, em 
meio a uma explosão de risada.
O congresso foi realizado gra-
ças à colaboração calorosa das 
senhoras budistas e à organi-
zação e administração meticu-
losas dos escoteiros do Templo 
de Santo André, seguindo o 
50º Congresso sediado três 
anos atrás pelo Templo Honpa 
Hongwanji do Brasil ,  onde 

não há grupo de jovens como 
no Templo de Santo André. O 
evento foi gratificante por ter 
concedido palestras aos estão 
desprovidos de oportunida-
des de ouvir o Dharma e pela 
programação na qual todos se 
concentraram. E foi frutífero 
ouvir as vozes jubilosas e co-
movidas dos que participaram 
do evento pela primeira vez. 
Publicaremos o relatório dos 
escoteiros do Templo de Santo 
André na página seguinte. 

仏壇 (BUTSUDAN) 位牌 (IHAI)

Fabricamos oratórios(BUTSUDAN) sobre encomendas todas as religiões.
(18)99735-5954       / (18)98158-1930

仏壇 牌

ERIK & CECÍLIA 

“Os nossos votos”
1. Sem nos isolarmos do mundo ao nosso redor,  valorizaremos o rosto sereno e as palavras amáveis, 
    assim como o Buda que nos chama sorrindo.
2. Sem sermos dominados pela ganância, ira e ignorância, esforçaremos em manter atitudes, 
    sentimentos e pensamentos tranquilos, assim como o Buda com sua Mente/Coração serena.
3. Sem desejarmos apenas o bem-querer próprio, compartilharemos, mutuamente, as alegrias e as tristezas, 
    assim como o Buda repleto de Compaixão.
4. Reconhecendo os valores de tudo que nos mantém vivos, daremos o melhor de nós todos os dias, 
    assim como o Buda que se dedica a salvar todas as pessoas.
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Eu acredito que este o Congresso 
de Jovens foi bastante divertido, 
as refeições muito sofisticadas 
quando comparadas aos nossos 
acampamentos, todas as pessoas 
muito educadas, os senseis sim-
páticos e divertidos; principal-
mente, o Dan Miyuki, cuja pales-
tra foi muito engraçada e não foi 
cansativa.  
A palestra do Bispo Kajiwara, na 
minha opinião, foi importante 
para aprendermos a origem da 
palavra “Okaguessama”. As apre-
sentações das cidades foram bem 
legais, gostei da apresentação 
de piano do jovem de Taubaté; 
a nossa apresentação de “Cups” 
foi bem interessante e melhor do 
que outras realizadas em nosso 
grupo escoteiro. 
As atividades realizadas em equi-
pes serviram para conhecermos 
os jovens de outras cidades e 
fazermos novas amizades.  O 
workshop do Shishimai foi diver-
tido e mais difícil do que eu es-
perava.  A palestra realizada pelo 
treinador de tênis de mesa Mar-
cos Yamada foi bem legal para 
compreender sua formação no 
esporte e creio que gerou muito 
interesse nos jovens para viajar o 
mundo como ele. 
O tempo disponível para as ativi-
dades livres no Tanabata Matsuri 
e Parque Estoril foi curto; porém, 
conseguimos aproveitar bem as 
atrações disponíveis. No geral, 
gostei do tema “Okaguessama” 
que nos ajudou a refletir em 
agradecer por tudo e não recla-
mar tanto; além de que, voltamos 
com muito aprendizado. 
Aproveitei muito este final de 
semana e espero ter a oportuni-
dade de participar de outros con-
gressos. 

Gabriele Tuda 
Shimabukuro
12 anos

Neste o Congresso de Jovens, eu 
gostei bastante das atividades 
realizadas pelos chefes do grupo 
escoteiro; gostei do workshop do 
Shishimai e, principalmente, da 
parte prática realizada por nós. 
No workshop, nos ensinaram a 
andar como os mais experientes, 
e nos ensinaram outros passos. 
Gostei bastante da palestra do 
sensei Dan Miyuki porque ele 
explicou um pouco sobre “Oka-
guessama” e, também, por ele ser 
muito engraçado. 
Gostei bastante de conhecer o 
Parque Estoril, pois, havia um 
zoológico e conseguimos ver vá-
rios tipos de animais (pássaros, 
javalis, ...). Andamos de teleférico 
e foi bastante divertido. 
O tema “Okaguessama” nos ensi-
na como agradecer. 
A palestra do Marcos Yamada 
foi muito interessante; principal-
mente, pelo ensino de pegadas 
na raquete, na parte prática, e 
sobre sua história. Foi bastante 
divertido tentar acertar os sa-
ques do Marcos Yamada. 
A comida do congresso estava 
muito gostosa. 

Derick Kenji 
Yano
15 anos

Este o Congresso de Jovens supe-
rou minhas expectativas. Todos 
colaboraram com a organização. 
Das atividades, as que eu mais 
gostei foram os passeios ao Ta-
nabata Matsuri e Parque Estoril. 
As refeições preparadas pelo Fu-
jinkai estavam excelentes. 
Os jogos nos ajudaram a interagir 
e fazer muitas novas amizades. Os 
ofícios e a palestra foram bastan-
te legais; apreendi sobre o slogan 
do congresso “Como apreender 
a agradecer a Okaguessama?”; 
principalmente, ao reverendo Dan 
Miyuki que fez com que o ofício 
fosse bem engraçado, mesmo não 
sabendo falar português muito 
bem. 
Apesar do pouco tempo, apro-
veitei cada momento neste que 
foi o meu primeiro congresso. A 
experiência foi incrível, e gostaria 
de participar de mais congressos 
e me tornar uma jovem budista. 

Juliana
Nami 
Comessu 
16 anos

Este o Congresso de Jovens foi 
o meu primeiro congresso; e eu 
quero participar de outros. Curti 
muito as palestras e, também, o 
sensei Miyuki que é muito en-
graçado e divertido. 
Todos os participantes são exce-
lentes pessoas e divertidos. Os 
jogos foram muito animados, e o 
que mais gostei foi o do “bigode 
com bola”. 
A comida estava muito boa, com 
os pratos preferidos por jovens. 
O banho foi tranquilo, apesar da 
quantidade de jovens, tudo ocor-
reu normalmente e a água estava 
boa. 
Nas apresentações por cidades, 
todas foram ótimas e bem prepa-
radas. 
Aprendi que “Okaguessama” 
signifi ca agradecer não somente 
aqueles que estão ao seu redor; 
mas, também, aqueles que não 
estão na sua visão e que infl uen-
ciam em nossas vidas. 
Adorei este congresso e espero 
participar do próximo. 

Lucas 
Hideaki
Tomita
13 anos

O Congresso de Jovens, foi bas-
tante divertido e produtivo; o 
tema abordado foi “Okaguessa-
ma”, e “Como pensar em agrade-
cer a Okaguessama?”; na qual é 
um símbolo de agradecer não só 
as pessoas em nossa volta; mas, 
também, as coisas que não vemos 
e que infl uenciam nossa vida. 
As atividades realizadas nesse 
congresso foram divertidas, os 
jovens foram divididos em equi-
pes e formavam novas amizades. 
No primeiro dia teve o ofício da 
tarde de Dan Miyuki; ele explicou 
sobre o evento do Tanabata, que 
se trata de escrever um desejo 
em um papel e pendurar numa 
árvore; ele explicou, também, so-
bre a relação entre Okaguessama 
e esse evento. No segundo dia, 
fomos em um passeio ao Parque 
Estoril, visitamos o seu zoológico, 
vimos e aprendemos sobre vários 
animais silvestres. Também an-
damos de teleférico. No final do 
congresso houve uma assembleia 
para definir algumas questões e, 
também. apresentaram os jovens 
que iriam realizar o intercâmbio 
no Japão. 

Felipe Jun 
Comessu 
Nakamura
14 anos

Eu gostei muito do Congresso  
de Jovens. No começo achei que 
não iria me enturmar, mas acabei 
fazendo várias amizades; conheci 
pessoas incríveis e muito legais, 
também gostei muito da minha 
equipe. 
E eu nem sei explicar o quanto o 
congresso me fez bem, aprendi 
várias coisas que eu não sabia.
O que eu mais gostei no con-
gresso foi a palestra do sensei 
Miyuki e quando fomos ao pas-
seio no Tanabata Matsuri, fomos 
todos cantando e se divertindo 
juntos; acho que ideia de formar 
equipes, com jovens de outras 
cidades, foi muito boa. Adorei o 
congresso e espero participar de 
um próximo que tiver.

Natalia Naomi
Ogusuko
13anos

Eu achei o Congresso de Jovens  
bastante divertido e com aprendi-
zados. Aprendizados que espero 
levar para o resto da vida, apren-
dizados que em algum momento 
da vida possa me aconselhar em 
momentos de dificuldades ou de 
gratidão, onde eu possa agradecer 
dizendo “Okaguessama”; agrade-
cer sabendo que alguém batalhou 
para fazer eu conquistar, agrade-
cer mesmo não gostando de um 
presente ou algo que ganhei; pois 
“Okaguessama”, ganhei algo. 
Gostei bastante das novas amiza-
des feitas neste congresso. Agra-
deço aos senseis que vieram de 
longe para nos dar mais conheci-
mentos. 
“Okaguessama” ao fujinkai que 
nos forneceram as comidas mara-
vilhas e deliciosas. 

Eduarda Kaori 
Nakandakari, 
12 anos

Neste o Congresso de Jovens, 
realizado no Templo Honpa Hon-
gwanji de Santo André, gostei 
muito das palestras, principal-
mente, a do Dan Miyuki que foi 
bem engraçada e entendi bem. 
Também gostei muito dos parti-
cipantes que foram bem legais, 
simpáticos e participativos. Os 
jogos foram legais e dinâmicos, 
especialmente, o do bigode com 
bola que foi muito divertido. A co-
mida estava muito boa, com uma 
boa apresentação e muita varie-
dade; com salsicha, batata frita, ... 
Ache i  mui to  l ega i s  os  do i s 
workshops! Aprendi bastante so-
bre o Shishimai e como fazer rola-
mento; no tênis de mesa aprendi 
várias coisas e, também, como 
devemos respeitar os mais velhos, 
sem discutir com eles. 
Os dois passeios foram bem dife-
rentes e divertidos; andei de tele-
férico e comprei algumas coisas 
interessantes. 

Diogo Kato
16 anos

 52º CONGRESSO SUL-AMERICANO DE JOVENS BUDISTAS 
Jovens do Grupo Escoteiro Hongwanji de Santo André

No último dia 21 de abril, o 
governo japonês apresentou 
os nomes dos condecorados da 
primavera do primeiro ano da 
Era Reiwa. Daqui do Brasil, fo-
ram condecorados 7 imigran-
tes japoneses e 12 brasileiros, 
descendentes de japoneses.
Dentre eles, o Sr. Fumio Horii, 
85 anos, natural da província 
de Hiroshima, um dos con-
selheiros do Templo Honpa 
Hongwanji de Mogi das Cru-
zes, benfeitor que doou o 
terreno para a construção do 
novo Templo além de ter con-
tribuído amplamente para a 
construção do Hondô, residên-
cia do monge, cinerário e do 
escritório nas dependências do 
Templo Honpa Hongwanji de 
Mogi das Cruzes. Ele foi con-
decorado com a “Medalha da 
Ordem do Sol Nascente, Raios 
de Ouro e Prata”.
Foi  um evento de grande 
alegria não somente para a 
família do Sr. Horii, mas, para 
todos os adeptos do Templo 
Honpa Hongwanji de Mogi das 

Cruzes e para a nossa Federa-
ção Budista. 
No Templo Honpa Hongwanji 
de Mogi das Cruzes, para com-
partilhar essa alegria, realiza-
mos, no último dia 27 de julho, 
uma festa em sua homenagem.
     Quem participou no 58º 
Congresso Sul Americano de 
Senhoras Budistas realizado 
no Templo de Mogi das Cruzes 
pôde verificar que o Templo 
foi construído diante da gran-
de represa Taiaçupeba, com 
vista à paisagem privilegiada, 
além disso, voltado para o lado 
oeste, isto é, a direção da Terra 
Pura do Buda Amida. O fato de 
o Sr. Horii ter doado esse ter-
reno e possibilitado a constru-
ção do Templo levando tudo 
isso em consideração é algo 
extremamente gratifi cante.
     Destacamos também como 
um dos pontos positivos desse 
Templo o amplo espaço de es-
tacionamento, para 150 veícu-
los.Atualmente, é considerado 
um dos pontos turísticos da 
cidade de Mogi das Cruzes.

O trabalho virtuoso de doação 
do Sr. Horii, fez com que os 
Irmãos Shibata, donos de uma 
rede de supermercados com 
mais de 20 lojas, também ofe-
recessem auxílio ao Templo 
doando a construção do salão 
social. Essas duas famílias, 

valorizando os seus ancestrais 
e seguindo com dedicação o 
mesmo Caminho do Nembut-
su, têm realizado inúmeras 
contribuições em benefício de 
toda a sociedade.

N últi di 21 d b il C F d O t b lh i t d d ã l i d t i

Condecoração do Sr. Horii
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A impermanência da vida
Rev. Joshin Inoue

Por volta dos anos de 1206, foi 
construído um grande império 
mongol, entre a Rússia e a Chi-
na. Esse império perdurou por 
mais de 200 anos e rapidamen-
te dominou mais da metade de 
todo o território continental da 
época. Passado o tempo, por 
volta de 1263, no mesmo ano 
em que o fundador da nossa 
Escola Budista Jodo Shinshu, 
Mestre Shiran, deixou esta exis-
tência e nasceu na Terra Pura, 
um monge Zen-Budista chinês 
chamado Myōhon Tyūhō, que 
nasceu na região onde antes 
foi dominado pelo império 
mongol, registrou um famoso 
texto que o teve como lema da 
sua vida. Nesse texto ele deixou 
registrado a severa forma de 
vida de um monge Zen-Budista 
e advertiu a degradação moral 
da sociedade. Aqui gostaria 
de apresentar apenas uma 
expressão que consta nesse 
texto: “ Raro e difícil é receber 
a vida na forma humana, e eu 
a recebi. Raro e difícil é ouvir o 
Ensinamento do Buda, e agora 
o ouço. ” 
 Como se trata de uma 
expressão muito famosa, acre-
dito que muitos de vocês tam-
bém já tenham conhecimento. 
Atualmente, todas as Escolas 

Budistas a utilizam amplamen-
te, e, mesmo na nossa Escola 
Jodo Shinshu podemos encon-
trá-la registrada no início do 
“Livro de Ofício”. Aqui podemos 
observar que o fato de ter rece-
bido a vida na forma humana e 
ter encontrado com o precioso 
Darma Búdico é algo extrema-
mente difícil de acontecer. E, 
na continuação desse texto ele 
está prometendo que se, por 
ventura, não puder atingir a 
Iluminação do Buda nesta vida, 
em alguma das próximas vidas 
poderá atingi-la, com certeza! 
Para um monge Zen-Budista, 
que segue a conduta de vida 
regrada tendo como exemplo 
o fundador do Budismo, Buda 
Shakyamuni, o objetivo é atin-
gir a Iluminação através do seu 
próprio mérito. A isso chama-
mos de “prática do poder pró-
prio”. 
 Mas ,  para  nós  que 
seguimos os ensinamentos da 
prática do “Outro Poder” (Voto 
Original do Buda Amida) es-
clarecido por Mestre Shinran, 
como podemos interpretar 
esse texto? Como o ensina-
mento do “Outro Poder” está 
baseado em total confi ança no 
Buda Amida, acredito que a 
interpretação sobre os dizeres 

“Raro e difícil é receber a vida 
na forma humana...” também 
seria diferente de outras Tradi-
ções Budistas.
 Então, vamos observar 
a passagem acima mencionada.
　A primeira parte é: “ Raro 
e difícil é receber a vida na 
forma humana, e eu a recebi. ” 
Aqui está esclarecendo o fato 
de o quão difícil é poder nas-
cer na forma “humana” dentre 
as inúmeras formas de vidas 
existentes neste mundo, e, em 
seguida está se afirmando o 

fato de estar, neste momento, 
já vivendo a vida na forma 
humana. Mas, baseando em 
que podemos dizer que nós 
somos “seres humanos”? Falan-
do biologicamente, se os pais 
são “seres humanos”, os filhos 
também serão. Além disso, se 
possuir a nacionalidade de um 
país, na maioria dos países do 
mundo, será assegurado, sob 
a base jurídica, para se ter seu 
“direito humano”. Porém, para 
nós que somos praticantes do 
Nembutsu, bastaria ser consi-
derado “humano” sob o ponto 
de vista biológico ou jurídico? 
 A parte final daquela 
expressão está dizendo que “ 
Raro e difícil é ouvir o ensina-
mento do Buda, e agora o ouço. 
” Ouvir o ensinamento do Buda 
é algo extremamente difícil de 

acontecer, no entanto, neste 
momento estou ouvindo-o. 
Mas, o que significa “ouvir” o 
ensinamento do Buda, afinal? 
Na nossa Escola Jodo Shinshu, 
“ouvir” não significa o simples 
ato de “ouvir com esses ouvi-
dos”. 
 Mestre Shinran escla-
receu que “ouvir” é receber a 
“Mente Confiante” (Shinjin) do 
Buda Amida. Então, quando se 
diz ‒ “agora o ouço” ‒ signifi ca 
alegrar-se com o Mente Con-
fiante que recebemos do Buda 
Amida, e, em outras palavras, 
seria receber o Nembutsu. 
Quando o chamado do Buda 
Amida se manifesta através da 
minha própria boca soando na 
forma de Namo Amida Butsu 
(Nembutsu), é o momento em 
que, fi nalmente, ouvimos o en-
sinamento do Buda. Portanto, 
para nós, “ouvir o ensinamento 
do Buda” é, justamente, ouvir o 
Nembutsu.  
 Influenciado pelo Hin-
duísmo que prega sobre o ciclo 
de transmigração nos seis mun-
dos da ilusão e sofrimentos do 
Samsara, no Budismo geral é 
dito que recebemos esta vida 
na forma “humana” para que 
possamos atingir a Sabedoria 
Búdica ainda nesta existência. 
Porém, simplesmente afirmar 
que somos “humanos” sem que 
haja um fundamento é algo 
que acredito ser uma forma de 
postura de arrogância. Quando 

observarmos e percebemos 
sobressaltados sobre essa pos-
tura arrogante poderá surgir 
o sentimento de “vergonha e 
tristeza” dessa nossa própria 
postura. Esse fato de poder se 
envergonhar e se entristecer 
pelos próprios erros e arrogân-
cias, é isso que faz com que nos 
tornemos, verdadeiramente, 
“seres humanos”. E, o que nos 
possibilita perceber essa postu-
ra arrogante é o que chamamos 
de Ação da Sabedoria Búdica. 
 Para nós que seguimos 
o ensinamento do Nembutsu, 
talvez seria melhor interpretar 
aquela expressão da seguinte 
forma. Não é que nascemos na 
forma humana e encontramos 
com o ensinamento do Buda. 
Mas, sim, pelo fato de encon-
trar com o Nembutsu é que, fi -
nalmente, um ser vivo se torna 
um “ser humano”.
 A grandiosa emoção 
vivenciada pelo Mestre Shinran 
ao encontrar, finalmente, com 
o “Outro Poder” do Nembutsu, 
após seguir praticando o “cami-
nho do poder próprio” durante 
20 longos anos, é que deter-
mina a nossa vida de alegria 
como seguidores da prática do 
Nembutsu.
 Para a nova vida que 
se inicia junto com o Nembut-
su é repleta de encontros e 
emoções. Que possamos juntos 
trilhar o mesmo caminho da 
grande emoção!

Mercado Mori
Av Fagundes Filho, 182 - Vila Monte Alegre
(11)2578-5801

Prédica  
Seleção Especial

Foi realizado no dia 14 de ju-
lho na cidade de dracena 21 
koohaku Utagassen da Liga 
Sul Americana de Seniores 
Budistas. O evento contou 
com a participaçao de canto-
res desde crianças até adul-
tos de mais de 90 anos.
Na cidade de dracena por 
nao haver um templo budista 
do nishi hongwanji, o evento 
foi realizado na Associaçao 
dracenense de Esporte e Cul-
tura ADEC (Kaikan do nihon-
jinkai da cidade de dracena) 
e tambem contou com a aju-
da do nihonjin kai local.                                                                         
Apezar da associaçao Budista 
de dracena não estar acostu-
mado a fazer eventos gran-
des como esse koohakuUta-
gassen, o evento foi realizado 
com sucesso.
O Koohaku Utagassen de 
dracena contou com a parti-
cipaçao de aproximadamente 
300 pessoas dentre as pesso-
as que cantaram, dançaram e 
foram torcer para as equipes 
vermelha e branca.
Eu tive a oportunidade de 
participar desse Koohaku 
Utagassen com muita alegria 
por ser dracenense e tam-
bem por poder encontrar   
com amigos e ex alunos de 
karaoke.
Esse 21 koohaku utagassen 
da Liga sul americanas de 
seniores budistas teve como 

campeão a equipe Vermelho 
(Akagumi) que se esforçaram 
o maximo e fizeram lindas 
apresentaçoes.
Para o ano que vem o evento 
sera realizado na cidade de 
tupã com data ainda indeter-
minda.
Desde já quero agradecer 
a todos em nome do nosso 
bispo Mario Kajiwapela de-
dicaçao e empenho por esse 
koohakuutagassenter sido 
um grande sucesso.
Parabens a todos organiza-
dores e participantes desse 
grande evento.
Com reverencia Gassho

21º koohaku Utagassen da
Liga Sul-Americana de Seniores Budistas

Shossanshiki
Cerimônia de primeira apresentação ao 
Buda
Dia 1 de julho no Betsuin (Templo 
HonpaHongwanji do Brasil).
Sonia Inoue, acompanhada de Joshin 
Inoue (pai) e Yasuko Inoue (mãe).
Os dias vividos junto com sua filha 
recém-nascida foram dias vividos na con-
dição de pais. Desta vez, mãe e fi lha ves-
tiram kimonos. Na cerimônia reuniram-se 
3 gerações; a avó paterna veio do Japão, 
exclusivamente, para esta cerimônia 
quefoi bastante animada contando com a 
presença de amigos do casal. 
Consulte o Betsuin para solicitar a reali-
zação da cerimônia e informação sobre o 
kimono.

[Sorri-En] A mulher pergunta para o marido: “_Querido, o que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente?” O marido: “_ Nem uma, nem outra. Você sabe que eu só gosto de você!”

Nota do Editor 
Como muitos me conhe-

cem como professor e jurado de 
karaoke, comecei a trabalhar a 
mais ou menos a 1 ano no tem-
plo honpa hongwanji do brasil 
hakkoku Betsuin como monge 
missionario. Estudei por 2 anos no 
japao na cidade de kyoto na escola 
Chuo Bukkyo Gakuin e em maio do 
ano passado comecei a atuar no 
templo hompa hongwanji do Brasil 
e tambem como hobby estou ensi-

nando a cantar minyo nos dias de 
folga do templo. 
 Ao começar a atuar no 
templo, no começo foi dificil para 
me acostumar com a rotina do dia 
a dia do templo, mas aos poucos 
fui me acostumando com a rotina 
de monge no templo. Mas ainda 
tenho muitas coisas para estudar e 
a aprender para poder passar para 
todos os adeptos do templo.
 E neste mes de setembro 
assumi a responsabilidade de fazer 

a elaboraçao do jornal do hon-
gwanji, mas como nunca fiz esse 
tipo de trabalho , creio que nao 
saiu como eu desejava. Mas vou 
procurar cada vez mais me esfor-
çar e dedicar com mais afi nco para 
que eu melhore cada vez mais para 
poder levar as noticias e ensina-
mentos a todos que lerem o nosso 
jornal.
Conto com a colaboraçao e com-
preensao de todos!!!

（Marcio Kuwada）

30 de junho
Sr Tamotsu Ichikawa
Nome budista:
Shaku Jiho
92Anos
(Lucélia, SP).

7 de julho
Sra Shizuyo Moribe
Nome budista:
Shaku Jiguen
69Anos
(Cafelandia, SP).

31 de julho
Sr. Yukio Tomita
Nome budista:
Shaku Shô rô
87Anos
(Pilar do Sul, SP).

　Obituário
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Fábio Yukio Fujiki
(Prudente Prudente)

O lá ,  meu  nome  é 
Yukio Fujiki. Tenho 
26 anos e  sou do 
Hoorin Seinenkai, de 

Presidente Prudente/SP. Participo 
do Oterá de Prudente desde crian-
ça e entrei no grupo de jovens 
quando tinha doze anos. De lá 
para cá sempre ajudei e, com cer-
teza, continuarei a contribuir com 
as atividades do Oterá.No começo 
do ano fui indicado e, posterior-
mente, um dos escolhidos para ir 
a este Programa de Intercâmbio 
lá no Japão. Fiquei muito feliz de 
estar entre os quatro selecionados 
(Yumi, Carol, Victor e eu) para 
conhecer de perto a origem do 
nosso budismo do Jodo Shinshu 
Hongwanji-Ha, bem como a terra 
natal do fundador da nossa esco-
la, Shinran Shonin.
Antes de partimos para o Progra-
ma de Intercâmbio vale destacar 
que participamos do 52º Con-
gresso Sul-Americano de Jovens 
Budistas, na cidade de Santo An-
dré, que ocorreu nos dias 13 e 14 
de julho. Foi um excelente evento 
e aprendemos muito sobre o tema 

Okagesama. No dia 15 de julho 
junto com o Reverendo Nelson 
Sasaki (monge responsável por 
nos acompanhar neste Progra-
ma), começamos nossa jornada 
rumo ao Japão para adquirir mais 
conhecimento e absorver o máxi-
mo sobre o budismo e da cultura. 
Depois de uma longa viagem che-
gamos no dia 16 de julho na cida-
de de Quioto. Fomos muito bem 
recebidos pelo Reverendo Kyoya 
Imai, que nos acompanhou du-
rante boa parte do programa nos 
auxiliando no que fosse preciso. 
O Reverendo Ossamu Nanjo tam-
bém nos auxiliou bastante, fazen-
do as traduções para o português 
quando era necessário. Só temos 
a agradecê-los pela dedicação.
No dia 17 de julho, na parte da 
manhã, ocorreu a cerimônia de 
abertura do Programa de Inter-
câmbio Cultural. Ao todo foram 
31 jovens participantes de qua-
tro paí¬ses diferentes (América 
do Sul, Canadá, Estados Unidos, 
Havaí¬). Fizemos atividades em 
grupo para nos enturmarmos e 
para quebrar o gelo. Foi muito 
divertido e, com certeza, irei utili-
zar algumas destas atividades em 
algum de nossos eventos da Liga 

Sul-Americana de Jovens Budis-
tas. Neste dia, ainda, tivemos uma 
conversa sobre os diversos confl i-
tos existentes no mundo e como 
poderí¬amos resolvê-los sob a óti-
ca da nossa escola Jodo Shinshu. 
Tratamos sobre temas como: 
aborto, a bomba de Hiroshima, os 
conflitos no Oriente Médio, ras-
cimo, entre outros assuntos. Per-
cebemos que os confl itos existem 
por existirem verdades distintas, 
onde um tenta impor a sua ver-
dade. Logo não podemos impor 
nossa verdade, devemos aprender 
a aceitar a existência de outra 
verdade e tentar conviver da me-
lhor maneira com as diferenças 
existentes no mundo.No dia 18 de 
julho visitamos os locais sagrados 
onde o mestre Shinran Shonin 
nasceu (Hino Tanjoin), estudou 
sobre o budismo (Hiei-zan), teve 
sua ordenação (Shoren-in) e onde 
se encontram suas cinzas (Mau-
soléu Otani Hombyo). Pude sentir 
cada passo que ele fez durante 
sua passagem nesta vida.
No dia 19 de julho visitamos o 
Betsuin de Hiroshima. Na oca-
sião tivemos a oportunidade de 
escutar uma pequena palestra do 
Bispo do Hongwanji de Hiroshima 
sobre a história de um pássaro 
com duas cabeças e apenas um 
corpo. Segundo a história as duas 

cabeças sempre brigavam, uma 
sempre queria comer mais do 
que a outra. Um dia uma das ca-
beças colocou veneno na comida 
e deixou a outra comer sozinha. 
No fim, o pássaro morreu, pois 
dividiam o mesmo corpo. A partir 
disso aprendemos uma importan-
te lição na qual precisamos lidar 
com sabedoria sobre as questões 
da vida, sempre de forma a acei-
tar a existência de outras formas 
de vida, pois vivemos sob a inter-
dependência de tudo que existe. 
Logo após, fomos visitar o Parque 
e Museu da Paz de Hiroshima, 
onde vimos fotos, ví¬deos e ob-
jetos da época da explosão da 
bomba de Hiroshima, da Segunda 
Guerra Mundial. Tivemos a opor-
tunidade, também, de conhecer 
pessoalmente uma das sobrevi-
ventes e escutar as dificuldades 
que ela passou, junto com sua 
famí¬lia, após a explosão. Ao fi nal 
da excursão a emoção e o sen-
timento de tristeza é inevitável. 
Sentir um pouco a dor das pesso-
as daquela época é muito difí¬cil.
Do dia 20 ao dia 23 de julho, Vic-
tor e eu fi camos sob os cuidados 
do Reverendo Tamaki Sono, que 
foi nosso anfi trião do Home Stay. 
Fomos muito bem recebidos por 
todos da famí¬lia Sono (Toshiki, 
Yoko, Ichiko, Akiko, Yoko, Chichi 

e Mario). Foram muito atencio-
sos e cuidadosos. Durante esses 
poucos dias nos levaram para 
conhecer o Templo Ishibaji e 
um local chamado La Colina que 
tinha uma vista incrí¬vel. Tam-
bém nos levaram para conhecer 
o Parque de veados em Nara e 
os Templos Todai-ji e Kofuku-ji, 
onde se encontram as estátuas 
dos budas gigantes. A arquitetura 
dos templos são incrí¬veis. Só te-
nho a agradecer a famÃ¬lia Sono 
pela incrí¬vel hospitalidade e por 
tudo que fi zeram por nós. Sentirei 
saudades de todos. Quando puder 
irei visitá-los, com certeza.
Resumidamente isso foi o que vi-
venciei durante o Programa. Devo 
dizer que a principal dificuldade 
no iní¬cio foi a comunicação, 
mas que ao longo dos dias eu 
fui conseguindo me comunicar 
e conversar com os demais in-
tercambistas. A experiência que 
adquiri foi enorme e com certeza 
irei transmitir todo o meu conhe-
cimento para o máximo de pes-
soas que eu conseguir. Por fim, 
gostaria de agradecer a todos que 
contrubuíram de alguma forma 
para a realização deste Progra-
ma de Intercâmbio Cultural de 
Jovens Budistas do Jodo Shinshu 
Hongwanji-Ha 2019, foi incrível.
Namo Amida Butsu.

Vitor Taguchi
(Maringá)

No dia 17 de julho 
deu-se o início do pro-
grama Internacional de 
Intercambio de Jovens 

Budistas de 2019. No programa 
participaram jovens do Estados 
Unidos, Canada e Brasil, nele re-
alizamos várias atividades, como 
estudos sobre o budismo e visitas 
a lugares históricos do Japão.  
No primeiro dia do programa, 
o grupo de intercambistas do 
Brasil, teve umaconversa com 
os Senseis Imai, Nanjo e Sasaki 
sobre o budismo e pudemos falar 
sobre assuntos da sociedade atual 
e após essa conversa passeamos 
pelo o Otera de Kyoto e após tive-
mos um jantar de confraterniza-
ção onde interagimos com outros 
participantes do intercambio. No 

segundo diafomos conhecer os lo-
cais sagrados da vida de Shinran 
Shonin, o local quenasceu,onde 
foi ordenado, o monastério que 
ele estudou e a última visita foi 
no mausoléu que está enterrado e 
começou o Hongwanjie aprende-
mos um pouco da sua história. No 
terceiro dia fomos a Hiroshima 
para visitar o museu memorial da 
paz durante o passeio pelo mu-
seu vi o resultado da explosão da 
bomba atômica, com isso conse-
guiperceber como a paz é valiosa 
e que devemos evitar a guerra e o 
confl ito.
No quarto dia de intercambio co-
meçava o Home-stay, na parte da 
tarde conhecemos a família Sono, 
eu e o outro participante Fabio 
Yukio passamos dois dias moran-
do junto e tendo a experiencia do 
dia-a-dia de uma família japonesa 
adepta ao Jodo Shinshu.No Ho-

me-stay tivemos o contato direto 
com a cultura japonesa ao passar 
o dia com a família, durante esse 
tempo passeamos com a família 
em lugares tipicos japoneses 
como onsen pela região de Shiga 
e fomos para Nara conhecer o 
Todai-ji. Após o Home-stay fo-

mos para o colégio Heian ver sua 
estrutura e conhecer alguns dos 
seus alunos, tivemos a oportuni-
dade de interagir com os alunos 
através de jogos. Os dias seguin-
tes davam-se o fi m do programa 
com a apresentação das experien-
cias e o encerramento do progra-

ma. Como uns dos participantes 
do programa internacional de 
intercâmbio de jovens budistas 
do ano de 2019 tenho muito que 
agradecer pelas experiencias vivi-
das e pelo conhecimento obtido.

Carolina Ayumi 
Kozima. 

(Londrina)
Primeiramente, gosta-
ria de explicitar como 
estou grata pela opor-
tunidade que obtive 

através desta experiência. É real-
mente incrível, que algo tão anti-
go quanto o Budismo, anterior a 
tantas outras inúmeras crenças, 
se mostre tão ampla e profunda-
mente de acordo com a condição 
do ser humano, e permaneça des-
de a época de Buda, unindo pes-
soas de diferentes classes, num 
mundo totalmente diferente do 
nosso, até hoje, depois de tantas 
mudanças na sociedade, continua 
verdadeiro e perfeito, unindo 
jovens de diferentes países, ad-
vindos de uma cultura diferente, 
falantes de diferentes idiomas, 
em meio a prédios e tecnologia, o 
verdadeiro ensinamento de Buda 
permanece inquestionavelmente 
adequado.
Existir estrutura suficiente para 
que em nossas vidas pudéssemos 
conhecer templos e lugares tão 
preciosos para esse ensinamento, 
estudarmos e discutirmos ques-
tões tanto atemporais quanto 
atuais, isto é maravilhoso. Li tan-
tas vezes sobre o Monte Hiei, na 
história de Shinran Shonin. Ele 
passou tanto tempo lá, que, quan-
do fomos visitar o templo em que 
meditava e estudava, nosso guia 

disse, que com certeza, ele já es-
teve no lugar em que estávamos 
sentados, ouvindo as explicações 
sobre a estrutura, pois sem dú-
vidas, em tantos anos, ele esteve 
em todos os lugares dali, várias 
vezes. Pensei como era impressio-
nante a ideia de estar sentada em 
senzai no exato mesmo lugar em 
que Shinran Shonin esteve. Todos 
os outros lugares que visitamos 
foram marcantes. Todas as expli-
cações que ouvimos foram muito 
detalhadas, e ricas em atenção 
para conosco. Desde um contexto 
histórico, até explicações sobre 
as estruturas arquitetônicas dos 
templos, mitologias, explicações 
culturais. E escutar tudo isso jun-
to ao fato de realmente estar lá, 
isto é incomparável! O museu em 
Hiroshima também me marcou 
bastante, principalmente o relato 
que escutamos diretamente de 
uma sobrevivente, que era ape-
nas uma criança quando a bomba 
atingiu a região, causando conse-
quências e reflexões carregadas 
de sofrimento e singularidade. As 
refeições, as atividades recreati-
vas, todas essas, apesar do clima 
descontraído, foram igualmente 
um enorme aprendizado. Fiz 
amigos de todos os lugares, atra-
vés do inglês, tive a chance de 
poder me comunicar plenamente 
com os outros intercambistas, e 
criamos um vínculo tão grande 
que fazíamos tudo que podíamos 

juntos, fi camos tristes ao nos des-
pedirmos, e nos falamos todo dia 
pela internet agora. Eu até recebi 
um pacote cheio de presentes 
que me enviaram do Havaí, dire-
tamente para o meu apartamen-
tozinho em Londrina. Isso não é 
incrível? A experiência no home-
stay também foi maravilhosa. 
A família que nos recebeu era 
muito, muito legal! Ficamos em 
Osaka, comemos muito, ganha-
mos vários presentes... E nossas 
conversas, ficaram para sempre 
como algo valioso para mim. 
Conseguimos nos comunicar em 
japonês, mesmo com o meu ja-
ponês sendo horrível, deu tudo 
certo, conseguimos falar sobre 
todo o tipo de coisa, e foi muito 
divertido e educativo! Também 
abriu minha mente para tantas 
outras coisas que eu poderia fa-
zer na vida, e como essas possibi-
lidades realmente existem, se eu 
quiser. Não existem pessoas nem 
lugares perfeitos, mas em toda 
a parte, existem diferentemente 
valiosas experiências e aprendiza-
dos. No geral, o intercâmbio não 
poderia ter sido mais perfeito, 
estou profundamente feliz por ter 
participado dele! As pessoas que 
conheci e as conversas que tive, 
ficarão para sempre como uma 
das experiências mais especiais 
da minha vida.  Arigatai. Namo 
amida butsu! 

Erica Yumi Onoue
(Cafelandia)

Participar do Inter-
câmbio de Jovens 
Budistas  me pro-
porcionou grandes 

conhecimentos e experiências, 
tanto pelo lado religioso quanto 
pessoal. Durante o período no Ja-
pão, aprendemos e conversamos 
sobre diversos temas na visão do 
JodoShinsho e visitamos locais 
importantes na vida de Shiran 
Shonin. 
Dois momentos me marcaram 
bastante, a visita ao Museu Me-
morial da Paz de Hiroshima e o 
homestay. No museu tivemos a 
oportunidade de ouvir os relatos 
de uma sobrevivente da bomba 
atômica e ver fotos, pertences e 
demais materiais da população 
atingida pela bomba. 

No homestay, eu e a Carolina Ko-
zima ficamos na casa da família 
Katsuta, adeptos do JodoShinshu. 
Eles foram muito atenciosos e 
gentis com a gente, nos ensina-
ram a fazer nenjus e algumas 
comidas tradicionais japoneses, 
o que me proporcionou vivenciar 
as tradições e culturas japonesas.   
Gostaria de agradecer a reveren-
da TijoOkayama por confiar em 
mim, ao reverendo Jine Shimizu 
e sua esposa pelo encorajamen-
to, aos reverendos KyoyaImai e 
Osamu Nanjo que deram todo 
o suporte possível no Japão, e 
principalmente ao reverendo Nel-
son Sasaki, que nos acompanhou 
durante toda a viagem, muito 
obrigada pela paciência e ensina-
mentos. Aos demais envolvidos 
neste intercâmbio o meu muito 
obrigado pela oportunidade.

Fábio Yukio Fujiki Okagesama No dia 15 de julho

Relatório sobre a experiência de intercâmbio
cultural de jovens budistas no Japão
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と

り
を
得え

る

と
誓ち

か

っ
て
い
ま
す
。

厳き
び

し
い
生せ

い
か
つ活

を
す
る
禅ぜ

ん
そ
う僧

は
、

お
釋し

ゃ
か迦

様さ
ま

の
よ
う
に
禅ぜ

ん
じ
ょ
う定

（
精せ

い

神し
ん
と
う
い
つ

統
一
）
に
よ
り
、
自じ

ぶ
ん分

の
力

ち
か
ら

だ
け
で
悟さ

と

り
を
得え

る
事こ

と

を
目め

指ざ

し
ま
す
。
こ
れ
を
自じ

り
き力

の
修

し
ゅ
ぎ
ょ
う行

と

呼よ

ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な

中な
か

で
前ぜ

ん
じ
ゅ
つ述

の
言こ

と
ば葉

が
生う

ま
れ
ま

し
た
。
し
か
し
宗し

ゅ
う
そ祖

が
勧す

す

め
ら
れ

る
他た

り
き力

の
念ね

ん
ぶ
つ仏

を
頂

い
た
だ

く
私

わ
た
し

た
ち

は
、
こ
の
文ぶ

ん

の
頂

い
た
だ

き
方か

た

も
異こ

と

な
っ

て
く
る
と
思お

も

い
ま
す
。

他た
り
き力

の
教お

し

え
と
は
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

に
全す

べ

て
を
お
任ま

か

せ
し
て
い
く
こ

と
で
あ
り
、「
人に

ん
じ
ん身

受う

け
難が

た

し
〜
」

の
文ぶ

ん

も
他た

し
ゅ
う宗

の
方か

た

々が
た

と
同お

な

じ
読よ

み
方か

た

に
は
な
ら
な
い
の
で
は
。

そ
れ
で
は
前ぜ

ん
じ
ゅ
つ述

の
一い

っ
せ
つ節

を
見み

て

い
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
前ぜ

ん
は
ん半

「
人に

ん
じ
ん身

受う

け
難が

た

し
今い

ま

已す
で

に
受う

く
」
で
す
。
こ
の
世よ

に
数か

ず

あ
る
命

い
の
ち

の
形

か
た
ち

の
中な

か

で
、『
人ひ

と

』
と

し
て
生う

ま
れ
る
こ
と
の
難む

ず

か
し

さ
が
書か

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
今い

ま

『
人ひ

と

』
と
し
て
の
生せ

い

を

受う

け
て
い
る
と
続つ

づ

き
ま
す
。
私

た
ち
に
と
っ
て
人ひ

と

と
し
て
生う

ま

れ
る
こ
と
が
で
き
た
事こ

と

は
本ほ

ん
と
う当

に
素す

ば晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
何な

に

を
以も

っ
て
私

わ
た
し

た
ち

が
『
人ひ

と

』
だ
と
決き

ま
る
の
で
し
ょ

う
か
？

生せ
い
ぶ
つ
が
く
て
き

物
学
的
に
は
両り

ょ
う
し
ん親

が
「
人に

ん
げ
ん間

」

で
あ
れ
ば
そ
の
子こ

ど
も供

も
『
人ひ

と

』
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
法ほ

う
り
つ
て
き

律
的
に
は

ど
こ
か
の
国く

に

の
国こ

く
せ
き籍

が
あ
れ
ば
、

ほ
と
ん
ど
の
国く

に

で
『
人ひ

と

』
と
し
て

の
権け

ん
り利

が
保ほ

し
ょ
う障

さ
れ
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
私

わ
た
し

た
ち
念ね

ん
ぶ
つ
し
ゃ

仏
者
は

生せ
い
ぶ
つ
が
く
て
き

物
学
的
あ
る
い
は
法ほ

う
り
つ
が
く
て
き

律
学
的

に
『
人ひ

と

』
で
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ

で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

続つ
づ

い
て
、
後こ

う
は
ん半

「
仏ぶ

っ
ぽ
う法

聞き

き
難が

た

し

今い
ま

已す
で

に
聞き

く
」
を
見み

て
み
ま
す
。

仏ぶ
っ
ぽ
う法

を
聞き

く
こ
と
は
難

む
ず
か

し
い
が

今い
ま

『
聞き

く
』
こ
と
が
出で

き来
た
と

あ
り
ま
す
。

仏ぶ
っ
ぽ
う法

を
『
聞き

く
』
と
は
ど
の
よ

う
な
意い

み味
で
し
ょ
う
か
？

浄じ
ょ
う
ど土

真し
ん
し
ゅ
う

宗
で
は
み
教お

し

え
を
た
だ

目め

で
見み

て
耳み

み

で
聞き

き
流な

が

す
こ
と

を
『
聞き

く
』
と
は
言い

い
ま
せ
ん
。

宗し
ゅ
う
そ祖

は
『
聞き

く
』
と
は
信し

ん
じ
ん心

を

頂い
た
だく

こ
と
と
説と

か
れ
ま
し
た
。

信し
ん
じ
ん心

と
は
念ね

ん
ぶ
つ仏

を
頂

い
た
だ

く
こ
と
に

他ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。『
念ね

ん
ぶ
つ仏

』
と
し

て
自

み
ず
か

ら
の
口く

ち

に
仏

ほ
と
け

様さ
ま

の
呼よ

び
声ご

え

が
顕

あ
ら
わ

れ
た
と
き
に
初は

じ

め
て
私

わ
た
し

た

ち
は
仏ぶ

っ
ぽ
う法

を
聞き

い
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

一い
っ
ぱ
ん
て
き

般
的
に
仏ぶ

っ
き
ょ
う教

で
は
古こ

だ
い代

イ
ン

ド
由ゆ

ら
い来

の
『
六ろ

く
ど
う
り
ん
ね

道
輪
廻
』
と
い
う

迷ま
よ

い
を
断た

ち
切き

る
た
め
に
、「
人ひ

と

」

と
し
て
の
命

い
の
ち

を
頂

い
た
だ

い
て
い
る
今い

ま

の
私

わ
た
し

た
ち
こ
そ
が
、
仏

ほ
と
け

の
智ち

え慧

に
会あ

う
こ
と
が
出で

き来
る
と
言い

わ

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
何な

ん

の
根こ

ん
き
ょ拠

も
な
く
自じ

分ぶ
ん

が
『
人ひ

と

』
で
あ
る
と
思お

も

い
込こ

む

姿す
が
たは

、
あ
る
種し

ゅ

の
傲ご

う
ま
ん慢

と
も
言い

え
る
姿し

せ
い勢

が
あ
る
の
で
は
。
そ

ん
な
自じ

ぶ
ん分

の
姿

す
が
た

を
傍は

た

か
ら
み
て

「
ハ
ッ
！
」
と
す
る
そ
の
気き

も持

ち
を
仏ぶ

っ
き
ょ
う教

で
は
慙ざ

ん
き愧

と
呼よ

び
ま

す
。
慙ざ

ん
き愧

を
知し

っ
て
初は

じ

め
て
人ひ

と

は
本ほ

ん
と
う当

の
『
人ひ

と

』
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
傲ご

う
ま
ん慢

な
己

お
の
れ

の
在あ

り
様よ

う

を

気き

づ付
か
せ
て
く
だ
さ
る
尊

と
う
と

い
働

は
た
ら

き
か
け
を
仏

ほ
と
け

の
智ち

え慧
と
呼よ

び
ま

す
。

『
人ひ

と

』
と
し
て
生う

ま
れ
仏ぶ

っ
ぽ
う法

に

出で

あ会
う
の
で
は
な
く
、
お
念ね

ん
ぶ
つ仏

と

の
出で

あ会
い
に
よ
り
本ほ

ん
と
う当

の
『
人ひ

と

』

と
成な

ら
せ
て
頂

い
た
だ

け
た
と
読よ

む
の

が
、
私

わ
た
し

た
ち
念ね

ん

仏ぶ
つ
し
ゃ者

の
読よ

み
方か

た

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宗し
ゅ
う
そ祖

は
比ひ

え
い
ざ
ん

叡
山
で
二に

じ
ゅ
う
ね
ん

十
年
も

自じ
り
き力

の
修し

ゅ
ぎ
ょ
う行

を
続つ

づ

け
ら
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
法ほ

う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん

然
上
人
と
の

出で

あ会
い
に
よ
り
、
今い

ま

ま
で
の
修し

ゅ

行ぎ
ょ
うと

は
ま
っ
た
く
異こ

と

な
る
他た

り
き力

の
念ね

ん
ぶ
つ仏

と
出で

あ会
わ
れ
た
の
で
す
。

自じ
ぶ
ん分

の
力

ち
か
ら

に
は
限げ

ん
か
い界

が
あ
る
こ

と
を
知し

り
、
た
だ
阿あ

み

だ

弥
陀
如に

ょ
ら
い来

に
お
任ま

か

せ
す
る
道み

ち

を
選え

ら

ば
れ
ま

し
た
。
ご
縁え

ん

に
よ
り
他た

り
き力

の
念ね

ん

仏ぶ
つ

行ぎ
ょ
うを

頂
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
で
す
。

何な
に

も
な
か
っ
た
私

わ
た
し

た
ち
の
人じ

ん
せ
い生

に
お
念ね

ん
ぶ
つ仏

と
の
出で

あ会
い
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
出で

あ会
い
の
『
感か

ん

動ど
う

』
こ
そ
が
、
私

わ
た
し

た
ち
に
示し

め

さ
れ

た
念ね

ん

仏ぶ
つ
し
ゃ者

の
生い

き
る
喜

よ
ろ
こ

び
と
言い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
念ね

ん
ぶ
つ仏

と
共と

も

に
始は

じ

ま
る
新

あ
た
ら

し
い

人じ
ん
せ
い生

に
は
出で

あ会
い
と
感か

ん
ど
う動

が
満み

ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
皆み

な

で
一い

っ
し
ょ緒

に
感か

ん
ど
う動

の
道み

ち

を
歩あ

ゆ

み
ま
し
ょ
う
。

（
井い

の
う
え上

穣じ
ょ
う

信し
ん

）

特と
く
せ
ん選

法ほ
う

話わ

セ
レ
ク
シ
ョ
ン

ル
セ
リ
ア　

中
山　

哲
弥

甘
茶
汲
む
老
い
も
若
き
も
和
や
か
に

懐
古
す
る
平
成
最
後
の
花
ま
つ
り

四
代
の
御
代
を
生
き
伸
び
盂
蘭
盆
会

母
の
日
の
共
に
祝
わ
る
爺
と
婆

突
然
の
寒
さ
う
ろ
た
え
言
葉
無
し

サ
ン
パ
ウ
ロ　

太
田　

映
子

老
い
て
尚
毎
日
進
歩
冬
句
会

冬
紅
葉
俳
句
に
生
を
与
え
ら
れ

ク
ロ
ア
シ
ア
億
年
の
歴
史
冬
銀
河

寒
牡
丹
宇
宙
の
母
を
思
う
な
り

木
枯
ら
し
が
吹
い
て
南
国
サ
ン
パ
ウ
ロ

サ
ン
パ
ウ
ロ　

吉
田
し
の
ぶ

世
界
平
和
夢
の
ま
た
夢
終
戦
日

墾
小
屋
は
移
民
の
弁
天
虎
落
笛

母
の
日
や
「
百
ま
で
生
き
て
ね
」
子
等
の
言
う

冴
え
返
る
や
身
の
お
き
ど
こ
ろ
な
き
一
日

春
窮
や
弔
費
に
年
金
出
る
ば
か
り

訃ふ
ほ
う報

LONDRINALONDRINALONDRINALONDRINA

PARANAVAÍPARANAVAÍPARANAVAÍPARANAVAÍ
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７
月が

つ

６
日

カ
フ
ェ
ラ
ン
ジ
ャ
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り
べ部

静し
ず
よ代

69
歳さ

い

法ほ
う
み
ょ
う名

釋し
ゃ
く

慈じ
げ
ん玄

６
月が

つ

30
日に

ち

ル
ッ
セ
リ
ア

市い
ち
か
わ
た
も
つ

川
保

92
歳さ

い

法ほ
う
み
ょ
う名

釋し
ゃ
く

慈じ

ほ保

７
月が

つ

31
日に

ち

ピ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ス
ー
ル

富と
み
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ゆ
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お

田
幸
雄
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い
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く
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っ
き
ょ
う

教
の
よ
う
に
古ふ

る

い
歴れ

き
し史

を
も
つ

教お
し

え
が
、
多お

お

く
の
人ひ

と

達た
ち

の
思お

も

い
を

経へ

て
様

さ
ま
ざ
ま

々
な
人ひ

と

達た
ち

を
結む

す

ん
で
い
っ

た
こ
と
は
素す

ば
ら晴

ら
し
い
こ
と
で
す
。

時じ
だ
い代

の
変へ

ん
か化

の
中な

か

で
失

う
し
な

わ
れ
る
こ

と
な
く
残の

こ

っ
て
き
た
仏

ほ
と
け

様さ
ま

の
教お

し

え

こ
そ
ま
さ
に
真し

ん
じ
つ実

の
教お

し

え
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
そ
れ
を
今い

ま

も
そ
の
ま

ま
頂

い
た
だ

け
る
こ
と
は
と
て
も
素す

ば晴
ら

し
い
こ
と
だ
と
思お

も

い
ま
す
。

私わ
た
しは

親し
ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
の
比ひ

え
い
ざ
ん

叡
山
時じ

だ
い代

の
逸い

つ
わ話

を
何

な
ん
ど

度
も
読よ

み
ま
し
た
。

今こ
ん
か
い回

、
訪お

と

れ
た
比ひ

え
い
ざ
ん

叡
山
で
は
私

わ
た
し

た

ち
が
座す

わ

っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
も
何な

ん
ど度

も
座す

わ

ら
れ
た
と
説せ

つ
め
い明

あ
り
ま
し
た
。
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
と
同お

な

じ

場ば

所し
ょ

に
私

わ
た
し

た
ち
も
座す

わ

れ
た
こ
と
が

と
て
も
印い

ん
し
ょ
う
て
き

象
的
で
し
た
。
ま
た
他ほ

か

に
訪

お
と
ず

れ
た
場ば

し
ょ所

も
す
べ
て
驚

お
ど
ろ

く
べ

き
も
の
で
し
た
。

ガ
イ
ド
の
説せ

つ
め
い明

は
歴れ

き

史し

・
建け

ん
ち
く築

・

文ぶ
ん
か化

の
説せ

つ
め
い明

ま
私

わ
た
し

達た
ち

に
も
わ
か
り

や
す
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
そ
れ
ら
を
実じ

っ
さ
い際

に
目め

の
前ま

え

に

し
て
説せ

つ
め
い明

を
受う

け
る
と
い
う
こ
と

は
、
本ほ

ん
と
う当

に
素す

ば晴
ら
し
い
も
の
だ

と
思お

も

い
ま
し
た
！

そ
の
後ご

、
広ひ

ろ
し
ま島

の
平へ

い
わ和

記き
ね
ん念

資し
り
ょ
う料

館か
ん

で
は
当と

う
じ時

ま
だ
子こ

ど
も供

だ
っ
た

被ひ
ば
く
し
ゃ

爆
者
か
ら
直

ち
ょ
く
せ
つ接

話は
な
しを

聞き

け
、
当と

う

時じ

の
苦く

る

し
み
等な

ど

に
特と

く
べ
つ別

な
思お

も

い
を

感か
ん

じ
ま
し
た
。

食し
ょ
く
じ事

、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等な

ど

の

全す
べ
てて

は
、過す

ご
し
や
す
い
天て

ん
こ
う候

だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
良よ

い
経け

い
け
ん験

と
な

り
ま
し
た
。
私

わ
た
し

は
英え

い
ご語

で
他ほ

か

の
国く

に

の
青せ

い
ね
ん年

達た
ち

と
も
話は

な

す
こ
と
が
で
き

友と
も
だ
ち達

も
で
き
ま
し
た
。
な
の
で
全

す
べ
て

て
の
予よ

て
い定

が
終お

わ
っ
た
後あ

と

は
「
さ

よ
な
ら
」
を
言い

う
の
が
と
て
も
悲か

な

し
く
、
帰き

こ
く
あ
と

国
後
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通と

お

し
て
毎ま

い
に
ち日

話は
な
して

い
ま
し
た
。

最さ
い
き
ん近

、
素す

ば晴
ら
し
い
こ
と
に
ハ
ワ

イ
の
友

ゆ
う
じ
ん

人
か
ら
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト

が
届と

ど

き
ま
し
た
。

ま
た
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
も
素す

ば晴

ら
し
い
経け

い
け
ん験

が
で
き
ま
し
た
。
ホ

ス
ト
家か

ぞ
く族

は
と
て
も
素す

て
き敵

な
方か

た

達た
ち

で
、
大お

お
さ
か阪

で
は
美お

い味
し
い
も
の
を

た
く
さ
ん
食た

べ
、
た
く
さ
ん
の
お

土み
や
げ産

も
頂

い
た
だ

き
ま
し
た
・
・
そ
こ

で
の
会か

い
わ話

は
私

わ
た
し

に
と
っ
て
一い

っ
し
ょ
う生

の

思お
も

い
出で

に
な
り
ま
し
た
。
私

わ
た
し

は
日に

本ほ
ん

語ご

で
の
会か

い
わ話

も
頑が

ん
ば張

っ
た
の

で
、
と
て
も
楽た

の

し
く
い
ろ
い
ろ
学ま

な

べ
ま
し
た
！
そ
の
経け

い
け
ん験

は
今こ

ん
ご後

に

も
役や

く
だ立

つ
で
し
ょ
う
。
人ひ

と

は
ど

こ
に
い
て
も
学ま

な

べ
る
と
思お

も

い
ま

す
。
最さ

い
ご後

に
私

わ
た
し

は
今こ

ん
か
い回

の
青

せ
い
し
ょ
う
ね
ん

少
年

研け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
に
参さ

ん
か加

で
き
た
こ
と
を

心こ
こ
ろか

ら
嬉う

れ

し
く
思お

も

い
ま
す
！
私

わ
た
し

が
出で

あ会
っ
た
人ひ

と
び
と々

や
交か

わ
し
た

言こ
と
ば葉

の
数か

ず
か
ず々

は
、
私

わ
た
し

の
人じ

ん
せ
い生

で
最

も
っ
と

も
特と

く
べ
つ別

な
思お

も

い
出で

に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

尾お
の
う
え上

エ
リ
カ

ゆ
み

（
カ
フ
ェラ

ン
ジ
ャ
）

今こ
ん
か
い回

の
研け

ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
参さ

ん
か加

で
、
浄

じ
ょ
う

土ど

真し
ん
し
ゅ
う

宗
に
よ
く
学ま

な

べ
た
と
思
い
ま
す

広ひ
ろ
し
ま島

平へ
い
わ和

記き
ね
ん念

資し
り
ょ
う
か
ん

料
館
へ
の
訪ほ

う
も
ん問

と
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
大お

お

い
に
感か

ん
め
い銘

を
受う

け
ま
し
た
。
資し

り
ょ
う
か
ん

料
館
で
は

被ひ
ば
く
し
ゃ

爆
者
の
話

は
な
し

を
聞き

き
、
写し

ゃ
し
ん真

や
遺

い
ひ
ん

品
そ
の
他た

の
資し

料り
ょ
うを

見み

ま
し
た
。

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
勝か

つ
だ田

さ
ん
と
い

う
門も

ん
と徒

さ
ん
の
家い

え

に
小こ

じ
ま嶋

さ
ん
と

泊と

ま
り
ま
し
た
。
勝か

つ
だ田

家け

の
み
な

さ
ん
は
と
て
も
親し

ん
せ
つ切

で
、
年ね

ん

賀が
じ
ょ
う状

に
つ
い
て
や
和わ

し
ょ
く食

の
作つ

く

り
方か

た

な
ど

を
教お

し

え
て
く
れ
、
日に

ほ
ん本

の
伝で

ん
と
う統

文ぶ
ん
か化

も
体た

い
け
ん験

す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。今こ

ん
か
い回

ご
推す

い
せ
ん薦

頂い
た
だい

た
カ
フ
ェ

ラ
ン
ジ
ャ
の
岡お

か
や
ま山

先せ
ん
せ
い生

、
マ
リ
ン

ガ
の
清し

水み
ず

先せ
ん
せ
い生

夫ふ
さ
い妻

の
励は

げ

ま
し
、

日に
ち
ほ
ん本

で
案あ

ん
な
い内

し
て
い
た
だ
い
た

今い
ま
い井

先せ
ん
せ
い生

と
南な

ん

荘
じ
ょ
う

先せ
ん

生せ
い

、
そ
し
て

引い
ん
そ
つ率

の
佐さ

さ々

木き

先せ
ん
せ
い生

に
感か

ん
し
ゃ謝

い
た

し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
研け

ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
に

関か
ん
け
い係

し
て
お
世せ

わ話
頂い

た
だい

た
全す

べ

て
の

関か
ん
け
い
し
ゃ

係
者
の
皆み

な
さ
ま様

に
も
重か

さ

ね
て
感か

ん
し
ゃ謝

い
た
し
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私わ
た
しは

子こ
ど
も供

の
頃こ

ろ

か
ら
お
寺て

ら

へ
行い

く
よ
う
に
な
り
12
歳さ

い

で
青せ

い

年ね
ん
か
い会

へ

加か
に
ゅ
う入

し
ま
し
た
。
そ
れ
以い

こ
う降

は
い

つ
も
お
寺て

ら

の
行ぎ

ょ
う
じ事

の
手て

つ
だ伝

い
を
し

て
い
ま
す
。

７
月が

つ

の
青せ

い
ね
ん年

大た
い
か
い会

の 

翌よ
く
じ
つ日

佐さ

さ々

木き

先せ
ん
せ
い生

の
引い

ん
そ
つ率

で
出し

ゅ
っ
ぱ
つ発

し
ま
し
た
。

京き
ょ
う
と都

へ
到と

う

着ち
ゃ
く
ご後

今い
ま
い井

先せ
ん
せ
い生

、
南

な
ん
じ
ょ
う荘

先せ
ん
せ
い生

の
お
二ふ

た
か
た方

に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語ご

で
案あ

ん
な
い内

を
し
て
頂

い
た
だ

き
大た

い
へ
ん変

あ
り
が

た
か
っ
た
で
す
。開か

い
か
い
し
き

会
式
で
は
４
ヶ

国こ
く

か
ら
31
人に

ん

の
青せ

い
ね
ん年

が
参さ

ん
か加

し
ま

し
た
。
最さ

い
し
ょ初

は
初し

ょ
た
い
め
ん

対
面
の
緊き

ん
ち
ょ
う張

を

解と

く
た
め
少す

こ

し
ゲ
ー
ム
を
し
ま
し

た
が
、
こ
う
い
っ
た
試

こ
こ
ろ

み
は
と
て

も
よ
か
っ
た
の
で
ぜ
ひ
南な

ん
べ
い米

で
も

取と

り
入い

れ
た
い
と
思お

も

い
ま
し
た
。

こ
の
日ひ

、
私

わ
た
し

た
ち
は
社し

ゃ
か
い会

問も
ん
だ
い題

の
解か

い
け
つ決

に
つ
い
て
、
浄じ

ょ
う
ど土

真し
ん
し
ゅ
う宗

の
視し

て
ん点

で
話は

な
し
あ合

い
ま
し
た
。
大だ

い
じ事

な
の
は
互た

が

い
の
違ち

が

い
を
認み

と

め
合あ

う

こ
と
だ
と
思お

も

い
ま
し
た
。
18
日に

ち

、

日ひ

の野
誕た

ん
じ
ょ
う
い
ん

生
院
、
比ひ

え
い
ざ
ん

叡
山
、
青

し
ょ
う

蓮れ
ん
い
ん院

、

大お
お
た
に谷

本ほ
ん

廟び
ょ
うを

参さ
ん
ぱ
い拝

し
聖し

ょ
う
に
ん人

の
足そ

く
せ
き跡

を
辿た

ど

り
ま
し
た
。
翌よ

く
じ
つ日

に
は
広ひ

ろ
し
ま島

別べ
つ
い
ん院

を
訪

お
と
ず

れ
共ぐ

命
み
ょ
う

鳥ち
ょ
うの

話
は
な
し

を
聞き

き
、
そ
の
後ご

、
平へ

い

和わ

記き

念ね
ん

資し
り
ょ
う料

館か
ん

で
原げ

ん
ば
く爆

の
写し

ゃ
し
ん真

や
ビ
デ
オ
等な

ど

を
見み

て
被ひ

ば
く
し
ゃ

爆
者
の
お
話

は
な
し

を
聞き

き
ま
し
た
。

当と
う
じ時

の
人ひ

と
び
と々

の
心

こ
こ
ろ

の
痛い

た

み
を
全す

べ

て

感か
ん

じ
る
こ
と
は
難

む
ず
か

し
い
で
す
が
、

現げ
ん
ざ
い在

の
私わ

た
し
た
ち達

も
十

じ
ゅ
う
ぶ
ん分

悲か
な

し
い
気き

も持

ち
に
な
り
ま
し
た
。

20
日か

か
ら
４
日か

か
ん間

マ
リ
ン
ガ
青せ

い

年ね
ん
か
い会

の
ビ
ッ
ト
ー
ル
と
私

わ
た
し

は
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
で
、
園そ

の

先せ
ん
せ
い生

の
家い

え

へ

行い

き
ご
家か

ぞ
く族

の
皆み

な
さ
ま様

に
も
大た

い
へ
ん変

お

世せ

わ話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間か

ん

に

滋し

が賀
の
石い

し
ば
じ

場
寺
と
ラ
・
コ
リ
ー

ナ
、
奈な

ら良
の
東と

う
だ
い
じ

大
寺
、
興こ

う
ふ
く
じ

福
寺
等と

う

へ
行い

き
ま
し
た
。
素す

晴ば

ら
し
寺じ

い
ん院

建け
ん
ち
く築

で
し
た
。
園そ

の
け家

の
皆み

な
さ
ま様

に
は

大た
い
へ
ん変

お
世せ

わ話
に
な
り
ま
し
た
。
別わ

か

れ
は
寂さ

び

し
い
で
す
が
、
ぜ
ひ
ま
た

会あ

い
に
行い

き
た
い
で
す
。
ど
れ
も

最さ
い
し
ょ初

は
会か

い
わ話

に
苦く

ろ
う労

し
ま
し
た
が
、

何な
ん
に
ち日

か
で
他た

の
研け

ん
し
ゅ
う
せ
い

修
生
と
も
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

今こ
ん
か
い回

学ま
な

ん
だ
多お

お

く
を
ぜ
ひ
周ま

わ

り
の

人ひ
と

達た
ち

へ
も
伝つ

た

え
た
い
で
す
。
最さ

い
ご後

に
な
り
ま
す
が
、
国こ

く
さ
い際

交こ
う
り
ゅ
う

流
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
お
世せ

わ話
頂い

た
だい

た
す
べ
て

の
方か

た

達た
ち

へ
感か

ん
し
ゃ謝

し
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
初し

ょ
に
ち日

、
ブ
ラ
ジ
ル

か
ら
の
交こ

う
か
ん換

留り
ゅ
う
が
く
せ
い

学
生
の
グ
ル
ー

プ
は
、
今い

ま
い井

先せ
ん
せ
い生

、
南な

ん
じ
ょ
う
せ
ん
せ
い

城
先
生
、

佐さ
さ
き
せ
ん
せ
い

々
木
先
生
と
社し

ゃ
か
い
も
ん
だ
い

会
問
題
に
つ
い

て
仏ぶ

っ
き
ょ
う教

を
通と

お

し
て
話は

な
し
あ合

い
を
し
、

歓か
ん
げ
い
か
い

迎
会
の
夕

ゆ
う
し
ょ
く食

を
頂

い
た
だ

き
ま
し
た
。

２
日か

め目
は
、
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
ゆ
か
り
の

地ち

を
め
ぐ
り
、
３
日か

め目
に
は
広ひ

ろ

島し
ま

の
平へ

い
わ和

記き
ね
ん念

資し
り
ょ
う
か
ん

料
館
を
訪ほ

う
も
ん問

し
ま

し
た
。

そ
こ
で
平へ

い
わ和

の
重じ

ゅ
う
よ
う要

さ
と
戦せ

ん
そ
う争

の

悲ひ
さ
ん惨

さ
に
つ
い
て
痛つ

う
か
ん感

し
ま
し
た
。

４
日か

め目
か
ら
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
が

始は
じ

ま
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
一い

っ
し
ょ緒

に

参さ
ん
か加

し
た
藤ふ

じ
き木

君く
ん

と
同お

な

じ
家い

え

に
２

日か

間か
ん

お
世せ

わ話
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
浄じ

ょ
う
ど土

真し
ん
し
ゅ
う

宗
で
あ
る
日に

ほ
ん
じ
ん

本
人

の
家

か
ぞ
く

族
の
日に

ち
じ
ょ
う常

を
体

た
い
け
ん

験
し
ま
し

た
。
滋し

が
け
ん

賀
県
の
温お

ん

泉せ
ん

、
奈な

ら良
の

東と
う
だ
い
じ

大
寺
な
ど
日に

ほ
ん本

文ぶ
ん
か化

に
直

ち
ょ
く

接せ
つ

触ふ

れ
ま
し
た
。

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
後あ

と

、
私

わ
た
し

た
ち
は

平へ
い
あ
ん安

高こ
う
こ
う校

で
サ
ッ
カ
ー
を
し
て
他た

の
研け

ん
し
ゅ
う
せ
い

修
生
た
ち
と
友ゆ

う
こ
う好

を
深ふ

か

め
ま

し
た
。
最さ

い
し
ゅ
う
び

終
日
、
全す

べ

て
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
終

し
ゅ
う
り
ょ
う

了
し
ま
し
た
。
こ
の
度た

び

の
国こ

く
さ
い際

青せ
い
し
ょ
う
ね
ん

少
年
研け

ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
の
参さ

ん

加か

者し
ゃ

の
一ひ

と
り人

と
し
て
、
私

わ
た
し

は
得え

る
こ
と

が
で
き
た
知

ち
し
き

識
と
経け

い
け
ん験

に
感か

ん
し
ゃ謝

い

た
し
ま
す
。

田た
ぐ
ち口

ヴ
ィ
ト
ル

（
マ
リ
ン
ガ
）

藤ふ
じ
き木

ゆ
き
お

（
プ
レ
ジ
デ
ン
テ

プ
ル
デ
ン
テ
）

小こ
じ
ま嶋

歩
あ
ゆ
み

（
ロ
ン
ドリ

ー
ナ
）

『笑縁』妻
つま

が夫
おっと

へ聞
き

いた。妻
つま

：『貴
あ な た

方はどちらが良
よ

いの？美
うつく

しい女
じょせい

性それとも賢
かしこ

い女
じょせい

性？』 夫
おっと

：『どちらでもないよ！僕
ぼく

が好
す

きなのは君
きみ

だけだよ！』

７
月が

つ

１
日た

ち　

伯は
っ

国こ
く

別べ
つ
い
ん院

父ち
ち　

井い
の
う
え上

穣
じ
ょ
う

信し
ん

母は
は　

井い
の
う
え上

靖や
す
こ子

子こ　

井い
の
う
え上

十そ

に二
愛あ

生う

ま
れ
た
子こ

ど
も供

の
過す

ご
し
た
月つ

き
ひ日

が
そ
の
ま
ま
自

み
ず
か

ら
が
親お

や

と
し
て
生い

き
た
日ひ

び々

と
な
り
ま
す
。

今こ
ん
か
い回

は
母ぼ

し
と
も

子
共
に
着き

も
の物

で
の
受じ

ゅ
し
き式

で
日に

ほ
ん本

か
ら
も
祖そ

ぼ母
が
駆か

け
つ

け
、
親お

や
こ
さ
ん
だ
い

子
三
代
に
友ゆ

う
じ
ん
た
ち

人
達
も
多た

す
う数

揃そ
ろ

っ
て
の
賑に

ぎ

や
か
な
式し

き

に
な
り
ま

し
た
。

　

受じ
ゅ
し
き式

や
着き

も
の
と
う

物
等
の
相そ

う
だ
ん談

は

　

伯は
っ
こ
く国

別べ
つ

院い
ん

ま
で
。

　

去さ

る
４
月が

つ

21
日に

ち

、
日に

本ほ
ん

政せ
い
ふ府

は
令れ

い
わ和

元が
ん
ね
ん年

春は
る

の

叙じ
ょ
く
ん
し
ゃ

勲
者
を
発は

っ
ぴ
ょ
う表

し
、
伯は

っ

国こ
く

か
ら
は
邦ほ

う
じ
ん人

７
名め

い

、
伯は

く
じ
ん人

12
名め

い

が
叙じ

ょ
く
ん勲

の
栄え

い
よ誉

を
受う

け
ら
れ
た
。
そ
の
中な

か

に
モ

ジ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
の
建け

ん
せ
つ設

用よ
う
ち地

に

止と
ど

ま
ら
ず
、
本ほ

ん
ど
う堂

・
庫く

裡り

・
納の

う
こ
つ
ど
う

骨
堂
・
寺

じ
む
し
ょ

務
所

ま
で
も
建け

ん
ち
く築

寄き
し
ん進

し
て
下く

だ

さ
っ
た
堀ほ

り
い井

文ふ
み
お夫

氏し

（
モ

ジ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
顧こ

も
ん問

・
85
歳さ

い

、

広ひ
ろ
し
ま
け
ん

島
県
出し

ゅ
っ
し
ん

身
）
が
旭

き
ょ
く
じ
つ日

双そ
う
こ
う光

章し
ょ
うの

栄え
い

誉よ

に
輝

か
が
や

か
れ

た
事こ

と

は
、
誠

ま
こ
と

に
喜

よ
ろ
こ

ば
し
い

限か
ぎ

り
で
あ
る
。

　

こ
の
栄え

い
よ誉

は
、
た
だ

堀ほ
り
い井

氏し

や
ご
家
族
の
み
な

ら
ず
、
モ
ジ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
や

南き
ょ
う
だ
ん

米
教
団
の
喜
び
で
も
あ

る
。

　

モ
ジ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
で
は
、
去さ

る
７
月が

つ

27
日に

ち

に
お
寺て

ら

を
挙あ

げ
て
そ
の
喜

よ
ろ
こ

び
を
共と

も

に
し

た
。

　

仏ぶ
つ
ふ婦

大た
い
か
い会

に
ご
参さ

ん
か
く
だ

加
下

さ
っ
た
皆み

な

さ
ん
は
ご
承し

ょ
う
ち知

の
通と

お

り
、
モ
ジ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
は

目め

の
前ま

え

に
広こ

う
だ
い大

な
ヘ
プ

レ
ー
ザ
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
市し

へ
の
貯ち

ょ
す
い水

湖こ

）
の
風ふ

う
こ
う光

を

取と

り
入
れ
た
景け

い

勝し
ょ
う

地ち

に
建た

て
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、

西さ
い
ほ
う方

浄じ
ょ
う
ど土

の
方ほ

う
こ
う向

に
向む

い

て
建た

て
ら
れ
た
ユ
ニ
ー
ク

な
お
寺て

ら

で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
思お

も

い
を
考

か
ん
が

え
に
入い

れ
て
、
こ
の
地ち

を
選え

ら

ん
で
下く

だ

さ
っ
た
こ
と

は
、
誠

ま
こ
と

に
有あ

り
難が

た

い
と
言い

う
し
か
な
い
。

　

こ
の
お
寺て

ら

の
何な

に

よ
り
の

利り
て
ん点

は
広こ

う
だ
い大

な
駐

ち
ゅ
う
し
ゃ
じ
ょ
う

車
場

（
150
台だ

い

収し
ゅ
う
よ
う容

可か

）
を
有ゆ

う

し

て
い
る
事こ

と

で
あ
る
。

　

今い
ま

で
は
、
モ
ジ
市し

の

観こ

う光
名め

い
し
ょ所

の
１
つ
と
も

な
っ
て
い
る
。

　

堀ほ
り
い井

氏し

の
徳と

く
ぎ
ょ
う業

に
よ
っ

て
、
柴し

ば
た田

氏し

ご
兄き

ょ
う
だ
い弟

（
二に

じ
ゅ
う十

数す
う
て
ん店

の
ス
ー
パ
ー

を
経け

い
え
い営

）
が
「
私

わ
た
し

た
ち

も
お
手て

つ
だ伝

い
を
さ
せ
て

頂い
た
だこ

う
」
と
大お

お

き
な
会か

い
か
ん館

を
ご
寄き

ふ付
下く

だ

さ
っ
た
。
ご

両り
ょ
う
け
と
も

家
共
、
篤と

く
し
ん信

家か

で
ご

先せ
ん
ぞ祖

を
大だ

い
じ事

に
し
、
数か

ず
お
お多

く
社し

ゃ
か
い会

貢こ
う
け
ん献

を
さ
れ
て
い

る
。

（
清し

み
ず
え
ん
り
ょ
う

水
円
了
）

初し
ょ
さ
ん
し
き

参
式

国国こ
く
さ
い
せ
い
し
ょ
う
ね
ん
け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

こ
く
さ
い
せ
い
し
ょ
う
ね
ん
け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

際
青
少
年
研
修
団

際
青
少
年
研
修
団
にに
参参さ
ん
か

さ
ん
か加加
し
て
し
て

堀ほ
り
い井
文ふ
み
お夫
氏し

叙じ
ょ

勲く
ん

祝し
ゅ
く

賀が

会か
い

於
モ
ジ
本
願
寺
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村渠村渠
エドゥアルダエドゥアルダ
かおりかおり
１２１２歳歳

さいさい

私わ
た
しは

大た
い
か
い会

で
多お

お

く
の
楽た

の

し
い
こ
と

や
学ま

な

ぶ
べ
き
大た

い
せ
つ切

な
こ
と
を
見み

つ

け
ま
し
た
。

目め

に
見み

え
な
い
と
こ
ろ
で
も
誰だ

れ

か

の
お
か
げ
で
多お

お

く
の
こ
と
を
得え

ら

れ
て
い
る
と
学ま

な

び
ま
し
た
。
私

わ
た
し

は

今こ
ん
か
い回

学ま
な

ん
だ
大た

い
せ
つ切

な
こ
と
を
今こ

ん
ご後

の
人じ

ん
せ
い生

に
活い

か
し
た
い
と
思お

も

い
ま

す
。

大た
い
か
い会

で
は
新

あ
た
ら

し
い
友ゆ

う
じ
ょ
う情

と
出で

あ会
え

ま
し
た
。
ま
た
、
遠と

お

く
か
ら
来こ

ら

れ
た
先せ

ん
せ
い生

達た
ち

に
も
感か

ん
し
ゃ謝

し
ま
す
。

婦ふ
じ
ん
か
い

人
会
の
お
か
げ
で
美お

い味
し
い

食し
ょ
く
じ事

も
頂

い
た
だ

け
ま
し
た
。米米

こ め すこ め す

須須
ジュリアナジュリアナ
なみなみ
１６１６歳歳

さいさい

思お
も

っ
て
た
以い

じ
ょ
う上

に
楽た

の

し
い
大た

い
か
い会

で

し
た
。
最

も
っ
と

も
楽た

の

し
か
っ
た
の
は
、

七た
な
ば
た夕

ま
つ
り
と
エ
ス
ト
リ
ル
公こ

う
え
ん園

へ
行
っ
た
こ
と
で
す
。
婦ふ

じ
ん
か
い

人
会
の

食し
ょ
く
じ事

も
と
て
も
美お

い味
し
く
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
で
は
新

あ
た
ら

し
い

友と
も
だ
ち達

が
で
き
ま
し
た
。

法ほ
う
わ話

で
は
大た

い
か
い会

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ

い
て
よ
く
学ま

な

べ
ま
し
た
。
ま
た

御み
ゆ
き幸

先せ
ん
せ
い生

の
お
話

は
な
し

も
と
て
も
楽た

の

し

か
っ
た
で
す
。
初は

じ

め
て
の
大た

い
か
い会

は

あ
っ
と
い
う
間ま

だ
っ
た
け
ど
素す

ば晴

ら
し
い
経け

い
け
ん験

を
す
る
こ
と
が
で

き
、
も
っ
と
多お

お

く
の
大た

い
か
い会

に
参さ

ん
か加

て
い
き
た
い
で
す
。

大大
おおぐすくおおぐすく

城城
ナターリアナターリア
なおみなおみ
１３１３歳歳

さいさい

大た
い
か
い会

は
本ほ

ん
と
う当

に
楽た

の

し
か
っ
た
で

す
。
最さ

い
し
ょ初

は
不ふ

あ
ん安

で
し
た
が
、
た

く
さ
ん
の
友と

も
だ
ち達

が
で
き
ま
し
た
。

み
な
本ほ

ん
と
う当

に
良い

い
人ひ

と

達た
ち

で
、
私

わ
た
し

も

チ
ー
ム
の
皆み

な

が
本ほ

ん
と
う当

に
好す

き
で
し

た
。
そ
し
て
私

わ
た
し

は
今い

ま

ま
で
知し

ら
な

か
っ
た
言こ

と
ば葉

に
で
き
な
い
ほ
ど

素す

ば晴
ら
し
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
学ま

な

べ
ま
し
た
。

私わ
た
しが

こ
の
大た

い
か
い会

で
一い

ち
ば
ん番

好ず

き
だ
っ

た
の
は
、
御み

ゆ
き幸

先せ
ん
せ
い生

の
話

は
な
し

と
七た

な
ば
た夕

ま
つ
り
の
散さ

ん
さ
く策

で
す
。
他ほ

か

の
お

寺て
ら

の
青せ

い

年ね
ん
か
い会

の
人ひ

と

達た
ち

と
混こ

ん
ご
う合

で
グ

ル
ー
プ
分わ

け
す
る
と
い
う
ア
イ
デ

ア
は
と
て
も
良よ

か
っ
た
と
思お

も

い
ま

す
。
ぜ
ひ
次つ

ぎ

の
大た

い
か
い会

に
も
参さ

ん
か加

し

た
い
と
思お

も

い
ま
す
。中中

なかむらこめすなかむらこめす

村米須村米須
フェリペフェリペ
じゅんじゅん
１４１４歳歳

さいさい

と
て
も
楽た

の

し
く
意い

ぎ義
の
あ
る
大た

い
か
い会

で
し
た
。
テ
ー
マ
に
つ
い
て
身み

ぢ
か近

な
人ひ

と
び
と々

へ
の
感か

ん
し
ゃ謝

だ
け
で
は
な

く
、
私

わ
た
し

た
ち
に
直

ち
ょ
く
せ
つ接

見み

え
な
い
も

の
で
も
私

わ
た
し

た
ち
の
生せ

い
か
つ活

に
影え

い
き
ょ
う響

を

与あ
た

え
て
い
る
こ
と
に
気き

づ付
か
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
大た

い
か
い会

で
開か

い

催さ
い

さ
れ
た
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
活か

つ
ど
う動

は
と
て
も
楽た

の

し

く
、
各か

く
ち
い
き

地
域
の
若わ

か
も
の者

達た
ち

が
別べ

つ
べ
つ々

の

チ
ー
ム
に
分わ

か
れ
て
、
み
な
そ
れ

ぞ
れ
新

あ
た
ら

し
い
友と

も
だ
ち達

を
作つ

く

る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

御み
ゆ
き幸

先せ
ん
せ
い生

か
ら
、
七た

な
ば
た夕

に
つ
い
て

願ね
が

い
事ご

と

を
書か

い
た
短た

ん
ざ
く冊

を
笹さ

さ

に
掛か

け
る
風ふ

う
し
ゅ
う習

に
つ
い
て
の
お
話

は
な
し

が
あ

り
ま
し
た
。
そ
し
て
「
お
か
げ
さ

ま
」
と
こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
関か

ん
け
い係

に

つ
い
て
の
説せ

つ
め
い明

が
あ
り
ま
し
た
。

２
日か

め目
に
、
私

わ
た
し

た
ち
は
エ
ス
ト
リ

ル
公こ

う
え
ん園

の
動ど

う
ぶ
つ物

園え
ん

で
様さ

ま
ざ
ま々

な
野や

せ
い生

動ど
う
ぶ
つ物

を
見け

ん
が
く学

し
た
り
、
ケ
ー
ブ
ル

カ
ー
に
も
乗の

り
ま
し
た
。
大た

い
か
い会

の

終お

わ
り
に
総そ

う
か
い会

が
あ
り
日に

ほ
ん本

で
の

青せ
い
し
ょ
う
ね
ん

少
年
国こ

く
さ
い際

研け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
へ
参さ

ん
か加

す

る
青せ

い
ね
ん年

の
紹

し
ょ
う
か
い介

が
あ
り
ま
し
た
。

富富
と み たと み た

田田ルーカスルーカス
ヒデアキヒデアキ
１３１３歳歳

さいさい

青せ
い

年ね
ん

大た
い
か
い会

は
初は

じ

め
て
で
し
た
が
、

ま
た
次つ

ぎ

の
大た

い
か
い会

に
も
参さ

ん
か加

し
た
い

と
思お

も

い
ま
し
た
。
法ほ

う
わ話

や
講こ

う
え
ん演

も
興き

ょ
う
み
ぶ
か

味
深
く
特と

く

に
御み

ゆ
き幸

先せ
ん
せ
い生

の

話は
な
しが

と
て
も
楽た

の

し
か
っ
た
で
す
。

参さ
ん
か
し
ゃ

加
者
皆み

な

が
楽た

の

し
く
素す

ば
ら晴

ら
し

い
人ひ

と

達た
ち

で
し
た
。
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
・
食し

ょ
く
じ事

・
入に

ゅ
う
よ
く浴

・

各か
く
じ
も
と

地
元
の
出だ

し
物も

の

も
と
て
も
よ

か
っ
た
で
す
。
今こ

ん

大た
い
か
い会

で
は
教

き
ょ
う
だ
ん団

テ
ー
マ
に
つ
い
て
学ま

な

び
ま
し
た
。

私わ
た
しは

こ
の
大た

い
か
い会

が
大だ

い
す好

き
で
す
。

矢矢
や のや の

野野デリッキデリッキ
けんじけんじ
１５１５歳歳

さいさい

獅し
し
ま
い

子
舞
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と

御み
ゆ
き幸

先せ
ん
せ
い生

の
話

は
な
し

も
本ほ

ん
と
う当

に
楽た

の

し

か
っ
た
で
す
。
ま
た
動ど

う
ぶ
つ物

園え
ん

で
い

ろ
い
ろ
な
の
動ど

う
ぶ
つ物

達た
ち

を
見み

て
た
り

ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
に
乗の

っ
て
と
て
も

楽た
の

し
か
っ
た
で
す
。
法ほ

う
わ話

で
は

テ
ー
マ
に
つ
い
て
感か

ん
し
ゃ謝

の
仕し

か
た方

を

学ま
な

び
ま
し
た
。

山や
ま
だ田

マ
ル
コ
ス
氏し

の
卓た

っ
き
ゅ
う球

の
指し

ど
う導

も
あ
り
と
て
も
楽た

の

し
か
っ
た
で

す
。
大た

い
か
い会

の
食し

ょ
く
じ事

も
と
て
も
美お

い味

し
か
っ
た
で
す
。

加加
か と うか と う

藤藤ジオゴジオゴ
１６１６歳歳

さいさい

サ
ン
ト
ア
ン
ド
レ
で
の
青せ

い

年ね
ん

大た
い
か
い会

で
は
、
御み

ゆ
き幸

先せ
ん
せ
い生

の
講こ

う
え
ん演

が
と

て
も
楽た

の

し
く
よ
く
わ
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
他ほ

か

の
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
も
と
て

も
親し

ん
せ
つ切

で
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

も
楽た

の

し
か
っ
た
で
す
。
食し

ょ
く
じ事

も
、

色い
ろ
い
ろ々

な
種し

ゅ
る
い類

が
あ
り
と
て
も
美お

い味

し
か
っ
た
で
す
。
ソ
ー
セ
ー
ジ
や

フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
・
・
・
獅し

し
ま
い

子
舞

と
卓た

っ
き
ゅ
う球

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は

２
つ
と
も
と
て
も
素す

ば晴
ら
し
く
、

獅し
し
ま
い

子
舞
の
横お

う
て
ん転

の
仕し

か
た方

や
卓た

っ
き
ゅ
う球

に

つ
い
て
多お

お

く
の
こ
と
を
学ま

な

び
ま
し

た
、
ま
た
、
先せ

ん
ぱ
い輩

を
尊そ

ん
け
い敬

す
る

こ
と
の
大た

い

切せ
つ

さ
を
学ま

な

び
ま
し
た
。

市し
な
い内

散さ
ん
さ
く策

も
楽た

の

し
か
っ
た
で
す
。

島島
しまぶくろしまぶくろ

袋袋津津
つ だつ だ

田田
ガブリエリガブリエリ
１２１２歳歳

さいさい

と
て
も
楽た

の

し
い
大た

い
か
い会

で
し
た
。

食し
ょ
く
じ事

も
美お

い味
し
く
、
御み

ゆ
き幸

先せ
ん
せ
い生

の

法ほ
う
わ話

が
と
て
も
良よ

か
っ
た
で
す
。

梶か
じ
わ
ら原

総そ
う
ち
ょ
う

長
の
法ほ

う
わ話

で
は
「
お
か
げ

さ
ま
」
と
い
う
言こ

と
ば葉

の
由ゆ

ら
い来

を
学ま

な

び
ま
し
た
。

各か
く
ち
い
き

地
域
に
よ
る
出だ

し
物も

の

も
と
て
も

よ
く
特と

く

に
タ
ウ
バ
テ
青せ

い

年ね
ん
か
い会

の
ピ

ア
ノ
発は

っ
ぴ
ょ
う表

が
好
き
で
し
た
。
私

わ
た
し

達た
ち

エ
ス
コ
テ
イ
ロ
に
よ
る
コ
ッ
プ
の

演え
ん
も
く目

も
と
て
も
よ
く
で
き
た
と
思お

も

い
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
分わ

け
さ
れ
た
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
他た

の
青せ

い

年ね
ん
か
い会

の

友と
も
だ
ち達

も
で
き
ま
し
た
。
獅し

し
ま
い

子
舞

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
思お

も

っ
た
よ

り
大た

い
へ
ん変

で
し
た
が
そ
の
分ぶ

ん

楽た
の

し

か
っ
た
で
す
。
山や

ま
だ田

マ
ル
コ
ス
氏し

の
卓た

っ
き
ゅ
う球

に
関か

ん

す
る
講こ

う
え
ん演

で
は
、
彼か

れ

の
実じ

っ
せ
き績

や
世せ

か
い界

を
旅た

び

す
る
こ
と
の

意い

ぎ義
に
つ
い
て
青せ

い
ね
ん年

た
ち
に
大お

お

き

な
関か

ん
し
ん心

を
持も

た
せ
た
と
思お

も

い
ま

す
。

七た
な

夕ば
た

ま
つ
り
と
エ
ス
ト
リ
ル
公こ

う
え
ん園

で
の
自じ

ゆ
う由

時じ
か
ん間

は
短

み
じ
か

か
っ
た
け

ど
、
と
て
も
楽た

の

し
か
っ
た
で
す
。

全ぜ
ん
た
い体

と
し
て
、
私

わ
た
し

は
テ
ー
マ
の
も

と
大た

い
せ
つ切

な
こ
と
を
た
く
さ
ん
学ま

な

べ

た
と
思お

も

い
ま
す
。
ま
た
他ほ

か

の
大た

い
か
い会

へ
も
ぜ
ひ
参さ

ん
か加

し
た
い
で
す
。

感か
ん
そ
う想

『
初は
じ

め
て
の
大た
い
か
い会
』

テ
ー
マ　

　
「
お
か
げ
さ
ま
」

ス
ロ
ー
ガ
ン
「
お
か
げ
さ
ま
に
感か

ん
し
ゃ謝

す
る
方ほ

う
ほ
う法

を
考

か
ん
が

え
よ
う
」

地じ
も
と元

：
サ
ン
ト
ア
ン
ド
レ
・
エ
ス
コ
テ
イ
ロ
隊た

い

9
月が

つ

・
10
月が

つ

の
予よ

て
い定

　
　

９
月が

つ

　
　
　

17
日に

ち

仏ぶ
っ

教き
ょ
う
が
く
い
ん

学
院

　
（
別べ

つ
い
ん院　

〜
19
日に

ち

ま
で
）

10
月が

つ

　
　
　
　

５
日か

仏ぶ
っ
ぷ
た
い
か
い

婦
大
会

（
リ
ン
ス
〜
６
日か

ま
で
）

　
　
　

15
日に

ち

仏ぶ
っ

教き
ょ
う
が
く
い
ん

学
院

　
（
別べ

つ
い
ん院　

〜
17
日に

ち

ま
で
）



本
願
寺
新
寺
新
聞

発行所
代表　梶原俊栄

Fusaco Abe Oi
Rua Changuá, 108
Tel (11)2275-8677
登録番号 13572

http://www.terrapura.org.br

　(1)  ( 第 407 号 ) 本願寺新聞 2019 年　9 月　

(18)98143-2902

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

(18)3917-3328

/Sakotani Taikô

paulosakotani@yahoo.com.br

SOLICITE SEU ORÇAMENTO:

SHIME DAIKO
Parafuso / Corda

OKE DAIKO

JOGO DE ANEL

NAGADOU
DAIKO

OKINAWA
TAIKÔ

BACHI E
CAVALETES

CAPAS DE
PROTEÇÃO

REFORMAS EM
GERAL

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Saudações ao Templo Honpa Hongwanji e
às famílias Budistas do Brasil

７
月が

つ

13
・
14
日か

の
２
日か

か
ん間

に

わ
た
り
青せ

い
ね
ん年

大た
い
か
い会

が
開か

い

催さ
い

さ

れ
た
。
当と

う
じ
つ日

は
、
各か

く

地ち
い
き域

青せ
い

年ね
ん
か
い会

よ
り
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
が
集つ

ど

い
、

サ
ン
ト
・
ア
ン
ド
レ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺

エ
ス
コ
テ
イ
ロ
隊た

い

９
名め

い

、
タ

ウ
バ
テ
よ
り
２
名め

い

の
計け

い

11

名め
い

が
地じ

も
と元

よ
り
始は

じ

め
て
青せ

い

年ね
ん

大た
い
か
い会

へ
参さ

ん
か加

さ
れ
た
。
大た

い
か
い会

初し
ょ
に
ち日

は
、
梶か

じ
わ
ら原

総そ
う
ち
ょ
う

長
よ
り
、

開か
い

教き
ょ
うテ

ー
マ
で
あ
る
『
お
か

げ
さ
ま
』
に
つ
い
て
ご
講こ

う
ぎ義

頂い
た
だい

た
後あ

と

、
サ
ン
タ
・
ク
ラ
ー

ラ
青せ

い

年ね
ん
か
い会

に
よ
る
獅し

し
ま
い

子
舞
の

演え
ん
ぶ舞

が
あ
っ
た
。
午ご

ご後
か
ら

は
、
同ど

う
じ
つ日

開か
い
さ
い催

さ
れ
た
市し

の

七た
な
ば
た夕

祭ま
つ

り
を
散さ

ん
さ
く策

し
た
。
お

夕ゆ
う
じ事

に
御み

ゆ
き
だ
ん

幸
断
開か

い

教き
ょ
う
し使

の

法ほ
う
わ話

に
一い

ち
ど
う同

は
大お

お

笑わ
ら

い
の
中な

か

『
お
か
げ
さ
ま
』
に
対た

い

す
る

理り
か
い解

を
深ふ

か

め
た
。

夜よ
る

は
、
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
達た

ち

の
舞ぶ

た
い台

発は
っ
ぴ
ょ
う

表
が
あ
り
多お

お

く
の
拍は

く
し
ゅ手

を

誘さ
そ

っ
た
。

翌よ
く
あ
さ朝

、
お
朝あ

さ
じ事

の
後あ

と

、
エ
ス

ト
リ
ウ
公こ

う
え
ん園

で
併へ

い
せ
つ設

の
動ど

う
ぶ
つ物

園え
ん

や
公こ

う

園え
ん
な
い内

を
散さ

ん
さ
く策

し
た
。

午ご

ご後
は
、
山や

ま
だ田

氏し

に
よ
る

卓た
っ
き
ゅ
う

球
の
指し

ど
う導

が
あ
り
、
笑わ

ら

い

と
共と

も

に
卓た

っ
き
ゅ
う球

の
技ぎ

じ
ゅ
つ術

を
学ま

な

ん

だ
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

各か
く

合あ
い
ま間

に
は
、
様さ

ま
ざ
ま々

に
趣し

ゅ
こ
う向

を
凝こ

ら
し
た
ジ
ン
カ
ー
ナ
が

用よ
う
い意

さ
れ
、
青せ

い
ね
ん年

た
ち
は
競き

ょ
う
ぎ技

に
挑い

ど

ん
だ
。
最さ

い
ご後

の
結け

っ
か果

発は
っ
ぴ
ょ
う

表
で
は
、
賞し

ょ
う
ひ
ん品

も
用よ

う
い意

さ

れ
、
ま
た
下か

い位
２
チ
ー
ム
は

罰ば
つ

ゲ
ー
ム
の
尻し

り

文も

じ字
で
会

か
い
じ
ょ
う場

を
爆ば

く
し
ょ
う笑

の
渦う

ず

に
巻ま

き
込こ

ん
だ
。

今こ
ん

大た
い
か
い会

は
、
３
年ね

ん
ま
え前

に
伯は

っ

国こ
く

別べ
つ
い
ん院

で
行

お
こ
な

わ
れ
た
第だ

い

50
回か

い

大た
い
か
い会

に
続つ

づ

い
て
、
青せ

い

年ね
ん
か
い会

の

な
い
寺じ

い
ん院

で
の
開か

い
さ
い催

と
な
り
、

開か
い
さ
い催

に
当あ

た
っ
て
は
綿め

ん
み
つ密

な

プ
ロ
グ
ラ
ム
作さ

く
せ
い成

、
大た

い
か
い会

運う
ん
え
い営

を
受う

け
持も

っ
て
く
だ
さ
っ
た

サ
ン
ト
・
ア
ン
ド
レ
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺

エ
ス
コ
テ
イ
ロ
隊た

い

を
は
じ
め
、

地じ
も
と元

護ご
じ
か
い

持
会
、
婦ご

じ
か
い

人
会
の
惜お

し

み
無な

い
ご
協

き
ょ
う
り
ょ
く

力
の
基も

と

で
開か

い
さ
い催

が
実じ

つ
げ
ん現

さ
れ
た
。
ま
た
、
趣し

ゅ
こ
う向

を
凝こ

ら
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

熱ね
っ
ち
ゅ
う

中
し
、
ま
た
普ふ

だ
ん段

聞き

く
こ
と

の
無な

い
僧そ

う
り
ょ侶

の
教お

し

え
に
熱ね

っ
し
ん心

に
耳み

み

を
傾

か
た
む

け
る
一い

ち
ど
う同

の
姿

す
が
た

が

印い
ん
し
ょ
う象

的て
き

で
あ
り
、
今こ

ん
か
い回

始は
じ

め

て
の
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
か
ら
も
感か

ん
ど
う動

と

喜よ
ろ
こび

の
声こ

え

が
聞き

こ
え
、
実み

の

り

豊ゆ
た

か
な
大た

い
か
い会

と
な
っ
た
。

（
堅か

た
た
げ
ん
ゆ
う

田
玄
悠
）

次じ

ペ
ー
ジ
に
地じ

も
と元

参さ
ん
か
し
ゃ

加
者
の

レ
ポ
ー
ト
を
掲け

い
さ
い載

。

７
月が

つ

17
日に

ち

か
ら
24
日に

ち

ま
で
て
あ
り

が
た
い
ご
縁え

ん

を
頂

い
た
だ

い
て
南な

ん
べ
い米

仏ぶ
っ
き
ょ
う教

青せ
い

年ね
ん
か
い会

連れ
ん
め
い盟

か
ら
選え

ら

ば
れ
た
４
名め

い

の
青せ

い
ね
ん年

会か
い

会か
い
い
ん員

を
国こ

く
さ
い際

青せ
い
し
ょ
う
ね
ん

少
年

研け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
へ
引い

ん
そ
つ率

さ
せ
て
頂

い
た
だ

き
ま
し

た
。
今こ

ん
か
い回

は
世せ

界か
い

中ぢ
ゅ
うの

全ぜ
ん
か
い開

教
き
ょ
う

区く

か
ら
33
名め

い

が
参さ

ん
か加

し
ま
し
た
。

そ
の
中な

か

で
ロ
ン
ド
リ
ー
ナ
青せ

い

年ね
ん
か
い会

の
小こ

じ
ま島

さ
ん
が
南な

ん
べ
い米

代だ
い
ひ
ょ
う

表
で
意い

け
ん見

発は
っ
ぴ
ょ
う

表
を
し
ま
し
た
。

今こ
ん
か
い回

の
研け

ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
で
青せ

い
ね
ん年

た
ち
は

他た

の
開か

い

教
き
ょ
う

区く

の
青せ

い
ね
ん年

た
ち
同ど

う
し士

で
沢た

く
さ
ん山

の
友と

も
だ
ち達

が
出で

来き

、
次つ

ぎ

の

青せ
い
し
ょ
う
ね
ん

少
年
国こ

く
さ
い際

研け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
で
は
よ
り
多お

お

く
の
青せ

い
ね
ん年

た
ち
が
南な

ん
べ
い米

か
ら
参さ

ん
か加

で
き
る
よ
う
応お

う
ぼ募

人に
ん
ず
う数

を
増
や
し

て
頂

い
た
だ

け
る
よ
う
に
と
お
願ね

が

い
し
て

来き

ま
し
た
。

南な
ん
べ
い米

か
ら
の
４
名め

い

中ち
ゅ
う３

名め
い

は
初は

じ

め
て
の
訪ほ

う
に
ち日

で
し
た
。
で
す
の

で
、
日に

ほ
ん
ご

本
語
が
は
少す

こ

し
し
か
解わ

か

ら

な
い
青せ

い
ね
ん年

だ
け
で
日に

ほ
ん本

人じ
ん

家か
ぞ
く族

の

い
る
お
寺て

ら

へ
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
は

心し
ん
ぱ
い配

し
て
い
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん

ど
英え

い
ご語

で
の
会か

い
わ話

で
も
通つ

う

じ
た
よ

う
で
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
日に

ほ
ん本

へ
の
旅た

び

は
往お

う
ふ
く復

と
も
に
30
時じ

か
ん間

ほ

ど
か
か
る
の
で
、
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
た
ち
は

大た
い
へ
ん変

だ
っ
た
と
思お

も

い
ま
す
。
ま
た

日に
ほ
ん本

は
真ま

な
つ夏

で
と
て
も
蒸む

し
暑あ

つ

い

の
で
心し

ん
ぱ
い配

で
し
た
が
、
皆み

な

無ぶ

じ事
に

過す

ご
せ
ま
し
た
。
青せ

い
ね
ん
た
ち

年
達
は
日に

ほ
ん本

は
安あ

ん
ぜ
ん全

で
気き

も持
ち
が
良よ

く
、
お
好こ

の

み
焼や

き
や
ラ
ー
メ
ン
が
美お

い味
し
く
、

デ
パ
ー
ト
・
100
円え

ん

シ
ョ
ッ
プ
や
コ
ン

ビ
ニ
等な

ど

に
何な

ん

で
も
あ
っ
て
便べ

ん
り利

で

良よ

か
っ
た
と
喜

よ
ろ
こ

ん
で
い
ま
し
た
。

ま
た
元も

と
か
い開

教き
ょ
う
し使

の
今い

ま
い井

慶
き
ょ
う

哉や

先せ
ん
せ
い生

に
は
格か

く
べ
つ別

の
お
世せ

わ話
を
頂

い
た
だ

き
ま
し

た
。
嬉う

れ

し
い
こ
と
に
宗し

ゅ
う
も
ん
こ
う

門
校
の
平へ

い

安あ
ん

高こ
う
こ
う校

で
グ
レ
ー
ミ
オ
の
Ｔ
シ
ャ

ツ
を
着き

て
サ
ッ
カ
ー
を
し
ま
し
た
。

ま
た
南

な
ん
じ
ょ
う荘

摂
お
さ
む

先せ
ん
せ
い生

と
一い

っ
し
ょ緒

に
広ひ

ろ
し
ま島

の
平へ

い
わ
き
ね
ん

和
記
念
資し

り
ょ
う
か
ん

料
館
へ
見け

ん
が
く学

に
行い

き
ま
し
た
。
彼か

れ

は
来ら

い

伯は
く
れ
き歴

が
あ
り

ポ
ル
ト
ガ
ル
語ご

も
と
て
も
上じ

ょ
う
ず手

で

し
た
。
平へ

い
わ和

の
大た

い
せ
つ切

さ
を
痛つ

う
か
ん感

し

ま
し
た
。
お
釈し

ゃ
か迦

様さ
ま

は
『
兵

ひ
ょ
う

我が

無む
よ
う用

』
と
説と

か
れ
、
ま
た
親し

ん
ら
ん鸞

聖し
ょ
う
に
ん

人
は
『
世よ

の
な
か
安あ

ん
の
ん穏

な
れ
、

仏ぶ
っ
ぽ
う法

ひ
ろ
ま
れ
と
お
ぼ
し
め
す
べ

し
と
ぞ
、
お
ぼ
え
候

そ
う
ら

ふ
』
と
説と

か

れ
ま
し
た
。

研け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
の
目も

く
て
き的

は
日に

ほ
ん本

の
念ね

ん

仏ぶ
つ
し
ゃ者

の
姿

す
が
た

や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
の
生せ

い
か
つ活

を
参さ

ん
こ
う考

に
様さ

ま
ざ
ま々

な
体た

い
け
ん験

し
た
味あ

じ

わ

い
を
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
各か

く
え
し
ょ

会
所
へ

戻も
ど

っ
て
し
っ
か
り
伝つ

た

え
て
行い

く
事こ

と

だ
と
思お

も

い
ま
す
。
最さ

い
ご後

に
飛ひ

こ
う
き

行
機

も
無ぶ

じ事
に
着ち

ゃ
く
り
く陸

し
別べ

つ
い
ん院

で
青

せ
い
し
ょ
う
ね
ん

少
年

国こ
く
さ
い際

研け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

修
団
を
解か

い
さ
ん散

し
ま
し
た
。

　
（
佐さ

さ
き
て
っ
ち
ょ
う

々
木
徹
澄
）

青せ
い
し
ょ
う
ね
ん
こ
く
さ
い
け
ん
し
ゅ
う
だ
ん

少
年
国
際
研
修
団

　

７
月が

つ

14
日か

、
南な

ん
べ
い米

仏ぶ
っ
き
ょ
う教

壮そ
う
ね
ん
か
い

年
会
の
第だ

い

21
回か

い

紅こ
う
は
く
う
た

白
歌

合が
っ
せ
ん戦

が
ド
ラ
セ
ナ
市し

で
開か

い

催さ
い

さ
れ
小ち

い

さ
な
子こ

ど
も供

か
ら
90
歳さ

い

を

超こ

す
大お

と
な人

ま
で
約や

く
300
人に

ん

の
参さ

ん
か加

が
あ
り
ま
し
た
。

ド
ラ
セ
ナ
に
は
本ほ

ん
ぱ派

寺じ
い
ん院

が

な
い
た
め
地じ

も
と元

日に
ほ
ん
じ
ん
か
い

本
人
会
の

支し
え
ん援

に
よ
り
ド
ラ
セ
ナ
文ぶ

ん
か化

体た
い
い
く育

協き
ょ
う
か
い会(

Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｃ)
で

開か
い
さ
い催

さ
れ
ま
し
た
。
地じ

も
と元

仏ぶ
っ

教き
ょ
う
か
い

会
で
は
こ
の
よ
う
な
大お

お

き

な
イ
ベ
ン
ト
に
慣な

れ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ベ

ン
ト
は
首し

ゅ
び尾

よ
く
開か

い
さ
い催

さ
れ

ま
し
た
。

私わ
た
しは

こ
の
紅こ

う
は
く
う
た

白
歌
合が

っ
せ
ん戦

に

参さ
ん
か加

で
き
、
友と

も
だ
ち達

や
元も

と

カ
ラ

オ
ケ
の
生せ

い
と徒

と
も
会あ

え
て
と

て
も
嬉う

れ

し
く
思お

も

い
ま
し
た
。

全ぜ
ん
さ
ん
か
し
ゃ

参
加
者
の
披ひ

ろ
う露

の
の
ち

厳げ
ん
せ
い正

な
る
審し

ん
さ査

の
結け

っ
か果

、
赤あ

か
ぐ
み組

が
優ゆ

う
し
ょ
う勝

し
ま
し
た
。
来ら

い
ね
ん年

の

イ
ベ
ン
ト
は
日に

ち
じ時

は
ま
だ

未み
て
い定

で
す
が
パ
ウ
リ
ス
タ
教

き
ょ
う

線せ
ん

ツ
ッ
パ
ン
本ほ

ん
が
ん
じ

願
寺
で
開か

い
さ
い催

さ
れ
ま
す
。

南な
ん
べ
い米

教き
ょ
う
だ
ん団

総そ
う
ち
ょ
う

長
に
代か

わ
り

ま
し
て
、
こ
の
度た

び

の
第だ

い

21
回か

い

南な
ん
べ
い米

仏ぶ
っ
き
ょ
う教

壮そ
う
ね
ん年

紅こ
う
は
く
う
た

白
歌
合が

っ
せ
ん戦

の
大だ

い
せ
い
こ
う

成
功
を
に
つ
き
、
皆み

な
さ
ま様

か
ら
の
多た

だ
い大

な
る
ご
助じ

ょ
り
ょ
く力

に

感か
ん
し
ゃ謝

い
た
し
ま
す
。

こ
の
素す

ば晴
ら
し
い
イ
ベ
ン
ト

の
主し

ゅ
さ
い
し
ゃ

催
者
お
よ
び
参さ

ん
か
し
ゃ

加
者
の

皆み
な
さ
ま様

、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
合

が
っ
し
ょ
う掌

（
桑く

わ
だ田

大だ
い
し
ん心

）

紅こ
う
は
く
う
た
が
っ
せ
ん

白
歌
合
戦
開
催

仏壮

於
：
ド
ラ
セ
ナ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｃ

第５２回南米仏教第５２回南米仏教青年会大会開催青年会大会開催  サントアンドレ分院サントアンドレ分院


