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お念仏と共に ～ 如来に念じられて生きていこう ～

ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
の
使
命

愛
を
必
要
と
し
て
い
る
不
幸
な
子
ど
も
た
ち
に
仕
え
、

互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
。

悲
し
み
の
中
に
あ
る
子
た
ち
に
喜
び
を
、
傷
つ
い
た
心

に
癒
や
し
を
あ
た
え
、
互
い
の
文
化
を
分
か
ち
あ
い
、

一
つ
の
家
族
と
し
て
生
き
る
こ
と
。

そ
し
て
夢
を
か
な
え
て
平
和
な
世
界
を
作
る
こ
と
。

ミンダナオ子ども図書館の学生たち

親
鸞
さ
ま

な
ぜ
お
念
仏
な
の
？

ひ
と
り
、
人
生
と
い
う
山
に
生
き
迷
っ
て
進
め
な
く
な
っ
て
い
た
時
に
、

あ
る
先
生
か
ら
「
お
念
仏
を
申
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
勧
め
ら
れ
た
。

す
す

で
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
言
葉
な
の
か
？

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
声
に
出
し
て
称
え
る
っ
て
、

な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？

わ
か
ら
な
か
っ
た
。

お
念
仏
申
し
て
い
る
人
を
、
今
ま
で
に
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、

何
か
古
く
さ
い
過
去
の
教
え
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
出
遇
っ
た
も
う
一
人
の
先
生
か
ら
、
再
度
お
念
仏
の
勧
め
を
い

で

あ

た
だ
い
た
。

あ
な
た
の
生
き
方
は
、
高
嶺
に
造
花
を
咲
か
そ
う
と
す
る
生
き
方
だ
。

た

か

ね

そ
れ
は
ど
ん
な
に
美
し
く
て
も
造
花
で
す
よ
。

自
然
の
花
は
、
し
っ
か
り
と
大
地
に
根
を
下
ろ
し
て
こ
そ
花
開
い
て
い
る
。

お
念
仏
申
す
と
こ
ろ
か
ら
、
新
し
い
自
然
な
生
活
が
開
か
れ
て
き
ま
す
よ
。

南
無
仏
の
御
名
な
か
り
せ
ば
現
そ
身
の

な

む

ぶ

つ

み

な

う
つ

み

た
だ
生
き
生
く
る
こ
と
あ
る
べ
し
や

そ
の
一
言
一
言
は
、
私
の
渇
い
た
命
に
し
み
入
っ
て
、
そ
れ
か
ら
自
然
に
掌

か
わ

が
合
わ
さ
れ
、
思
い
が
け
ず
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」
と

お
念
仏
申
さ
れ
る
時
が
恵
ま
れ
た
。
お
念
仏
は
、
私
の
生
き
て
い
る
身
が
歓

よ
ろ
こ

ぶ
教
え
だ
っ
た
。
そ
の
時
か
ら
、
口
に
声
に
出
し
て
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」

と
申
し
つ
つ
生
き
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
。
同
時
に
「
な
ぜ
、
お
念
仏
な
の
か
」

と
問
う
聞
法
の
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。
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天
上
天
下
唯
我
独
尊

お
釈
迦
さ
ま
は
約
二
千
五
百
年
前
、

イ
ン
ド
北
部
の
カ
ピ
ラ
城
に
釈
迦
族
の

王
子
と
し
て
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。
お
釈

迦
さ
ま
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
七
歩
、
歩
き

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
獅
子
吼
さ

て
ん
じ
ょ
う
て

ん

げ
ゆ

い

が
ど
く
そ
ん

し

し

く

れ
た
そ
う
で
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
を

中
心
に
、
上
な
の
か
下
な
の
か
と
、
比

べ
る｢

慢｣

の
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
自

ま
ん

分
の
方
が
上
で
あ
れ
ば
高
慢
に
な
り
、

こ
う
ま
ん

下
だ
と
な
れ
ば
卑
下
慢
に
な
り
ま
す
。

ひ

げ

ま

ん

こ
の｢

慢｣

の
心
で
人
間
は
悩
む
の
だ
と
、

お
釈
迦
さ
ま
は
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

誰
と
も
比
べ
る
事
の
な
い
私
を
尊
び
ま

し
ょ
う
、
と
い
う
の
が
「
天
上
天
下
唯

我
独
尊
」
の
意
味
で
す
。

散
る
サ
ク
ラ
か
ら
学
ぶ

桜
は
、
十
日
間
開
花
し
た
状
態
の
時

だ
け
が
桜
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
な

い
で
す
ね
。
三
六
五
日
、
大
地
に
根
を

下
ろ
し
、
寒
い
冬
は
耐
え
て
ま
す
。
し
っ

か
り
養
分
を
蓄
え
時
期
が
来
た
ら
花
が

咲
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
条
件
が
整
え

ば
花
吹
雪
と
な
っ
て
は
か
な
く
散
っ
て

い
き
ま
す
。
諸
行
無
常
で
す
ね
。
そ
れ

に
学
ぶ
ん
で
す
。
桜
の
す
が
た
は
、
良

い
時
も
悪
い
時
も
、
人
生
の
裏
も
表
も
、

そ
の
両
方
と
も
引
き
受
け
て
い
く
あ
な

た
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
届
け
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

星
野
富
弘
さ
ん
の
詩

星
野
さ
ん
は
体
育
の
先
生
に
な
り
、

皆
か
ら｢

す
ご
い｣

と
ほ
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
事
故
に
あ
い
寝
た

き
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
も
う
生
き
て

い
る
意
味
が
な
い
と
、
ボ
ー
ッ
と
景
色

を
見
て
い
た
時
、
「
そ
う
だ
。
そ
れ
ぞ

れ
の
生
き
方
が
あ
る
」
と
気
づ
き
、
手

足
が
だ
め
で
も
口
は
動
く
、
口
で
何
か

で
き
な
い
か
と
、
筆
を
口
に
く
わ
え
て

絵
や
詩
を
書
き
始
め
ま
し
た
。
そ
の
頃

の
詩
が
あ
り
ま
す
。

い
の
ち
が
一
番
大
切
だ
と
思
っ
て
い

た
こ
ろ

生
き
る
の
が
苦
し
か
っ
た

い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
と

知
っ
た
日

生
き
て
い
る
の
が
嬉
し

か
っ
た

今
ま
で
、
寝
た
っ
き
り
の
身
体
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
「
心

臓
が
動
い
て
い
る
、
今
こ
こ
に
生
き
て

い
る
」
と
気
づ
い
た
時
、
星
野
さ
ん
は

生
き
る
意
欲
を
も
た
れ
た
の
で
す
ね
。

期
待
と
希
望
の
違
い

「
期
待
」
と
は
、
光
り
輝
く
世
界
を
夢

見
て
い
く
こ
と
で
す
。
私
は
結
婚
し
て

12
年
目
な
ん
で
す
が
、
結
婚
に
あ
た
っ

て
、
専
修
学
院
の
恩
師
の
先
生
に
は
な

む
け
の
言
葉
を
お
願
い
し
た
ら
、｢

期
待

す
る
な｣

と
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の

時
は
「
な
ん
で
」
と
思
い
ま
し
た
が
、

今
は
身
に
し
み
ま
す
ね
。

「
希
望
」
と
は
、
た
と
え
つ
ら
い
事
が

あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
生
き
た
い
と
思

え
る
意
欲
の
こ
と
で
す
。

清
沢
満
之
先
生
は
、
過
去
に
対
す
る

あ
き
ら
め
主
義
、
現
在
に
対
す
る
安
住

主
義
、
未
来
に
対
す
る
奮
励
主
義
、
と

い
う
こ
と
を
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。

「
あ
き
ら
め
主
義
」
と
は
受
け
入
れ
て

い
く
心
で
す
。
宮
城
顗
先
生
は｢

お
念

し
ず
か

仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
領
収
書
を
書
く

こ
と
で
す
よ｣

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

お
釈
迦
さ
ま
は
、
「
あ
な
た
は
あ
な
た

に
な
れ
」
「
今
あ
な
た
が
あ
る
こ
と
が

大
切
だ
」
と
教
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。

田
口
弘
さ
ん
の
回
心

法
友
の
田
口
弘
さ
ん
の
こ
と
を
お
話

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
田
口
さ
ん
は

弱
視
で
生
ま
れ
、
そ
の
こ
と
で
い
じ
め

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
28
才
の
時
、
ま
も

な
く
失
明
す
る
と
宣
告
さ
れ
ま
し
た
。

生
き
る
こ
と
に
絶
望
し
、
死
ぬ
こ
と
ば

か
り
考
え
て
い
た
ら
、
真
宗
大
谷
派
の

僧
侶
に
「
『
死
ぬ
、
死
ぬ
』
言
わ
ん
で

も
、
人
間
は
い
つ
か
必
ず
死
ぬ
。
ど
う

せ
死
ぬ
ん
な
ら
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を

聞
い
て
か
ら
死
に
な
さ
い
」
と
言
わ
れ

た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
大
谷
専
修
学

院
に
入
学
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
長
川
一

雄
先
生
に
「
も
う
す
ぐ
目
が
見
え
な
く

な
り
ま
す
。
僕
の
人
生
は
最
悪
で
す
」

と
自
分
の
気
持
ち
を
は
き
出
し
た
ら
、

先
生
か
ら
「
『
最
悪
だ
』
と
言
っ
て
る

お
前
の
考
え
方
が
最
悪
じ
ゃ
ー
」
と
一

喝
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
「
目
が
見
え
な

く
な
る
と
、
不
自
由
で
苦
労
も
し
よ
う

が
、
そ
れ
は
不
幸
と
は
違
う
。
お
ま
え

の
心
臓
や
足
の
裏
が
『
死
に
た
い
』
と

言
っ
て
る
か
聞
い
て
み
」
と
言
わ
れ
、

「
自
我
が
苦
し
み
を
つ
く
っ
て
い
た
ん

だ
」
と
は
じ
め
て
気
づ
い
た
そ
う
で
す
。

こ
の
と
き
田
口
さ
ん
は
信
心
を
い
た
だ

い
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
回
心
と
言
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
は
「
失
明
し
て
も
、
手

が
あ
る
、
足
が
あ
る
、
こ
の
身
体
で
命

い
っ
ぱ
い
生
き
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
」

と
よ
み
が
え
っ
た
の
で
す
。

仏
法
を
伝
え
る
使
命

田
口
さ
ん
は
卒
業
後
ま
も
な
く
失
明

し
、
東
京
で
「
坊
主
バ
ー
」
を
開
い
て

お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
お
客
さ
ん
の

悩
み
相
談
を
受
け
た
り
、
お
話
が
上
手

だ
っ
た
の
で
、
短
い
法
話
を
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
ご
両
親
が
亡
く
な
ら
れ
た
後

は
一
人
暮
ら
し
だ
っ
た
の
で
、
安
否
確

認
を
兼
ね
て
毎
日
メ
ー
ル
交
換
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
昨
年
の
お
盆
に
突
然
倒

れ
、
お
浄
土
に
帰
ら
れ
ま
し
た
。

葬
儀
に
駆
け
つ
け
た
ら
、
田
口
さ
ん

と
親
し
く
さ
れ
て
い
た
住
職
さ
ん
が

「
田
口
は
な
、
57
年
の
人
生
を
生
き
切
っ

た
ん
や
。
こ
れ
が
彼
の
寿
命
な
ん
や
」

と
言
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
葬
儀

に
来
て
た
友
人
か
ら
、
田
口
さ
ん
が

「
今
の
川
村
妙
慶
を
作
っ
た
の
は
、
ひ

き
こ
も
り
の
お
兄
さ
ん
だ
よ
」
と
言
っ

て
い
た
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
私

に
は
、
兄
が
ひ
き
こ
も
り
に
な
ら
な
か
っ

た
ら
、
寺
を
継
ぐ
こ
と
を
拒
否
し
な
か
っ

た
ら
、
私
は
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
な
れ
て

た
の
に
、
と
い
う
恨
み
み
た
い
な
の
が

あ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
よ
く
よ
く
考
え

て
み
た
ら
、
兄
に
背
中
を
お
さ
れ
て
、

教
え
に
出
会
わ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

た
ん
で
す
ね
。

田
口
さ
ん
は
「
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
も
仏
法
を
伝
え
て
い
こ
う
ね
、
そ
れ

が
僕
た
ち
の
使
命
な
ん
だ
ね
」
と
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。

（
聞
き
書
き
担
当
者

感
想
）

ひ
き
こ
も
り
の
内
容
が
緊
急
避
難
だ

と
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
つ
て
息
子

（
次
男
）
も
数
年
間
ひ
き
こ
も
り
に
な

り
、
お
互
い
随
分
つ
ら
い
思
い
を
し
ま

し
た
が
、
い
ろ
ん
な
方
々
の
ご
縁
を
い

た
だ
き
、
お
か
げ
さ
ま
で
、
今
は
家
を

出
て
自
分
の
人
生
を
歩
い
て
い
ま
す
。

私
は
今
回
、
妙
慶
先
生
よ
り
、
小
事
に

と
ら
わ
れ
、
大
事
を
忘
れ
て
い
る
自
分

を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

春
季
彼
岸
会
法
話

人
間
、
何
の
た
め
に

生
き
る
の
か
？

川
村
妙
慶
先
生



フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ

島
で
は
長
い
こ
と
内
戦
が
続
い
て

い
て
、
親
や
住
む
と
こ
ろ
を
な
く

し
た
子
供
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
ま

す
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
資
本
の
バ
ナ

ナ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
土
地

を
奪
わ
れ
、
貧
困
の
た
め
学
校
に

行
け
な
い
子
ど
も
た
ち
も
た
く
さ

ん
い
ま
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た

ち
を
集
め
て
学
業
支
援
を
し
て
い

る
の
が｢

ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図

書
館｣

と
い
う
N
P
O
法
人
で
す
。

そ
の
代
表
の
松
居
友
さ
ん
ご
夫
妻

と
12
名
の
学
生
が
夏
休
み
を
利
用

し
て
日
本
公
演
に
や
っ
て
き
ま
し

た
。
勝
福
寺
に
も
、
宇
佐
組
の
解

放
研
修
も
か
ね
て
、
４
月
２
５
日
、

訪
問
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
一
部
・

松
居
友
さ
ん

講
演

「
ミ
ン
ダ
ナ

オ
の
子
ど
も
、

日
本
の
子
ど

も

生
き
る

力
っ
て
何
だ

ろ
う
」
と
題
し
て
松
居
友
さ
ん
が
、

テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
ビ
デ
オ
（
な

ぜ
こ
こ
に
日
本
人
―
マ
ノ
ボ
族
の

酋
長
に
な
っ
た
日
本
人
）
を
見
な

が
ら
、
お
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

友
さ
ん
は
子
ど
も
た
ち
の
父
親
の

よ
う
で
す
し
、
子
ど
も
た
ち
の
人

な
つ
っ
こ
さ
、
キ
ラ
キ
ラ
し
た
生

活
に
感
動
し
ま
し
た
。

第
二
部･

ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
歌
と
踊

り
民
族
衣
装

は
、
あ
で
や

か
で
き
ら
び

や
か
。
伝
統

の
歌
と
踊
り

は
テ
ン
ポ
よ

く
、
竹
を
使
っ

た
踊
り
に
は

足
が
は
さ
ま

れ
な
い
よ
う

に
と
ヒ
ヤ
ヒ

ヤ
、
楽
し
い

一
時
を
過
ご

し
ま
し
た
。

第
三
部･

交
流
会

夜
は
カ

レ
ー
（
豚

肉
系
は
一

切
ダ
メ
）

と
サ
ラ
ダ

を
中
心
に

し
た
料
理
。
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
子
供

た
ち
は
、
魚
と
鶏
肉
の
料
理
を
作
っ

て
く
れ
ま
し
た
。

先
住
民
族
、
イ
ス
ラ
ム
、
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
と
宗
教
は
違
っ
て
も
大

変
仲
の
良
い
子
ど
も
た
ち
で
す
。

お
互
い
の
宗
教
を
尊
重
し
あ
っ
て

い
る
姿
が
垣
間
見
え
ま
し
た
。

ご
協
力
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た

子
ど
も
図
書
館
に
送
る
、
古
着
・

靴
・
鞄
・
お
も
ち
ゃ
・
ぬ
い
ぐ
る

み
等
も
、
た
く
さ
ん
寄
付
し
て
下

さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
勝
福
寺
の
一
部
屋
が
品
物
で

埋
ま
り
、
通
れ
な
く
な
る
ほ
ど
で

し
た
。(

大
き
な
段
ボ
ー
ル
で
12

個
に
も
な
り
ま
し
た)

こ
れ
を
機

会
に
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
子
ど
も
図
書

館
に
寄
り
添
っ
て
い
き
た
く
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
皆
さ

ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
会
場
で
い
た
だ
い
た
カ
ン

パ
は
三
四
、
六
〇
〇
円
あ
り
ま
し

た
。
宇
佐
組
と
勝
福
寺
か
ら
の
御

礼
と
合
わ
せ
て
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
子

ど
も
図
書
館
に
贈
呈
し
ま
し
た
。
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ミンダナオ子ども図書

館のQRコードです。ス

マホでかざすとホーム

ぺージ－が見えます。

皆
さ
ん
の
家
に
は
立
派
な
お

内
仏
が
あ
り
ま
す
ね
。
ご
本
尊

の
阿
弥
陀
仏
に
毎
朝
お
仏
飯
を

ぶ
っ
ぱ
ん

あ
げ
、
お
花
の
水
を
替
え
、
お

灯
り
を
つ
け
、
お
線
香
を
焚
い

あ
かて

お
参
り
を
す
る
。
昔
は
お
参

り
が
済
ま
な
い
と
ご
飯
を

い
た
だ
け
な
か
っ
た
と

言
い
ま
す
。
そ
う
い
う

親
の
姿
を
と
お
し
て
お

内
仏
に
参
る
こ
と
が
習

慣
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
し

た
。
今
、
核
家
族
化
が
進
ん
で
、

親
の
後
ろ
姿
を
見
る
こ
と
が
な

く
な
っ
て
く
る
と
、
真
宗
門
徒

の
暮
ら
し
を
学
ぶ
こ
と
も
な
く

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、

お
内
仏
に
つ
い
て
少
し
書
い
て

み
ま
す
。

お
内
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

を
表
現
（
荘
厳
）
し
て
い
ま
す
。

し
ょ
う
ご
ん

｢

往
生｣

と
は
、
死
ぬ
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、

実
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
っ

て
（
生
ま
れ
て
）
生
き
て
い
く

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
人
生

に
お
い
て
始
ま
る
全
く
新
し
い

生
活
を
さ
し
て
往
生
と
い
う
の

で
す
。
「
お
内
仏
に
参
り
つ
つ

浄
土
往
生
を
願
う
生
活
を
し
な

さ
い
」
と
、
私
達
は
お
内
仏
か

ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
お
内
仏
に
は
、
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
の
ご
本
尊
と
し
て
阿
弥

陀
仏
の
お
像
や
、
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
お
軸
を
安
置
し
ま
す
。

そ
う
し
て
お
仏
飯
や
お
水
、

お
花
や
お
線
香
、
灯
り
を
仏

様
へ
の
お
供
養
と
し
て
用
意

し
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
功

徳
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。

（
続
く
）

＊
次
回
は
「
お
仏
飯
」
「
お
灯

り
」
「
お
香
」
「
お
花
」
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
す
。
（
純
子
）

真
宗
門
徒
の
豆
知
識

お
内
仏
っ
て
何
だ
ろ
う
？



今
回
は
四
日
市
の
小
菊
町
に
お

住
ま
い
の
堂
本
光
男
さ
ん
を
お
訪

ね
し
ま
し
た
。
事
前
に
住
職
か
ら

堂
本
さ
ん
は
、
卑
弥
呼
の
格
好
を

ひ

み

こ

し
て
全
国
の
い
ろ
ん
な
マ
ラ
ソ
ン

大
会
に
出
て
、
宇
佐
市
の
Ｐ
Ｒ
を

し
て
い
る
こ
と
が
新
聞
に
採
り
上

げ
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
方
だ
と
聞

か
さ
れ
て
お
り
、
堂
本
さ
ん
と
は

ど
ん
な
人
な
の
か
、
と
て
も
興
味

が
あ
り
ま
し
た
。

堂
本
光
男
さ
ん
は
、
大
正
15
年

9
月
10
日
に
北
九
州
で
生
ま
れ
、

現
在
92
歳
で
す
。
北
九
州
で
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
を
し
て
い
た
父
母
の
6

人
兄
弟
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま

し
た
。
6
人
の
う
ち
2
人
は
幼
少

期
に
亡
く
な
り
、
育
ち
上
が
っ
た

の
は
堂
本
さ
ん
と
3
人
の
妹
さ
ん

の
4
人
で
す
が
、
今
で
も
全
員
ご

健
在
だ
そ
う
で
す
。

奥
さ
ん
は
三
つ
違
い
の
89
歳
で

か
く
し
ゃ
く
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

三
人
の
女
の
子
ど
も
さ
ん
に
恵
ま

れ
て
、
み
ん
な
す
く
す
く
育
っ
た

自
慢
の
子
ど
も
さ
ん
達
ば
か
り
で

す
。
子
育
て
の
秘
訣
を
聞
く
と

｢

ほ
め
て
育
て
る
。
自
分
に
自
信

を
持
た
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
例

え
夫
婦
喧
嘩
な
ど
し
て
い
て
も
、

子
ど
も
の
前
で
は
決
し
て
仲
が
悪

い
姿
は
見
せ
な
い
こ
と
だ｣

そ
う

で
す
。

小
学
校
三
年
生
の
時
、
父
の
体

調
の
加
減
で
、
母
の
出
身
地
で
あ

る
四
日
市
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
父
は
中
津
市
出
身
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

18
歳
の
時
に
志
願
し
て
徴
兵
検

査
を
受
け
、
2
年
早
く
希
望
し
た

陸
軍
の
自
動
車
部
隊
に
入
隊
し
ま

し
た
。
任
地
は
熊
本
で
終
戦
ま
で

の
1
年
間
勤
務
し
ま
し
た
。

終
戦
後
、
両
親
が
住
ん
で
い
る

四
日
市
に
復
員
し
、
父
の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
、
四
日
市
に
も
進
駐
軍
が
駐

留
し
て
お
り
、
宿
舎
に
配
達
に
行

く
う
ち
に
、
生
来
の
人
な
つ
っ
こ

さ
で
米
兵
に
も
可
愛
が
ら
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
米
兵
か
ら
日
本
の

民
主
化
は
教
育
か
ら
始
ま
る
と
い

う
こ
と
を
聞
き
、
自
分
も
教
員
に

な
ろ
う
と
思
い
立
ち
、
教
員
を
養

成
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
大
分

青
年
師
範
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。

昭
和
25
年
3
月
に
学
校
を
卒
業

し
、
最
初
に
勤
務
し
た
学
校
は
佐

伯
市
鶴
見
に
あ
っ
た
中
浦
小
学
校

と
中
学
校
で
す
。
そ
こ
か
ら
35
年

間
の
教
師
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。

教
師
時
代
、
得
意
だ
っ
た
美
術

教
育
で
は
宇
佐
市
の
美
術
教
育
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
み
ん
な
の
お
世

話
を
し
た
そ
う
で
す
。
退
職
後
は

皆
さ
ん
も
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
四
日
市
南
小
の
校
庭

の
塀
や
四
日
市
イ
ン
タ
ー
の
橋
脚
に

壁
画
を
描
く
指
導
を
子
ど
も
達
に
し

て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
一
貫
し
て
貫
い
た
教

育
の
信
念
は｢

学
校
で
は
自
分
が

親
で
あ
る｣

で
す
。
ど
ん
な
子
ど

も
に
も
等
し
く
愛
情
を
注
ぐ
。
そ

の
姿
勢
に
親
か
ら
も
あ
つ
い
信
頼

を
寄
せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
退
職

後
に
社
会
教
育
指
導
員
と
し
て
、

人
権
教
育
に
携
わ
っ
た
時
に
も
そ

の
姿
勢
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

退
職
後
は
、
堂
本
さ
ん
の
退
職

を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
い

ろ
ん
な
団
体
か
ら
声
が
か
か
っ
た

そ
う
で
す
。
最
初
は
宇
佐
市
の
観

光
協
会
に
入
り
、
14
年
間
も
の
長

き
に
亘
っ
て
観
光
振
興
活
動
に
従

事
し
ま
し
た
。
そ
の
間
の
活
動
で

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
全
国

の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
な
ど
、
い
ろ
ん

な
イ
ベ
ン
ト
に
卑
弥
呼
の
格
好
で

出
場
し
た
り
し
て
、
宇
佐
市
の
Ｐ

Ｒ
を
し
て
回
り
ま
し
た
。
そ
の
ユ

ニ
ー
ク
な
活
動
は
、
大
分
県
か
ら

町
お
こ
し
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
功

績
が
認
め
ら
れ
、
表
彰
を
受
け
ら

れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
大
分

県
や
宇
佐
市
の
交
通
安
全
教
育
の

講
師
を
合
わ
せ
て
18
年
間
も
し
て

い
ま
す
。

堂
本
さ
ん
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は

文
化
活
動
だ
け
で
な
く
、
ス
ポ
ー

ツ
の
分
野
で
も
活
躍
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
特
に
マ
ラ
ソ
ン
で
は
、

平
成
26
年
に
豊
後
高
田
ふ
れ
あ
い

マ
ラ
ソ
ン
で
連
続
30
回
出
場
賞
を

受
け
た
り
、
通
算
で
マ
ラ
ソ
ン
大

会
に
３
１
７
回
も
出
場
し
て
い
る

こ
と
で
す
。

現
在
は
、
夫
婦
二
人
の
生
活
を

楽
し
み
な
が
ら
、
奥
さ
ん
が
作
っ

て
く
れ
る
食
事
を
前
に
、
自
分
が

食
を
摂
る
こ
と
は
生
き
物
の
命
を

奪
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
相
手
に

｢

す
ま
ん
な
あ
、
と
い
う
お
詫
び

の
心｣

と｢

感
謝
の
心｣

、｢

恩
返
し

の
心｣｢

奉
仕
の
心｣

で
頂
い
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
仏
壇

の
前
に
座
り
、
お
経
を
あ
げ
な
が

ら
仏
様
と
の
会
話
を
楽
し
ま
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。

そ
の
堂
本
さ
ん
か
ら
私
達
に
伝

え
た
い
言
葉
と
し
て｢

愛
は
惜
し

み
な
く｣

と
い
う
言
葉
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、

生
き
て
い
る
も
の
全
て
に
、
等
し

く
愛
情
を
注
い
で
き
た
堂
本
さ
ん

な
ら
で
は
の
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
元
気
で
過
ご

さ
れ
る
と
と
も
に
、
私
達
に
そ
の

貴
重
な
経
験
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

（
文
責

渡
辺

重
昭
）
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日
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町
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＜全般的なまとめ＞

配布世帯１９０に対して回収世帯１５０（回収枚数２０９）で、世帯単位の回収率は、７９％
でした。アンケートの個別項目の集計状況は、グラフに掲げているとおりです。
記述式の質問についても多数の回答が寄せられていますが、紙面の関係ですべてを記載するこ

とができませんので、グラフの後に整理要約して記載しています。

皆さんに書いていただいたアンケートを｢勝福寺・親鸞聖人七百五十回御遠忌委員会｣が中心に
なって分析し、以下のようにまとめました。ご一読下さい。

「勝福寺の今後のあり方等について」アンケート集計結果

回答して下さった方の80％が60歳以上で、60歳

未満は13％でした。社会の平均以上に高齢化率が

高いのは、若い人の多くはお仏壇（お内仏）のあ

る家を出て、お寺に繋がりのあるのはお年寄りの

世帯となってしまっていることの現れのようです。

女性の数が男性の約２倍となっています。これ

は女性の平均寿命が約６歳長いことと、一般的に、

結婚時に女性の方が年下であることなどが理由と

して考えられます。また、仏さまのことは「奥さ

ん任せ」になっている家庭もあるようで、そうし

たことも関係しているかあもしれません。

ほぼ毎日あげている人が約６割もいるというの

は嬉しい驚きでした。現在は、ご飯も毎日は炊か

ない家も増えているのではないかと思いますが、

その中でほぼ毎日あげているということは、お内

仏を大事にされている人が多いという事なのでしょ

う。

お花も多くの人が枯らすことなくあげられてい

ました。忙しい日々、ついうっかりということも

ありますが、お内仏は浄土の世界をあらわしたも

のです。お花は生き生きとした状態を保つよう心

がけたいですね。
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｢ほぼ毎日｣お経をあげておられる方が20㌫もお

られたことにビックリしました。また｢時々｣と｢お

寺がお参りする時｣を併せると76％、４分の３の人

が、ご仏前に手を合わせてお勤めをされています。

ありがたいですね。

仏さまに掌を合わすだけでなく、お経をあげると

いう、そうしたゆったりとした時間をもつことが

人生を深く豊にしてくださることでしょう。

月忌参りですから先祖のお供養が第一になる

のは当然でしょうね。それから10㌫の方が、そ

のお布施でお寺を支えているとお考え下さって

いました。また7㌫の方ですが、教えにふれるこ

とも月忌参りの意味と考えられています。複数

回答にしていたら、②や③の回答がもっとあっ

たかもしれません。お月忌には、①②③の三つ

の意味が含まれていると思います。

前の回答と関連しており、先祖の供養のために

読経を、教えにふれるために法話を望んでいると

思われます。月に一度、お寺さんと対面できる機

会ですから、世間のこと、

自分のこと、家族のこと、

時機に応じたお話を聞け

るといいですね。

「できるだけ参加する」と回答された方が29㌫

いました。回答枚数が209ですから「できるだけ参

加する」人が約６０人となります。②の「誘われ

たら参加する」人も30人弱になるかと思います。

現在の参加者が大体50～60人程度ですので、まだ、

誘いを待っている人がいらっしゃるのかもしれま

せん。お互いに誘い合っていきましょう。

6
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この問は複数回答していただきました。

「人間としての生き方」をあげた人が75人

おり、一番多くいました。｢人間としての死

に方｣の38人と合わせ、仏教に、生き死にの

拠り所（よりどころ）を求められているこ

とを感じます。

「お釈迦さま」（35+8人）「親鸞聖人」（13

人）は、生き死にの拠り所として｢お念仏に

ついて｣（51人）｢お浄土について｣（30人）教え

て下さっています。一つに繋がっていくと

いいですね。

これも複数回答していただきました。ご門

徒さんにとって、｢お葬式｣｢ご法事｣｢お月忌｣

が大切なのは当然だと思いますが、次に多い

のが「法要」となっており、報恩講や彼岸会

でのご法話などを楽しみにしている門徒さん

の多いことを改めて知らされました。

また、婦人会活動、子ども会活動にも賛同

をいただいております。

そのほか、お寺で取り組んでいる様々な活

動にも、一定程度のご賛同をいただきました。

「必ず読む」と「時々読む」を併せると80％

の人が読まれており、門徒さんの中に定着して

きているようです。

これからも皆さんから愛される紙面つくりをし

ていきたいと思います。

これも複数回答していただきました。読まれ

ている記事では、「ご門徒さんこんにちは」が

断トツに多く96人でした。｢法話聞き書き」が40

人と少ないのは、活字ではわかりにくいからで

しょうか。あるいは、法要にお参りされなかっ

た方にはあまり読まれていないという事でしょ

うか。その他の記事はどれも60人弱の人が読ま

れており、これからも続けていこうと思います。

７



＜記述式の回答＞

問９ これからの時代、お寺はどうあったらいいでしょうか。

〇 お寺のあり方に関する意見（12）

・存続し続けること ・旧き時代の勝福寺であってほしい ・旧いしきたりから脱却して
ほしい ・現状維持でよい ・できる範囲で活動してほしい ・門徒とお寺の信頼関係を

第一に ・お寺と門徒との結びつきを大切に ・良き師であってほしい ・特別な人だけ
の寺にならないように ・仏事にお金がかかりすぎないように ・年をとりこれからお寺
にあまり行けない

〇 みんなが集える場であったらいいという意見（11）

（楽しい場）
・皆が集まる楽しい集いの場 ・大勢の人が集まる場所 ・ふらっと遊びに行ける所

（人とのつながりの場）

・人と人とのふれあいの場 ・門徒さんや地域の人々が共に集える開かれたお寺
・人と人とのつながりの場 ・若い人たちや子どもたちが好きになり集えるお寺

〇 寺が心の拠り所であって欲しいという意見（5）

・心の拠り所 ・悩める人たちの心の拠り所 ・心の支えになるお寺
・身近に感じられ、気軽に集える精神的側面を持つコミュニティの場

〇 寺が心安らぐ場所であって欲しいという意見（4）

・老若男女が集った安らぎの場 ・気軽にご住職や坊守さんとお話しできる場

・心が安らぐ話を聞ける場 ・だれでも安心して行ける所
＊ 次のような具体的な提案がありました。

・毎日曜日の朝の礼拝と法話（１時間程度） ・本堂を椅子式にする

問11. 「ひびき」についての感想は、多岐に渡っていました。

・楽しみに読んでいます ・お寺のことが良く分かる ・ご門徒さんの声が聞けてとても
良い ・生き方の参考になる、など好意的な感想が多く、今後の励みになります。

今後載せて欲しい企画

・門徒の寄稿文 ・浄土真宗について ・仏像について ・人間としての死に方、など

勝福寺寺報 ひびき 第90号
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し
ま
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。
記
事
の
中
の
四

日
市
南
小
の
壁
画
を
堂
本
さ

ん
が
子
ど
も
達
に
指
導
し
た

の
は
30
年
以
上
前
の
こ
と
で

す
。
た
ま
た
ま
南
小
に
勤
務

し
て
い
た
私
は
そ
の
様
子
を

よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
子
ど

も
達
に
何
度
も
学
校
に
見
え

ら
れ
て
熱
心
に
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し
て
く

れ
ま
し
た
。
そ
の
子
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も
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も
現
在
40
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。
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思
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生
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い
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ね
。渡

辺

重
昭

勝
福
寺
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は
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お
寺
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活
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目
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見
え
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き
る
よ
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た
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