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昨
年
四
月
一
日
付
で
、山
陰
教
区
教
務
所
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

皆
さ
ま
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

本
年
度
は
『
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶

讃
法
要
』
が
厳
修
さ
れ
、
全
国
各
地
よ
り
七
万
五
千
人
の
方
々
が
ご
参

拝
に
な
り
、
山
陰
教
区
か
ら
も
約
一
三
〇
〇
名
の
お
参
り
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
満
堂
と
な
り
ま
し
た
御
影
堂
で
共
に
お
念
仏
申
し
、
声
高
ら

か
に
唱
和
さ
せ
て
い
た
だ
く
尊
い
ご
勝
縁
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、期
間
中
に
は
「
第
七
回 

全
国
門
徒
推
進
員
の
つ
ど
い
」
が
開

催
さ
れ
、
全
国
よ
り
門
徒
推
進
員
が
集
ま
り
、
久
し
ぶ
り
に
対
面
で
の

意
見
交
換
な
ど
朋
友
と
の
有
難
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
さ
れ
た
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
六
月
三
〇
日
に
、「
門
徒
推
進
員
と
い
う
生
き
方
【
理
念
】」

が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。「
連
研
」
や
「
中
央
教
修
」
を
経
て
、単
に
仏
教

用
語
を
学
び
、
教
学
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人

生
の
中
で
「
み
教
え
に
問
い
、
聞
き
、
歩
む
」
日
常
生
活
を
送
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
願
い
で
す
。
そ
れ
が
「
み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に

生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
示
さ
れ
た
こ
と
を
私
た
ち
は
重

く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
秋
十
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
八
日
に
玉
造
温
泉
を
会
場
に
、「
第
四

連
区 

門
徒
推
進
員
連
絡
協
議
会
実
践
運
動
研
修
会
」開
催
に
向
け
準
備

を
進
め
て
お
り
ま
す
。
担
当
教
区
と
し
て
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

共
に
学
び
、
先
人
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
お
念
仏
の
み
教
え
を
次
の

世
代
、ま
た
次
の
世
代
へ
と
繋
い
で
行
く
と
と
も
に
、自
他
と
も
に
心
豊

か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

ご
勝
縁
を
い
た
だ
い
て

ご
勝
縁
を
い
た
だ
い
て

山
陰
教
区
教
務
所
長
　
　

山
陰
教
区
教
務
所
長
　
　
晨　
　
　

利　

信

晨　
　
　

利　

信

2023（令和 5 ）年度 第 4連区 門徒推進員実践運動研修会
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令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
山
陰

教
区
門
徒
推
進
員
連
絡
協
議
会
理

事
会
に
於
い
て
福
原
会
長
が
辞
意

を
す
る
旨
の
動
議
が
あ
り
、
副
会

長
で
あ
り
ま
し
た
私
に
そ
の
任
を

託
さ
れ
ま
し
た
。
理
事
会
の
承
認

を
頂
い
て
、
残
任
期
間
の
一
年
を

担
わ
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
副
会
長
に
会
計
の
今
岡
昌
紀

さ
ん
（
神
門
組 

願
楽
寺
）、
そ
し

て
会
計
に
事
務
を
担
当
し
て
頂
い

て
い
ま
す
岸
本
邦
夫
さ
ん
（
出
雲

組 

東
林
寺
）
に
兼
務
頂
く
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

私
ご
と
き
と
も
思
い
つ
つ
、
拠

り
所
と
な
る
法
灯
に
照
ら
さ
れ
る

身
の
自
見
の
促
し
に
遇
い
、
共
々

に
歩
む
道
を
頷
き
な
が
ら
職
責
を

全
う
出
来
れ
ば
と
願
う
ば
か
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。

本
会
の
活
動
、
運
営
に
あ
た
り
、

理
事
各
位
そ
し
て
会
員
の
方
々
の

会
長
就
任
挨
拶

会
長
就
任
挨
拶

大
田
東
組
　
西
楽
寺
　
　

大
田
東
組
　
西
楽
寺
　
　
齊　

藤　
　
　

寛

齊　

藤　
　
　

寛

ご
助
言
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
就
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂

き
ま
す

ま
た
、
去
る
九
月
十
日
・
十
一

日
山
口
県
湯
田
温
泉
で
行
わ
れ
た

第
四
連
区
門
徒
推
進
員
連
絡
協
議

会
実
践
運
動
研
修
会
に
出
席
致
し

ま
し
た
。
多
く
の
参
加
者
に
よ
る

研
修
会
、
話
し
合
い
法
座
、
そ
し

て
懇
親
会
と
山
口
教
区
の
方
々
に

よ
る
企
画
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
も

と
楽
し
さ
も
あ
り
、
充
実
し
た
研

修
会
で
し
た
。

こ
の
第
四
連
区
門
徒
推
進
員
連

絡
協
議
会
実
践
運
動
研
修
会
を
来

年
度
、
山
陰
教
区
で
行
う
年
度
と

な
り
ま
す
。
来
年
度
、
ど
の
様
な

体
制
が
成
さ
れ
る
の
か
課
題
が
あ

り
ま
す
が
理
事
の
方
々
そ
し
て
各

会
員
の
方
々
の
ご
参
加
、
ご
協
力

を
頂
き
た
い
と
願
う
ば
か
り
で
ご

ざ
い
ま
す
。

共に歩もう

寄　稿松
江
組
で
は
こ
の
三
年
間
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
連
続
研
修
を
開
催
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
受
講
者
の
方
に
何
か

あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
の
判
断
で

し
た
が
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
今
年
度
は
五
月

に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
第
五

類
に
移
行
し
た
こ
と
や
、
そ
の
他

状
況
を
踏
ま
え
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

今
回
松
江
組
の
連
研
に
参
加
し

た
の
は
一
〇
人
。
そ
れ
ぞ
れ
話
し

合
い
法
座
を
通
し
て
浄
土
真
宗
の

学
び
を
深
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
後
京
都
で
中
央
教
修
に
行
き

門
徒
推
進
員
に
な
る
方
、
迷
っ
て

い
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
門
徒
推
進
員
と
聞
く

と
何
か
営
業
職
の
よ
う
に
聞
こ
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
寺
に
人

を
集
め
な
い
と
い
け
な
い
と
感
じ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、そ

の
様
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
連
続
研
修
の
受
講
終
了
証
を
貰

っ
て
、
門
徒
推
進
員
に
な
っ
て
そ

れ
で
終
わ
り
と
い
う
わ
け
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

本
来
の
目
的
は
、
こ
の
私
自
信

が
真
の
念
仏
者
に
な
る
こ
と
で

す
。
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
お
念
仏
を
頂
き
、

日
々
に
感
謝
し
ご
恩
報
謝
に
勤
め

る
。
そ
れ
が
門
徒
推
進
員
の
生
き

方
の
一
つ
で
す
。
今
後
は
御
同
行

と
し
て
、
私
た
ち
と
と
も
に
真
の

連
研
か
ら
門
徒
推
進
員
、 

そ
し
て
真
の
念
仏
者
へ

　
　
松
江
組 

本
誓
寺
住
職

乙
　
部
　
信
　
知
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念
仏
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
歩

ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

仁
摩
組
、
大
森
組
が
合
併
し
て

大
田
中
組
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
連
研
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

大
森
組
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
一

九
八
〇
年
頃
第
一
期
を
行
い
し
ば

ら
く
休
会
し
て
い
ま
し
た
。

一
九
九
五
年
六
月
に
前
門
様
組

巡
教
が
あ
り
、
当
時
西
性
寺
龍
善

徳
組
長
の
発
案
に
て
札
参
り
と
し

て
念
仏
奉
仕
団
に
て
上
山
、
何
か

記
念
事
業
を
と
協
議
の
結
果
、
組

連
研
の
再
会
と
決
し
ま
し
た
。
翌

九
六
年
四
月
よ
り
毎
月
一
回
、
十

一
月
は
報
恩
講
の
た
め
休
座
な
れ

ど
各
寺
参
拝
を
、
会
期
は
二
年
と

し
て
今
回
に
至
っ
て
い
ま
す
。
十

年
程
は
参
加
者
を
募
り
、
会
所
持

ち
回
り
で
開
催
し
ま
し
た
。

旧
大
森
組
は
、十
三
ケ
寺
、地
区

内
の
住
民
千
二
百
人
と
い
う
小
さ

な
組
、
新
た
な
会
員
発
掘
も
難
し

く
な
り
、
参
加
し
た
い
方
は
何
期

で
も
と
い
う
事
で
新
会
員
の
方
が

時
々
あ
り
と
い
う
実
態
で
す
。
会

員
も
固
定
化
し
た
の
で
会
所
も
同

じ
と
し
ま
し
た
。

小
さ
な
会
で
す
が
、
御
正
忌
参

拝
、
ご
旧
跡
め
ぐ
り
等
も
行
っ
て

き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
し
た
が
、
少
人
数

又
参
加
の
皆
さ
ん
が
開
座
し
て
下

さ
い
と
の
こ
と
で
一
度
も
休
ま
ず

実
施
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て
が

テ
ー
マ
で
す
の
で
い
ろ
い
ろ
な
事

を
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い

ま
す
。

真
実
の
教
え
に
出
会
い
、
安
心

出
来
る
場
、
楽
し
い
場
で
あ
り
続

け
た
い
と
思
い
ま
す
。

令
和
五
年
度
山
陰
教
区
門
徒
推

進
員
連
絡
協
議
会
の
総
会
・
研
修

会
が
七
月
二
十
三
日
、
山
陰
教
堂

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
で
は
、

令
和
四
年
度
事
業
・
決
算
報
告
及

び
令
和
五
年
度
事
業
計
画
・
予
算

等
の
報
告
が
あ
り
、
原
案
ど
お
り

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
研
修
会
に
入
り
、
市
野

覚
生
先
生
か
ら
「
お
念
仏
を
申
す

生
活
」
と
題
し
、法
話
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
私
の
生
活
を
振
り
返
る

と
、
自
己
中
心
の
私
は
、
む
さ
ぼ

り
（
餓
鬼
の
世
界
）・
い
か
り
（
地

獄
の
世
界
）・
お
ろ
そ
か
（
畜
生
の

世
界
）・
実
力
も
な
い
の
に
自
分
を

過
信
し
て
思
い
あ
が
る
（
増
上
慢

の
世
界
）・「
自
分
は
た
い
し
た
こ

と
は
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
他
人

に
評
価
し
て
ほ
し
い
（
卑
下
慢
の

令
和
五
年
度

令
和
五
年
度    

門
徒
推
進
員
連
絡
協
議
会

門
徒
推
進
員
連
絡
協
議
会  

総
会・研
修
会

総
会・研
修
会

江
津
組
　
光
善
寺
門
徒
　
　

江
津
組
　
光
善
寺
門
徒
　
　
長　

井　

正　

樹

長　

井　

正　

樹

世
界
）
と
い
う
気
持
ち
で
生
活
し

て
い
ま
す
。
お
聴
聞
す
る
こ
と
で
、

凡
夫
で
あ
る
私
の
姿
に
気
づ
か
さ

れ
ま
す
。
そ
ん
な
私
を
、
仏
さ
ま

は
本
願
力
回
向
で
煩
悩
を
抱
え
た

ま
ま
、
私
を
お
浄
土
に
往
生
さ
せ

て
い
た
だ
き
仏
さ
ま
に
し
て
く
だ

さ
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
自
分
の
価
値
判
断

基
準
で
な
く
、
お
念
仏
の
中
に
自

分
を
問
う
て
生
活
し
て
い
き
ま

す
。
仏
さ
ま
は
そ
の
ま
ま
救
っ
て

く
だ
さ
る
の
で
、
心
が
落
ち
着
き

ま
す
。
祖
父
や
父
か
ら
伝
わ
っ
た

お
念
仏
を
申
し
て
い
た
姿
を
、
私

が
子
や
孫
に
伝
え
て
い
き
ま
す
。

ご
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て

　
　
大
田
中
組
　
連
研
担
当

高
　
津
　
眞
　
悟
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令
和
五
年
九
月
十
日
～
十
一
日
に

開
催
さ
れ
た
研
修
会
に
、
組
内
三
か
寺

三
名
で
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

「
つ
な
が
る
」
を
研
修
テ
ー
マ
に
、

問
題
提
起
で
は
、
連
研
中
央
講
師
「
宮

本
義
宣
」
師
（
神
奈
川
組
高
願
寺
：

川
崎
市
）、
か
ら
「
門
徒
推
進
員
と
い

う
生
き
方
」
を
講
題
に
、
①
次
世
代

の
方
々
に
何
を
伝
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
か
。
②
あ
ら
た
め
て

門
徒
推
進
員
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生

き
て
い
こ
う
と
お
考
え
で
す
か
。（
そ

し
て
、
門
徒
推
進
員
の
本
来
の
あ
り
方

を
も
う
一
度
思
い
返
し
て
み
ま
し
ょ

う
。）
と
の
話
し
合
い
テ
ー
マ
に
沿
っ

て
、
各
班
七
～
八
名
ず
つ
一
七
コ
班
に

別
れ
て
、
話
し
合
い
法
座
を
持
ち
ま
し

た
。
こ
の
法
座
で
は
、
進
行
係
は
決
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
参
加
者
全
員

が
書
記
係
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ

れ
は
、
各
部
屋
に
模
造
紙
と
付
箋
（
ポ

ス
ト
イ
ッ
ト
）
が
置
か
れ
、
各
人
一
〇

枚
に
意
見
を
書
い
て
模
造
紙
に
貼
り
、

終
了
後
似
た
よ
う
な
意
見
を
ま
と
め

て
貼
り
直
し
、
話
し
合
い
法
座
終
了
後

班
ご
と
に
紙
を
貼
り
だ
し
て
皆
で
共

有
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
一
〇
枚

に
意
見
を
書
く
難
し
さ
か
ら
、
日
頃
の

門
推
と
し
て
の
生
き
方
を
反
省
す
る

と
と
も
に
、
会
場
と
な
っ
た
山
口
市
湯

田
温
泉
「
ユ
ウ
ベ
ル
ホ
テ
ル
松
政
」
の
、

入
り
組
ん
だ
各
部
屋
へ
ス
ム
ー
ズ
に

案
内
さ
れ
た
こ
と
、
午
後
六
時
半
か
ら

の
夕
食
懇
談
会
で
の
「
ご
無
礼
芝
居
一

座
」
公
演
、
お
ぜ
い
で
の
見
送
り
等
担

当
教
区
の
皆
様
の
お
も
て
な
し
姿
勢

に
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。

ま
た
、
二
日
目
の
全
体
会
、
ま
と
め

の
法
話
で
は
、
浄
土
＝
南
無
阿
弥
陀
仏

（
お
浄
土
か
ら
の
働
き
、
お
浄
土
か
ら

届
い
て
い
る
。）、
仏
壇
の
処
置
に
困
っ

て
い
る
人
か
ら
寺
で
預
か
り
、
使
い
た

い
人
に
渡
す
。
初
七
日
・
二
七
日
な
ど

で
遠
隔
地
に
住
ん
で
い
る
人
は
、
最
寄

り
の
寺
に
お
参
り
す
る
。
所
属
寺
の
違

う
親
戚
等
と
本
山
で
合
流
し
、
念
仏
奉

仕
団
（
最
低
一
〇
名
）
で
本
山
に
お
参

り
す
る
。
な
ど
、
心
に
残
り
ま
し
た
。

最
後
に
、
二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
は

山
陰
教
区
の
担
当
で
す
。
皆
さ
ん
と
心

を
一
つ
に
、「
妙
好
人
」
の
地
へ
お
迎

え
し
ま
し
ょ
う
。

新会員の声

寄　稿

第
四
連
区
門
徒
推
進
員
実
践
運
動
研
修
会
に
参
加
し
て

第
四
連
区
門
徒
推
進
員
実
践
運
動
研
修
会
に
参
加
し
て

鳥
取
因
幡
組
　
浄
徳
寺
　
　

鳥
取
因
幡
組
　
浄
徳
寺
　
　
永　

原　

初　

雄

永　

原　

初　

雄

京
都
で
の
研
修
を
終
え
て
一
年

に
な
り
ま
し
た
。
新
た
な
学
び
の
中

で
私
ら
し
い
伝
え
方
を
共
に
学
び

共
感
し
て
い
き
た
い
で
す
。

中
央
教
修
を
受
講
し
て
か
ら
は
、

朝
夕
に
阿
弥
陀
様
に
手
を
合
わ
す

日
々
が
あ
り
ま
す
。
今
後
は
、
お
寺

の
行
事
や
法
座
に
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

妻
の
七
回
忌
を
終
え
て
八
十
二

歳
一
人
暮
ら
し
。
仕
事
は
行
商
を
行

っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
仏
壇
の
清
掃

を
怠
り
、
勤
行
を
し
て
い
な
い
宅
も

ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
現
在
清
掃
・
勤

行
を
行
う
宅
も
増
え
、
私
も
頑
張
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
毎
日
が
楽
し
い

で
す
。  

合
掌

仏
様
の
前
に
静
か
に
座
し
て
念

仏
を
唱
え
る
と
安
心
し
ま
す
。
願
望

と
し
て
、
そ
う
し
た
と
き
を
多
く
持

ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
六
月
三
十
日
か
ら
の
門
徒

推
進
員
中
央
教
修
を
受
講
し
ま
し

　
　
松
江
組
　
順
光
寺

　
杠
ゆ
ず
り
は　

　
　
佳け
い

　
子こ

　
　
神
門
組
　
長
楽
寺

加か

　
本も
と

　
　
　
薫か
お
る

　
　
神
門
組
　
長
楽
寺

島し
ま

　
田だ

　
　
　
廣ひ
ろ
し

　
　
出
雲
南
組 

専
応
寺

吉よ
し

　
田だ

　
久ひ
さ

　
司し

八
年
越
し
の
中
央
教
修

　
　
出
雲
南
組
　
善
福
寺

名
　
原
　
智
　
亮
（
釈
順
忍
）
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た
。
門
徒
推
進
員
養
成
連
続
研
修
を

終
え
て
か
ら
八
年
越
し
の
中
央
教

修
と
な
り
ま
し
た
。
連
研
修
了
当

時
、
会
社
勤
め
を
し
て
お
り
三
泊
四

日
に
は
踏
み
切
れ
ず
、
そ
の
う
ち
コ

ロ
ナ
禍
と
な
り
本
年
と
な
り
ま
し

た
。
東
京
か
ら
鹿
児
島
ま
で
の
三
十

一
名
の
皆
さ
ん
と
貴
重
な
体
験
・
経

験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
連
研
の

時
も
そ
う
で
す
が
、
話
し
合
い
法
座

を
通
し
て
普
段
考
え
な
い
テ
ー
マ

に
つ
い
て
自
分
の
考
え
や
思
い
に

気
づ
き
、
ま
た
皆
さ
ん
の
意
見
や
考

え
を
聞
き
、
さ
ら
に
新
た
な
気
づ
き

が
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
ご
縁
を
大
切
に
し
念
仏

者
と
し
て
、
阿
弥
陀
様
の
願
い
を
学

び
、
み
教
え
に
基
づ
い
た
生
き
方
が

少
し
で
も
出
来
れ
ば
と
考
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
門
徒
の
高
齢
化
と
門
徒

数
減
少
の
中
、
持
続
可
能
な
護
持
に

つ
い
て
知
恵
を
出
し
合
い
考
え
て
い

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
人
に

お
参
り
し
て
も
ら
う
為
に
何
を
す
べ

き
か
、
何
が
で
き
る
か
を
皆
さ
ん
と

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
に
翻
弄
さ
れ
た
三
年

間
で
し
た
が
、い
ろ
い
ろ
反
省
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。

発
生
当
初
の
慌
て
ぶ
り
は
、
さ
な

が
ら
過
去
経
験
し
た
ハ
ン
セ
ン
病

患
者
の
差
別
扱
い
に
似
た
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
病
気
の
正
体
を
科
学

的
に
捉
え
、
適
切
な
対
応
が
望
ま
れ

る
こ
と
を
学
ん
だ
は
ず
な
の
に
、
残

念
に
お
も
い
ま
す
。
そ
の
影
響
は
今

も
続
き
葬
儀
で
行
わ
れ
て
い
る
事

前
焼
香
な
る
も
の
、
最
早
過
度
の
恐

れ
か
ら
葬
儀
の
否
定
に
向
か
う
の

で
は
と
危
惧
し
ま
す
。

私
自
身
、
仏
教
を
信
ず
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
が
、
葬
儀
に
お
け
る

身
近
な
人
の
死
を
考
え
た
こ
と
だ

っ
た
こ
と
を
思
え
ば
心
配
で
す
。
ま

た
葬
儀
の
簡
略
化
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が

原
因
で
は
な
く
、
世
の
中
の
流
れ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
気
が
し
て
な

り
ま
せ
ん
。

わ
れ
わ
れ
門
徒
推
進
員
自
ら
根

本
に
立
ち
返
り
、
仏
教
の
必
要
性
を

再
認
識
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

「
人
権
」
と
い
う
理
念
が
定
着
し
、

建
前
と
し
て
納
得
さ
れ
て
る
が
、
私

達
の
社
会
は
未
だ
に
差
別
が
存
在

し
て
い
る
。
差
別
意
識
が
無
い
と
思

い
込
む
ほ
ど
、
現
実
は
見
え
な
く
な

り
、
関
係
が
無
い
と
な
れ
ば
無
関
係

に
な
る
。
こ
う
い
う
人
が
「
差
別
が

あ
り
続
け
る
社
会
」
を
支
え
て
い
る

の
だ
。
気
づ
け
な
い
差
別
が
あ
る
以

上
、
意
識
せ
ず
と
も
差
別
を
し
て
し

ま
う
私
と
向
き
合
っ
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
を
ど
れ
だ

け
我
が
身
の
こ
と
と
し
て
生
き
て

き
た
こ
と
か
。
煩
悩
か
ら
離
れ
ら
れ

な
い
こ
と
は
「
恥
ず
か
し
い
」
こ
と

と
思
う
。
聴
聞
を
し
て「
有
り
難
い
」

と
感
じ
て
も
、「
恥
ず
か
し
い
」
と
い

う
視
点
に
は
な
か
な
か
立
て
な
い
。

煩
悩
が
あ
る
限
り
差
別
は
な
く
な

ら
な
い
の
で
は
な
く
、
差
別
し
て
生

き
て
し
ま
う
自
分
と
向
き
合
い
「
恥

ず
か
し
い
」「
申
し
訳
な
い
」
と
慚

愧
す
べ
き
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

親
鸞
聖
人
は
仏
法
を
通
し
て
、
ど

こ
ま
で
も
自
身
に
厳
し
く
生
き
抜

か
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
聴
聞
の

中
に
、
自
ら
を
問
い
続
け
る
こ
と
を

忘
れ
ず
に
い
た
い
。
ず
っ
と
問
わ
れ

続
け
て
い
る
、
そ
の
立
場
で
生
き
る

こ
と
が
差
別
と
向
き
合
う
こ
と
。
ま

ず
、
私
が
変
わ
っ
て
こ
そ
差
別
の
現

実
は
変
え
て
い
け
る
。

一
門
徒
と
し
て
の
生
き
様
を
通

し
て
「
他
者
の
苦
悩
を
自
ら
の
苦
悩

と
し
て
寄
り
添
う
」
こ
と
の
覚
悟
を

裏
打
ち
し
て
い
き
た
い
。 

合
掌

寄　稿

会員寄稿

コ
ロ
ナ
禍
で
変
わ
っ
た
こ
と

　
　
神
門
組
　
乗
光
寺

福
　
城
　
育
　
夫

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て

　
　
出
雲
南
組
　
善
徳
寺

永
　
見
　
克
　
久
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門徒推進員という生き方【理念】

今般、門徒推進員の具体的な役割や願いを明示するため、「門徒推進員とい
う生き方【理念】」を作成いたしました。この内容の意図するところが広く宗
門内に周知されることを願います。

【門徒推進員とは】
阿弥陀如来は、私たち生きとし生けるすべてのものをお浄土に生まれさせ

仏に成らせて、本当のしあわせと安らぎを与えたいとの願いを建て、その願
いを成就して、今「南無阿弥陀仏」の名号となって私に届いています。

そして、阿弥陀如来は、あらゆるいのちは、あるがまま等しく尊いことを
知らせるため、お浄土を私たちのめざすべき世界と示し、はたらきつづけて
くださっています。

その願いとはたらきを聞きつつお浄土をめざしてお念仏申して生き、阿弥
陀如来の願いを私の願いとして生きる人を念仏者といいます。その人を、親
鸞聖人のみ教えを仰ぐ「門徒（同じ門下の徒

ともがら

）」といいます。
阿弥陀如来の願いとはたらきに出遇った私たち念仏者は、社会にはさまざ

まな問題があることや、私たちの教団が差別をし、戦争に協力してきた負の
歴史の事実から、阿弥陀如来の願いの通りにはなっていない現実に気づかさ
れます。

それらの現実を他人事とせず、私たちの社会や教団が阿弥陀如来の願いに
かなうものであるように、み教えに問い、聞き、語り、共に育ちあいながら、
解決し克服する歩みが念仏者という生き方です。
「連研」を受講し終えて「中央教修」を修了して、自らの生き方の中心とな

るみ教えが明らかになり、阿弥陀如来のお心を私の「ものさし」（価値判断基
準）とし、それぞれが自覚と主体性をもって歩み続ける念仏者を門徒推進員
といいます。

【門徒推進員として】
門徒推進員は、生涯念仏者の自覚をもって寺院、家庭、職場、及び地域などで、

み教えに基づいた生活（生き方）を続けます。
さらに、寺院・組・教区・特区・開教区（開教地）の門信徒・僧侶・寺族

とともに、教団の運動の推進にあたります。

＜2023（令和 5 ）年 6 月30日策定＞
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今般、門徒推進員の具体的な役割や願いを明示する
ため、「門徒推進員という生き方【理念】」を作成いた
しました。

現在「年齢を重ねて、寺院の活動に取り組むことが
できなくなったから、門徒推進員を続けられない」と
いう方がおられます。

また、門徒推進員とは何なのかをご存知いただけて
いない僧侶や門徒の方がたがおられます。

そこで、門徒推進員とはどのような存在なのかとい
うことを理解し、「連研」や「中央教修」の受講を勧
める際の一助にしていただきたいとの思いで作成し
たのがこの「門徒推進員という生き方【理念】」です。

私たちの教団の運動は、時代を経て名称等の変更が
重ねられてきました。門徒推進員は、この【理念】に
基づいて教団が進める運動に積極的に参画し、推進し
ていく門徒をいいます。

【門徒推進員とは】
阿弥陀如来は、私たち生きとし生けるすべてのものを

お浄土に生まれさせ仏に成らせて、本当のしあわせと安
らぎを与えたいとの願いを建て、その願いを成就して、
今「南無阿弥陀仏」の名号となって私に届いています。

そして、阿弥陀如来は、あらゆるいのちは、あるがま
ま等しく尊いことを知らせるため、お浄土を私たちのめ
ざすべき世界と示し、はたらきつづけてくださっていま
す。

 仏教は、仏さまに成る教えです。仏さまに成ること
が目的であり、仏さまに成ることが本当のしあわせ
と安らぎを得ることです。浄土真宗という仏教は阿
弥陀如来のひとりばたらき他力）で往生成仏させて
いただくのです。

その願いとはたらきを聞きつつお浄土をめざしてお
念仏申して生き、阿弥陀如来の願いを私の願いとして生
きる人を念仏者といいます。その人を、親鸞聖人のみ教
えを仰ぐ「門徒（同じ門下の徒

ともがら

）」といいます。

 『浄土真宗辞典』には、門徒とは「同じ門下のとも
がら。同じ教えを奉ずる同朋、または個人のこと。」

「本願寺派では、宗法などに規定があり、僧侶及び
寺族以外の者で、宗門の目的を遵奉し、本山に帰向
し、寺院に所属して、その寺院の門徒名簿に登録さ
れた者をいう。」と記されています。
 この「門徒推進員という生き方【理念】」において
は、法規に規定される用語としてではなく「門徒」
の内実を重視してこのような表記にいたしました。

阿弥陀如来の願いとはたらきに出遇った私たち念仏

者は、社会にはさまざまな問題があることや、私たちの
教団が差別をし、戦争に協力してきた負の歴史の事実か
ら、阿弥陀如来の願いの通りにはなっていない現実に気
づかされます。

それらの現実を他人事とせず、私たちの社会や教団が
阿弥陀如来の願いにかなうものであるように、み教えに
問い、聞き、語り、共に育ちあいながら、解決し克服す
る歩みが念仏者という生き方です。
「連研」を受講し終えてを「中央教修」を修了して、

自らの生き方の中心となるをみ教えが明らかになり、阿
弥陀如来のお心を私の「ものさし」（価値判断基準）と
し、それぞれが自覚と主体性をもって歩み続ける念仏者
を門徒推進員といいます。

 ４段落目以降は、多方面から発せられる、門徒と門
徒推進員の違いは何なのかという問いに応える意
味合いがあります。本来ならば違いが無いのが理想
ですが、「連研」や「中央教修」を経て、単に仏教用
語を学び、教学の知識を身につけることにとどまら
ず、人生の中で「み教えに問い、聞き、歩む」日常
生活を送っていただきたいという願いです。それが

「み教えを依りどころに生きる」ということでしょ
う。

【門徒推進員として】
門徒推進員は、生涯念仏者の自覚をもって寺院、家庭、

職場、及び地域などで、み教えに基づいた生活（生き方）
を続けます。

さらに、寺院・組・教区・特区組・開教区（開教地）・
の門信徒・僧侶・寺族とともに、教団の運動の推進にあ
たります。

 「中央教修」での「門徒推進員とは」の単元では、
「資格ではなく自覚」ということがいわれてきまし
た。しかし「自覚」といいながらも何らかの「活
動」をしなければならないという意識を与えてきて
しまいました。その結果「活動」ができなくなると
門徒推進員を辞めたくなる方も多く見られました。
 「自覚」を持って自発的に現れてくる「活動」は尊
いことですが、必ずしも「活動」が伴わなければな
らないわけではありません。
 お念仏申させていただくその姿が周りの人々に伝
わることこそ門徒推進員としての生き方として大
切な役割でありましょう。
 この「門徒推進員という生き方【理念】」では、そ
れぞれの日常生活で、それぞれの生涯を貫くような
の “門徒推進員という生き方” があることを明示す
る意図があります。

＜2023（令和 5 ）年 6 月30日策定＞

門徒推進員という生き方【理念】〔解説文〕
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今
年
度
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
た
め
、
発
行
を
中
止

し
て
い
た
機
関
紙
「
と
も
し
び
」
が

帰
っ
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ま
お
待
た

せ
し
て
し
ま
い
申
し
訳
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
ま
た
例
年
通
り
発
行
し
て
き

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
前
担
当

に
代
わ
り
、
新
担
当
Ｋ
が
門
推
を
引

っ
張
っ
て
い
き
ま
す
の
で
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

研
修
会
も
規
模
を
縮
小
し
て
い

ま
す
が
、
再
開
し
始
め
ま
し
た
。
開

催
い
た
し
ま
す
と
「
久
し
ぶ
り
」
と

他
の
組
の
人
た
ち
と
交
流
さ
れ
る

人
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
事
務
局
と

し
て
、
以
前
の
よ
う
に
皆
さ
ま
と
研

修
会
等
を
通
し
て
交
流
で
き
る
環

境
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
改
め
て

感
じ
ま
し
た
。

来
年
度
は
、
山
陰
教
区
に
て
第
４

連
区
の
実
践
運
動
研
修
会
が
ご
ざ

い
ま
す
。
多
く
の
ご
参
加
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。
当
日
、
皆
さ
ま
と
お

会
い
で
き
る
の
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。 

【
担
当
者
】

編 集 後 記

役 員 名 簿
（2022年 4月 1日～2024年 3月31日）

役　職 所属組 所属寺 名　前

会 長 大 田 東 西楽寺 齊藤　　寛＊

副 会 長 神 門 願楽寺 今岡　昌紀＊

事 務 局
会計担当 出 雲 東林寺 岸本　邦夫＊

理 事 鳥取因幡 光輪寺 乾　　和明

理 事 鳥取因幡 願正寺 池原　　宏

理 事 鳥取伯耆 香寳寺 西山　賢一

理 事 松 江 明宗寺 福原　一宇＊

理 事 出 雲 通傳寺 日野　邦雄

役　職 所属組 所属寺 名　前

理 事 神 門 正善寺 本田　和政

理 事 出 雲 南 福泉坊 石飛　安弘

理 事 飯 南 一念寺 和田　幹雄

理 事 江 津 光善寺 長井　正樹

理 事 浜 田 正念寺 鎌原ヤシヱ

監 事 大 田 東 常見寺 大迫五十鈴

監 事 鳥取伯耆 勝福寺 岡崎　岩男

＊印：ともしび編集委員

2024（令和6）年度　門徒推進員中央教修　開催期日
回　数 期　　日 備　考 定員

第285回 2024（令和 6 ）年 5 月16日（木）～ 5 月19日（日） 本願寺開催 40名

第286回 2024（令和 6 ）年 7 月19日（金）～ 7 月22日（月） 本願寺開催 40名

第287回
2024（令和 6 ）年 9 月14日（土）～ 9 月16日（月）
2024（令和 6 ）年10月12日（土）～10月13日（日）

リモート開催
本願寺開催

20名

予備日

2025（令和 7 ）年 1 月24日（金）～ 1 月27日（月）
本願寺開催

（リモートの１泊教修含む）

2025（令和 7 ）年 2 月 7 日（金）～ 2 月10日（月）
本願寺開催

（リモートの１泊教修含む）

※ 予備日は、全ての「中央教修」について、中止・延期した場合の振り替え日として設定


