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物
事
に
は
、
意
味
と
い
う
視
点
と
価
値
と
い
う
視
点
が 

あ
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
指
輪
を
価
値
と
い
う
視
点
で
見
る
と
、 

素
材
や
値
段
を
考
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
意
味
と
い
う
視
点
で 

味
わ
え
ば
、
夫
婦
の
出
会
い
や
物
語
、
繋
が
り
と
い
っ
た
所
に 

思
い
を
巡
ら
す
事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
し
て
、
意
味
と
い
う
視
点
で
物
事
を
味
わ
う
時
、
そ
こ
に
は 

値
段
な
ど
の
価
値
が
入
り
込
む
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

以
前
、
お
孫
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
た
お
婆
さ
ん
が
次
の
よ
う
に 

教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
「
お
爺
さ
ん
の
時
は
ね
、
布
団
の
中
で 

苦
し
ま
ず
に
眠
る
よ
う
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
よ
。
そ
れ
を 

言
っ
た
ら
、
近
所
の
み
ん
な
が
良
い
往
生
ね
。
と
言
っ
て
ね
。 

け
れ
ど
孫
が
亡
く
な
っ
た
時
は
可
哀
想
に
ね
。
と
口
々
に
言
う
の
。 

お
爺
さ
ん
と
あ
の
子
。
私
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
夫
で
あ
り 

か
け
が
え
の
な
い
孫
で
し
た
。
比
べ
る
事
な
ど
で
き
ま
せ
ん
」
と
。 

暫
く
聞
い
て
い
る
と
、
最
後
に
「
や
っ
ぱ
り
お
念
仏
し
か 

な
い
で
す
ね
」
と
仰
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
私
ど
も
は
比
較
の
世
界
を
生
き
て
お
り
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
・
い
の
ち
に
価
値
を
当
て
は
め
長
短
・
良
し 

悪
し
を
見
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ご
夫
婦
の
物
語
、
お
孫
さ
ん 

と
の
思
い
出
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
「
良
い
往
生
、 

可
哀
想
な
往
生
」
と
言
い
、
い
の
ち
の
長
短
に
心
が
奪
わ
れ
て 

ゆ
く
の
で
し
ょ
う
。 

 

阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
す
べ
て
の
い
の
ち
は
、 

線
引
き
な
き
世
界
に
抱
か
れ
て
い
る
。
線
引
き
な
け
れ
ば 

比
較
も
な
い
。
阿
弥
陀
仏
は
私
の
い
の
ち
を
価
値
と
し
て 

見
る
こ
と
な
く
〝
そ
の
ま
ま
お
い
で
〟
と
仰
っ
て
下
さ
い
ま
す
。 

ま
た
、
生
き
方
、
死
に
方
を
問
わ
ず
、
今
の
あ
な
た
を
温
め
て 

い
る
親
が
こ
こ
に
い
る
ぞ
。
そ
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と 

仕
上
が
り
、
長
短
、
良
し
悪
し
を
超
え
、
い
の
ち
の
輝
き
を 

私
に
教
え
て
下
さ
っ
て
お
り
ま
す
。「
お
念
仏
し
か
な
い
で
す
ね
」 

と

い

う

言

葉

は

、

阿

弥

陀

仏

の

願

い

に

頷

か

さ

れ

た 

お
婆
さ
ん
の
お
姿
。
ま
た
、
同
時
に
、
お
爺
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
、 

私

の

い

の

ち

の

意

味

を 

照

ら

し

て
下

さ
る

言

葉

と 

味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は 

な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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建
長
４(

１
２
５
２
）
年
、
親
鸞
聖
人
80
歳 

の
と
き
の
御
消
息(

お
手
紙
）
に
、
明
法
房
の 

往

生

の
知

ら

せ

を

受

け

た

聖

人

が 

「

か
へ
す

が
へ
す

う

れ
し
く

候

ふ
」
と 

お
よ
ろ
こ
び
に
な
ら
れ
、
と
も
に
念
仏
者 

と
し
て
往
生
浄
土
の
仏
縁
に
恵
ま
れ
た 

こ
と
を
、
感
慨
深
く
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。 

当
寺
は
、
聖
人
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た 

明
法
房
に
よ
っ
て
、
承
久
３(

１
２
２
１
）
年
、 

塔
之
尾
楢
原
に
開
い
た
念
仏
道
場
に
始
ま
り 

ま
す
。
天
正
５
（１
５
５
７
）
年
に
那
珂
市
額
田 

に
移
り
、
さ
ら
に
天
正
11
（
１
５
８
３
）
年
に 

現

在

の
那

珂

市

本

米

崎

に
寺

基

を 

移
し
て
お
り
ま
す
。 

寺
伝
に
よ
る
と
、
明
法
房
は
関
白
藤
原 

忠
通
公
の
曾
孫
と
さ
れ
、
幼
く
し
て
京
都
の 

聖
護
院
宮
に
入
門
し
て
播
磨
公
弁
円
と
称
し
、 

山
伏
と
し
て
修
験
道
を
き
わ
め
た
と 

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
常
陸
国
金
砂
の 

城
主
・
佐
竹
末
賢
公
は
、
久
慈
西
郡
塔
之
尾

(

常
陸
大
宮
市
東
野
）
に
護
摩
堂
を
建
て
て 

祈
祷
所
と
し
、
こ
こ
に
弁
円
を
迎
え
た
と 

い
い
ま
す
。
や
が
て
弁
円
は
、
常
陸
国
の 

修
験
者
の
先
達
と
し
て
尊
崇
を
集
め
る 

よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
が
越
後
国
に
よ
り
お
越
し
に 

な
り
、
稲
田
に
草
庵
を
結
ん
だ
こ
ろ
よ
り
、 

念

仏

に
帰

依

す

る
人

々

が
次

第

に 

増
え
て
ゆ
き
ま
し
た
。
伝
承
に
よ
る
と
、 

弁

円

は
そ
の
こ
と
を
妬

み
、
聖

人

の 

常
日
頃
の
通
り
道
で
あ
っ
た
板
敷
山
で 

待
ち
伏
せ
を
し
て
、
そ
の
命
を
狙
お
う
と 

し
ま
し
た
。
し
か
し
う
ま
く
い
か
ず
、 

つ
い
に
刀
と
弓
を
持
っ
て
稲
田
の
草
庵
に 

出
向
い
て
い
く
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
聖
人
は 

慈
愛

の
ま
な
ざ
し
を
も
っ
て
暖
か
く 

出
迎
え
た
の
で
、
弁
円
は
た
ち
ま
ち
害
心
が 

失
せ
、
悔
い
改
め
て
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
と
き
に
賜
っ
た
名
前
が
明
法
房
で 

あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
の
様
子
が『
御
伝
鈔
』 

に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
も
弁
円
が 

真

っ
二

つ
に
折

っ
た
と

い
う

弓

と

、 

修
験
時
代
に
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る 

法
螺
貝
が
上
宮
寺
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

後
の
人
が
こ
ん
な
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。 

｢

弁
円
の
真
似
す
る
人
は
多
け
れ
ど
、 

            

明
法
房
と
な
る
人
ぞ
な
し
」 

私

は
こ
の
歌

を

、
念

仏

者

と

し
て 

こ
の
世

を
生

き
き
る
こ
と
が
い
か
に 

難

き

こ
と

か

、
わ

が
身

を

通

し
て 

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

当
寺
で
は
、
毎
月

25

日
に
法
座
を 

開
い
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
参
詣
を 

お

待

ち

し
て
お

り

ま

す

。
と

も

に 

念
仏
の
声
を
聞
い
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

合
掌  
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？ 

 
 

法
話
（
仏
さ
ま
の
お
話
）
を
お
聴
聞
し
た
り
拝
読
す
る
な
か
で
、 

よ
く
聞
い
た
り
目
に
す
る
専
門
用
語
（
真
宗
用
語
）
が
あ
る
か
と 

思
い
ま
す
。
そ
の
用
語
を
な
ん
と
な
く
理
解
し
て
い
る
方
、
誤
っ
て 

捉
え
て
い
る
方
、
そ
も
そ
も
よ
く
分
か
ら
な
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る 

で
し
ょ
う
。
そ
の
為
に
法
話
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
時
が
あ
り
ま
す
。 

今
回
は
そ
の
よ
う
な
読
者
の
方
々
が
、
少
し
で
も
浄
土
真
宗
の 

み
教
え
を
正
し
く
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
、 

よ
く
使
わ
れ
る
真
宗
用
語
を
と
も
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 【
ご
本
尊
】 

ご
本
尊
は
宗
教
に
お
け
る
最
も
大
切
な
信
仰
、 

礼
拝
の
対
象
（
尊
崇
さ
れ
る
仏
さ
ま
）
で
、
そ
の
対
象
を
私
た
ち
が 

目
に
見
え
る
よ
う
に
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
浄
土
真
宗
で
は 

阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
を
具
現
化
し
た
木
像
、
絵
像
、 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
名
号
が
ご
本
尊
に
な
り
ま
す
。 

偶
像
崇
拝
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
は
、
何
か
神
仏
の
魂
が 

宿
り
拝
め
ば
ご
利
益
が
あ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、 

阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
を
そ
の
お
姿
や
名
号
を
通
し
て
仰
ぎ
、 

我
が
身
を
省
み
る
事
を
大
切
に
致
し
ま
す
。
で
は
、
そ
の
は
た
ら
き 

を「
本
願
」と
い
う
言
葉
を
通
し
て
味
わ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 【
本
願
】 

阿
弥
陀
如
来
が
法
蔵
菩
薩
の
時
に
、
生
き
と
し
生
き
る 

も
の
す
べ
て
の
い
の
ち
（
衆
生
）
を
救
お
う
と
誓
っ
た
四
十
八
の
願
。 

こ
の
四
十
八
の
願
の
力
（
は
た
ら
き
、
功
徳
）
を
本
願
力
と
い
い
ま
す
。 

浄
土
真
宗
で
は
親
鸞
聖
人
が
主
著
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
、 

十
八
番
目
の
願

い
を
阿
弥
陀
如
来

の
根
本

の
願

と
し
て 

示
さ
れ
て
い
る
お
言
葉
を
多
く
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、 

特
に
第
十
八
願
を
大
切
に
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
第
十
八
願
は
、 

「
衆
生
が
信
心
（
阿
弥
陀
如
来
に
お
ま
か
せ
す
る
心
）
を
起
こ
し
、 

わ
ず
か
で
も
念
仏
す
れ
ば
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
よ
う
」
と
い
っ
た
願
い
と
、 

「
も
し
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
ら
な
ら
ば
私
は
さ
と
り
を
ひ
ら
か
な
い
」 

と
い
う
誓
い
に
よ
っ
て
仕
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。
願
い
だ
け
で
は
な
く 

誓
い
が
あ
れ
ば
こ
そ
実
行
力
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
た
ら
き
と
言
わ
れ
る 

所
以
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
、
は
た
ら
き
に 

疑
う
心
無
く
し
て
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
を
「
他
力
の
信
心
」
と
い
い
ま
す
。 

で
は
最
後
に
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
の
お
心
が
込
め
ら
れ
た
六
字
名
号
を 

称
え
る
念
仏
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 【
念
仏
】 

称
名
念
仏
の
こ
と
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を 

称
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る
念
仏
と
は
、
念
仏
を 

称
え
る
行
為
自
体
に
功
徳
（
福
徳
、
果
報
）
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

本
願
の
段
で
示
し
た
通
り
、
名
号
に
阿
弥
陀
如
来
の
功
徳
（
は
た
ら
き
）
が 

あ
り
、
そ
の
名
号
を
信
受
（
信
心
）
し
て
自
然
と
名
号
を
称
え
る
事
が 

念
仏
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
の
声
を
通
し
て
出
る
わ
け
で
す
が
、
あ
く
ま
で 

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
対
し
て
称
え
る
の
で
、
そ
の 

称
名
は
報
恩
の
業
で
あ
り
ま
す
。
衆
生
を
救
お
う
と 

誓
っ
た
蓮
如
上
人
が
当
時
、
門
弟
の
要
望
に
応
え
て 

教
化
の
為
に
書
か
れ
た
お
手
紙
『
御
文
章
』
の 

各
文
末
に
、「
仏
恩
報
謝
の
念
仏
を
申
す
べ
き
」 

と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
も
「
称
名
報
恩
」 

所
以
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

称
名
念
仏 

第９回 
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中 央 教 修 の ご 案 内 
全 国 の 朋 と と も に 浄 土 真 宗 を 学 ん で み ま せ ん か ？ 

 

中央教修に参加し、門徒推進委員として 

悲しみや苦しみ喜びの人生を多くの方々と、ともに歩んで下さい。 

 

中央教修は浄土真宗のみ教えを教わる事が目的ではなく、教えが、あなた自身の生活にいきている 

必要不可欠なものであることを実感し、生きる意欲を引き出す研修会です。全国の連研修了者が 

京都・西本願寺に集まり、様々な研修を行います。また、研修修了後は同期会などを通して近況を報告しあい、 

それぞれが内に抱えた悩みやよろこびをともに分かち合います。ぜひ全国の朋とともに学びを深め、お念仏に 

照らされた人生を歩ませていただきましょう。詳細はお手次のお寺さまにお尋ねください。 
 

法とともに朋とともに、これからの人生歩んでみませんか？ 

やり直す事の出来ない人生を、見直してみませんか？ 
 

  

第２７２回 ２０２０(令和２)年  ５月１４日 (木) ～ １８日 (月) 

第２７３回 ２０２０(令和２)年  ７月  ９日 (木) ～ １３日 (月) 

第２７４回 ２０２０(令和２)年  ９月  ３日 (木) ～   ７日 (月) 

第２７５回 ２０２０(令和２)年 １０月  ５日 (月) ～   ９日 (金) 
 
 

※定員になり次第申込を締め切らせて頂きます。 
 
 
 
 

茨城東組連続研修会のご案内 

本年度２月６日、７日に行われた筑波山での連続研修会をもって第１６期茨城東組連続研修会が 

終了いたしました。来年度以降の研修会については未定です。詳細が決まり次第各ご寺院を通して 

皆さまにお伝えすることになるかと思います。それまでしばらくお待ちください。 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
3 月中旬花粉真っ盛りの時期となりました。花粉症の私にとってクシャミがとまらない辛い季節です。 

しかし花粉によってクシャミが出るように、阿弥陀さまの願いによってお念仏がでると味わうと、 

辛い花粉症が何だか少し有難く思えました。皆でつくりあげた茨城東組組報・響流。 

どうぞご一読下さい。                                       (浄光寺副住職 枝川唯也)  

 お知らせ 

中央教修日程 


