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慶讃特設サイト 　

今月の写真 昼の月
月や星は昼間も空に存在しているが私たちは気づかない。
「目に見えないところでも丁寧にしっかりと仕事をしている人たちについて発信したい」と
ごみ収集の現場で研究をされている藤井誠一郎さん。
私たちは、普段気づかない多くの人たちに支えられて生きている（2・3面参照）。
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今月の法話
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第36回

現在を きる

ごみ収集の現場から
藤井 誠一郎さん

人間といういのちの相

第15回

第3回

親鸞聖人にであう

―法要からの出発

木越渉  ×  宮下晴輝

報恩講のはじまり
私にとっての慶讃法要（下）

特集 対談

宗務総長 教学研究所長

【お問い合わせ】同朋会館・研修部 TEL：０７５-３７１-９１８５
・ご入館される皆様に安心してお過ごしいただけるよう、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施し運営しています。
・具体的な対策については、同朋会館ホームページよりご確認いただけます。

あらためて人と会い、
他者から自身を教えてもらえる
場であることを強く感じました。

（50代 男性）

あらためて人と会い、
他者から自身を教えてもらえる
場であることを強く感じました。

（50代 男性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

参 加 費

2023年 真宗本廟奉仕のご案内 真宗本廟奉仕を機に、
ぜひ           を受式ください。

入館状況については、研修部まで
お電話でお問い合わせください。 帰敬式

申込締切

歳末、両堂の1年分の埃を竹の棒と大きな団扇
を使って外へ扇ぎだし、新しい年をお迎えする準
備を行う「お煤払い」に参加する奉仕団です。

歳末、両堂の1年分の埃を竹の棒と大きな団扇
を使って外へ扇ぎだし、新しい年をお迎えする準
備を行う「お煤払い」に参加する奉仕団です。

2 泊

12月19日（火）～21日（木）
1 泊

12月19日（火）～20日（水）

◆真宗本廟お煤払い奉仕団

11月9日（木）

申込締切 10月10日（火）

2 泊 1泊

◆真宗本廟報恩講奉仕団

真宗本廟報恩講の法要参拝を日程の中心とした
奉仕団です。

11月20日（月）～22日（水）  11月20日（月）～21日（火）
11月24日（金）～26日（日）   11月24日（金）～25日（土）
11月27日（月）～29日（水）  11月27日（月）～28日（火）

〈２泊３日〉18,000円、米２kg（1升4合）または米代1,300円
          〈１泊２日〉13,000円、米１.２kg（8合）または米代800円

※上記は大人（15歳以上）の場合です。

通年を通し、一般の奉仕団（寺院・門徒会等）の募集も受け付けています。詳しくは同朋会館HPをご確認ください。
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今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

クロスワードパズルを完成させよう！
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「タテのカギ」「ヨコのカギ」それぞれの設問に答え、
クロスワードパズルを完成させましょう！　
10月号の『同朋新聞』を読むと、ほとんどの答えがわかります！！

※答えはすべて「ひらがな」でお答えください。

郵便はがきまたはメールにて、❶「クロスワードパズルの答え」❷「郵便番号」・「住所」・「氏名」・「年齢」・「電話番号」と❸『同朋新聞』の感想や紙面に関する要望を
添えて、下記までご応募ください。今月号の締め切りは10月31日（火）（当日消印有効）です。

はがきと同様に必ず上記❶❷❸を記入し、「件名」に「同朋新聞10月号クロスワード応募」と入力のうえ
higashihonganjishuppan@gmail.comへお送りください。

宛先〒600-8505　京都市下京区烏丸通七条上る
東本願寺出版「クロスワードパズル係」まで
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CA

B

［ご注意］◆当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。◆個人情報はプレゼントの発送および紙面づくりの参考に使用し、
              それ以外の目的には使用しません。◆感想は「読者のお便り」に掲載する場合があります。
            ◆本クロスワードパズルは、独自のルールに基づいて作成しております。

チャレンジ！ 正解者の中から抽選で5名様に「東本願寺出版オリジナル図書カード1000円分」をプレゼントします！

プレゼント付
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1 『「聞」ー今月の法話ー』今月の筆者は、
東京教区の「小林〇〇」さんです。（9面）
7月6日、山陽教区広島別院明信院にて「非核非戦法会兼
〇〇〇く死没者追弔会」が勤修されました。 (10面)
8月4日と7日、真宗本廟（東本願寺）にて「と〇〇式」が
執り行われました。（11面）
「しん〇〇〇〇〇ゅう館」ではさまざまなイベントや講演会を
開催しています。詳細は浄土真宗ドットインフォでご確認ください。
『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「〇〇収集の現場から」です。（2・3面）
『読者のお便り』今月のタイトルは、
「〇〇の可愛いお嫁さん」です。(11面)
『縁ーお寺の掲示板ー』今月は、
四国教区通信員「河野一〇〇」さんが執筆しています。(4面)
1480（文明12）年「〇〇〇〇〇〇う人」は、
京都山科に本願寺を再興しました。（6・7面）

『親鸞聖人にであう』今月のタイトルは、
「顕ー〇〇〇かにして開くー」です。(5面)
『縁ーお寺の掲示〇〇ー』今月は、四国教区の
淨證寺さんの掲示板を紹介します。（4面）
『人間といういのちの相』藤井誠一郎さんは、
「立教大が〇〇〇〇〇ティ福祉学部」の准教授です。（2・3面）
11月26日から28日の3日間、親鸞聖人を「さ〇〇う」する
講演会を開催します。（11面）
『特集』真宗本廟では毎年、宗祖親鸞聖人の祥月命日である
11月28日までの8日間、「〇〇〇う忌報恩講」が勤まります。
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6・7面）月刊『同朋』購入限定「〇〇ゼントキャンペーン」を
実施しています。（11面）
今号では、木越渉宗務総長と宮下晴輝「〇〇う学研究所長」が、
『法要からの出発』をテーマに語られた対談を掲載します。（8面）

◆『今月の法話』「死をみつめると生が問われる」を読んで、孫2人が今後の人生をかけがえのないものと思って
　生きていってほしいと思いました。（90代女性） 
◆『読者のお便り』同じく住職不在でお寺を維持する立場として、大変参考になりました。（70代男性）
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◇8面では先月号に引き続き木越宗務総長と宮下教学研究所長の対談を掲載
しています。「満堂の門徒と一緒にお勤めし、堂内に響いた「正信偈」に、身が震
えた」と話されたご門徒さんと同じように、私も法要では二つのお堂で同時に響
く「正信偈」の力強さに感動しました。宮下所長がおっしゃっているように、この
感動の正体を日々の生活の中で自分自身に問いながら、そしてまた、自分の中だ

けにとどめず、まわりにも伝えていきたいです。◇今月号より本紙の編集を担当さ
せていただくことになりました。60年以上の、長い歴史のある『同朋新聞』の編
集に携わるご縁をいただいたことを嬉しく思います。編集は初めての経験です
が、紙面づくりをとおして、私自身も真宗の教えと出遇っていきたいと思っており
ます。よろしくお願いいたします。（玉井）

編集室
だより

新ホームページ新ホームページオープン！！ 東本願寺出版  

新HPはこちら

これまでの販売サイト「TOMOぶっく」と情報発信サイト「東本願寺出版HP」が1つにまとまり、よりご利用しやすくなります！

東本願寺真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

10月1日

見やすい！

買いやすい！

お  得！

スマートフォン・タブレットに対応！

新しいHPでは……新しいHPでは……

お買い物で使えるポイントが付く！

クレジット決済に対応。
書籍の試し読みもできる！

誠に申し訳ございませんが、
すでに「TOMOぶっく」で会
員登録いただいている方は、
新HPで、再度ご登録いただき
ますようお願い申しあげます。

ぜひ、ご利用ください！

【お願い】

⇒ ⇒ ⇒

東本願寺出版 　
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連 載 という
いのちの

この紙面では、さまざまな人を通して、
現代社会の抱える課題や
人間そのものについて考え、

の学びを深めていきたいと思います。

宗祖御遠忌テーマ
「今、いのちがあなたを生きている」、
慶讃テーマ
「南無阿弥陀仏 人と生まれたことの
意味をたずねていこう」

究
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
入
学
し
ま
し
た
。そ
し

て
、入
試
の
部
署
で
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
た

今
川
晃
先
生（
2
0
1
6
年
逝
去
）の
ゼ
ミ

に
入
り
、地
方
自
治
に
つ
い
て
学
び
始
め
ま
し

た
。大
学
院
で
は
、本
棚
に
並
ん
だ
難
し
い
本

を
た
く
さ
ん
読
ん
で
、理
論
を
学
び
、理
論
と

理
論
を
つ
な
い
で
新
た
な
理
論
を
作
って
い
く

こ
と
を
学
ぶ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

最
初
の
ゼ
ミ
の
講
義
で
そ
の
考
え
が
1
8
0

度
転
換
し
た
の
で
す
。先
生
は
、理
論
研
究
の

ほ
か
に
も
、現
場
に
足
を
踏
み
入
れ
、そ
こ
に

身
を
置
き
、現
場
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
、そ

こ
か
ら
理
論
に
迫
って
い
く
方
法
が
あ
る
こ
と

を
熱
心
に
話
さ
れ
ま
し
た
。中
で
も
、早
稲
田

大
学
の
寄
本
勝
美
先
生
が
、大
学
教
員
で
あ

り
な
が
ら
清
掃
車
に
乗
り
、ご
み
の
業
界
に

身
を
置
い
て
、清
掃
行
政
に
つ
い
て
研
究
さ
れ

た
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。

　そ
の
時
、い
つ
か
私
も
寄
本
先
生
の
よ
う
に

清
掃
車
に
乗
って
、現
場
に
出
て
い
く
研
究
を

や
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
湧
き
あ
が
っ
て

き
ま
し
た
。大
学
院
で
は
、「
大
学
の
地
域
貢

献
」に
つ
い
て
の
論
文
を
執
筆
し
た
後
、本
格

̶
̶

地
方
自
治
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
る
中
で

清
掃
現
場
の
こ
と
が
気
に
な
ら
れ
た
き
っ

か
け
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　37
歳
で
大
学
院
に
通
い
始
め
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
す
。私
は
、大
学
卒
業
後
、大
学

の
事
務
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。「
こ
の
仕
事
を
究
め
た
い
」と
思
って

勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、仕
事
の
質
は
上
が
っ

て
い
き
ま
す
。し
か
し
、大
学
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
部
署
が
あ
り
、職
員
は
、3
年
か
ら
5
年

単
位
で
仕
事
が
変
わ
り
ま
す
。一
生
懸
命
学

ん
で
も
、時
が
来
れ
ば
別
の
業
務
に
あ
た
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。自
分
の
こ
れ
ま
で
を
振

り
返
っ
た
時
、「
こ
の
こ
と
を
究
め
た
」と
実

感
し
た
い
と
思
う
自
分
が
い
ま
し
た
。そ
の

頃
、入
試
の
部
署
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
す

が
、大
学
院
の
入
試
要
項
を
詳
し
く
見
る
と
、

社
会
人
も
受
け
入
れ
て
い
る
研
究
科
が
あ
る

こ
と
を
知
り
、そ
の
門
を
た
た
い
た
の
で
す
。

　大
学
院
へ
は
、「
大
学
の
地
域
貢
献
」を
研

的
に
地
方
自
治
の
研
究
を
し
始
め
、広
島
県

福
山
市
鞆
町
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
住
民
参
加
に

つ
い
て
研
究
す
る
た
め
、と
に
か
く
現
場
に
通

い
ま
し
た
。3
年
で
後
期
課
程
を
修
了
し
て

博
士
号
を
い
た
だ
い
た
後
は
、昼
間
は
職
員
、

夜
は
大
学
の
教
壇
に
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。し
か
し
、次
第
に
、自
分
は
中
途
半
端
な

こ
と
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い

が
起
き
て
き
ま
し
た
。学
問
を
究
め
た
研
究

者
と
し
て
教
壇
に
立
ち
た
い
。大
学
の
教
員

公
募
に
応
募
し
た
と
こ
ろ
採
用
し
て
い
た
だ

き
、東
京
の
私
立
大
学
で
の
教
員
生
活
が
始

ま
り
ま
し
た
。同
時
に
公
務
員
の
労
働
組
合

で
あ
る
全
国
自
治
団
体
労
働
組
合（
自
治

労
）の
研
究
員
に
選
定
い
た
だ
き
ま
し
た
。私

が
長
ら
く
務
め
た
大
学
職
員
は
、大
学
の
運

営
を
支
え
る
裏
方
の
業
務
を
担
い
ま
す
。表

に
立
つ
人
の
活
躍
に
よ
って
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

が
進
ん
で
い
く
の
で
す
が
、目
に
見
え
な
い
と

こ
ろ
で
も
、丁
寧
に
し
っ
か
り
と
仕
事
を
し
て

い
る
職
員
が
い
る
か
ら
こ
そ
問
題
な
く
大
学

が
運
営
さ
れ
て
い
き
ま
す
。自
治
体
に
つ
い
て

も
、そ
う
い
う
人
た
ち
の
存
在
が
あ
って
自
治

体
行
政
が
成
り
立
って
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
を
現
場
に
入
って
学
び
、発
信
し
た

い
と
思
っ
た
の
で
す
。そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、清

掃
の
現
場
に
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、2
0
1
6

年
か
ら
9
カ
月
間
、毎
週
月
曜
日
に
清
掃
車

に
乗
っ
て
、東
京
都
新
宿
区
の
清
掃
行
政
を

学
ん
だ
こ
と
が
今
の
私
に
つ
な
がって
い
ま
す
。

̶
̶

た
く
さ
ん
の
ご
縁
を
通
し
て
、今
の
藤

井
さ
ん
が
あ
る
の
で
す
ね
。清
掃
行
政
の
現

場
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　ご
み
収
集
は
、単
純
で
、誰
に
で
も
で
き
る

仕
事
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
方
が
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。し
か
し
、実
際
に
清
掃
車
に

乗
って
目
に
し
た
の
は
、住
民
へ
の
配
慮
を
当

然
の
こ
と
と
し
、黙
々
と
、そ
し
て
一
生
懸
命
に

仕
事
を
さ
れ
る
清
掃
職
員
の
姿
で
し
た
。職

員
の
方
々
の
頭
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
情
報
が

入
って
い
ま
す
。ま
ず
、複
雑
な
ご
み
の
分
別
の

ル
ー
ル
。「
こ
れ
は
ど
う
や
って
捨
て
た
ら
い
い

の
？
」と
聞
か
れ
た
時
、瞬
時
に
的
確
に
答
え

ま
す
。そ
し
て
、地
域
情
報
で
す
。隅
々
ま
で
ご

み
収
集
を
す
る
た
め
に
、こ
ま
ご
ま
と
し
た
路

地
を
含
む
地
図
は
も
ち
ろ
ん
、ど
こ
に
ど
ん
な

人
が
住
ん
で
い
る
か
と
い
う
人
の
情
報
ま
で

も
把
握
し
て
い
ま
す
。例
え
ば
、自
治
体
の
中

で
浸
水
し
や
す
い
地
域
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
住

ん
で
い
る
。集
中
豪
雨
が
あっ
た
時
、あ
の
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
大
丈
夫
か
な
と
心
配
す
る
。た
だ

単
に
そ
こ
に
あ
る
ご
み
を
収
集
す
る
の
で
は
な

く
、町
の
情
報
や
地
域
で
起
こ
って
い
る
こ
と

を
把
握
し
な
が
ら
収
集
し
て
い
ま
す
。そ
し

て
、住
民
に
心
を
配
る
こ
と
も
大
切
に
し
て
い

ま
す
。例
え
ば
、一
方
通
行
や
狭
い
道
で
の
収

集
の
際
は
、住
民
の
通
行
を
妨
害
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、フ
ル
ス
ピ
ー
ド
で
ご
み
を
収
集
し

た
り
、路
地
か
ら
出
て
く
る
住
民
と
ぶ
つ
か
ら

な
い
よ
う
に
し
た
り
、通
行
人
が
来
た
時
は

いっ
た
ん
作
業
を
止
め
て
、先
に
通
し
て
あ
げ

て
か
ら
収
集
す
る
な
ど
、そ
の
心
遣
い
は
細
や

か
で
す
。ま
た
、一
回
の
作
業
で
な
る
べ
く
多
く

の
ご
み
を
収
集
す
る
た
め
に
、車
の
タ
ン
ク
の

中
に
均
等
に
ご
み
が
入
る
よ
う
、投
入
口
か
ら

ご
み
を
入
れ
る
際
、タ
ン
ク
の
中
が
今
ど
う
い

う
状
態
な
の
か
を
想
像
し
な
が
ら
真
ん
中
だ

け
で
な
く
横
の
方
か
ら
も
入
れ
る
な
ど
、ご
み

の
入
れ
方
に
も
工
夫
が
あ
り
ま
し
た
。

　ま
た
、収
集
す
る
環
境
は
刻
々
と
変
わ
り
ま

す
。一
カ
所
か
ら
集
中
的
に
ご
み
が
多
く
出
る

時
も
あ
れ
ば
、工
事
の
た
め
に
通
行
止
め
に

な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。状
況
が
変

わって
も
、限
ら
れ
た
時
間
内
に
収
集
を
終
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ま
る
で
パ
ズ
ル
ゲ
ー
ム
の

よ
う
に
ル
ー
ト
を
変
更
し
、そ
の
状
況
に
対
応

し
ま
す
。自
分
の
持
って
い
る
情
報
を
駆
使
し

て
効
率
よ
く
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
こ
な
し
て

い
る
姿
は
、ま
さ
に
プ
ロ
フェッ
ショ
ナ
ル
で
す
。

̶
̶

ご
み
収
集
は
男
性
が
担
う
も
の
と
い

う
固
定
観
念
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、東
京
で

は
、女
性
職
員
が
活
躍
さ
れ
て
い
る
と
お
聞

き
し
ま
し
た
。

　全
国
の
自
治
体
を
は
じ
め
、東
京
で
も
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
民
間
委
託
が
進
ん
で
い
ま
す
。

委
託
先
の
企
業
で
は
ス
タ
ッフ
の
確
保
が
課
題

と
な
って
お
り
、清
掃
事
業
に
少
し
ず
つ
女
性

が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。先
日
、そ
の
現
場
を

見
て
き
た
の
で
す
が
、女
性
だ
け
で
チ
ー
ム
を

組
ん
だ
り
、男
性
と
組
ん
だ
り
し
て
収
集
を

さ
れ
て
い
ま
し
た
。ど
の
現
場
で
も
、声
を
か
け

あ
い
な
が
ら
、て
き
ぱ
き
と
動
か
れ
て
い
る
姿

が
印
象
に
残
って
い
ま
す
。今
後
、こ
の
取
り
組

み
が
広
が
り
、多
様
な
働
き
方
や
雇
用
の
拡

大
に
つ
な
が
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。一
方
、

も
と
も
と
男
性
主
体
の
職
場
だっ
た
た
め
、清

掃
事
務
所
の
ト
イ
レ
や
シ
ャ
ワ
ー
、更
衣
室
な

ど
と
いっ
た
設
備
面
で
の
整
備
が
必
要
で
す
。

̶
̶

「
清
掃
差
別
」と
い
う
言
葉
を
藤
井
さ

ん
の
著
書
で
知
り
ま
し
た
。そ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、そ
れ
を

生
み
出
す
私
た
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　清
掃
に
従
事
し
て
い
る
と
、「
臭
い
」と

言
っ
て
、鼻
を
つ
ま
み
な
が
ら
横
を
通
っ
て
い

く
人
た
ち
、清
掃
従
事
者
を「
ご
み
屋
」と
呼

ぶ
人
が
中
に
は
い
ま
す
。し
か
し
、よ
く
よ
く

考
え
る
と
、そ
れ
は
ご
み
の
に
お
い
で
あ
って
、

収
集
し
て
い
る
人
が
臭
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、ご
み
を
売
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。私
た
ち
の
衛
生
的
な
環
境
を
作
る

た
め
に
一
生
懸
命
に
従
事
し
て
く
れ
て
い
る

人
を
見
下
げ
る
雰
囲
気
が
社
会
に
は
び
こ
っ

て
い
る
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
、と
て
も
悲

し
く
、怒
り
さ
え
覚
え
ま
し
た
。

　職
業
に
は
貴
賤
が
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。

ど
の
職
業
に
も
大
切
な
意
義
が
あ
り
、プ
ロ

フ
ェッ
シ
ョ
ナ
ル
と
呼
べ
る
技
が
あ
り
ま
す
。そ

し
て
、従
事
し
て
い
る
一
人
ひ
と
り
の
思
い
が

あ
り
ま
す
。ど
の
職
に
就
い
て
も
、そ
の
こ
と

は
同
じ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。互
い
に

思
い
や
り
、感
謝
し
あ
い
、尊
敬
し
あ
う
。そ

の
こ
と
を
自
分
の
心
に
問
う
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

̶
̶

ご
み
収
集
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
未

来
像
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ

ま
す
か
。

　日
本
で
は
、2
0
0
0
年
代
か
ら
、市
場
の

競
争
原
理
を
重
視
し
て
、政
府
に
よ
る
個
人

や
市
場
へ
の
介
入
を
最
小
限
に
す
る
新
自
由

主
義
と
い
う
考
え
方
の
も
と
、行
政
が
す
べ
き

仕
事
を
民
間
へ
委
託
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
結

果
、公
務
員
は
か
な
り
減
り
ま
し
た
。事
務

職
も
そ
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
が
、ご
み
収
集

や
学
校
給
食
な
ど
と
いっ
た
技
能
労
務
職
の

業
務
の
多
く
が
民
間
に
委
託
さ
れ
て
い
ま

す
。そ
の
結
果
、行
政
が
担
う
範
囲
が
狭
ま

り
、脆
弱
化
し
て
い
ま
す
。そ
れ
が
顕
著
に
表

れ
る
の
は
、災
害
な
ど
の
不
測
の
事
態
が
起
こ

り
、私
た
ち
の
い
の
ち
が
脅
か
さ
れ
る
状
況
に

な
っ
た
時
で
す
。各
地
で
起
こ
る
水
害
の
後
片

付
け
の
現
場
で
も
、業
務
に
携
わ
って
い
る
職

員
が
い
る
場
合
は
、自
分
た
ち
が
持
って
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
も
と
に
片
付
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。と
こ
ろ
が
、清
掃
業
務
を
委
託

し
、職
員
が
管
理
の
み
を
担
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

の
場
合
、平
素
か
ら
積
み
重
ね
た
情
報
や
ノ

ウ
ハ
ウ
を
職
員
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
た
め

に
、全
国
か
ら
応
援
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
清

掃
職
員
を
束
ね
る
こ
と
が
で
き
ず
、家
の
前
に

置
か
れ
た
畳
や
家
財
道
具
な
ど
の
片
づ
け
に

も
時
間
が
か
か
り
、復
旧
作
業
が
滞
って
し
ま

う
現
場
を
見
て
き
ま
し
た
。保
健
所
で
も
同

じ
く
、公
務
員
を
減
ら
し
た
こ
と
に
よって
、コ

→

研
究
の
き
っ
か
け

清
掃
の
現
場
で

見
え
て
き
た
も
の

こ
れ
か
ら
の
課
題

ロ
ナ
の
時
、電
話
を
か
け
て
も
な
か
な
か
つ
な

が
ら
な
か
っ
た
り
、連
絡
に
時
間
が
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
り
す
る
状
況
が
全
国
的
に
起
こ
り

ま
し
た
。結
局
、住
民
へ
不
便
が
返
っ
て
い
く

の
で
す
。民
間
に
委
託
し
て
き
た
部
分
を
す
べ

て
元
に
戻
す
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、不
測
の
事
態
に
備
え
て
、情
報
や
ノ
ウ

ハ
ウ
を
行
政
が
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　も
う
一
つ
は
、行
政
の
最
先
端
に
い
る
清
掃

職
員
の
強
み
を
最
大
限
に
生
か
し
て
い
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
す
。清
掃
職
員
の
皆
さ
ん
の

前
で
講
演
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、そ
の

時
に
必
ず
伝
え
て
い
る
の
は
、ご
み
を
収
集
す

る
の
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、住
民
と
積

極
的
に
話
を
し
て
、困
り
ご
と
や
行
政
へ
の

ニ
ー
ズ
も
集
め
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
政
策
に
生
か
し
、暮
ら
し
や
す
い
社

会
に
し
て
い
く
。住
民
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
中
か
ら
、住
民
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、清
掃
に
関
す
る
仕
事
を「
自
治
体

の
環
境
の
担
い
手
」と
し
て
位
置
づ
け
、子
ど

も
た
ち
の
憧
れ
の
仕
事
に
し
た
い
と
い
う
こ

と
で
す
。神
奈
川
県
座
間
市
で
は
、自
分
た

ち
の
仕
事
は
、た
だ
ご
み
を
収
集
し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、自
治
体
の
環
境
を
衛
生
的
に
保

つ
た
め
の
仕
事
で
あ
る
と
積
極
的
に
発
信
し

て
い
ま
す
。

　ご
み
収
集
車
を
き
れ
い
に
塗
装
し
て
、収

集
が
終
わ
っ
た
後
は
、毎
回
み
ん
な
で
ぴ
か
ぴ

か
に
な
る
ま
で
磨
き
ま
す
。走
っ
て
い
る
と
思

わ
ず
手
を
振
り
た
く
な
る
、そ
ん
な
清
掃
車

を
目
指
し
て
い
ま
す
。清
掃
職
員
が
住
民
を

→

1970年生まれ。立教大学コミュニティ福祉学部准教授。
地方自治論や行政学の分野のうち、公共サービスの提供、
オンブズマン制度、民主的な地域づくりについて研究。近
年では、民間企業における経営手法等を積極的に導入す
ることによって、効果的・効率的な行政運営を行うとされ
ているNPM（New Public Management）に疑問をも
ち、清掃行政を事例として今後のサービスの提供体制の
あり方を研究している。「実践から構築する理論」、「人間
味のある視座」という研究スタンスを大切に、積極的に現
場に出て調査を行っている。

藤
井 

誠
一
郎
さ
ん

●

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

2
0
2
0
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
緊
急
事
態
宣
言
後
、い
わ
ゆ
る
エ
ッ
セ
ン

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ご
み
収
集
に
従
事
す
る
方
々
へ
の
関
心

が
高
ま
り
ま
し
た
。し
か
し
今
、私
た
ち
は
そ
の
関
心
も
薄
れ
、以
前
の
日

常
に
戻
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。私
た
ち
が
衛
生
的
な
生

活
を
送
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
清
掃
事
業
。「
清
掃
職
員
は
、た
だ
そ
こ

ご
み
収
集
の
現
場
か
ら

に
あ
る
ご
み
を
収
集
す
る
だ
け
で
は
な
く
、地
域
の
情
報
も
収
集
し
な
が

ら
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
」。清
掃
車
に
同
乗
し
、清
掃
現
場
を
つ
ぶ
さ
に

見
て
こ
ら
れ
た
藤
井
誠
一
郎
さ
ん
。多
く
の
方
と
の
出
会
い
、そ
し
て
清

掃
現
場
か
ら
見
え
て
き
た
私
た
ち
の
社
会
と
は
―
。藤
井
さ
ん
の
お
話
か

ら
、人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

見
か
け
た
ら
必
ず
声
を
か
け
、子
ど
も
が
出

て
き
た
ら
手
を
振
る
場
面
に
何
度
も
出
会
い

ま
し
た
。保
育
園
や
幼
稚
園
、小
学
校
で
行

わ
れ
る
環
境
学
習
で
も
、ご
み
収
集
車
と
と

も
に
会
場
へ
行
き
、ご
み
の
分
別
に
つ
い
て
も

伝
え
て
い
ま
す
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
、自
ら
の
仕
事
に
誇

り
を
も
ち
、情
報
を
も
と
に
し
た
工
夫
を
こ

ら
し
な
が
ら
一
生
懸
命
に
働
く
人
た
ち
の
姿

に
出
会
っ
て
き
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
も
、ご
み

収
集
の
現
場
に
足
を
運
び
、さ
ま
ざ
ま
な
出

会
い
を
と
お
し
て
感
じ
た
こ
と
を
積
極
的
に

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

̶
̶

お
話
を
お
聞
き
し
て
、目
に
見
え
る
物

事
の
背
景
に
思
い
を
致
す
こ
と
の
難
し
さ

を
感
じ
ま
し
た
。「
ご
み
は
出
せ
ば
無
く
な

る
」と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、そ
の
ご

み
を
収
集
す
る
清
掃
員
の
方
々
が
お
ら
れ

ま
す
。そ
う
い
っ
た
支
え
の
上
で
こ
の
身
を

生
き
て
い
る
事
実
が
あ
り
ま
す
。藤
井
さ
ん

が
言
わ
れ
る
よ
う
に
出
会
い
が
、そ
の
事
実

を
知
ら
せ
、共
に
尊
敬
し
あ
っ
て
い
く
大
切

な
一
歩
を
開
く
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま

し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。   （
了
）

女性のごみ収集風景

神奈川県座間市の清掃車（海のぜろうぇいすと号）

す
が
た

す
が
た

せ
い

ふ
じ

い

い
ち
ろ
う

き
わ

い
ま
が
わ
あ
き
らよ

り
も
と
か
つ
み

か

じ
ゃ
く

ぜ
い

と
も
ち
ょ
う
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京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師

京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師 第3回
お
寺
の
掲
示
板
に
込
め
ら
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
、

今
月
の
言
葉
と
一
緒
に

毎
月
お
届
け
し
ま
す
。

住職代務者 三好 一存住職代務者 三好 一存

香川県善通寺市生野町2464香川県善通寺市生野町2464

淨證寺
（四国教区 西讃組）

淨證寺
（四国教区 西讃組）

お寺の掲示板お寺の掲示板

え
ん
え
ん
え
ん
え
ん
え
ん

な
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。そ
こ
に
は
襖
で
は
な

く
、黒
っ
ぽ
い
茶
色
の
板
戸
が
あ
り
、白
い
襖

に
替
え
た
ら
余
間
も
明
る
く
な
る
だ
ろ
う
と

感
じ
た
そ
う
だ
。し
ば
ら
く
し
て
、自
分
も

せ
っ
か
く
絵
を
描
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、浄
土

を
題
材
に
し
た
絵
を
描
い
て
納
め
た
い
と
思

い
立
ち
、不
二
井
悟
史
住
職
に
相
談
し
た
結

果
、襖
絵
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
数
年
か
け
て
構
想
を
練
り
、蓮
の
花
と
飛

天
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
日
本
画
を
描
き
、2
年

の
制
作
期
間
を
か
け
順
々
に
お
寺
に
納
め
た
。

　
そ
の
襖
絵
の
一
つ
に
は
、五
線
譜
が
描
か
れ

て
い
る
。こ
れ
は
宗
保
さ
ん
が
実
際
に
作
曲
し

た
作
品
の
楽
譜
。「
二
男
は
音
楽
が
好
き
で
、子

ど
も
の
時
か
ら
習
っ
て
い
た
ピ
ア
ノ
で
よ
く
曲

を
作
っ
て
い
ま
し
た
。生
き
た
証
と
し
て
作
品

を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」と
語
る
。

　「
制
作
は
、私
一
人
の
力
で
は
な
く
、何
か
に

後
押
し
さ
れ
て
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
、亡
く
な
っ
た
息
子
な

の
か
、ご
先
祖
さ
ま
な
の
か
、そ
れ
ら
を
超
え

る
何
か
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、今
は
大

切
な
お
寺
に
絵
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
、感
謝

の
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
で
す
」と
話

す
北
村
さ
ん
。私

に
は
、確
か
に
仏

さ
ま
に
出
遇
っ
た

人
の
言
葉
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
。

能
登
教
区
通
信
員

経
塚 

幸
夫 

　
大
相
撲
の
人
気
力
士
、遠

藤
関
の
出
身
地
と
し
て
知
ら

れ
る
石
川
県
穴
水
町
中
居
。

能
登・内
浦
の
穏
や
か
な
入
り

江
を
見
下
ろ
す
高
台
に
西
蓮

寺
は
建
つ
。そ
し
て
、本
堂
の

両
余
間
を
飾
る
８
枚
の
襖
絵

は
、完
成
か
ら
６
年
を
経
た
今

も
、参
拝
者
の
目
を
引
き
付
け
る
。

　
こ
の
襖
絵
の
作
者
は
、北
村
拓
美
さ
ん
。北

村
さ
ん
は
大
学
で
絵
画
を
専
攻
し
、卒
業
後

は
各
種
展
覧
会
に
出
品
し
、賞
な
ど
も
受
賞

し
て
き
た
。20
年
ほ
ど
前
か
ら
は
農
業
に
軸

足
を
移
し
て
き
た
が
、襖
絵
を
寄
進
し
よ
う

と
思
い
立
っ
た
の
は
、二
男・宗
保
さ
ん
の
早

す
ぎ
る
死
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　
今
か
ら
16
年
前
、24
歳
と
い
う
若
さ
で
の

突
然
の
ご
逝
去
。北
村
さ
ん
が
受
け
た
精
神

的
な
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
、し
ば
ら
く
立
ち

直
れ
な
い
日
々
が
続
い
た
。「
大
切
な
宝
物
を

失
い
、時
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
ん

な
中
、口
に
す
る
の
は「
南
無
阿
弥
陀
仏
」だ
け

で
し
た
」と
当
時
を
振
り
返
る
。

　
数
年
が
経
ち
、お
世
話
に
な
っ
た
お
手
次
の

お
寺
に
、門
徒
と
し
て
何
か
で
き
る
こ
と
は
な

い
か
と
考
え
は
じ
め
て
い
た
北
村
さ
ん
。あ
る

時
、本
堂
に
座
っ
て
い
た
ら
、余
間
が
真
っ
暗

現在を きる

北村拓美さん(左)と不二井住職（西蓮寺にて）

8
枚
の
襖
絵
を「
緑
風
」、宗
保
さ
ん
が

作
曲
し
た
譜
面
を「
生
」と
名
づ
け
た

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

中
高
生
の
素
直（
リ
ア
ル
）な
問
い
を
手
が
か
り
に
、

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

平
野
修
先
生
の
お
話
を
テ
ー
プ
起
こ
し
し

て
た
ら
な
、親
鸞
さ
ん
の
話
を
聞
い
た

人
々
は
帰
り
道
に『
お
い
、こ
れ
で
生
き
て
い
け
る

で
』と
言
う
て
た
は
ず
や
と
言
わ
れ
た
ん
よ
。最
近
そ

の
言
葉
が
響
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
自
分
が
い
る
」

「
テ
ー
プ
起
こ
し
っ
て
何
で
す
か
？
」

「
疑
問
は
そ
こ
？ 

音
声
を
文
字
化
す
る
バ
イ
ト
。1

文
字
1
円
。そ
れ
は
お
い
と
い
て
」

「
み
ん
な
は
ま
だ
10
代
や
け
ど
、何
か
が
き
っ
か
け

で
生
き
る
気
力
や
自
信
を
奪
わ
れ
て
、空
し
い
と
か

人
に
会
う
の
嫌
や
と
な
っ
た
り
し
た
こ
と
な
い
？
」

「
・・・
」

「
無
言
は
肯
定
と
受
け
取
っ
て
お
こ
う
。あ
と
、認
め

ら
れ
た
い
欲
求
、い
わ
ゆ
る
承
認
欲
求
っ
て
な
い
か

な
？
そ
し
て
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
ず
に
凹
む
こ
と
と

か
。ど
う
？
」

「
認
め
ら
れ
た
い
け
ど
認
め
ら
れ
ず
に
苦
し
ん
で
は

人
間
関
係
を
こ
じ
ら
せ
て
い
る
人
に
聞
い
て
ほ
し

い
！
親
鸞
さ
ん
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
や
け
ど
、大

事
な
の
は
ま
ず
隣
に
い
る
人
と
ダ
メ
な
自
分
を
認

め
る
と
い
う
こ
と
！
自
分
の
至
ら
な
さ
と
他
人
の

尊
さ
を
認
め
ず
に
認
め
ら
れ
た
い
と
思
っ
て
も
、そ

れ
は
も
う
無
理
！
で
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

私
が
い
る
！ 

話
を
戻
そ
う
」

「
親
鸞
さ
ん
の
話
を
聞
き
に
来
た
人
た
ち
は
、私
が

私
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
疑
問
や
不
安
、時
に
は
絶

望
を
感
じ
て
た
ん
や
ろ
う
な
。そ
し
て
話
を
聞
い
て

『
こ
れ
で
生
き
て
い
け
る
』と
い
う
確
か
な
手
応
え

を
感
じ
て
帰
路
に
つ
い
た
」

「
そ
れ
な
ら
私
も
聞
き
た
い
か
も
…
」

「
そ
や
ろ
、な
ん
か
う
れ
し
い
そ
の
反
応
！ 

で
、い
っ

た
い
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
か
？
」

「
ま
ず
は
自
分
を
、縁
さ
え
整
え
ば
ど
ん
な
こ
と
で

も
し
て
し
ま
う
存
在
だ
と
受
け
と
め
た
と
い
う
こ

と
。夏
目
漱
石
の『
こ
こ
ろ
』に『
平
生
は
み
ん
な
善

人
な
ん
で
す
。少
な
く
と
も
み
ん
な
普
通
の
人
間
な

ん
で
す
。そ
れ
が
、い
ざ
と
い
う
間
際
に
、急
に
悪
人

に
変
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
す
』と
い
う
文
が

あ
る
け
ど
、通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
よ
ね
」

「
わ
か
る
わ
〜
そ
れ
！
」

「
仏
教
の
基
本
は
善
を
行
い
悪
を
為
さ
ず
心
を
清
め

落
ち
着
か
せ
る
と
い
う
も
の
。そ
れ
は
正
し
い
教
え
。

で
も
、親
鸞
さ
ん
の
元
を
訪
ね
て
き
た
人
の
多
く
は
、

そ
う
い
う
人
で
在
り
た
い
け
ど
、い
く
ら
心
が
け
て

努
力
を
し
て
も
そ
う
は
な
れ
ず
に
苦
し
ん
で
い
た
ん

と
ち
が
う
か
な
。そ
れ
に
対
し
て
、救
わ
れ
た
け
れ
ば

善
人
に
な
り
な
さ
い
、あ
な
た
の
中
に
あ
る
煩
悩
を

追
い
出
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
思
う
？
」

「
そ
ら
そ
う
や
け
ど
〜
っ
て
感
じ
〜
」

「
そ
う
よ
な
！
し
か
も
悲
し
い
こ
と
に
私
ら
が
な
れ

る
の
は
正
義
に
立
っ
て
は
自
分
の
都
合
を
押
し
付
け

る
善
人
も
ど
き
で
し
か
な
い
。ま
た
、恥
ず
か
し
い

こ
と
に
ダ
メ
な
自
分
を
追
い
や
る
こ
と
な
ど
で
き

ず
、ひ
た
隠
し
に
し
て
は
善
人
の
ふ
り
を
し
て
本
性

を
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
。つ
く
づ
く
痛
々
し
い
よ
な
」

「
そ
ん
な
時
に『
あ
ん
た
は
あ
ん
た
の
ま
ま
で
え
え

や
な
い
で
す
か
。い
い
人
を
演
じ
て
い
っ
た
い
誰
を

生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
。ど
う
し
よ
う
も

な
い
あ
な
た
だ
と
し
て
も
、そ
こ
に
立
っ
て
生
き
る

し
か
な
い
で
し
ょ
う
。で
も
そ
こ
に
立
つ
の
は
自
分

の
力
で
は
無
理
な
ん
で
す
よ
。そ
こ
に
立
た
せ
て
も

ら
え
る
の
が
念
仏
の
教
え
な
ん
で
す
よ
』な
ど
と
言

う
人
が
現
れ
た
！
」

「
そ
し
て『
そ
う
言
っ
た
の
は
私
で
は
な
い
、法
然
さ

ん
で
す
』と
、ど
こ
ま
で
も「
私（
＝
エ
ゴ
）」な
し
に

「
私（
＝
セ
ル
フ
）」を
伝
え
よ
う
と
す
る
親
鸞
さ
ん

に
、み
ん
な
心
を
動
か
さ
れ
た
ん
や
ろ
な
〜
」

「
そ
ん
な
人
た
ち
に
い
っ
ぱ
い
質
問
受
け
て
る
内

に
、こ
れ
は
き
っ
ち
り
と
法
然
さ
ん
の
教
え
の
本
当

の
と
こ
ろ
を
顕
か
に
せ
な
あ
か
ん
と
思
っ
て『
教
行

信
証
』を
書
か
れ
た
ん
と
違
う
か
な
〜
」

「
和
田
稠
と
い
う
先
生
が
あ
る
席
で
、真
宗
の
お
坊

さ
ん
の
余
り
に
も
羽
目
を
外
し
た
姿
を
見
た
あ
る

方
か
ら『
こ
れ
で
い
い
の
で
す
か
』と
尋
ね
ら
れ
こ

う
言
わ
れ
た
。み
ん
な
は
聞
い
て
ど
う
思
う
？
」

　
　言
い
訳
も
せ
ず
、ご
ま
か
し
も
せ
ず
、正
当
化

　
　も
せ
ず
、開
き
直
り
も
せ
ず
、あ
き
ら
め
も
せ
ず
。

　こ
の
和
田
先
生
の
言
葉
は
、教
え
に
出
あ
う
こ
と

で
、煩
悩
を
具
足
す
る「
私
」に
対
す
る
悲
し
み
、痛

み
、恥
ず
か
し
さ
を
全
部
受
け
と
め
ら
れ
た
者
の
責

務
を
胸
に
、『
教
行
信
証
』執
筆
に
向
き
合
う
親
鸞

聖
人
の
心
の
内
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で

す
。『
教
行
信
証
』に
は
、人
生
に
お
い
て
為
す
べ
き

こ
と
に
出
あ
え
た
人
の
喜
び
と
清
々
し
さ
が
開
か

れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
顕
」

　  ―

顕
か
に
し
て
開
く―

第
15
回

　
関
東
に
移
り
住
ん
で
10
年
ほ
ど
も
経
つ
と
、親
鸞
聖
人
の

元
に
は
多
種
多
様
な
人
々
が
多
く
集
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

聖
人
は
訪
ね
来
る
人
た
ち
が
抱
え
る
問
い
や
悩
み
に
耳
を
傾

け
、自
分
自
身
が
法
然
上
人
と
の
出
あ
い
を
と
お
し
て
出
あ
い

得
た
本
願
念
仏
の
教
え
を
、そ
の
人
の
人
と
な
り
や
悩
み
の

た
ね
に
あ
わ
せ
て
、丁
寧
に
応
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
1
2
2
4（
元
仁
元
）年
、法
然
上
人
の
教
え
を
確
か

め
る
書
で
あ
る『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
教
行
信

証
）の
草
稿
が
出
来
上
が
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。と
いっ
て

も
現
存
す
る『
教
行
信
証
』に
は
、長
年
大
事
に
手
元
に

置
い
て
は
、何
度
も
何
度
も
ご
自
身
で
加
筆
修
正
さ
れ
た

跡
が
あ
り
、そ
れ
は
お
亡
く
な
り
に
な
る
90
歳
近
く
ま
で

続
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。生
涯
を
と
お
し
て
教
え
に
学
び
、

自
己
を
問
い
続
け
て
お
ら
れ
た
お
姿
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
で
は『
教
行
信
証
』は
何
の
た
め
誰
の
た
め
に
書
か
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。考
え
ら
れ
る
の
は
、法
然
上
人
の
教
え
を

正
し
く
理
解
で
き
ず
非
難
す
る
だ
け
の
浄
土
門
以
外
の

人
た
ち
に
向
け
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
。ま
た
、法
然
門

下
で
あ
り
な
が
ら
、上
人
の
教
え
を
き
ち
ん
と
受
け
と
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
お
仲
間
に
対
し
て
、悲
し
み
を
感
じ
な
が

ら
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
。

　
聖
人
は
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、真
実
の
教
え
に
ど
う
か
き

ち
ん
と
出
あ
っ
て
ほ
し
い
、本
当
の
自
分
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と

願
い
な
が
ら『
教
行
信
証
』を
執
筆
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

中
高
生
の
素
直（
リ
ア
ル
）な
問
い
を
手
が
か
り
に
、

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

「
昔
、

五
線
譜
に
込
め
た
想
い

世
間
で
は
、終
活
や
断
捨
離
が
盛

ん
に
勧
め
ら
れ
、お
墓
や
仏
壇
を

閉
め
る
方
も
多
く
な
って
い
ま
す
。

そ
し
て
、仏
事
全
体
が
簡
略
化
さ

れ
、顕
著
に
進
む
宗
教
離
れ
。し
か

し
、す
べて
手
放
し
、最
期
は
皆
さ

ん
ど
こ
へ
行
く
の
で
し
ょ
う
。本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
か
を
考
え
て

も
ら
う
き
っか
け
に
な
れ
ば
と
思
い
、仏
教
の
専
門
用
語
で
は
な
い
や

さ
し
い
言
葉
で
リ
ズ
ム
よ
く
表
現
し
ま
し
た
。

　
淨
證
寺
に
は
、「
聖
清
苑
」と
名
付

け
ら
れ
た
京
都
の
庭
園
を
感
じ
さ

せ
る
庭
が
あ
る
。近
隣
の
方
の
散
歩

コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
の
場
所
に
、

「
ず
っ
と
、掲
示
板
が
ほ
し
か
っ
た
」

と
語
る
住
職
代
務
者
の
三
好
一
存

さ
ん
は
、昨
年
の
４
月
頃
、念
願
の

掲
示
板
を
設
置
し
た
。

　「
地
元
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、外
国

の
方
に
も
見
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
ま

す
」と
話
す
一
存
さ
ん
。

　
掲
示
板
の
言
葉
は
、一
存
さ
ん
自

ら
毎
月
考
え
、坊
守
さ
ん
が
書
き

上
げ
る
と
い
う
共
同
作
業
。さ
ら

に
、ご
門
徒
の
方
が
毎
月
持
っ
て
来

ら
れ
る
手
描
き
の
水
墨
画
と
と
も

に
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

　
お
寺
と
い
う
場
が「
我
が
身
に
出

あ
わ
せ
て
い
た
だ
く
場
」と
な
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
一
存
さ
ん
に
と
っ

て
、掲
示
板
は
そ
の
一
助
で
あ
り
、

「
掲
示
板
の
言
葉
に
目
を
向
け
、少

し
で
も
感
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が

あ
る
と
嬉
し
い
」と
話
さ
れ
た
。

　
日
々
忙
し
な
く
移
り
変
わ
る
世

の
中
で
、ふ
と
立
ち
止
ま
り
、言
葉

を
通
じ
て
我
が
身
に
出
あ
う
こ
と

の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
。

四
国
教
区
通
信
員

　河
野 

一
道

北
村 

拓
美
さ
ん
（
71
歳
）

能
登
教
区 

穴
水
組 

西
蓮
寺
門
徒

き
た
む
ら

ひ
ろ

み

あ
な
み
ず

し
ゅ
う
ほ

ふ

じ

い

さ
と

し

ま
ち

づ
か

つ
ね

ゆ
き
お

いぬいふみ おいぬいふみ お

け
ん

あ
き
ら

け
ん

そ
う
こ
う

ど

こ
た

し
ん

ほ
う
ね
ん

じ
つ

も
ん

し
ん

る
い

じ
ょ
う

し
ょ
う

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

し
げ
し

わ

だ

へ
こ

な

む
な

お
さ
む

ひ
ら
の

ぼ
ん
の
う

ぐ
そ
く

な

す
が
す
が

じょうじょう

みみ よしよし かずかずまさまさ

じじしょうしょう

の

か
ず
ゆ
き

こ
う

せ
い

せ
わ

え
ん

し
ょ
う

東本願寺青少幼年センター メール相談室　sagaesan@higashihonganji.or.jp
友だち関係、家のこと、学校のこと…専門カウンセラーにメールで相談してみませんか 真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

（5）  第791号   第791号 （4）2023年（令和5年）10月1日 2023年（令和5年）10月1日朋新聞同朋新聞同



日本全国のご門徒の方々や各地で開かれている同朋の会を紹介します。
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い ま

乾 文雄乾 文雄
京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師

京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師 第3回
お
寺
の
掲
示
板
に
込
め
ら
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
、

今
月
の
言
葉
と
一
緒
に

毎
月
お
届
け
し
ま
す
。

住職代務者 三好 一存住職代務者 三好 一存

香川県善通寺市生野町2464香川県善通寺市生野町2464

淨證寺
（四国教区 西讃組）

淨證寺
（四国教区 西讃組）

お寺の掲示板お寺の掲示板

え
ん
え
ん
え
ん
え
ん
え
ん

な
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。そ
こ
に
は
襖
で
は
な

く
、黒
っ
ぽ
い
茶
色
の
板
戸
が
あ
り
、白
い
襖

に
替
え
た
ら
余
間
も
明
る
く
な
る
だ
ろ
う
と

感
じ
た
そ
う
だ
。し
ば
ら
く
し
て
、自
分
も

せ
っ
か
く
絵
を
描
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、浄
土

を
題
材
に
し
た
絵
を
描
い
て
納
め
た
い
と
思

い
立
ち
、不
二
井
悟
史
住
職
に
相
談
し
た
結

果
、襖
絵
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
数
年
か
け
て
構
想
を
練
り
、蓮
の
花
と
飛

天
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
日
本
画
を
描
き
、2
年

の
制
作
期
間
を
か
け
順
々
に
お
寺
に
納
め
た
。

　
そ
の
襖
絵
の
一
つ
に
は
、五
線
譜
が
描
か
れ

て
い
る
。こ
れ
は
宗
保
さ
ん
が
実
際
に
作
曲
し

た
作
品
の
楽
譜
。「
二
男
は
音
楽
が
好
き
で
、子

ど
も
の
時
か
ら
習
っ
て
い
た
ピ
ア
ノ
で
よ
く
曲

を
作
っ
て
い
ま
し
た
。生
き
た
証
と
し
て
作
品

を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」と
語
る
。

　「
制
作
は
、私
一
人
の
力
で
は
な
く
、何
か
に

後
押
し
さ
れ
て
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
、亡
く
な
っ
た
息
子
な

の
か
、ご
先
祖
さ
ま
な
の
か
、そ
れ
ら
を
超
え

る
何
か
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、今
は
大

切
な
お
寺
に
絵
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
、感
謝

の
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
で
す
」と
話

す
北
村
さ
ん
。私

に
は
、確
か
に
仏

さ
ま
に
出
遇
っ
た

人
の
言
葉
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
。

能
登
教
区
通
信
員

経
塚 

幸
夫 

　
大
相
撲
の
人
気
力
士
、遠

藤
関
の
出
身
地
と
し
て
知
ら

れ
る
石
川
県
穴
水
町
中
居
。

能
登・内
浦
の
穏
や
か
な
入
り

江
を
見
下
ろ
す
高
台
に
西
蓮

寺
は
建
つ
。そ
し
て
、本
堂
の

両
余
間
を
飾
る
８
枚
の
襖
絵

は
、完
成
か
ら
６
年
を
経
た
今

も
、参
拝
者
の
目
を
引
き
付
け
る
。

　
こ
の
襖
絵
の
作
者
は
、北
村
拓
美
さ
ん
。北

村
さ
ん
は
大
学
で
絵
画
を
専
攻
し
、卒
業
後

は
各
種
展
覧
会
に
出
品
し
、賞
な
ど
も
受
賞

し
て
き
た
。20
年
ほ
ど
前
か
ら
は
農
業
に
軸

足
を
移
し
て
き
た
が
、襖
絵
を
寄
進
し
よ
う

と
思
い
立
っ
た
の
は
、二
男・宗
保
さ
ん
の
早

す
ぎ
る
死
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　
今
か
ら
16
年
前
、24
歳
と
い
う
若
さ
で
の

突
然
の
ご
逝
去
。北
村
さ
ん
が
受
け
た
精
神

的
な
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
、し
ば
ら
く
立
ち

直
れ
な
い
日
々
が
続
い
た
。「
大
切
な
宝
物
を

失
い
、時
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
ん

な
中
、口
に
す
る
の
は「
南
無
阿
弥
陀
仏
」だ
け

で
し
た
」と
当
時
を
振
り
返
る
。

　
数
年
が
経
ち
、お
世
話
に
な
っ
た
お
手
次
の

お
寺
に
、門
徒
と
し
て
何
か
で
き
る
こ
と
は
な

い
か
と
考
え
は
じ
め
て
い
た
北
村
さ
ん
。あ
る

時
、本
堂
に
座
っ
て
い
た
ら
、余
間
が
真
っ
暗

現在を きる

北村拓美さん(左)と不二井住職（西蓮寺にて）

8
枚
の
襖
絵
を「
緑
風
」、宗
保
さ
ん
が

作
曲
し
た
譜
面
を「
生
」と
名
づ
け
た

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

中
高
生
の
素
直（
リ
ア
ル
）な
問
い
を
手
が
か
り
に
、

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

平
野
修
先
生
の
お
話
を
テ
ー
プ
起
こ
し
し

て
た
ら
な
、親
鸞
さ
ん
の
話
を
聞
い
た

人
々
は
帰
り
道
に『
お
い
、こ
れ
で
生
き
て
い
け
る

で
』と
言
う
て
た
は
ず
や
と
言
わ
れ
た
ん
よ
。最
近
そ

の
言
葉
が
響
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
自
分
が
い
る
」

「
テ
ー
プ
起
こ
し
っ
て
何
で
す
か
？
」

「
疑
問
は
そ
こ
？ 

音
声
を
文
字
化
す
る
バ
イ
ト
。1

文
字
1
円
。そ
れ
は
お
い
と
い
て
」

「
み
ん
な
は
ま
だ
10
代
や
け
ど
、何
か
が
き
っ
か
け

で
生
き
る
気
力
や
自
信
を
奪
わ
れ
て
、空
し
い
と
か

人
に
会
う
の
嫌
や
と
な
っ
た
り
し
た
こ
と
な
い
？
」

「
・・・
」

「
無
言
は
肯
定
と
受
け
取
っ
て
お
こ
う
。あ
と
、認
め

ら
れ
た
い
欲
求
、い
わ
ゆ
る
承
認
欲
求
っ
て
な
い
か

な
？
そ
し
て
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
ず
に
凹
む
こ
と
と

か
。ど
う
？
」

「
認
め
ら
れ
た
い
け
ど
認
め
ら
れ
ず
に
苦
し
ん
で
は

人
間
関
係
を
こ
じ
ら
せ
て
い
る
人
に
聞
い
て
ほ
し

い
！
親
鸞
さ
ん
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
や
け
ど
、大

事
な
の
は
ま
ず
隣
に
い
る
人
と
ダ
メ
な
自
分
を
認

め
る
と
い
う
こ
と
！
自
分
の
至
ら
な
さ
と
他
人
の

尊
さ
を
認
め
ず
に
認
め
ら
れ
た
い
と
思
っ
て
も
、そ

れ
は
も
う
無
理
！
で
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

私
が
い
る
！ 

話
を
戻
そ
う
」

「
親
鸞
さ
ん
の
話
を
聞
き
に
来
た
人
た
ち
は
、私
が

私
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
疑
問
や
不
安
、時
に
は
絶

望
を
感
じ
て
た
ん
や
ろ
う
な
。そ
し
て
話
を
聞
い
て

『
こ
れ
で
生
き
て
い
け
る
』と
い
う
確
か
な
手
応
え

を
感
じ
て
帰
路
に
つ
い
た
」

「
そ
れ
な
ら
私
も
聞
き
た
い
か
も
…
」

「
そ
や
ろ
、な
ん
か
う
れ
し
い
そ
の
反
応
！ 

で
、い
っ

た
い
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
か
？
」

「
ま
ず
は
自
分
を
、縁
さ
え
整
え
ば
ど
ん
な
こ
と
で

も
し
て
し
ま
う
存
在
だ
と
受
け
と
め
た
と
い
う
こ

と
。夏
目
漱
石
の『
こ
こ
ろ
』に『
平
生
は
み
ん
な
善

人
な
ん
で
す
。少
な
く
と
も
み
ん
な
普
通
の
人
間
な

ん
で
す
。そ
れ
が
、い
ざ
と
い
う
間
際
に
、急
に
悪
人

に
変
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
す
』と
い
う
文
が

あ
る
け
ど
、通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
よ
ね
」

「
わ
か
る
わ
〜
そ
れ
！
」

「
仏
教
の
基
本
は
善
を
行
い
悪
を
為
さ
ず
心
を
清
め

落
ち
着
か
せ
る
と
い
う
も
の
。そ
れ
は
正
し
い
教
え
。

で
も
、親
鸞
さ
ん
の
元
を
訪
ね
て
き
た
人
の
多
く
は
、

そ
う
い
う
人
で
在
り
た
い
け
ど
、い
く
ら
心
が
け
て

努
力
を
し
て
も
そ
う
は
な
れ
ず
に
苦
し
ん
で
い
た
ん

と
ち
が
う
か
な
。そ
れ
に
対
し
て
、救
わ
れ
た
け
れ
ば

善
人
に
な
り
な
さ
い
、あ
な
た
の
中
に
あ
る
煩
悩
を

追
い
出
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
思
う
？
」

「
そ
ら
そ
う
や
け
ど
〜
っ
て
感
じ
〜
」

「
そ
う
よ
な
！
し
か
も
悲
し
い
こ
と
に
私
ら
が
な
れ

る
の
は
正
義
に
立
っ
て
は
自
分
の
都
合
を
押
し
付
け

る
善
人
も
ど
き
で
し
か
な
い
。ま
た
、恥
ず
か
し
い

こ
と
に
ダ
メ
な
自
分
を
追
い
や
る
こ
と
な
ど
で
き

ず
、ひ
た
隠
し
に
し
て
は
善
人
の
ふ
り
を
し
て
本
性

を
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
。つ
く
づ
く
痛
々
し
い
よ
な
」

「
そ
ん
な
時
に『
あ
ん
た
は
あ
ん
た
の
ま
ま
で
え
え

や
な
い
で
す
か
。い
い
人
を
演
じ
て
い
っ
た
い
誰
を

生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
。ど
う
し
よ
う
も

な
い
あ
な
た
だ
と
し
て
も
、そ
こ
に
立
っ
て
生
き
る

し
か
な
い
で
し
ょ
う
。で
も
そ
こ
に
立
つ
の
は
自
分

の
力
で
は
無
理
な
ん
で
す
よ
。そ
こ
に
立
た
せ
て
も

ら
え
る
の
が
念
仏
の
教
え
な
ん
で
す
よ
』な
ど
と
言

う
人
が
現
れ
た
！
」

「
そ
し
て『
そ
う
言
っ
た
の
は
私
で
は
な
い
、法
然
さ

ん
で
す
』と
、ど
こ
ま
で
も「
私（
＝
エ
ゴ
）」な
し
に

「
私（
＝
セ
ル
フ
）」を
伝
え
よ
う
と
す
る
親
鸞
さ
ん

に
、み
ん
な
心
を
動
か
さ
れ
た
ん
や
ろ
な
〜
」

「
そ
ん
な
人
た
ち
に
い
っ
ぱ
い
質
問
受
け
て
る
内

に
、こ
れ
は
き
っ
ち
り
と
法
然
さ
ん
の
教
え
の
本
当

の
と
こ
ろ
を
顕
か
に
せ
な
あ
か
ん
と
思
っ
て『
教
行

信
証
』を
書
か
れ
た
ん
と
違
う
か
な
〜
」

「
和
田
稠
と
い
う
先
生
が
あ
る
席
で
、真
宗
の
お
坊

さ
ん
の
余
り
に
も
羽
目
を
外
し
た
姿
を
見
た
あ
る

方
か
ら『
こ
れ
で
い
い
の
で
す
か
』と
尋
ね
ら
れ
こ

う
言
わ
れ
た
。み
ん
な
は
聞
い
て
ど
う
思
う
？
」

　
　言
い
訳
も
せ
ず
、ご
ま
か
し
も
せ
ず
、正
当
化

　
　も
せ
ず
、開
き
直
り
も
せ
ず
、あ
き
ら
め
も
せ
ず
。

　こ
の
和
田
先
生
の
言
葉
は
、教
え
に
出
あ
う
こ
と

で
、煩
悩
を
具
足
す
る「
私
」に
対
す
る
悲
し
み
、痛

み
、恥
ず
か
し
さ
を
全
部
受
け
と
め
ら
れ
た
者
の
責

務
を
胸
に
、『
教
行
信
証
』執
筆
に
向
き
合
う
親
鸞

聖
人
の
心
の
内
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で

す
。『
教
行
信
証
』に
は
、人
生
に
お
い
て
為
す
べ
き

こ
と
に
出
あ
え
た
人
の
喜
び
と
清
々
し
さ
が
開
か

れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
顕
」

　  ―

顕
か
に
し
て
開
く―
第
15
回

　
関
東
に
移
り
住
ん
で
10
年
ほ
ど
も
経
つ
と
、親
鸞
聖
人
の

元
に
は
多
種
多
様
な
人
々
が
多
く
集
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

聖
人
は
訪
ね
来
る
人
た
ち
が
抱
え
る
問
い
や
悩
み
に
耳
を
傾

け
、自
分
自
身
が
法
然
上
人
と
の
出
あ
い
を
と
お
し
て
出
あ
い

得
た
本
願
念
仏
の
教
え
を
、そ
の
人
の
人
と
な
り
や
悩
み
の

た
ね
に
あ
わ
せ
て
、丁
寧
に
応
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
1
2
2
4（
元
仁
元
）年
、法
然
上
人
の
教
え
を
確
か

め
る
書
で
あ
る『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
教
行
信

証
）の
草
稿
が
出
来
上
が
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。と
いっ
て

も
現
存
す
る『
教
行
信
証
』に
は
、長
年
大
事
に
手
元
に

置
い
て
は
、何
度
も
何
度
も
ご
自
身
で
加
筆
修
正
さ
れ
た

跡
が
あ
り
、そ
れ
は
お
亡
く
な
り
に
な
る
90
歳
近
く
ま
で

続
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。生
涯
を
と
お
し
て
教
え
に
学
び
、

自
己
を
問
い
続
け
て
お
ら
れ
た
お
姿
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
で
は『
教
行
信
証
』は
何
の
た
め
誰
の
た
め
に
書
か
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。考
え
ら
れ
る
の
は
、法
然
上
人
の
教
え
を

正
し
く
理
解
で
き
ず
非
難
す
る
だ
け
の
浄
土
門
以
外
の

人
た
ち
に
向
け
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
。ま
た
、法
然
門

下
で
あ
り
な
が
ら
、上
人
の
教
え
を
き
ち
ん
と
受
け
と
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
お
仲
間
に
対
し
て
、悲
し
み
を
感
じ
な
が

ら
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
。

　
聖
人
は
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、真
実
の
教
え
に
ど
う
か
き

ち
ん
と
出
あ
っ
て
ほ
し
い
、本
当
の
自
分
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と

願
い
な
が
ら『
教
行
信
証
』を
執
筆
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

中
高
生
の
素
直（
リ
ア
ル
）な
問
い
を
手
が
か
り
に
、

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

「
昔
、

五
線
譜
に
込
め
た
想
い

世
間
で
は
、終
活
や
断
捨
離
が
盛

ん
に
勧
め
ら
れ
、お
墓
や
仏
壇
を

閉
め
る
方
も
多
く
な
って
い
ま
す
。

そ
し
て
、仏
事
全
体
が
簡
略
化
さ

れ
、顕
著
に
進
む
宗
教
離
れ
。し
か

し
、す
べて
手
放
し
、最
期
は
皆
さ

ん
ど
こ
へ
行
く
の
で
し
ょ
う
。本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
か
を
考
え
て

も
ら
う
き
っか
け
に
な
れ
ば
と
思
い
、仏
教
の
専
門
用
語
で
は
な
い
や

さ
し
い
言
葉
で
リ
ズ
ム
よ
く
表
現
し
ま
し
た
。

　
淨
證
寺
に
は
、「
聖
清
苑
」と
名
付

け
ら
れ
た
京
都
の
庭
園
を
感
じ
さ

せ
る
庭
が
あ
る
。近
隣
の
方
の
散
歩

コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
の
場
所
に
、

「
ず
っ
と
、掲
示
板
が
ほ
し
か
っ
た
」

と
語
る
住
職
代
務
者
の
三
好
一
存

さ
ん
は
、昨
年
の
４
月
頃
、念
願
の

掲
示
板
を
設
置
し
た
。

　「
地
元
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、外
国

の
方
に
も
見
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
ま

す
」と
話
す
一
存
さ
ん
。

　
掲
示
板
の
言
葉
は
、一
存
さ
ん
自

ら
毎
月
考
え
、坊
守
さ
ん
が
書
き

上
げ
る
と
い
う
共
同
作
業
。さ
ら

に
、ご
門
徒
の
方
が
毎
月
持
っ
て
来

ら
れ
る
手
描
き
の
水
墨
画
と
と
も

に
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

　
お
寺
と
い
う
場
が「
我
が
身
に
出

あ
わ
せ
て
い
た
だ
く
場
」と
な
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
一
存
さ
ん
に
と
っ

て
、掲
示
板
は
そ
の
一
助
で
あ
り
、

「
掲
示
板
の
言
葉
に
目
を
向
け
、少

し
で
も
感
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が

あ
る
と
嬉
し
い
」と
話
さ
れ
た
。

　
日
々
忙
し
な
く
移
り
変
わ
る
世

の
中
で
、ふ
と
立
ち
止
ま
り
、言
葉

を
通
じ
て
我
が
身
に
出
あ
う
こ
と

の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
。

四
国
教
区
通
信
員

　河
野 

一
道

北
村 

拓
美
さ
ん
（
71
歳
）

能
登
教
区 

穴
水
組 

西
蓮
寺
門
徒

き
た
む
ら

ひ
ろ

み

あ
な
み
ず

し
ゅ
う
ほ

ふ

じ

い

さ
と

し

ま
ち

づ
か

つ
ね

ゆ
き
お

いぬいふみ おいぬいふみ お

け
ん

あ
き
ら

け
ん

そ
う
こ
う

ど

こ
た

し
ん

ほ
う
ね
ん

じ
つ

も
ん

し
ん

る
い

じ
ょ
う

し
ょ
う

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

し
げ
し

わ

だ

へ
こ

な

む
な

お
さ
む

ひ
ら
の

ぼ
ん
の
う

ぐ
そ
く

な

す
が
す
が

じょうじょう

みみ よしよし かずかずまさまさ

じじしょうしょう

の

か
ず
ゆ
き

こ
う

せ
い

せ
わ

え
ん

し
ょ
う

東本願寺青少幼年センター メール相談室　sagaesan@higashihonganji.or.jp
友だち関係、家のこと、学校のこと…専門カウンセラーにメールで相談してみませんか 真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

（5）  第791号   第791号 （4）2023年（令和5年）10月1日 2023年（令和5年）10月1日朋新聞同朋新聞同



報
恩
講
の
は
じ
ま
り

報
恩
講
の
は
じ
ま
り

　真
宗
門
徒
に
と
っ
て「
報
恩
講
」は
、最
も
大
切
な
御
仏
事
で
す
。真
宗
本
廟

（
東
本
願
寺
）で
は
毎
年
、宗
祖
親
鸞
聖
人
の
祥
月
命
日
で
あ
る
十
一
月
二
十
八
日

を
結
び
に
、毎
年
二
十
一
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
八
日
間
、御
正
忌
報
恩
講
が

勤
ま
り
ま
す
。目
前
に
控
え
、「
報
恩
講
」の
歴
史
と
そ
の
意
義
を
確
か
め
ま
す
。

　宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、一
二
六

二（
弘
長
二
）年
十
一
月
二
十

八
日
に
九
十
歳
の
生
涯
を
閉

じ
ら
れ
ま
し
た
。家
族
や
門

弟
、そ
し
て
教
え
を
受
け
た
在

俗
の
人
々
は
、聖
人
の
在
世
時

を
思
い
出
し
、涙
を
流
し
て
悲

し
み
ま
し
た
。聖
人
の
遺
骨
は

当
初
、鳥
部
野
の
北
、大
谷
の

地
に
墓
所
を
設
け
て
収
め
ら

れ
ま
し
た
が
、十
年
後
の
一
二

七
二（
文
永
九
）年
冬
の
頃
、そ

の
場
所
よ
り
西
に
あ
た
る
吉

水
の
北
に
移
さ
れ
ま
す
。

　そ
こ
に
は
廟
堂
が
建
立
さ

れ
、聖
人
の
影
像（
御
真
影
）が

安
置
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
墓
所

の
移
転
と
廟
堂
建
立
に
、門
弟
た
ち
と
と
も
に
尽
力
し
た
の
が
、聖
人
の
末
娘
で
あ
る

覚
信
尼（
一
二
二
四
〜
八
三
）で
す
。そ
し
て
親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
念
仏
の
教

え
を
大
切
に
す
る
人
々
は
、報
恩
謝
徳
の
た
め
、毎
年
こ
の
廟
堂
へ
参
詣
し
た
の
で
す
。

　親
鸞
聖
人
の
曾
孫
で
本
願
寺
第
三
代
の
覚
如
上
人（
一
二
七
〇
〜
一
三
五
一
）は
、一
三

一
〇（
延
慶
三
）年
、こ
の
廟
堂
の「
留
守
職
」に
就
任
し
、や
が
て「
本
願
寺
」と
称
し
て

寺
院
化
し
ま
し
た（
大
谷
本
願
寺
）。ま
た
、そ
れ
に
先
立
つ
一
二
九
四（
永
仁
二
）年
に

は
、親
鸞
聖
人
の
三
十
三
回
忌
に
あ
た
り『
報
恩
講
式
』を
撰
述
し
て
い
ま
す
。毎
月
二

十
八
日
に
一
座
の
法
要
が
勤
ま
る
際
、『
報
恩
講
式
』三
段
が
拝
読
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

教
学
研
究
所

で
す
。さ
ら
に
翌
年
六
月
中
旬
に
は
、聖
人
の
伝
記
が『
親
鸞
伝
絵
』（
初
稿
本
）二
巻
と

し
て
撰
述
さ
れ
ま
し
た
。

　こ
の
よ
う
に
、親
鸞
聖
人
の
滅
後
間
も
な
い
頃
か
ら
、家
族
や
門
弟
ら
に
よ
っ
て
年

忌
法
要
が
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
当
時
は
ま
だ「
報
恩
講
」と
い
う

法
要
の
名
称
が
定
ま
っ
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　御
命
日
の
集
い
が「
報
恩
講
」と
い
う
名
称
で
、本
願
寺
教
団
の
最
も
大
切
な
法

要
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人（
一
四
一
五
〜
九
九
）の

時
代
で
す
。そ
れ
ま
で
真
宗
の
教
え
は
、門
弟
の
師
資
相
承（
法
脈
）を
軸
に
形
成

さ
れ
た「
門
流
」と
い
う
集
団
で
も
っ
て
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。そ
う
し

た
中
で
、本
願
寺
を
中
心
と
す
る
教
団
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
が
蓮
如
上
人
で
し
た
。

蓮
如
上
人
が
各
地
の
門
徒
に
送
っ
た
消
息
を
ま
と
め
た『
御
文
』に
よ
っ
て
、わ
か

り
や
す
く
表
現
さ
れ
た
真
宗
の
教
え
が
、数
多
く
の
人
々
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。 

　そ
し
て
、教
団
が
組
織
化
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、親
鸞
聖
人
の
年
忌
法
要

が
教
団
の
中
心
的
な
法
要
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　と
こ
ろ
が
、京
都
に
あ
っ
た
大
谷
本
願
寺
は
一
四
六
五（
寛
正
六
）年
、比
叡
山
衆

徒
に
よ
っ
て
破
却
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
た
め
蓮
如
上
人
は
、近
江
国（
現
・
滋

賀
県
）の
各
地
を
転
々
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
一
四
七
一（
文
明
三
）年

七
月
二
十
七
日
、越
前
国
吉
崎（
現
・
福
井
県
あ
わ
ら
市
）に
坊
舎
を
構
え
ま
す
。

「
報
恩
講
」と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
す
る『
御
文
』は
、こ
の
吉
崎
時
代
に
書
か

れ
た
も
の
で
す
。そ
の『
御
文
』の
な
か
で
蓮
如
上
人
は
、「
他
力
の
大
信
心
」を
決
定

し
た
う
え
で「
仏
恩
報
尽
」「
師
徳
報
謝
」す
る
こ
と
を
、「
報
恩
講
」の
意
義
と
し
て

い
ま
す﹇
一
四
七
三（
文
明
五
）年
十
一
月
二
十
一
日
付『
御
文
』（
帖
外
）﹈。

　吉
崎
を
退
去
し
た
後
、蓮
如
上
人
は
山
城
国
山
科（
現
・
京
都
市
山
科
区
）で
本

願
寺
を
再
興
し
て
い
き
ま
す
。一
四
八
〇（
文
明
十
二
）年
十
一
月
二
十
一
日
、山
科

本
願
寺
で
の「
報
恩
講
」の
初
日
に
著
さ
れ
た『
御
文
』（
帖
外
）で
は
、山
科
本
願
寺

へ
参
詣
す
る
門
徒
に
対
し
、次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
ま
す
。不
信
心
の
者
は
親
鸞
聖

人
の
御
真
影
の
前
で「
改
悔
」し
、相
互
に「
信
不
信
の
次
第
」を
懺
悔
す
る
こ
と

が
、報
恩
謝
徳
の
本
意
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
、と
。

　そ
し
て
本
願
寺
教
団
が
整
備
さ
れ
、全
国
各
地
に
聖
人
の
教
え
を
伝
え
る
場
所

と
し
て
多
く
の
道
場
・
寺
院
が
展
開
し
て
い
く
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
道
場
や
寺
院
、さ
ら

に
は
門
徒
宅
の
お
内
仏
で
も
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　本
願
寺
の
報
恩
講
は
、早
い
時
期
か
ら
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
、門
徒
が
主
体
的

に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。門
徒
が
参
加
す
る
行
事
と

し
て
、特
に
重
要
な
伝
統
が
お
斎
で
す
。

　お
斎
と
は
仏
事
に
お
け
る
食
事
を
指
し
、戦
国
期
の
本
願
寺
で
は
、各
地
か
ら

上
山
し
た
僧
侶
・
門
徒
が「
頭
人
」「
頭
役
」と
し
て
、準
備
を
担
当
し
ま
し
た
。こ
の

役
を
勤
め
る
こ
と
で
、さ
ら
に
は
儀

式
に
関
わ
る
人
々
が
同
座
し
て
食

事
を
す
る
こ
と
で
、本
願
寺
教
団
の

結
束
力
は
強
固
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　現
在
、真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）

で
参
詣
者
に
提
供
さ
れ
る
お
斎
の

食
材
は
、全
国
各
地
か
ら
届
け
ら

れ
、参
詣
者
へ
の
接
待
は
、保
信
会

（
真
宗
本
廟
に
出
入
り
す
る
会
社

で
構
成
）が
中
心
と
な
っ
て
担
っ
て

い
ま
す
。ま
た
全
国
各
地
の
寺
院
に

は
、地
域
色
豊
か
な
お
斎
文
化
が

継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　報
恩
講
で
欠
か
せ
な
い
の
が
、

『
御
絵
伝
』を
掲
げ
て『
御
伝
鈔
』

を
拝
読
す
る
こ
と
で
す
。

　覚
如
上
人
の
撰
述
し
た『
親

鸞
伝
絵
』は
、絵
と
詞
書（
説
明

文
）が
交
互
に
あ
る
絵
巻
で
す
。

大
勢
の
人
が
一
度
に
見
る
の
は

難
し
く
、詞
書
を
読
み
な
が
ら

絵
を
眺
め
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。そ
の
た
め
次
第
に
、絵
だ
け

を
掛
軸
の『
御
絵
伝
』と
し
て
掲

げ
、詞
書
だ
け
が『
御
伝
鈔
』と

し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、多
く

の
人
々
が
一
緒
に
、『
御
絵
伝
』を
拝
見
し
な
が
ら『
御
伝
鈔
』の
拝
読

を
聴
聞
し
、親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　本
願
寺
教
団
が
東
西
に
分
派
し
、東
本
願
寺
・
西
本
願
寺
そ
れ
ぞ

れ
の
教
団
が
整
備
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、元
禄
期（
一
六
八
八
〜
一
七

〇
四
）以
降
に
な
る
と
、本
山
か
ら
一
般
寺
院
へ
、さ
ま
ざ
ま
な
法
宝

物
と
と
も
に『
御
絵
伝
』も
授
与
さ
れ
て
い
き
、報
恩
講
が
営
ま
れ
る

際
に
は
、余
間
な
ど
に
掲
げ
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　近
代
に
入
る
と
、時
代
社
会
の
変
容
に
と
も
な
い
、報
恩
講
の
勤

め
方
に
も
変
化
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。な
か
で
も
本
山
で
の
儀
式
に

お
い
て
、僧
侶
だ
け
で
な
く
、参
詣
し
て
い
る
門
徒（
同
朋
）も
一
緒
に

「
正
信
偈
」を
唱
和
す
る「
同
朋
唱
和
」が
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。そ
の

起
点
と
な
っ
た
の
は
、一
九
二
三（
大
正
十
二
）年
四
月
、東
本
願
寺

で
厳
修
さ
れ
た「
立
教
開
宗
七
百
年
紀
念
法
要
」で
し
た
。

　ま
た
東
本
願
寺
で
は
、一
九
六
一（
昭
和
三
十
六
）年
の「
宗
祖
七

百
回
御
遠
忌
法
要
」で
初
め
て
、仏
教
音
楽
を
取
り
入
れ
た
音
楽

法
要（
四
月
二
十
二
日
）が
行
わ

れ
、翌
年
四
月
一
日
に
営
ま
れ
た

「
宗
祖
聖
人
御
生
誕
慶
讃
法
会
」

以
降
、親
鸞
聖
人
の
誕
生
を
祝
う

法
要
が
音
楽
法
要
と
し
て
勤
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。そ

し
て
二
〇
一
一（
平
成
二
十
三
）年

に
は
、「
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五

十
回
御
遠
忌
」を
機
に
作
曲
さ
れ

た
新
し
い
曲
で
、同
年
十
一
月
十

九
日
か
ら
二
十
日
、御
正
当
報
恩
講
に
先
駆
け
て
、御
遠
忌
讃
仰
の

音
楽
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
以
降
、報
恩
講
の
初
日
で
あ
る

十
一
月
二
十
一
日
の
午
前
に
音
楽
法
要
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　こ
の
よ
う
に
近
代
以
降
、新
た
な
法
要
の
か
た
ち
が
試
み
ら
れ
、

よ
り
多
く
の
人
び
と
が
参
加
で
き
る
場
が
開
か
れ
た
の
で
す
。 

 

　以
上
た
ず
ね
て
き
た
よ
う
に
、報
恩
講
の
淵
源
は
、宗
祖
親
鸞
聖

人
の
滅
後
、遺
さ
れ
た
家
族
や
門
弟
が
、廟
堂
を
建
立
し
て
聖
人
の

影
像
を
安
置
し
、報
謝
の
集
い
を
は
じ
め
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

そ
し
て
当
初
は
宗
祖
の
御
真
影
の
安
置
さ
れ
る
場
所（
本
願
寺
）で

勤
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、教
団
が
整
備
さ
れ
て
い
く
に
し
た
が
い
、次

第
に
全
国
各
地
の
道
場
・
寺
院
、さ
ら
に
は
門
徒
の
家
庭
内
で
も
営

ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　そ
の
歴
史
的
事
実
か
ら
す
れ
ば
、報
恩
講
こ
そ
が
、真
宗
教
団
の
歴
史
、

真
宗
門
徒
の
原
点
で
あ
る
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　近
年
、時
代
状
況
の
変
化
や
担
い
手
の
高
齢
化
、さ
ら
に
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
等
に
よ
り
、法
要
の
規
模
が
縮
小

さ
れ
た
り
、お
斎
が
中
止
に
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、そ
の
伝
統
に
揺
ら

ぎ
が
生
じ
つ
つ
あ
り
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
今
、歴
史
を
顧
み
つ
つ
自
ら

の
足
も
と
を
見
つ
め
直
し
、”報
恩
謝
徳
の
御
仏
事
を
勤
め
る 

と
い
う

真
宗
門
徒
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

法
要
と
し
て
の
成
立

報
恩
講
の
ル
ー
ツ

新
た
な
法
要
の
か
た
ち

原
点
と
し
て
の
報
恩
講

お
斎
の
伝
統

『
御
絵
伝
』と『
御
伝
鈔
』

〈表〉
インデザイン 

↓
epsで別名保存

↓
アウトライン保存
（サイズ範囲内に）

”

お斎の様子(2019年報恩講)音楽法要（2019年報恩講）

「廟堂創立」[『親鸞伝絵』弘願本]／東本願寺蔵

御伝鈔拝読（2018年報恩講）
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今
月
の

法
話

　
私
は
学
生
時
代
、将
来
就
き
た
い
職
に

就
く
た
め
に
懸
命
に
勉
学
に
励
ん
で
い
ま

し
た
。し
か
し
、い
ざ
就
職
と
な
る
と
女
性

と
い
う
だ
け
で
履
歴
書
を
見
る
前
に
判
断

さ
れ
て
し
ま
い
、社
会
全
体
か
ら
存
在
そ

の
も
の
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、こ

れ
か
ら
先
、ど
う
生
き
た
ら
い
い
の
か
わ
か

ら
ず
、生
き
て
い
る
意
味
さ
え
も
見
失
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
の
生
活
も
、

幾
度
と
な
く
、「
な
ん
で
私
だ
け
こ
ん
な

目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」と
、

落
ち
込
む
日
々
を
送
って
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
あ
る
日
の
帰
宅
途
中
、ど
こ
か

ら
と
も
な
く
、お
線
香
の
香
り
が
漂
っ
て

き
ま
し
た
。そ
の
瞬
間
、気
づ
く
と
涙
が

頬
を
つ
た
っ
て
い
た
の
で
す
。自
分
で
も
、一

瞬
何
が
起
き
た
の
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、涙
は
止
ま
ら
ず
あ
ふ
れ
出
て
き

た
と
同
時
に
、育
っ
た
お
寺
で
の
生
活
が

思
い
起
こ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。幼
い
頃
、眠

た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
お
勤
め
し
た
お
朝

事
の
記
憶
、お
寺
で
集
ま
り
が
あ
る
と
、

多
く
の
ご
門
徒
さ
ん
が
来
て
、小
さ
な
私

に「
大
き
く
な
っ
た
ね
」な
ど
と
笑
顔
で
声

を
か
け
て
く
れ
た
姿
、お
斎
を
食
べ
な
が

ら
思
い
の
た
け
を
語
り
あ
って
い
る
姿
、そ

し
て
最
後
に
は
、「
ま
た
今
度
」と
言
って
、

笑
顔
で
別
れ
て
い
く
姿
な
ど
が
、走
馬
灯

の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

毎
日
の
通
り
道
に
あ
っ
た
墓
地
で
す
が
、

そ
の
時
た
ま
た
ま
、ど
な
た
か
が
お
供
え

さ
れ
た
お
線
香
の
香
り
が
、た
ま
た
ま
通

り
か
か
っ
た
私
に
、お
寺
の
存
在
を
思
い

起
こ
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
私
の
生
ま
れ
育
っ
た「
お
寺
」

と
は
、ど
う
い
う
場
な
の
か
知
り
た
く
な

り
、大
谷
大
学
で
学
ぶ
こ
と
に
し
ま
し

た
。そ
の
学
び
の
中
で
あ
る
時
、「
目
の
前

の
人
を
た
だ
の
人
と
思
う
な
よ
」（
高
橋

卯
平
）と
い
う
法
語
が
目
に
飛
び
込
ん
で

き
ま
し
た
。こ
の
言
葉
が
私
に
は
、「
他
の

人
も
あ
な
た
と
同
じ
苦
悩
を
抱
え
て
い

る
人
間
で
す
。あ
な
た
の
偏
見
で
人
を
見

る
の
で
は
な
く
尊
重
し
て
く
だ
さ
い
。こ

こ
に
、い
の
ち
の
あ
る
人
た
ち
が
い
ま
す

よ
」と
、私
を
歎
き
悲
し
む
声
と
し
て
響

い
て
き
ま
し
た
。深
い
暗
闇
の
中
を
さ
ま

よ
っ
て
い
た
私
は
、相
手
が
い
る
こ
と
を

見
失
い
、社
会
さ
え
も
分
断
し
て
自
分
の

世
界
に
閉
じ
こ
も
り
、孤
独
の
中
で
苦
し

ん
で
生
き
て
い
た
の
で
す
。

　
い
つ
の
間
に
か
自
分
は
常
に
正
し
い
と

い
う
価
値
判
断
に
縛
ら
れ
、い
の
ち
に
価

値
づ
け
を
し
て
い
ま
し
た
。そ
れ
は
同
時

に
相
手
の
い
の
ち
に
も
価
値
づ
け
を
し
判

断
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
正
信

偈
」に「
大
悲
無
倦
常
照
我
」と
あ
り
ま

す
。「
阿
弥
陀
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
の
お

心
は
、あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
常
に
私
を

照
ら
し
て
く
だ
さ
って
い
る
」と
い
う
意
味

で
す
。自
分
の
色
眼
鏡
で
物
事
を
判
断
し

て
い
た
私
が
、真
実
に
照
ら
さ
れ
て
自
分

の
姿
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
時
、自
分
を
縛

り
付
け
て
い
た
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、

目
の
前
が
開
か
れ
た
よ
う
な
明
る
い
気
持

ち
が
う
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。す
る
と
、今

ま
で
苦
し
み
の
中
で
見
え
て
い
な
か
っ
た

学
生
時
代
に
私
を
支
え
て
く
れ
た
先
生

や
友
人
、ご
門
徒
さ
ん
、家
族
な
ど
の
顔

が
思
い
う
か
び
、た
く
さ
ん
の
ご
縁
の
中

で
、今
の
私
が
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま

し
た
。そ
し
て
、自
分
に
と
っ
て
良
い
縁

も
、都
合
の
悪
い
縁
も
善
悪
を
超
え
た
す

べ
て
の
ご
縁
の
中
で
、賜
っ
た
い
の
ち
を
生

き
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
た
時
、私
は
私
の
ま
ま
で
生
き
て

い
て
よ
い
と
思
え
た
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
は『
教
行
信
証
』の
総
序
で
、

　
　
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
、

　
　
遠
く
宿
縁
を
慶
べ

　
　
　
　
　
　
　
　  （『
真
宗
聖
典
』一
四
九
頁
）

「
偶
然
に
も
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
あ
ず
か

り
、信
心
を
賜
わ
っ
た
な
ら
ば
、そ
れ
は
は

る
か
昔
か
ら
、多
く
の
人
の
思
い
や
願
い
が

時
代
を
超
え
、数
知
れ
な
い
ご
縁
が
つ
な

が
って
今
、こ
の
私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
申

す
身
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」と
歓

喜
の
お
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
は
私
に
と
っ
て
、い
の
ち
を
賜

わ
り
生
き
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
縁

の
不
思
議
さ
と
、多
く
の
ご
縁
が
関
わ
り

あ
っ
て
お
念
仏
に
出
遇
え
た
感
動
と
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。お
釈
迦
様
は
縁
起

の
道
理
を
説
か
れ
、あ
ら
ゆ
る
も
の
は
関

係
性
の
中
で
支
え
合
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。例
え
ば
、花
が
咲
く「
果
」に
は
、

種
と
な
る「
因
」が
あ
れ
ば
、花
は
咲
く
と

考
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、そ
こ
に
は
水
や

光
、土
な
ど
の
他
か
ら
の
は
た
ら
き
と
な

る「
縁
」が
な
け
れ
ば
花
は
咲
か
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。私
た
ち
は
、今
の
状
態

を
見
て
良
い
悪
い
を
判
断
し
て
し
ま
い
ま

す
が
、さ
ま
ざ
ま
な
縁
に
よ
っ
て
、今
の
私

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
私
た

ち
は
、教
え
と
い
う
真
実
に
照
ら
さ
れ
て

自
分
の
色
眼
鏡
で
見
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
、そ
れ
が
破
ら
れ
た
時
、お
念
仏

に
救
わ
れ
、良
い
縁
も
悪
い
縁
も
宿
縁
と

し
て
受
け
と
め
ら
れ
、わ
が
身
の
ま
ま
、悩

み
な
が
ら
生
活
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

　
数
知
れ
な
い
縁
の
つ
な
が
り
で
今
こ
こ

に
い
の
ち
を
賜
わ
り
、お
念
仏
に
出
遇
え

た
こ
と
を
慶
び
、感
謝
す
る
と
と
も
に
、そ

れ
で
も
な
お
自
己
に
と
ら
わ
れ
続
け
る
わ

が
身
の
あ
り
方
を
、お
念
仏
を
申
し
な
が

ら
問
い
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
仏
法
は
、聴
聞
に
き
わ
ま
る
こ
と
な
り
」（「
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
」）と
教
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

真
宗
門
徒
は
昔
か
ら
仏
法
聴
聞
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。日
々
の
生
活
の
中
で

仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
い
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
い
に
、毎
月
一
話
ず
つ
掲
載
し
ま
す
。

先
月
号
か
ら
、今
春
、真
宗
本
廟
で
勤
ま
っ
た
慶
讃
法
要
の
意
義
を
確
か
め
、今
後
、各
教
区
で

慶
讃
法
要
が
勤
ま
る
こ
と
を
願
い
、木
越
渉
宗
務
総
長
と
宮
下
晴
輝
教
学
研
究
所
長
と
の
対
談

「
私
に
と
っ
て
の
慶
讃
法
要
」を
掲
載
し
て
い
ま
す
。前
半（
上
）で
は「
真
宗
門
徒
で
あ
る
こ
と
の

原
点
」に
つ
い
て
対
談
が
な
さ
れ
ま
し
た
。後
半（
下
）の
今
号
で
は「
法
要
か
ら
の
出
発
」を

テ
ー
マ
に
語
り
合
い
ま
す
。

ち
ょ
う
も
ん

こ
っ
た
こ
と
も
、ま
さ
に
子
ど
も
た
ち
を
未
来
の

諸
仏
と
仰
が
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

本
願
か
ら
諸
仏
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
体
感

さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

木
越
　
と
こ
ろ
で
、宮
下
所
長
が
真
宗
の
教
え
に

出
遇
わ
れ
た
最
初
の
御
縁
は
金
沢
の
崇
信
学
舎
で

あ
る
と
う
か
が
い
ま
し
た
。そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

出
遇
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
下
　
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
を
と
お
し
て
教
え

ら
れ
た
よ
う
に
、私
は
出
雲
路
暢
良
と
い
う
先
生

を
と
お
し
て
真
宗
の
世
界
に
触
れ
ま
し
た
。そ
の
出

遇
い
が
な
け
れ
ば
、お
寺
も
風
景
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。親
鸞
聖

人
が『
教
行
信
証
』の
総
序
で「
遇
い
が
た
く
し
て

今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
」と
言
わ
れ
る
通
り
で
す
。

木
越
　
私
は
寺
川
先
生
や
平
野
修
先
生
を
は
じ

め
、出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
先
生
方
の
本
を
読
む

と
、そ
の
先
生
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

宮
下
　
私
も
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
と
、

先
生
の
声
が
響
い
て
き
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
声
を

と
お
し
て
、宗
祖
や
釈
尊
の
教
え
に
出
遇
い
直
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

木
越
　『
歎
異
抄
』第
二
章
で
は
、阿
弥
陀
如
来
の

本
願
か
ら
順
に
釈
尊
、善
導
大
師
、法
然
上
人
と

憶
念
し
て
い
か
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
私
た
ち
も
ま

た
、憶
念
さ
れ
て
い
る
そ
の
人
の
姿
を
と
お
し
て
釈

尊
、さ
ら
に
は
弥
陀
の
本
願
に
出
遇
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

宮
下
　
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
正
信

偈
」に「
憶
念
弥
陀
仏
本
願
」と
あ
る
よ
う
に
、親

人
の
子
ど
も
や
引
率
者
た
ち
が
真
宗
本
廟
に
集

わ
れ
ま
し
た
。満
堂
の
御
影
堂
で
子
ど
も
た
ち
が

念
仏
を
称
え
ら
れ
た
時
、念
仏
に
は
歴
史
が
あ
る

の
だ
と
感
激
し
ま
し
た
。

宮
下
　
総
長
は
閉
会
の
挨
拶
の
中
で「
念
仏
し
ま

し
ょ
う
。最
初
は
心
の
中
で
。次
は
自
分
の
耳
に
聞

こ
え
る
よ
う
に
。最
後
は
親
鸞
聖
人
に
届
く
声
で
」

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

木
越
　
子
ど
も
た
ち
に「
念
仏
し
ま
し
ょ
う
」と

呼
び
か
け
、小
さ
な
口
か
ら「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
時
、

念
仏
が
私
の
身
体
を
突
き

抜
け
て
伝
わ
っ
て
い
る
、こ

の
私
の
存
在
は
自
分
が
思
っ

て
い
る
以
上
に
重
要
な
も

の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ま

し
た
。

宮
下
　
そ
れ
は
菩
薩
、求
道

者
を
拝
ま
れ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。と
て
も
大
事
な
出

来
事
だ
と
思
い
ま
す
。

木
越
　
大
谷
大
学
の
学
生
時

代
、松
原
祐
善
先
生
が
帰
っ
て
い
か
れ
る
時
に
私

た
ち
が
挨
拶
を
す
る
と
、ゆ
っ
く
り
と
頭
を
下
げ

ら
れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。こ
ち
ら
が
パ
ッ

と
頭
を
上
げ
た
ら
、先
生
は
ま
だ
下
ろ
す
最
中
な

の
で
、も
う
一
回
頭
を
下
げ
て
上
げ
る
の
で
す
が
、

先
生
は
ま
だ
頭
を
下
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。そ

の
こ
と
を
寺
川
俊
昭
先
生
に
お
話
し
し
た
ら
、「
未

来
の
諸
仏
と
仰
が
れ
て
い
る
の
で
す
」と
即
答
さ

れ
ま
し
た
。

宮
下
　
こ
の
た
び
の「
子
ど
も
の
つ
ど
い
」で
起

鸞
聖
人
は
本
願
を
憶
念
し
て
お
ら
れ
る
法
然
上

人
を
仰
い
で
お
ら
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。親
鸞
聖

人
に
と
っ
て
法
然
上
人
は
、阿
弥
陀
如
来
の
本
願

か
ら
現
れ
た
諸
仏
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
人
と
し

て
仰
い
で
お
ら
れ
ま
す
。私
自
身
も
先
生
に
出

遇
っ
た
時
、「
あ
あ
、誠
実
な
先
生
だ
」と
か「
普

通
の
世
間
の
人
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
お
ら

れ
る
」と
は
感
じ
ま
し
た
が
、最
初
は
な
か
な
か

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。ど
う
い
う
こ
と
を
慶
び
、ど

う
い
う
も
の
を
真
実
と
仰
ぐ
人
な
の
か
、そ
の
こ

と
が
深
く
知
ら
さ
れ
る
に
は
、本
当
に
時
間
が
か

か
り
ま
す
。

宮
下
　
真
宗
教
団
に
と
っ
て
立
教
開
宗
の
起
点
と

な
る
一
二
二
四（
元
仁
元
）年
は
、宗
祖
が
今
は
末

法
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
た
年
で
し
た
。

木
越
　
親
鸞
聖
人
は
、自
分
の
思
い
に
沈
み
込
ん

で「
浄
土
の
真
証
」を
貶
め
て
い
る
と
い

う
末
法
濁
世
の
悲
し
み
を
と
お
し
て
、

た
だ
念
仏
の
教
え
を
明
ら
か
に
さ
れ

ま
し
た
。そ
し
て
、よ
く
よ
く
案
ず
れ

ば
偏
に「
こ
の
よ
う
な
私
」の
た
め
に

起
こ
さ
れ
た
本
願
で
あ
り
ま
し
た
と

頷
か
れ
ま
し
た
。

宮
下
　
末
法
と
い
う
こ
と
で
思
い
出

す
の
は
、以
前
、大
谷
大
学
が
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学（
ド

イ
ツ
）と
対
話
を
し
た
時
の
こ
と
で

す
。そ
の
際「
世
俗
化
」と
い
う
問
題
が

テ
ー
マ
に
な
り
ま
し
た
。仏
教
の
方
で

は
昔
か
ら「
世
俗
」と
い
う
言
葉
を
使

う
の
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
。教
会
が
な
く
て
も
、あ
る
い
は
神
が
い
な
く

て
も
、社
会
は
う
ま
く
回
っ
て
い
く
。そ
れ
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
方
で
は「
世
俗
化
」と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
。そ
の
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、日
本
の
仏
教
も
同

じ
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。経
済
さ

え
う
ま
く
回
れ
ば
、寺
な
ん
か
な
く
て
も
社
会
は

成
り
立
つ
の
だ
と
。そ
れ
が「
世
俗
化
」の
最
た
る

も
の
で
、そ
れ
こ
そ
が
末
法
で
し
ょ
う
。

木
越
　
だ
か
ら
こ
そ
、今
私
た
ち
に
願
わ
れ
る
の

は「
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
」と
言
う
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
が
な
け
れ
ば
世
間
話
に
と

ど
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。本
気
で「
念
仏
申
し
ま

し
ょ
う
」と
言
え
る
か
ど
う
か
。そ
れ
が
私
た
ち

の
大
事
な
仕
事
で
あ
る
と
、こ
の
た
び
の
慶
讃
法

要
で
念
仏
の
声
を
聞
い
て
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま

し
た
。

宮
下
　
結
願
法
要
の
法
話

で
、池
田
勇
諦
先
生
が「
親

鸞
聖
人
の
御
誕
生
、浄
土

真
宗
の
立
教
開
宗
を
通
し

て
、自
分
の
胸
の
内
に
閉
じ

込
め
て
し
ま
う
よ
う
な
聞

法
を
翻
し
、確
か
な
聞
法

を
一
人
ひ
と
り
が
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
社
会

の
た
だ
中
に
聞
法
生
活
を

開
い
て
い
く
こ
と
が
、法
要

か
ら
の
出
発
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
終
）

私
に
と
っ
て
の
慶
讃
法
要

       
　
　
　
　

 ―

法
要
か
ら
の
出
発
（
下
）

木
越
　
あ
る
知
人
の
住
職
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
す

が
、こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
で
初
め
て
真
宗
本
廟

に
参
拝
さ
れ
た
ご
門
徒
が
、帰
り
に「
満
堂
の
門
徒

と
一
緒
に
お
勤
め
し
、堂
内
に
響
い
た「
正
信
偈
」

に
、身
が
震
え
た
」と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

宮
下
　
御
堂
に
た
く
さ
ん
の
方
が
集
ま
っ
て
、一
同

に
お
勤
め
を
し
、と
も
に
念
仏
し
た
。そ
の
感
動

を
、お
参
り
を
し
た
皆
で
共
有
さ
れ
た
か
と
思
い

ま
す
。け
れ
ど
も
、そ
の
感
動
は
一
体
何

だ
っ
た
の
か
。そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て

問
い
直
す
機
会
が
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

木
越
　
慶
讃
法
要
と
い
う
の
は
、決
し

て
打
ち
上
げ
花
火
で
は
な
い
。教
区
で

の
お
待
ち
受
け
法
要
に
始
ま
り
、本
山

で
勤
め
て
終
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。今
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た

教
化
活
動
を
よ
り
深
め
て
い
く
た
め
の

再
出
発
の
機
会
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。ま
た
、真
宗
本
廟
に
参
ら
れ
た

方
々
の
何
十
倍
も
、参
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
も
、さ

ま
ざ
ま
な
事
情
で
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
々
が
お
ら

れ
た
は
ず
で
す
。こ
こ
で
行
わ
れ
た
御
仏
事
を
各

教
区
に
丁
寧
に
手
渡
し
て
い
く
こ
と
が
、慶
讃
法

要
を
終
え
た
私
た
ち
に
託
さ
れ
た
非
常
に
大
切
な

仕
事
だ
と
い
う
思
い
を
強
く
も
っ
て
い
ま
す
。

木
越
　
結
願
法
要
後
の
５
月
５
日
に
は「
子
ど
も

の
つ
ど
い
in
東
本
願
寺
」が
開
催
さ
れ
、４
０
０
０

木
越 

渉 

宗
務
総
長 

宮
下 

晴
輝 

教
学
研
究
所
長

遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り

感
動
を
問
い
直
す

聞
法
生
活
を
開
く

未
来
の
諸
仏

対
談

こ ばやし あや

た
か
は
し

あ
さ

と
き

じ

う

あ

へい

な
げ

だ
い
ひ

む

け
ん

が

し
ん

え

あ

え
ん
ぎ

じ
ょ
う
し
ょ
う

ぎ
ょ
う

た
ま
わ

よ
ろ
こ

きみ
や
し
た

せ
い

き

ご
し

わ
た
る

き
ょ
う
さ
ん

き
ゅ
う

し
ゅ
ん
し
ょ
う し

ゃ

ど
う

と
な

ぼ

ま
つ

て
ら
か
わ

ば
ら
ゆ
う
ぜ
ん

さ
つ

そ
う

ほ
う

い
ず
も
じ

ね
ん

に
ん

し
ん

ひ
ら
の

そ
ん

た
ん

お
く
ね
ん

お
く
ね
ん
み

だ
ぶ
つ
ほ
ん
が
ん

ぜ
ん
ど
う
だ
い
し

に

し
ょ
う

ち
ょ
う

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

し
ん

ぽ
う

せ

ま
っ

い
けひ

る
が
え だ

ゆ
う
た
い

し
ょ
う

じ
ょ
く

ひ
と
え

お
と
し

お
さ
む

し
ゃ
く

し
ょ
う

り
ょ
う

よ
ろ
こ

し
ん

ど
う

え
い

ご

け
ち
が
ん

し
ょ
ぶ
つ

あ

も
ん
ぽ
う

しゅく えん
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今
月
の

法
話

　
私
は
学
生
時
代
、将
来
就
き
た
い
職
に

就
く
た
め
に
懸
命
に
勉
学
に
励
ん
で
い
ま

し
た
。し
か
し
、い
ざ
就
職
と
な
る
と
女
性

と
い
う
だ
け
で
履
歴
書
を
見
る
前
に
判
断

さ
れ
て
し
ま
い
、社
会
全
体
か
ら
存
在
そ

の
も
の
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、こ

れ
か
ら
先
、ど
う
生
き
た
ら
い
い
の
か
わ
か

ら
ず
、生
き
て
い
る
意
味
さ
え
も
見
失
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
の
生
活
も
、

幾
度
と
な
く
、「
な
ん
で
私
だ
け
こ
ん
な

目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」と
、

落
ち
込
む
日
々
を
送
って
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
あ
る
日
の
帰
宅
途
中
、ど
こ
か

ら
と
も
な
く
、お
線
香
の
香
り
が
漂
っ
て

き
ま
し
た
。そ
の
瞬
間
、気
づ
く
と
涙
が

頬
を
つ
た
っ
て
い
た
の
で
す
。自
分
で
も
、一

瞬
何
が
起
き
た
の
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、涙
は
止
ま
ら
ず
あ
ふ
れ
出
て
き

た
と
同
時
に
、育
っ
た
お
寺
で
の
生
活
が

思
い
起
こ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。幼
い
頃
、眠

た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
お
勤
め
し
た
お
朝

事
の
記
憶
、お
寺
で
集
ま
り
が
あ
る
と
、

多
く
の
ご
門
徒
さ
ん
が
来
て
、小
さ
な
私

に「
大
き
く
な
っ
た
ね
」な
ど
と
笑
顔
で
声

を
か
け
て
く
れ
た
姿
、お
斎
を
食
べ
な
が

ら
思
い
の
た
け
を
語
り
あ
って
い
る
姿
、そ

し
て
最
後
に
は
、「
ま
た
今
度
」と
言
って
、

笑
顔
で
別
れ
て
い
く
姿
な
ど
が
、走
馬
灯

の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

毎
日
の
通
り
道
に
あ
っ
た
墓
地
で
す
が
、

そ
の
時
た
ま
た
ま
、ど
な
た
か
が
お
供
え

さ
れ
た
お
線
香
の
香
り
が
、た
ま
た
ま
通

り
か
か
っ
た
私
に
、お
寺
の
存
在
を
思
い

起
こ
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
私
の
生
ま
れ
育
っ
た「
お
寺
」

と
は
、ど
う
い
う
場
な
の
か
知
り
た
く
な

り
、大
谷
大
学
で
学
ぶ
こ
と
に
し
ま
し

た
。そ
の
学
び
の
中
で
あ
る
時
、「
目
の
前

の
人
を
た
だ
の
人
と
思
う
な
よ
」（
高
橋

卯
平
）と
い
う
法
語
が
目
に
飛
び
込
ん
で

き
ま
し
た
。こ
の
言
葉
が
私
に
は
、「
他
の

人
も
あ
な
た
と
同
じ
苦
悩
を
抱
え
て
い

る
人
間
で
す
。あ
な
た
の
偏
見
で
人
を
見

る
の
で
は
な
く
尊
重
し
て
く
だ
さ
い
。こ

こ
に
、い
の
ち
の
あ
る
人
た
ち
が
い
ま
す

よ
」と
、私
を
歎
き
悲
し
む
声
と
し
て
響

い
て
き
ま
し
た
。深
い
暗
闇
の
中
を
さ
ま

よ
っ
て
い
た
私
は
、相
手
が
い
る
こ
と
を

見
失
い
、社
会
さ
え
も
分
断
し
て
自
分
の

世
界
に
閉
じ
こ
も
り
、孤
独
の
中
で
苦
し

ん
で
生
き
て
い
た
の
で
す
。

　
い
つ
の
間
に
か
自
分
は
常
に
正
し
い
と

い
う
価
値
判
断
に
縛
ら
れ
、い
の
ち
に
価

値
づ
け
を
し
て
い
ま
し
た
。そ
れ
は
同
時

に
相
手
の
い
の
ち
に
も
価
値
づ
け
を
し
判

断
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
正
信

偈
」に「
大
悲
無
倦
常
照
我
」と
あ
り
ま

す
。「
阿
弥
陀
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
の
お

心
は
、あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
常
に
私
を

照
ら
し
て
く
だ
さ
って
い
る
」と
い
う
意
味

で
す
。自
分
の
色
眼
鏡
で
物
事
を
判
断
し

て
い
た
私
が
、真
実
に
照
ら
さ
れ
て
自
分

の
姿
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
時
、自
分
を
縛

り
付
け
て
い
た
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、

目
の
前
が
開
か
れ
た
よ
う
な
明
る
い
気
持

ち
が
う
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。す
る
と
、今

ま
で
苦
し
み
の
中
で
見
え
て
い
な
か
っ
た

学
生
時
代
に
私
を
支
え
て
く
れ
た
先
生

や
友
人
、ご
門
徒
さ
ん
、家
族
な
ど
の
顔

が
思
い
う
か
び
、た
く
さ
ん
の
ご
縁
の
中

で
、今
の
私
が
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま

し
た
。そ
し
て
、自
分
に
と
っ
て
良
い
縁

も
、都
合
の
悪
い
縁
も
善
悪
を
超
え
た
す

べ
て
の
ご
縁
の
中
で
、賜
っ
た
い
の
ち
を
生

き
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
た
時
、私
は
私
の
ま
ま
で
生
き
て

い
て
よ
い
と
思
え
た
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
は『
教
行
信
証
』の
総
序
で
、

　
　
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
、

　
　
遠
く
宿
縁
を
慶
べ

　
　
　
　
　
　
　
　  （『
真
宗
聖
典
』一
四
九
頁
）

「
偶
然
に
も
阿
弥
陀
仏
の
救
い
に
あ
ず
か

り
、信
心
を
賜
わ
っ
た
な
ら
ば
、そ
れ
は
は

る
か
昔
か
ら
、多
く
の
人
の
思
い
や
願
い
が

時
代
を
超
え
、数
知
れ
な
い
ご
縁
が
つ
な

が
って
今
、こ
の
私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
申

す
身
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」と
歓

喜
の
お
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
は
私
に
と
っ
て
、い
の
ち
を
賜

わ
り
生
き
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
縁

の
不
思
議
さ
と
、多
く
の
ご
縁
が
関
わ
り

あ
っ
て
お
念
仏
に
出
遇
え
た
感
動
と
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。お
釈
迦
様
は
縁
起

の
道
理
を
説
か
れ
、あ
ら
ゆ
る
も
の
は
関

係
性
の
中
で
支
え
合
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。例
え
ば
、花
が
咲
く「
果
」に
は
、

種
と
な
る「
因
」が
あ
れ
ば
、花
は
咲
く
と

考
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、そ
こ
に
は
水
や

光
、土
な
ど
の
他
か
ら
の
は
た
ら
き
と
な

る「
縁
」が
な
け
れ
ば
花
は
咲
か
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。私
た
ち
は
、今
の
状
態

を
見
て
良
い
悪
い
を
判
断
し
て
し
ま
い
ま

す
が
、さ
ま
ざ
ま
な
縁
に
よ
っ
て
、今
の
私

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
私
た

ち
は
、教
え
と
い
う
真
実
に
照
ら
さ
れ
て

自
分
の
色
眼
鏡
で
見
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
、そ
れ
が
破
ら
れ
た
時
、お
念
仏

に
救
わ
れ
、良
い
縁
も
悪
い
縁
も
宿
縁
と

し
て
受
け
と
め
ら
れ
、わ
が
身
の
ま
ま
、悩

み
な
が
ら
生
活
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

　
数
知
れ
な
い
縁
の
つ
な
が
り
で
今
こ
こ

に
い
の
ち
を
賜
わ
り
、お
念
仏
に
出
遇
え

た
こ
と
を
慶
び
、感
謝
す
る
と
と
も
に
、そ

れ
で
も
な
お
自
己
に
と
ら
わ
れ
続
け
る
わ

が
身
の
あ
り
方
を
、お
念
仏
を
申
し
な
が

ら
問
い
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
仏
法
は
、聴
聞
に
き
わ
ま
る
こ
と
な
り
」（「
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
」）と
教
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

真
宗
門
徒
は
昔
か
ら
仏
法
聴
聞
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。日
々
の
生
活
の
中
で

仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
い
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
い
に
、毎
月
一
話
ず
つ
掲
載
し
ま
す
。

先
月
号
か
ら
、今
春
、真
宗
本
廟
で
勤
ま
っ
た
慶
讃
法
要
の
意
義
を
確
か
め
、今
後
、各
教
区
で

慶
讃
法
要
が
勤
ま
る
こ
と
を
願
い
、木
越
渉
宗
務
総
長
と
宮
下
晴
輝
教
学
研
究
所
長
と
の
対
談

「
私
に
と
っ
て
の
慶
讃
法
要
」を
掲
載
し
て
い
ま
す
。前
半（
上
）で
は「
真
宗
門
徒
で
あ
る
こ
と
の

原
点
」に
つ
い
て
対
談
が
な
さ
れ
ま
し
た
。後
半（
下
）の
今
号
で
は「
法
要
か
ら
の
出
発
」を

テ
ー
マ
に
語
り
合
い
ま
す
。

ち
ょ
う
も
ん

こ
っ
た
こ
と
も
、ま
さ
に
子
ど
も
た
ち
を
未
来
の

諸
仏
と
仰
が
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

本
願
か
ら
諸
仏
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
体
感

さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

木
越
　
と
こ
ろ
で
、宮
下
所
長
が
真
宗
の
教
え
に

出
遇
わ
れ
た
最
初
の
御
縁
は
金
沢
の
崇
信
学
舎
で

あ
る
と
う
か
が
い
ま
し
た
。そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

出
遇
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

宮
下
　
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
を
と
お
し
て
教
え

ら
れ
た
よ
う
に
、私
は
出
雲
路
暢
良
と
い
う
先
生

を
と
お
し
て
真
宗
の
世
界
に
触
れ
ま
し
た
。そ
の
出

遇
い
が
な
け
れ
ば
、お
寺
も
風
景
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。親
鸞
聖

人
が『
教
行
信
証
』の
総
序
で「
遇
い
が
た
く
し
て

今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
」と
言
わ
れ
る
通
り
で
す
。

木
越
　
私
は
寺
川
先
生
や
平
野
修
先
生
を
は
じ

め
、出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
先
生
方
の
本
を
読
む

と
、そ
の
先
生
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

宮
下
　
私
も
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
と
、

先
生
の
声
が
響
い
て
き
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
声
を

と
お
し
て
、宗
祖
や
釈
尊
の
教
え
に
出
遇
い
直
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

木
越
　『
歎
異
抄
』第
二
章
で
は
、阿
弥
陀
如
来
の

本
願
か
ら
順
に
釈
尊
、善
導
大
師
、法
然
上
人
と

憶
念
し
て
い
か
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
私
た
ち
も
ま

た
、憶
念
さ
れ
て
い
る
そ
の
人
の
姿
を
と
お
し
て
釈

尊
、さ
ら
に
は
弥
陀
の
本
願
に
出
遇
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

宮
下
　
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
正
信

偈
」に「
憶
念
弥
陀
仏
本
願
」と
あ
る
よ
う
に
、親

人
の
子
ど
も
や
引
率
者
た
ち
が
真
宗
本
廟
に
集

わ
れ
ま
し
た
。満
堂
の
御
影
堂
で
子
ど
も
た
ち
が

念
仏
を
称
え
ら
れ
た
時
、念
仏
に
は
歴
史
が
あ
る

の
だ
と
感
激
し
ま
し
た
。

宮
下
　
総
長
は
閉
会
の
挨
拶
の
中
で「
念
仏
し
ま

し
ょ
う
。最
初
は
心
の
中
で
。次
は
自
分
の
耳
に
聞

こ
え
る
よ
う
に
。最
後
は
親
鸞
聖
人
に
届
く
声
で
」

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

木
越
　
子
ど
も
た
ち
に「
念
仏
し
ま
し
ょ
う
」と

呼
び
か
け
、小
さ
な
口
か
ら「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
時
、

念
仏
が
私
の
身
体
を
突
き

抜
け
て
伝
わ
っ
て
い
る
、こ

の
私
の
存
在
は
自
分
が
思
っ

て
い
る
以
上
に
重
要
な
も

の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ま

し
た
。

宮
下
　
そ
れ
は
菩
薩
、求
道

者
を
拝
ま
れ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。と
て
も
大
事
な
出

来
事
だ
と
思
い
ま
す
。

木
越
　
大
谷
大
学
の
学
生
時

代
、松
原
祐
善
先
生
が
帰
っ
て
い
か
れ
る
時
に
私

た
ち
が
挨
拶
を
す
る
と
、ゆ
っ
く
り
と
頭
を
下
げ

ら
れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。こ
ち
ら
が
パ
ッ

と
頭
を
上
げ
た
ら
、先
生
は
ま
だ
下
ろ
す
最
中
な

の
で
、も
う
一
回
頭
を
下
げ
て
上
げ
る
の
で
す
が
、

先
生
は
ま
だ
頭
を
下
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。そ

の
こ
と
を
寺
川
俊
昭
先
生
に
お
話
し
し
た
ら
、「
未

来
の
諸
仏
と
仰
が
れ
て
い
る
の
で
す
」と
即
答
さ

れ
ま
し
た
。

宮
下
　
こ
の
た
び
の「
子
ど
も
の
つ
ど
い
」で
起

鸞
聖
人
は
本
願
を
憶
念
し
て
お
ら
れ
る
法
然
上

人
を
仰
い
で
お
ら
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。親
鸞
聖

人
に
と
っ
て
法
然
上
人
は
、阿
弥
陀
如
来
の
本
願

か
ら
現
れ
た
諸
仏
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
人
と
し

て
仰
い
で
お
ら
れ
ま
す
。私
自
身
も
先
生
に
出

遇
っ
た
時
、「
あ
あ
、誠
実
な
先
生
だ
」と
か「
普

通
の
世
間
の
人
と
は
違
う
も
の
を
も
っ
て
お
ら

れ
る
」と
は
感
じ
ま
し
た
が
、最
初
は
な
か
な
か

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。ど
う
い
う
こ
と
を
慶
び
、ど

う
い
う
も
の
を
真
実
と
仰
ぐ
人
な
の
か
、そ
の
こ

と
が
深
く
知
ら
さ
れ
る
に
は
、本
当
に
時
間
が
か

か
り
ま
す
。

宮
下
　
真
宗
教
団
に
と
っ
て
立
教
開
宗
の
起
点
と

な
る
一
二
二
四（
元
仁
元
）年
は
、宗
祖
が
今
は
末

法
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
た
年
で
し
た
。

木
越
　
親
鸞
聖
人
は
、自
分
の
思
い
に
沈
み
込
ん

で「
浄
土
の
真
証
」を
貶
め
て
い
る
と
い

う
末
法
濁
世
の
悲
し
み
を
と
お
し
て
、

た
だ
念
仏
の
教
え
を
明
ら
か
に
さ
れ

ま
し
た
。そ
し
て
、よ
く
よ
く
案
ず
れ

ば
偏
に「
こ
の
よ
う
な
私
」の
た
め
に

起
こ
さ
れ
た
本
願
で
あ
り
ま
し
た
と

頷
か
れ
ま
し
た
。

宮
下
　
末
法
と
い
う
こ
と
で
思
い
出

す
の
は
、以
前
、大
谷
大
学
が
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学（
ド

イ
ツ
）と
対
話
を
し
た
時
の
こ
と
で

す
。そ
の
際「
世
俗
化
」と
い
う
問
題
が

テ
ー
マ
に
な
り
ま
し
た
。仏
教
の
方
で

は
昔
か
ら「
世
俗
」と
い
う
言
葉
を
使

う
の
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
。教
会
が
な
く
て
も
、あ
る
い
は
神
が
い
な
く

て
も
、社
会
は
う
ま
く
回
っ
て
い
く
。そ
れ
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
方
で
は「
世
俗
化
」と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
。そ
の
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、日
本
の
仏
教
も
同

じ
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。経
済
さ

え
う
ま
く
回
れ
ば
、寺
な
ん
か
な
く
て
も
社
会
は

成
り
立
つ
の
だ
と
。そ
れ
が「
世
俗
化
」の
最
た
る

も
の
で
、そ
れ
こ
そ
が
末
法
で
し
ょ
う
。

木
越
　
だ
か
ら
こ
そ
、今
私
た
ち
に
願
わ
れ
る
の

は「
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
」と
言
う
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
が
な
け
れ
ば
世
間
話
に
と

ど
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。本
気
で「
念
仏
申
し
ま

し
ょ
う
」と
言
え
る
か
ど
う
か
。そ
れ
が
私
た
ち

の
大
事
な
仕
事
で
あ
る
と
、こ
の
た
び
の
慶
讃
法

要
で
念
仏
の
声
を
聞
い
て
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま

し
た
。

宮
下
　
結
願
法
要
の
法
話

で
、池
田
勇
諦
先
生
が「
親

鸞
聖
人
の
御
誕
生
、浄
土

真
宗
の
立
教
開
宗
を
通
し

て
、自
分
の
胸
の
内
に
閉
じ

込
め
て
し
ま
う
よ
う
な
聞

法
を
翻
し
、確
か
な
聞
法

を
一
人
ひ
と
り
が
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
社
会

の
た
だ
中
に
聞
法
生
活
を

開
い
て
い
く
こ
と
が
、法
要

か
ら
の
出
発
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
終
）

私
に
と
っ
て
の
慶
讃
法
要

       

　
　
　
　

 ―

法
要
か
ら
の
出
発
（
下
）

木
越
　
あ
る
知
人
の
住
職
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
す

が
、こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
で
初
め
て
真
宗
本
廟

に
参
拝
さ
れ
た
ご
門
徒
が
、帰
り
に「
満
堂
の
門
徒

と
一
緒
に
お
勤
め
し
、堂
内
に
響
い
た「
正
信
偈
」

に
、身
が
震
え
た
」と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

宮
下
　
御
堂
に
た
く
さ
ん
の
方
が
集
ま
っ
て
、一
同

に
お
勤
め
を
し
、と
も
に
念
仏
し
た
。そ
の
感
動

を
、お
参
り
を
し
た
皆
で
共
有
さ
れ
た
か
と
思
い

ま
す
。け
れ
ど
も
、そ
の
感
動
は
一
体
何

だ
っ
た
の
か
。そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て

問
い
直
す
機
会
が
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

木
越
　
慶
讃
法
要
と
い
う
の
は
、決
し

て
打
ち
上
げ
花
火
で
は
な
い
。教
区
で

の
お
待
ち
受
け
法
要
に
始
ま
り
、本
山

で
勤
め
て
終
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。今
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た

教
化
活
動
を
よ
り
深
め
て
い
く
た
め
の

再
出
発
の
機
会
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。ま
た
、真
宗
本
廟
に
参
ら
れ
た

方
々
の
何
十
倍
も
、参
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
も
、さ

ま
ざ
ま
な
事
情
で
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
々
が
お
ら

れ
た
は
ず
で
す
。こ
こ
で
行
わ
れ
た
御
仏
事
を
各

教
区
に
丁
寧
に
手
渡
し
て
い
く
こ
と
が
、慶
讃
法

要
を
終
え
た
私
た
ち
に
託
さ
れ
た
非
常
に
大
切
な

仕
事
だ
と
い
う
思
い
を
強
く
も
っ
て
い
ま
す
。

木
越
　
結
願
法
要
後
の
５
月
５
日
に
は「
子
ど
も

の
つ
ど
い
in
東
本
願
寺
」が
開
催
さ
れ
、４
０
０
０

木
越 

渉 

宗
務
総
長 

宮
下 

晴
輝 

教
学
研
究
所
長

遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り

感
動
を
問
い
直
す

聞
法
生
活
を
開
く

未
来
の
諸
仏

対
談

こ ばやし あや

た
か
は
し

あ
さ

と
き

じ

う

あ

へい

な
げ

だ
い
ひ

む

け
ん

が

し
ん

え

あ

え
ん
ぎ

じ
ょ
う
し
ょ
う

ぎ
ょ
う

た
ま
わ

よ
ろ
こ

きみ
や
し
た

せ
い

き

ご
し

わ
た
る

き
ょ
う
さ
ん

き
ゅ
う

し
ゅ
ん
し
ょ
う し

ゃ

ど
う

と
な

ぼ

ま
つ

て
ら
か
わ

ば
ら
ゆ
う
ぜ
ん

さ
つ

そ
う

ほ
う

い
ず
も
じ

ね
ん

に
ん

し
ん

ひ
ら
の

そ
ん

た
ん

お
く
ね
ん

お
く
ね
ん
み

だ
ぶ
つ
ほ
ん
が
ん

ぜ
ん
ど
う
だ
い
し

に

し
ょ
う

ち
ょ
う

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

し
ん

ぽ
う

せ

ま
っ

い
けひ

る
が
え だ

ゆ
う
た
い

し
ょ
う

じ
ょ
く

ひ
と
え

お
と
し

お
さ
む

し
ゃ
く

し
ょ
う

り
ょ
う

よ
ろ
こ

し
ん

ど
う

え
い

ご

け
ち
が
ん

し
ょ
ぶ
つ

あ

も
ん
ぽ
う

しゅく えん

同朋新聞東本願寺ホームページで『同朋新聞』がお読みいただけます

（Webカタログ掲載・商品動画配信中）

Eメール／
shuppan@higashihonganji.or.jp
FAX／075-371-9211
〒600-8505 
京都市下京区烏丸通七条上る 
東本願寺出版「同朋新聞編集係」
◇住所・氏名・年齢・電話番号を明記してお送
りください。紙幅の都合上、掲載時は添削・
抜粋させていただく場合があります。

宛先

『同朋新聞』の感想をはじめ、日々の
思いなどをお寄せください。

読者のお便り募集

ご注文
お問い合わせはお問い合わせは TEL：075-371-9208

らん おん れん

東本願寺キャラクター「鸞恩くん」「蓮ちゃん」「あかほんくん」のか
わいいLINEスタンプを発売中です。LINEアプリ内「クリエイター
ズスタンプ」にて120円（税込）【50コイン】で購入いただけます。
ご家族やご友人へのプレゼントにもぜひご活用ください！

東本願寺キャラクターの
LINEスタンプ            　

プレゼント
にも最適！

真宗教化センター 
しんらん交流館

LINEアプリからの購入方法

STEP  1 STEP  2 STEP  3
LINEアプリを
起動

下の「ホーム」
ボタンを押す

上にある検索窓に
「東本願寺キャラクター」と
入力して検索すると表示されます。

購入ページ
LINE STORE

Eメール：shinrankoryukan@higashihonganji.or.jp

発売中発売中

（9） （8）2023年（令和5年）10月1日 2023年（令和5年）10月1日  第791号   第791号 朋新聞同朋新聞同



ご案内
真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

東本願寺 　

浄土真宗ドットインフォ 　

詳しくは、真宗大谷派ホームページまで

晨朝（おあさじ）【場所】阿弥陀堂及び御影堂　【時間】毎日7時～
晨朝法話 　　  【場所】御影堂　【時間】毎日7時30分頃～
真宗本廟法話  【場所】視聴覚ホール・大寝殿・参拝接待所仏間
【時間】通常10時10分～／13時10分～　
逮夜日（12・27日）13時10分～  　　　御命日（28日）9時30分～
※その他、時間・会場を変更する場合があります。

参拝接待所ギャラリー　【時間】9時～16時 　
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中、「渉成園展」開催中～10月26日

しんらん交流館 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地

真宗本廟（東本願寺）へご参拝の際には、ぜひ真宗教化センター しんらん交流館にお立ち寄りください。
開館時間／平日 ９時～18時　 土日祝 ９時～17時　休館日／毎週火曜日

10月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（12・27日10時～）
※毎週火曜日（10日を除く）は休会、その他都合により休会する場合があります。

10月の東本願寺日曜講演 【場所】2階 大谷ホール　【時間】9時30分～11時
【講師】♦10月1日…吉元信暁（九州大谷短期大学教授）♦8日…休会♦15日
…松下俊英（教学研究所研究員）♦22日…岸上仁（大阪教区受念寺・脳神経内
科医）♦29日…中野誠二（北海道教区大昭寺住職・北海道教学研究所長）
交流ギャラリー（1階） 【期間】10月4日（水）～12月18日（月）　
「梅林秀行さんと歩く 東本願寺 水と緑の散歩道」展　
公開講演会 【場所】2階 大谷ホール　【日時】10月18日18時～19時30分
【講師】吉村由依子（亀屋良長女将）　【参加費】550円
しんらん交流館 Tera School 【場所】1階 すみれの間
【日時】毎週月・金曜日　18時30分～20時30分
【対象】小学3年生～高校3年生　※幼児教室もあります。   http://www.teraschool.jp

東本願寺いのちとこころの相談室　【TEL】075-371-9280
【開室時間】毎週木曜日 13時～17時（祝日または休館日、その他行事日は閉室）

浄土真宗ドットインフォ 　
全国のお寺での取り組みや読みもののページなど、
さまざまな情報を発信しています。

◇

◇

◇

◇

◇

詳しくは、真宗大谷派（東本願寺）ホームページ
「法要・法話のご案内」まで
もしくは、右のQRコードを読みこんでください。

　
孫
が
今
年
の
４
月
に
結
婚
し
ま
し
た
。22
歳

の
可
愛
い
お
嫁
さ
ん
。関
東
か
ら
富
山
に
引
っ

越
し
て
き
て
、我
が
家
に
挨
拶
に
来
て
く
れ
ま

し
た
。「
家
族
に
な
る
の
だ
か
ら
、う
ち
の
し
き

た
り
に
な
ら
っ
て
も
ら
う
よ
」と
、お
内
仏
の
前

に
案
内
し
、一
緒
に
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。そ

し
た
ら
彼
女
が
一
言
。「
私
、生
ま
れ
て
初
め
て

お
仏
壇
に
お
参
り
し
ま
し
た
」と
の
こ
と
。今

は
お
内
仏
の
な
い
お
家
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

時
代
を
感
じ
ま
し
た
。

　
ま
た
、う
ち
で
は
毎
年
親
戚
で
集
ま
り
、お

手
次
の
お
寺
に
お
墓
参
り
に
行
く
の
で
す
が
、

今
年
は
お
嫁
さ
ん
も
一
緒
に
参
っ
て
く
れ
る
か

と
お
誘
い
す
る
と
、「
は
い
！
」と
気
持
ち
よ
く

答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
歳
に
な
っ
て
こ
ん
な
に
楽
し
い
こ
と
、う

れ
し
い
こ
と
に
あ
え
る
と
は
思
っ
て
も
み
ま
せ

ん
で
し
た
。合
掌
。

読者のお便り

富
山
県
高
岡
市 

中
島 
司（
78
歳
）

孫
の
可
愛
い
お
嫁
さ
ん

約15分

約15分

約25分

勤行後約1時間

約25分

お
便
り
募
集
詳
し
く
は
9
面
広
告
欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

兵
戈
無
用
は
現
実
化
す
る
の
か

九
州
教
区「
非
核
非
戦
法
要―

共
に
生
き
よ―

」

非
核
非
戦
か
ら
問
わ
れ
る

山
陽
教
区「
非
核
非
戦
法
会 

兼 

原
爆
死
没
者
追
弔
会
」

　
７
月
６
日
、広
島
別
院
明
信
院
に
て「
非
核
非
戦
法
会
兼
原
爆
死
没
者
追

弔
会
」が
勤
修
さ
れ
た
。広
島
別
院
で
は
、原
爆
投
下
か
ら
70
年
目
の
２
０
１

５
年
よ
り
毎
年
７
月
６
日
に
法
会
が
勤
め
ら
れ
、「
非
核
非
戦
」を
発
信
し
て

い
る
。

　
非
核
非
戦
法
会
で
は
、勤
行
に
引
き
続
き
、木
村
慎
氏（
第
４
組
興
宗
寺
）

よ
り「
で
あ
う 

つ
な
が
る 

と
も
に
あ
る
―
子
ど
も
た
ち
か
ら
示
さ
れ
る
非
核

非
戦
」と
い
う
講
題
で
法
話
が
行
わ
れ
た
。

　
木
村
氏
は
、自
身
が
取
り
組
ん
で
き
た

青
少
幼
年
教
化
活
動
の
体
験
を
紹
介
し
、

「
そ
こ
で
出
会
っ
た
福
島
の
子
ど
も
た
ち

の
姿
が「
非
核
非
戦
」と
い
う
言
葉
か
ら
思

い
起
こ
さ
れ
る
」と
述
べ
た
。原
発
事
故
の

影
響
か
ら
福
島
の
子
ど
も
た
ち
を
守
る

保
養
事
業
を
仲
間
た
ち
と
共
に
行
っ
て

き
た
木
村
氏
は
、「
原
発
や
放
射
能
の
問

題
を
事
故
以
前
か
ら
学
ん
で
き
て
い
た

は
ず
な
の
に
、自
分
の
こ
と
と
な
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
問
い
返
さ
れ
、子
ど
も

た
ち
と
の
出
会
い
か
ら「
私
の
問
題
」

と
し
て
受
け
と
め
る
在
り
方
を
教
え

て
い
た
だ
い
た
。出
会
い
、つ
な
が
り

か
ら
自
身
の
思
い
を
超
え
て
教
え
ら

れ
る
視
座
、視
点
、視
野
が
あ
り
、全

て
の
人
が
と
も
に
生
き
て
い
く
同
朋

社
会
の
在
り
方
が
知
ら
さ
れ
る
」と

話
さ
れ
た
。

　
戦
争
、核
、原
発
の
問
題
は
、私
た

ち
の
在
り
方
、他
な
ら
ぬ
私
自
身
が

問
わ
れ
る
。そ
の
こ
と
を
と
も
に
確
か

め
合
っ
て
い
く
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る

と
強
く
感
じ
る
法
会
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、毎
年
８
月
６
日
の「
原
爆
の
日
」に
は
、平
和
記
念
公
園
の
原
爆
供
養

塔
前
で
勤
行
が
行
わ
れ
て
い
る
。家
族
の
遺
骨
に
会
え
な
か
っ
た
大
勢
の
ご
門

徒
の
方
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
で
こ
の
場
を
訪
れ
て
き
た
と
聞
い
た
。一
人
ひ
と

り
が
背
景
を
持
っ
て「
非
核
非
戦
」の
願
い
と
向
き
合
う
姿
が
あ
り
、願
い
を

伝
え
て
い
る
。 

（
山
陽
教
区
通
信
員
　
青
山
祐
一
）

　
８
月
９
日
、九
州
教
区
長
崎
組
長
崎
教
会（
長
崎
市
筑
後
町
）に
て「
非
核

非
戦
法
要
」が
勤
修
さ
れ
た
。当
日
は
台
風
６
号
が
接
近
し
て
お
り
、参
拝
予

定
で
あ
っ
た
方
々
に
は
参
加
を
ご
遠
慮
い
た
だ
き
、全
日
程
を
オ
ン
ラ
イ
ン

配
信
で
実
施
し
た
。ま
た
、例
年
、長
崎
教
会
境
内
地
に
あ
る「
非
核
非
戦
」の

碑
の
前
で
勤
行
が
行
わ
れ
る
が
、屋
内
を
中
心
と
し
た
法
要
に
変
更
。開
会
式

で
は
、信
國
眞
一
九
州
教
務
所
長
の
挨

拶
に
引
き
続
き
、教
会
本
堂
に
て
読
経

が
あ
っ
た
。講
話
は
、照
屋
隆
司
氏（
沖

縄
別
院
総
代
）に
よ
り
Z
o
o
m
を

通
し
て
沖
縄
基
地
問
題
に
つ
い
て
お

話
し
い
た
だ
い
た
。照
屋
氏
は
沖
縄
へ

の
基
地
集
中
、負
担
を
押
し
付
け
て
い

る
こ
と
に
対
し
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を

交
え
な
が
ら
、憲
法
9
条
に
あ
る「
戦

争
放
棄
」は
沖
縄
の
犠
牲
な
し
に
は
あ

り
得
な
い
こ
と
を
重
ね
て
語
り
、「
沖

縄
に
は
戦
後
の
日
本
の
姿
が
凝
縮
さ

れ
て
お
り
、戦
後
の
日
本
の
歪
ん

だ
在
り
方
を
肩
代
わ
り
さ
せ
て
い

る
」と
述
べ
た
。ま
た
、「『
仏
説
無

量
寿
経
』に
説
か
れ
て
い
る「
国
豊

民
安 

兵
戈
無
用
」は
、国
が
豊
か
に

な
り
民
が
安
心
で
き
る
こ
と
で
兵

戈
を
用
い
る
必
要
が
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」と
私
た
ち

に
問
い
か
け
た
。

　
照
屋
氏
は
非
核
非
戦
法
要
で
沖

縄
基
地
問
題
を
話
し
て
い
い
の
か

迷
い
が
あ
っ
た
と
最
初
に
語
ら
れ

て
い
た
が
、「
非
核
非
戦
」と
は
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
に「
共
に
生
き
る
」人
間
へ
と
立
ち
返
れ
と
呼
び
か
け
る
言

葉
で
も
あ
る
。沖
縄
基
地
問
題
と
は
沖
縄
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、私
た
ち
一

人
ひ
と
り
の
問
題
で
あ
り
、と
も
に
解
決
し
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
と
感
じ

る
法
要
で
あ
っ
た
。

勤行の様子

法話(木村慎氏)

本堂での勤行

参拝者を照らす提灯(8月16日) 

オンラインでの講話の様子（長崎教会）

　
厳
し
い
暑
さ
と
な
っ
た
８
月
４
日
と
７
日
、真
宗
本
廟（
東

本
願
寺
）に
て
得
度
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　
得
度
式
と
は
僧
侶
と
な
る
た
め
の
儀
式
で
、親
鸞
聖
人
が

9
歳
で
得
度
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な
み
、大
谷
派
で
は
満
9
歳

か
ら
受
式
で
き
る
。原
則
月
1
回
だ
が
、夏
休
み
に
合
わ
せ
多

く
の
子
ど
も
た
ち
が
受
式
す
る
8
月
は
2
回
実
施
。今
年
は

両
日
合
わ
せ
て
男
女
１
９
８
人
が
受
式
し
た
。綺
麗
に
剃
髪

し
た
姿
は
、京
都
の
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。

　
白
装
束
姿
の
受
式
者
は
、御
影
堂
に
て
大
谷
暢
裕
門
首
か

ら「
剃
刀
の
儀
」を
受
け
、そ
の
後
装
束
を
あ
ら
た
め
、墨
袈
裟

を
着
け
た
姿
で
仏
弟
子
の
名
告
り
で
あ
る
法
名
を
授
か
っ

た
。勤
行
後
は
阿
弥
陀
堂
へ
移
動
し
拝
礼
。そ
し
て
新
型
コ
ロ

ナ
の
影
響
で
中
止
し
て
い
た「
度
牒（
真
宗
大
谷
派
僧
侶
で
あ

る
こ
と
の
証
書
）及
び
法
名
伝
達
式
」が
視
聴
覚
ホ
ー
ル
に
て

行
わ
れ
た
。受
式
者
は
、引
き
締
ま
っ
た
表
情
で
僧
侶
と
し
て

の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

新
僧
侶
の
誕
生―

真
夏
の
得
度
式
執
行

東
大
谷
万
灯
会 

参
拝
者
を
照
ら
す
ろ
う
そ
く
の
と
も
し
び

　
８
月
14
日
か
ら
16
日
の
３
日
間
、大
谷
祖
廟（
京
都

市
東
山
区
）に
お
い
て「
東
大
谷
万
灯
会
」が
開
催
さ
れ

た
。東
大
谷
万
灯
会
は
、酷
暑
の
お
盆
で
も
暑
さ
が
和

ら
ぐ
夜
間
に
参
拝
で
き
る
よ
う
、境
内
に
提
灯
を
灯
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。以
来
、「
亡
き
方
を
縁
と
し
て
、親

鸞
聖
人
が
顕
か
に
さ
れ
た
本
願
念
仏
の
教
え
に
出
あ

う
場
」と
な
る
こ
と
を
願
う
法
会
と
し
て
毎
年
開
催
さ

れ
、今
年
で
62
回
を
迎
え
た
。

　
本
年
は
近
畿
地
方

を
縦
断
し
た
台
風
７

号
の
影
響
に
よ
り
、

14
日
は
一
部
点
灯
、

15
日
は
中
止
、16
日

は
通
常
開
催
と
な
っ

た
。最
終
日
の「
お
盆

法
要
」後
に
は
、松
井

憲
一
氏（
元
大
谷
大

学
非
常
勤
講
師
・
道

光
舎
舎
主
）に
よ
る

法
話
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、若
い
世
代
の
方
が
仏
教
に
ふ

れ
る
こ
と
を
願
い
、紙
芝
居
の
上
演
を
行
っ
た
。ま
た
、

御
廟
に
お
供
え
さ
れ
た
ろ
う
そ
く
を
再
利
用
し
た
リ

サ
イ
ク
ル
キ
ャ
ン
ド
ル
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
配
布
や
、

加
工
し
た
竹
の
中
に
ろ
う
そ
く
を
灯
す
火
文
字
で
慶

讃
法
要
テ
ー
マ
を
表
現
し
た
。 

　
点
灯
し
た
提
灯
の
内
、ろ
う
そ
く
を
用
い
る
4
0
0
0

灯
以
上
の
小
提
灯
は
、大
谷
祖
廟
を
支
え
る「
東
大
谷

会
」の
方
々
を
中
心
に
点
灯
。期
間
中
は
激
し
い
天
候

の
変
化
に
見
舞
わ
れ
た
も
の
の
、最
終
日
は
、多
く
の

参
拝
者
が
訪
れ
、亡
き
方
を
縁
に
手
を
合
わ
せ
ら
れ
る

姿
が
見
ら
れ
た
。 

　
な
お
、祖
廟
で
は
8
月
1
日
か
ら
5
日
間「
暁
天
講

座
」も
開
催
さ
れ
、毎
朝
6
時
30
分
か
ら
の
勤
行
に
引

き
続
き
法
話
が
行
わ
れ
、本
堂
の
広
縁
か
ら
境
内
に
設

け
ら
れ
た
椅
子
席
か
ら
も
耳
を
傾
け
る
聴
聞
者
も
多

く
お
ら
れ
、期
間
中
延
べ
3
0
0
人
が
聴
聞
し
た
。法

話
は
、し
ん
ら
ん
交
流
館
の
Y
o
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン

ネ
ル
で
一
部
公
開
し
て
い
る
。

集合写真にて笑顔を見せる受式者（8月4日）

「
お
ひ
が
し
さ
ん
門
前
フ
ェ
ス
タ
」開
催

お
東
さ
ん
広
場
賑
わ
う

若者向け法話集
～50のストーリー～

青少幼年センターホームページで公開中

「若い人に教えを伝える場をつくろう」
青少幼年センターでは、若い人に教えを伝える場をつ
くる一助となるよう、慶讃事業として「若者向け法話
集」の制作に取り組んできました。現在、作成されたす
べての法話を公開しています。ホームページからプリ
ントアウトすることができますので、ご家庭
やお寺の同朋の会などの話題にしてみま
せんか？

青少幼年センターでは、若者が集う場づくりを応援してい
ます。詳しくは、下記へお問い合わせください。

青少幼年センター  TEL　075-354-3440　
MAIL　oyc@higashihonganji.or.jp

　
8
月
１
日
か
ら
９
月
２
日
ま
で
、京
都
駅
周

辺
の
賑
わ
い
づ
く
り
を
目
的
と
し
た「
下
京
・
京

都
駅
前
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
」が
開
催
さ
れ
た
。

　
下
京
・
京
都
駅
前
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
は
、下
京

区
、京
都
駅
ビ
ル
開
発
、東
西
本
願
寺
が
実
行
委

員
会
を
組
織
し
毎
年
夏
に
開
催
し
て
お
り
、東

本
願
寺
や
西
本
願
寺
、京
都
駅
前
な
ど
の
各
会

場
で
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
た
。

　
東
本
願
寺
会
場
で
は
3
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た

お
東
さ
ん
広
場
を
会
場
に
、9
月
1
日
、2
日
に

「
お
ひ
が
し
さ
ん
門
前
フ
ェ
ス
タ
2
0
2
3
」を
開
催
し
た
。

　
1
日
は
東
本
願
寺
自
衛
消
防
隊
に
よ
る
訓
練
公
開
や
防
火
設
備（
放
水

銃
・
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
）点
検
特
別
公
開
が
行
わ
れ
、木
造
建
築
で
世
界
最
大
級

の
御
影
堂
に
大
量
の
水
が
放
水
さ
れ
る
様
子
に
、来
場
者
は
お
ど
ろ
き
の
声

を
あ
げ
、写
真
や
動
画
に
お
さ
め
る
姿
も
み
ら
れ
た
。引
き
続
き
、お
東
さ
ん

広
場
で
、ア
ン
ビ
エ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
や
シ
ョ
ー
ト

フ
ィ
ル
ム
の
上
映
が
行
わ
れ
た
。

　
2
日
は
、京
都
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
や
軽
食
な

ど
、地
元
京
都
の
飲
食
店
に
よ
る
出
店
に
加
え
、

ダ
ブ
ル
ダ
ッ
チ
や
３
×
３
バ
ス
ケ
、ブ
レ
イ
キ
ン
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
体
験
会
も

行
わ
れ
た
。境
内
で
は
、東
本
願
寺
の
職
員
に
よ

る
参
拝
案
内
も
行
わ
れ
、参
加
者
に
東
本
願
寺
を

知
っ
て
も
ら
う
機
会
と
も
な
っ
た
。

　
2
日
間
で
約
1
万
人
が
来
場
し
、夏
の
暑
さ
に

ま
け
ず
楽
し
む
多
く
の
参
加
者
で
賑
わ
っ
た
。

親鸞聖人讃仰講演会のご案内
　11月26日から28日の3日間親鸞聖人を讃仰する講演
会を開催します。ぜひご来場ください。
◆11月26日（日）～28日（火）18時～20時30分（17時開場）
　会場：真宗教化センター しんらん交流館2階大谷ホール
◆聴講無料（予約不要）
 講師・講題

「ままならない体を生きる」
　伊藤 亜紗氏（東京工業大学教授・未来の人類研究センター長）
「「証道」という成仏道―証から証果へ―」　小川 一乘氏（大谷大学名誉教授）
「門徒という生き方―親鸞聖人の御生涯に学ぶ―」
　沙加戸 弘氏（大谷大学名誉教授）
「願心荘厳の浄土」　本多 弘之氏（親鸞仏教センター所長）　
「『教行信証』の三部経」
　織田 顕祐氏（同朋大学特別任用教授・大谷大学名誉教授）
「救いと罪―唯、差別するを除く―」　池田勇諦氏（同朋大学名誉教授）

※講演の様子をインターネットにて同時配信いたします。
詳しくは『同朋新聞』11月号にてお知らせします。

 問い合わせ　教学研究所
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199
電話：075-371-8750
詳しい情報はホームページにて公開中！

26日
（日）

27日
（月）

28日
（火）

（
九
州
教
区
通
信
員
　
奥
村
誓
至
）

3×3バスケに見入る参加者

夜の御影堂門下でショートフィルムを鑑賞

法話集はこちらから➡

し
ま
つ
か
さ

な
か

み
ょ
う
し
ん
い
ん

き

む
ら
し
ん

の
ぶ
く
に
し
ん
い
ち

て
る

や

じ

り
ゅ
う

こ
く

ぶ

み
ん
あ
ん

ひ
ょ
う

が

む
よ
う

お
お
た
に
ち
ょ
う
ゆ
う
も
ん
し
ゅ

て
い
と
う

し
ょ
う
ぞ
く

つ

す
み

げ

さ

ほ
う

の

な

み
ょ
う

ど
ち
ょ
う

ま
つ

い

け
ん
い
ち

と
く

ど

し
き

ま
ん

と
う

え

ぎ
ょ
う
て
ん

あ
き
ら

さんさん ごうごう

月刊『同朋』購入限定プレゼントキャンペーン

カルト問題相談窓口（真宗大谷派青少幼年センター） 075-354-3440（平日9時～16時） 教え・人 出遇いなおしは真宗本廟奉仕から 真宗本廟奉仕に参加しましょう

ご注文・お問い合わせは TEL：075-371-9189

月刊『同朋』 A4判・60頁・
オールカラー
年間購読4,200円（税込・送料込）
1冊400円（税込・送料別）

それぞれ
プレゼント！

単号購入の方
⇒クリアファイル

新規年間購読を
お申し込みの方
⇒トートバッグ

開催中～10月31日（火）
期間

10月号の
特集
恐怖

ー私たちが
おそれるのは？

東本願寺出版 　

月刊『同朋』で表紙絵を
ご担当の北村人さん

（絵本作家＆イラストレーター）の
書き下ろしイラストグッズを

ご用意しました！

（11）  第791号   第791号 （10）2023年（令和5年）10月1日 2023年（令和5年）10月1日朋新聞同朋新聞同



ご案内
真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

東本願寺 　

浄土真宗ドットインフォ 　

詳しくは、真宗大谷派ホームページまで

晨朝（おあさじ）【場所】阿弥陀堂及び御影堂　【時間】毎日7時～
晨朝法話 　　  【場所】御影堂　【時間】毎日7時30分頃～
真宗本廟法話  【場所】視聴覚ホール・大寝殿・参拝接待所仏間
【時間】通常10時10分～／13時10分～　
逮夜日（12・27日）13時10分～  　　　御命日（28日）9時30分～
※その他、時間・会場を変更する場合があります。

参拝接待所ギャラリー　【時間】9時～16時 　
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中、「渉成園展」開催中～10月26日

しんらん交流館 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地

真宗本廟（東本願寺）へご参拝の際には、ぜひ真宗教化センター しんらん交流館にお立ち寄りください。
開館時間／平日 ９時～18時　 土日祝 ９時～17時　休館日／毎週火曜日

10月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（12・27日10時～）
※毎週火曜日（10日を除く）は休会、その他都合により休会する場合があります。

10月の東本願寺日曜講演 【場所】2階 大谷ホール　【時間】9時30分～11時
【講師】♦10月1日…吉元信暁（九州大谷短期大学教授）♦8日…休会♦15日
…松下俊英（教学研究所研究員）♦22日…岸上仁（大阪教区受念寺・脳神経内
科医）♦29日…中野誠二（北海道教区大昭寺住職・北海道教学研究所長）
交流ギャラリー（1階） 【期間】10月4日（水）～12月18日（月）　
「梅林秀行さんと歩く 東本願寺 水と緑の散歩道」展　
公開講演会 【場所】2階 大谷ホール　【日時】10月18日18時～19時30分
【講師】吉村由依子（亀屋良長女将）　【参加費】550円
しんらん交流館 Tera School 【場所】1階 すみれの間
【日時】毎週月・金曜日　18時30分～20時30分
【対象】小学3年生～高校3年生　※幼児教室もあります。   http://www.teraschool.jp

東本願寺いのちとこころの相談室　【TEL】075-371-9280
【開室時間】毎週木曜日 13時～17時（祝日または休館日、その他行事日は閉室）

浄土真宗ドットインフォ 　
全国のお寺での取り組みや読みもののページなど、
さまざまな情報を発信しています。

◇

◇

◇

◇

◇

詳しくは、真宗大谷派（東本願寺）ホームページ
「法要・法話のご案内」まで
もしくは、右のQRコードを読みこんでください。

　
孫
が
今
年
の
４
月
に
結
婚
し
ま
し
た
。22
歳

の
可
愛
い
お
嫁
さ
ん
。関
東
か
ら
富
山
に
引
っ

越
し
て
き
て
、我
が
家
に
挨
拶
に
来
て
く
れ
ま

し
た
。「
家
族
に
な
る
の
だ
か
ら
、う
ち
の
し
き

た
り
に
な
ら
っ
て
も
ら
う
よ
」と
、お
内
仏
の
前

に
案
内
し
、一
緒
に
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。そ

し
た
ら
彼
女
が
一
言
。「
私
、生
ま
れ
て
初
め
て

お
仏
壇
に
お
参
り
し
ま
し
た
」と
の
こ
と
。今

は
お
内
仏
の
な
い
お
家
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

時
代
を
感
じ
ま
し
た
。

　
ま
た
、う
ち
で
は
毎
年
親
戚
で
集
ま
り
、お

手
次
の
お
寺
に
お
墓
参
り
に
行
く
の
で
す
が
、

今
年
は
お
嫁
さ
ん
も
一
緒
に
参
っ
て
く
れ
る
か

と
お
誘
い
す
る
と
、「
は
い
！
」と
気
持
ち
よ
く

答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
歳
に
な
っ
て
こ
ん
な
に
楽
し
い
こ
と
、う

れ
し
い
こ
と
に
あ
え
る
と
は
思
っ
て
も
み
ま
せ

ん
で
し
た
。合
掌
。

読者のお便り

富
山
県
高
岡
市 

中
島 

司（
78
歳
）

孫
の
可
愛
い
お
嫁
さ
ん

約15分

約15分

約25分

勤行後約1時間

約25分

お
便
り
募
集
詳
し
く
は
9
面
広
告
欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

兵
戈
無
用
は
現
実
化
す
る
の
か

九
州
教
区「
非
核
非
戦
法
要―

共
に
生
き
よ―

」

非
核
非
戦
か
ら
問
わ
れ
る

山
陽
教
区「
非
核
非
戦
法
会 

兼 

原
爆
死
没
者
追
弔
会
」

　
７
月
６
日
、広
島
別
院
明
信
院
に
て「
非
核
非
戦
法
会
兼
原
爆
死
没
者
追

弔
会
」が
勤
修
さ
れ
た
。広
島
別
院
で
は
、原
爆
投
下
か
ら
70
年
目
の
２
０
１

５
年
よ
り
毎
年
７
月
６
日
に
法
会
が
勤
め
ら
れ
、「
非
核
非
戦
」を
発
信
し
て

い
る
。

　
非
核
非
戦
法
会
で
は
、勤
行
に
引
き
続
き
、木
村
慎
氏（
第
４
組
興
宗
寺
）

よ
り「
で
あ
う 

つ
な
が
る 

と
も
に
あ
る
―
子
ど
も
た
ち
か
ら
示
さ
れ
る
非
核

非
戦
」と
い
う
講
題
で
法
話
が
行
わ
れ
た
。

　
木
村
氏
は
、自
身
が
取
り
組
ん
で
き
た

青
少
幼
年
教
化
活
動
の
体
験
を
紹
介
し
、

「
そ
こ
で
出
会
っ
た
福
島
の
子
ど
も
た
ち

の
姿
が「
非
核
非
戦
」と
い
う
言
葉
か
ら
思

い
起
こ
さ
れ
る
」と
述
べ
た
。原
発
事
故
の

影
響
か
ら
福
島
の
子
ど
も
た
ち
を
守
る

保
養
事
業
を
仲
間
た
ち
と
共
に
行
っ
て

き
た
木
村
氏
は
、「
原
発
や
放
射
能
の
問

題
を
事
故
以
前
か
ら
学
ん
で
き
て
い
た

は
ず
な
の
に
、自
分
の
こ
と
と
な
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
問
い
返
さ
れ
、子
ど
も

た
ち
と
の
出
会
い
か
ら「
私
の
問
題
」

と
し
て
受
け
と
め
る
在
り
方
を
教
え

て
い
た
だ
い
た
。出
会
い
、つ
な
が
り

か
ら
自
身
の
思
い
を
超
え
て
教
え
ら

れ
る
視
座
、視
点
、視
野
が
あ
り
、全

て
の
人
が
と
も
に
生
き
て
い
く
同
朋

社
会
の
在
り
方
が
知
ら
さ
れ
る
」と

話
さ
れ
た
。

　
戦
争
、核
、原
発
の
問
題
は
、私
た

ち
の
在
り
方
、他
な
ら
ぬ
私
自
身
が

問
わ
れ
る
。そ
の
こ
と
を
と
も
に
確
か

め
合
っ
て
い
く
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る

と
強
く
感
じ
る
法
会
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、毎
年
８
月
６
日
の「
原
爆
の
日
」に
は
、平
和
記
念
公
園
の
原
爆
供
養

塔
前
で
勤
行
が
行
わ
れ
て
い
る
。家
族
の
遺
骨
に
会
え
な
か
っ
た
大
勢
の
ご
門

徒
の
方
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
で
こ
の
場
を
訪
れ
て
き
た
と
聞
い
た
。一
人
ひ
と

り
が
背
景
を
持
っ
て「
非
核
非
戦
」の
願
い
と
向
き
合
う
姿
が
あ
り
、願
い
を

伝
え
て
い
る
。 

（
山
陽
教
区
通
信
員
　
青
山
祐
一
）

　
８
月
９
日
、九
州
教
区
長
崎
組
長
崎
教
会（
長
崎
市
筑
後
町
）に
て「
非
核

非
戦
法
要
」が
勤
修
さ
れ
た
。当
日
は
台
風
６
号
が
接
近
し
て
お
り
、参
拝
予

定
で
あ
っ
た
方
々
に
は
参
加
を
ご
遠
慮
い
た
だ
き
、全
日
程
を
オ
ン
ラ
イ
ン

配
信
で
実
施
し
た
。ま
た
、例
年
、長
崎
教
会
境
内
地
に
あ
る「
非
核
非
戦
」の

碑
の
前
で
勤
行
が
行
わ
れ
る
が
、屋
内
を
中
心
と
し
た
法
要
に
変
更
。開
会
式

で
は
、信
國
眞
一
九
州
教
務
所
長
の
挨

拶
に
引
き
続
き
、教
会
本
堂
に
て
読
経

が
あ
っ
た
。講
話
は
、照
屋
隆
司
氏（
沖

縄
別
院
総
代
）に
よ
り
Z
o
o
m
を

通
し
て
沖
縄
基
地
問
題
に
つ
い
て
お

話
し
い
た
だ
い
た
。照
屋
氏
は
沖
縄
へ

の
基
地
集
中
、負
担
を
押
し
付
け
て
い

る
こ
と
に
対
し
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を

交
え
な
が
ら
、憲
法
9
条
に
あ
る「
戦

争
放
棄
」は
沖
縄
の
犠
牲
な
し
に
は
あ

り
得
な
い
こ
と
を
重
ね
て
語
り
、「
沖

縄
に
は
戦
後
の
日
本
の
姿
が
凝
縮
さ

れ
て
お
り
、戦
後
の
日
本
の
歪
ん

だ
在
り
方
を
肩
代
わ
り
さ
せ
て
い

る
」と
述
べ
た
。ま
た
、「『
仏
説
無

量
寿
経
』に
説
か
れ
て
い
る「
国
豊

民
安 

兵
戈
無
用
」は
、国
が
豊
か
に

な
り
民
が
安
心
で
き
る
こ
と
で
兵

戈
を
用
い
る
必
要
が
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」と
私
た
ち

に
問
い
か
け
た
。

　
照
屋
氏
は
非
核
非
戦
法
要
で
沖

縄
基
地
問
題
を
話
し
て
い
い
の
か

迷
い
が
あ
っ
た
と
最
初
に
語
ら
れ

て
い
た
が
、「
非
核
非
戦
」と
は
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
に「
共
に
生
き
る
」人
間
へ
と
立
ち
返
れ
と
呼
び
か
け
る
言

葉
で
も
あ
る
。沖
縄
基
地
問
題
と
は
沖
縄
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、私
た
ち
一

人
ひ
と
り
の
問
題
で
あ
り
、と
も
に
解
決
し
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
と
感
じ

る
法
要
で
あ
っ
た
。

勤行の様子

法話(木村慎氏)

本堂での勤行

参拝者を照らす提灯(8月16日) 

オンラインでの講話の様子（長崎教会）

　
厳
し
い
暑
さ
と
な
っ
た
８
月
４
日
と
７
日
、真
宗
本
廟（
東

本
願
寺
）に
て
得
度
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　
得
度
式
と
は
僧
侶
と
な
る
た
め
の
儀
式
で
、親
鸞
聖
人
が

9
歳
で
得
度
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な
み
、大
谷
派
で
は
満
9
歳

か
ら
受
式
で
き
る
。原
則
月
1
回
だ
が
、夏
休
み
に
合
わ
せ
多

く
の
子
ど
も
た
ち
が
受
式
す
る
8
月
は
2
回
実
施
。今
年
は

両
日
合
わ
せ
て
男
女
１
９
８
人
が
受
式
し
た
。綺
麗
に
剃
髪

し
た
姿
は
、京
都
の
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。

　
白
装
束
姿
の
受
式
者
は
、御
影
堂
に
て
大
谷
暢
裕
門
首
か

ら「
剃
刀
の
儀
」を
受
け
、そ
の
後
装
束
を
あ
ら
た
め
、墨
袈
裟

を
着
け
た
姿
で
仏
弟
子
の
名
告
り
で
あ
る
法
名
を
授
か
っ

た
。勤
行
後
は
阿
弥
陀
堂
へ
移
動
し
拝
礼
。そ
し
て
新
型
コ
ロ

ナ
の
影
響
で
中
止
し
て
い
た「
度
牒（
真
宗
大
谷
派
僧
侶
で
あ

る
こ
と
の
証
書
）及
び
法
名
伝
達
式
」が
視
聴
覚
ホ
ー
ル
に
て

行
わ
れ
た
。受
式
者
は
、引
き
締
ま
っ
た
表
情
で
僧
侶
と
し
て

の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

新
僧
侶
の
誕
生―

真
夏
の
得
度
式
執
行

東
大
谷
万
灯
会 

参
拝
者
を
照
ら
す
ろ
う
そ
く
の
と
も
し
び

　
８
月
14
日
か
ら
16
日
の
３
日
間
、大
谷
祖
廟（
京
都

市
東
山
区
）に
お
い
て「
東
大
谷
万
灯
会
」が
開
催
さ
れ

た
。東
大
谷
万
灯
会
は
、酷
暑
の
お
盆
で
も
暑
さ
が
和

ら
ぐ
夜
間
に
参
拝
で
き
る
よ
う
、境
内
に
提
灯
を
灯
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。以
来
、「
亡
き
方
を
縁
と
し
て
、親

鸞
聖
人
が
顕
か
に
さ
れ
た
本
願
念
仏
の
教
え
に
出
あ

う
場
」と
な
る
こ
と
を
願
う
法
会
と
し
て
毎
年
開
催
さ

れ
、今
年
で
62
回
を
迎
え
た
。

　
本
年
は
近
畿
地
方

を
縦
断
し
た
台
風
７

号
の
影
響
に
よ
り
、

14
日
は
一
部
点
灯
、

15
日
は
中
止
、16
日

は
通
常
開
催
と
な
っ

た
。最
終
日
の「
お
盆

法
要
」後
に
は
、松
井

憲
一
氏（
元
大
谷
大

学
非
常
勤
講
師
・
道

光
舎
舎
主
）に
よ
る

法
話
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、若
い
世
代
の
方
が
仏
教
に
ふ

れ
る
こ
と
を
願
い
、紙
芝
居
の
上
演
を
行
っ
た
。ま
た
、

御
廟
に
お
供
え
さ
れ
た
ろ
う
そ
く
を
再
利
用
し
た
リ

サ
イ
ク
ル
キ
ャ
ン
ド
ル
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
配
布
や
、

加
工
し
た
竹
の
中
に
ろ
う
そ
く
を
灯
す
火
文
字
で
慶

讃
法
要
テ
ー
マ
を
表
現
し
た
。 

　
点
灯
し
た
提
灯
の
内
、ろ
う
そ
く
を
用
い
る
4
0
0
0

灯
以
上
の
小
提
灯
は
、大
谷
祖
廟
を
支
え
る「
東
大
谷

会
」の
方
々
を
中
心
に
点
灯
。期
間
中
は
激
し
い
天
候

の
変
化
に
見
舞
わ
れ
た
も
の
の
、最
終
日
は
、多
く
の

参
拝
者
が
訪
れ
、亡
き
方
を
縁
に
手
を
合
わ
せ
ら
れ
る

姿
が
見
ら
れ
た
。 

　
な
お
、祖
廟
で
は
8
月
1
日
か
ら
5
日
間「
暁
天
講

座
」も
開
催
さ
れ
、毎
朝
6
時
30
分
か
ら
の
勤
行
に
引

き
続
き
法
話
が
行
わ
れ
、本
堂
の
広
縁
か
ら
境
内
に
設

け
ら
れ
た
椅
子
席
か
ら
も
耳
を
傾
け
る
聴
聞
者
も
多

く
お
ら
れ
、期
間
中
延
べ
3
0
0
人
が
聴
聞
し
た
。法

話
は
、し
ん
ら
ん
交
流
館
の
Y
o
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン

ネ
ル
で
一
部
公
開
し
て
い
る
。

集合写真にて笑顔を見せる受式者（8月4日）

「
お
ひ
が
し
さ
ん
門
前
フ
ェ
ス
タ
」開
催

お
東
さ
ん
広
場
賑
わ
う

若者向け法話集
～50のストーリー～

青少幼年センターホームページで公開中

「若い人に教えを伝える場をつくろう」
青少幼年センターでは、若い人に教えを伝える場をつ
くる一助となるよう、慶讃事業として「若者向け法話
集」の制作に取り組んできました。現在、作成されたす
べての法話を公開しています。ホームページからプリ
ントアウトすることができますので、ご家庭
やお寺の同朋の会などの話題にしてみま
せんか？

青少幼年センターでは、若者が集う場づくりを応援してい
ます。詳しくは、下記へお問い合わせください。

青少幼年センター  TEL　075-354-3440　
MAIL　oyc@higashihonganji.or.jp

　
8
月
１
日
か
ら
９
月
２
日
ま
で
、京
都
駅
周

辺
の
賑
わ
い
づ
く
り
を
目
的
と
し
た「
下
京
・
京

都
駅
前
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
」が
開
催
さ
れ
た
。

　
下
京
・
京
都
駅
前
サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ
は
、下
京

区
、京
都
駅
ビ
ル
開
発
、東
西
本
願
寺
が
実
行
委

員
会
を
組
織
し
毎
年
夏
に
開
催
し
て
お
り
、東

本
願
寺
や
西
本
願
寺
、京
都
駅
前
な
ど
の
各
会

場
で
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
た
。

　
東
本
願
寺
会
場
で
は
3
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た

お
東
さ
ん
広
場
を
会
場
に
、9
月
1
日
、2
日
に

「
お
ひ
が
し
さ
ん
門
前
フ
ェ
ス
タ
2
0
2
3
」を
開
催
し
た
。

　
1
日
は
東
本
願
寺
自
衛
消
防
隊
に
よ
る
訓
練
公
開
や
防
火
設
備（
放
水

銃
・
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
）点
検
特
別
公
開
が
行
わ
れ
、木
造
建
築
で
世
界
最
大
級

の
御
影
堂
に
大
量
の
水
が
放
水
さ
れ
る
様
子
に
、来
場
者
は
お
ど
ろ
き
の
声

を
あ
げ
、写
真
や
動
画
に
お
さ
め
る
姿
も
み
ら
れ
た
。引
き
続
き
、お
東
さ
ん

広
場
で
、ア
ン
ビ
エ
ン
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
や
シ
ョ
ー
ト

フ
ィ
ル
ム
の
上
映
が
行
わ
れ
た
。

　
2
日
は
、京
都
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
や
軽
食
な

ど
、地
元
京
都
の
飲
食
店
に
よ
る
出
店
に
加
え
、

ダ
ブ
ル
ダ
ッ
チ
や
３
×
３
バ
ス
ケ
、ブ
レ
イ
キ
ン
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
体
験
会
も

行
わ
れ
た
。境
内
で
は
、東
本
願
寺
の
職
員
に
よ

る
参
拝
案
内
も
行
わ
れ
、参
加
者
に
東
本
願
寺
を

知
っ
て
も
ら
う
機
会
と
も
な
っ
た
。

　
2
日
間
で
約
1
万
人
が
来
場
し
、夏
の
暑
さ
に

ま
け
ず
楽
し
む
多
く
の
参
加
者
で
賑
わ
っ
た
。

親鸞聖人讃仰講演会のご案内
　11月26日から28日の3日間親鸞聖人を讃仰する講演
会を開催します。ぜひご来場ください。
◆11月26日（日）～28日（火）18時～20時30分（17時開場）
　会場：真宗教化センター しんらん交流館2階大谷ホール
◆聴講無料（予約不要）
 講師・講題

「ままならない体を生きる」
　伊藤 亜紗氏（東京工業大学教授・未来の人類研究センター長）
「「証道」という成仏道―証から証果へ―」　小川 一乘氏（大谷大学名誉教授）
「門徒という生き方―親鸞聖人の御生涯に学ぶ―」
　沙加戸 弘氏（大谷大学名誉教授）
「願心荘厳の浄土」　本多 弘之氏（親鸞仏教センター所長）　
「『教行信証』の三部経」
　織田 顕祐氏（同朋大学特別任用教授・大谷大学名誉教授）
「救いと罪―唯、差別するを除く―」　池田勇諦氏（同朋大学名誉教授）

※講演の様子をインターネットにて同時配信いたします。
詳しくは『同朋新聞』11月号にてお知らせします。

 問い合わせ　教学研究所
〒600-8164 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199
電話：075-371-8750
詳しい情報はホームページにて公開中！

26日
（日）

27日
（月）

28日
（火）

（
九
州
教
区
通
信
員
　
奥
村
誓
至
）

3×3バスケに見入る参加者

夜の御影堂門下でショートフィルムを鑑賞

法話集はこちらから➡

し
ま
つ
か
さ

な
か

み
ょ
う
し
ん
い
ん

き

む
ら
し
ん

の
ぶ
く
に
し
ん
い
ち

て
る

や

じ

り
ゅ
う

こ
く

ぶ

み
ん
あ
ん

ひ
ょ
う

が

む
よ
う

お
お
た
に
ち
ょ
う
ゆ
う
も
ん
し
ゅ

て
い
と
う

し
ょ
う
ぞ
く

つ

す
み

げ

さ

ほ
う

の

な

み
ょ
う

ど
ち
ょ
う

ま
つ

い

け
ん
い
ち

と
く

ど

し
き

ま
ん

と
う

え

ぎ
ょ
う
て
ん

あ
き
ら

さんさん ごうごう

月刊『同朋』購入限定プレゼントキャンペーン

カルト問題相談窓口（真宗大谷派青少幼年センター） 075-354-3440（平日9時～16時） 教え・人 出遇いなおしは真宗本廟奉仕から 真宗本廟奉仕に参加しましょう

ご注文・お問い合わせは TEL：075-371-9189

月刊『同朋』 A4判・60頁・
オールカラー
年間購読4,200円（税込・送料込）
1冊400円（税込・送料別）

それぞれ
プレゼント！

単号購入の方
⇒クリアファイル

新規年間購読を
お申し込みの方
⇒トートバッグ

開催中～10月31日（火）
期間

10月号の
特集
恐怖

ー私たちが
おそれるのは？

東本願寺出版 　

月刊『同朋』で表紙絵を
ご担当の北村人さん

（絵本作家＆イラストレーター）の
書き下ろしイラストグッズを

ご用意しました！

（11）  第791号   第791号 （10）2023年（令和5年）10月1日 2023年（令和5年）10月1日朋新聞同朋新聞同
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代表者　木越　渉

October 2023Vol. 791

Dobo Shimbun

購読料 無料
送　料 1部 1カ年1,300円（部数により変動）
振替口座番号　01000-6-27404
加入者名　東本願寺出版部　

編集／東本願寺出版（真宗大谷派宗務所出版部）
〒600-8505　京都市下京区烏丸通七条上る
TEL.075-371-9189（東本願寺出版）

慶讃特設サイト 　

今月の写真 昼の月
月や星は昼間も空に存在しているが私たちは気づかない。
「目に見えないところでも丁寧にしっかりと仕事をしている人たちについて発信したい」と
ごみ収集の現場で研究をされている藤井誠一郎さん。
私たちは、普段気づかない多くの人たちに支えられて生きている（2・3面参照）。

9面

5面

4面

今月の法話

CONTENTS

2・3面 6・7面 8面

えんえん

-お寺の掲示板-

藤
井 

誠
一
郎

互
い
に
思
い
や
り

　感
謝
し
あ
い

　尊
敬
し
あ
う

そ
の
こ
と
を
自
分
の
心
に
問
う
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

huyusoubi / PIXTA写真：

第36回

現在を きる

ごみ収集の現場から
藤井 誠一郎さん

人間といういのちの相

第15回

第3回

親鸞聖人にであう

―法要からの出発

木越渉  ×  宮下晴輝

報恩講のはじまり
私にとっての慶讃法要（下）

特集 対談

宗務総長 教学研究所長

【お問い合わせ】同朋会館・研修部 TEL：０７５-３７１-９１８５
・ご入館される皆様に安心してお過ごしいただけるよう、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施し運営しています。
・具体的な対策については、同朋会館ホームページよりご確認いただけます。

あらためて人と会い、
他者から自身を教えてもらえる
場であることを強く感じました。

（50代 男性）

あらためて人と会い、
他者から自身を教えてもらえる
場であることを強く感じました。

（50代 男性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

参 加 費

2023年 真宗本廟奉仕のご案内 真宗本廟奉仕を機に、
ぜひ           を受式ください。

入館状況については、研修部まで
お電話でお問い合わせください。 帰敬式

申込締切

歳末、両堂の1年分の埃を竹の棒と大きな団扇
を使って外へ扇ぎだし、新しい年をお迎えする準
備を行う「お煤払い」に参加する奉仕団です。

歳末、両堂の1年分の埃を竹の棒と大きな団扇
を使って外へ扇ぎだし、新しい年をお迎えする準
備を行う「お煤払い」に参加する奉仕団です。

2 泊

12月19日（火）～21日（木）
1 泊

12月19日（火）～20日（水）

◆真宗本廟お煤払い奉仕団

11月9日（木）

申込締切 10月10日（火）

2 泊 1泊

◆真宗本廟報恩講奉仕団

真宗本廟報恩講の法要参拝を日程の中心とした
奉仕団です。

11月20日（月）～22日（水）  11月20日（月）～21日（火）
11月24日（金）～26日（日）   11月24日（金）～25日（土）
11月27日（月）～29日（水）  11月27日（月）～28日（火）

〈２泊３日〉18,000円、米２kg（1升4合）または米代1,300円
          〈１泊２日〉13,000円、米１.２kg（8合）または米代800円

※上記は大人（15歳以上）の場合です。

通年を通し、一般の奉仕団（寺院・門徒会等）の募集も受け付けています。詳しくは同朋会館HPをご確認ください。

き
ょ
う
さ
ん

今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

クロスワードパズルを完成させよう！

答え
A B C D

1

5

4

7 8

10

13

11 12

9

32

「タテのカギ」「ヨコのカギ」それぞれの設問に答え、
クロスワードパズルを完成させましょう！　
10月号の『同朋新聞』を読むと、ほとんどの答えがわかります！！

※答えはすべて「ひらがな」でお答えください。

郵便はがきまたはメールにて、❶「クロスワードパズルの答え」❷「郵便番号」・「住所」・「氏名」・「年齢」・「電話番号」と❸『同朋新聞』の感想や紙面に関する要望を
添えて、下記までご応募ください。今月号の締め切りは10月31日（火）（当日消印有効）です。

はがきと同様に必ず上記❶❷❸を記入し、「件名」に「同朋新聞10月号クロスワード応募」と入力のうえ
higashihonganjishuppan@gmail.comへお送りください。

宛先〒600-8505　京都市下京区烏丸通七条上る
東本願寺出版「クロスワードパズル係」まで
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［ご注意］◆当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。◆個人情報はプレゼントの発送および紙面づくりの参考に使用し、
              それ以外の目的には使用しません。◆感想は「読者のお便り」に掲載する場合があります。
            ◆本クロスワードパズルは、独自のルールに基づいて作成しております。

チャレンジ！ 正解者の中から抽選で5名様に「東本願寺出版オリジナル図書カード1000円分」をプレゼントします！

プレゼント付

6

ヨコのカギタテのカギ

1

2

4

5

8

7

11

13

4

6

10

12

9

3

1 『「聞」ー今月の法話ー』今月の筆者は、
東京教区の「小林〇〇」さんです。（9面）
7月6日、山陽教区広島別院明信院にて「非核非戦法会兼
〇〇〇く死没者追弔会」が勤修されました。 (10面)
8月4日と7日、真宗本廟（東本願寺）にて「と〇〇式」が
執り行われました。（11面）
「しん〇〇〇〇〇ゅう館」ではさまざまなイベントや講演会を
開催しています。詳細は浄土真宗ドットインフォでご確認ください。
『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「〇〇収集の現場から」です。（2・3面）
『読者のお便り』今月のタイトルは、
「〇〇の可愛いお嫁さん」です。(11面)
『縁ーお寺の掲示板ー』今月は、
四国教区通信員「河野一〇〇」さんが執筆しています。(4面)
1480（文明12）年「〇〇〇〇〇〇う人」は、
京都山科に本願寺を再興しました。（6・7面）

『親鸞聖人にであう』今月のタイトルは、
「顕ー〇〇〇かにして開くー」です。(5面)
『縁ーお寺の掲示〇〇ー』今月は、四国教区の
淨證寺さんの掲示板を紹介します。（4面）
『人間といういのちの相』藤井誠一郎さんは、
「立教大が〇〇〇〇〇ティ福祉学部」の准教授です。（2・3面）
11月26日から28日の3日間、親鸞聖人を「さ〇〇う」する
講演会を開催します。（11面）
『特集』真宗本廟では毎年、宗祖親鸞聖人の祥月命日である
11月28日までの8日間、「〇〇〇う忌報恩講」が勤まります。
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6・7面）月刊『同朋』購入限定「〇〇ゼントキャンペーン」を
実施しています。（11面）
今号では、木越渉宗務総長と宮下晴輝「〇〇う学研究所長」が、
『法要からの出発』をテーマに語られた対談を掲載します。（8面）

◆『今月の法話』「死をみつめると生が問われる」を読んで、孫2人が今後の人生をかけがえのないものと思って
　生きていってほしいと思いました。（90代女性） 
◆『読者のお便り』同じく住職不在でお寺を維持する立場として、大変参考になりました。（70代男性）

読者のこえ
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◇8面では先月号に引き続き木越宗務総長と宮下教学研究所長の対談を掲載
しています。「満堂の門徒と一緒にお勤めし、堂内に響いた「正信偈」に、身が震
えた」と話されたご門徒さんと同じように、私も法要では二つのお堂で同時に響
く「正信偈」の力強さに感動しました。宮下所長がおっしゃっているように、この
感動の正体を日々の生活の中で自分自身に問いながら、そしてまた、自分の中だ

けにとどめず、まわりにも伝えていきたいです。◇今月号より本紙の編集を担当さ
せていただくことになりました。60年以上の、長い歴史のある『同朋新聞』の編
集に携わるご縁をいただいたことを嬉しく思います。編集は初めての経験です
が、紙面づくりをとおして、私自身も真宗の教えと出遇っていきたいと思っており
ます。よろしくお願いいたします。（玉井）

編集室
だより

新ホームページ新ホームページオープン！！ 東本願寺出版  

新HPはこちら

これまでの販売サイト「TOMOぶっく」と情報発信サイト「東本願寺出版HP」が1つにまとまり、よりご利用しやすくなります！

東本願寺真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

10月1日

見やすい！

買いやすい！

お  得！

スマートフォン・タブレットに対応！

新しいHPでは……新しいHPでは……

お買い物で使えるポイントが付く！

クレジット決済に対応。
書籍の試し読みもできる！

誠に申し訳ございませんが、
すでに「TOMOぶっく」で会
員登録いただいている方は、
新HPで、再度ご登録いただき
ますようお願い申しあげます。

ぜひ、ご利用ください！

【お願い】
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