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出会いからはじまる物語
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人間といういのちの相

第3回
（全3回）

慶讃 ニュース

第10回
親鸞聖人にであう

特集 宗教 信仰と とは は

を通して考えよう－
－カルト問題宗祖親鸞聖人

御誕生八百五十年・
立教開宗八百年慶讃法要

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 　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】御影堂・大寝殿
【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
「非戦と平等の源流をたずねて」　5月16日～7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、5月1日～7日

5月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（5月12日・27日は10時～）
※毎週火曜日、5月1日～7日は休会、その他都合により休会する場合があります。

5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】♦5月7日…休会♦14日…尾畑文正（同朋大学名誉教授）
　　　♦21日…西田眞因（元教学研究所長）♦28日…休会
交流ギャラリー（1階）
6月中旬まで休止　
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（5月1日・5日はお休み）
　　　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。

◇

◇

◇

◇

全国から集まった同世代
の人と寝食を共にしなが
ら、人間関係や自分自身
についてあらためて考え
る奉仕団です。

◆真宗本廟中学生・高校生奉仕団
8月7日（月）～９日（水）2 泊のみ

中学生9,000円／高校生13,500円、
米2kg（1升4合）または米代1,300円

中学１年生から
高校３年生まで

6月28日（水）

対 象

申込締切

5月9日（火）～5月１６日（火）申込受付期間

参 加 費

参 加 費

申込締切

参 加 費

【お問い合わせ】同朋会館・研修部 TEL：０７５-３７１-９１８５

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。

・受け入れ状況などの情報は、同朋会館ホームページでご覧いただけます。
・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。

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。

盂蘭盆会を迎えるにあたって、阿弥陀堂や御
影堂の仏具のおみがきを日程の中心とした奉
仕団です。

2 泊

7月4日（火）～6日（木）
1 泊

◆真宗本廟おみがき奉仕団

〈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

※下記は大人（15歳以上）の場合です。

コロナ下だけど、カフェという
居場所があるおかげで以前のように

他教区の方と交流ができたり、座談の延長や
気楽な話ができて、話しやすくなりました。

（50代　女性）

コロナ下だけど、カフェという
居場所があるおかげで以前のように

他教区の方と交流ができたり、座談の延長や
気楽な話ができて、話しやすくなりました。

（50代　女性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

帰敬式

5月25日（木）

7月4日（火）～5日（水）

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。申込は5月上旬から開始いたします。

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。

※電話受付は各日9時から17時まで。
　定員を超えた期間については抽選となります。

3月25日からはじまった宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要。
全国各地から真宗本廟にたくさんのご門徒が集い、お念仏の声が両堂に響きわたりました。

阿弥陀堂 御影堂写真：中道 智大

の in東本願寺 　であう 
つながる ともにある　であう 
つながる ともにある 5月5日（金・祝） 10：00～16：00

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。

き
ょ
う
さ
ん

う ら ぼん え

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
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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！　
5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5月31日（水）（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５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
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1「さ〇〇〇教区」でお待ち受け大会が
開催されました。（8面）
慶讃法要は、阿弥陀堂と御影堂で同時に法要が
勤まるという、「〇〇めて」の形式をとって
勤まりました。（6面）
3月11日、本稱寺において「勿忘〇〇〇」と
追弔法要が開催されました。（9面）
「御同朋・御同ぎ〇〇〇〇の問いかけ」
今月のテーマは、
『教えを聞く者として』です。（4面）
3月25日から「京都国立〇〇〇つ館」で、
『親鸞ー生涯と名宝ー』が
開催されています。（7面）
「〇〇〇〇〇〇ん寺出版公式Instagram・
Twitter」にてSNSキャンペーンを
開催します。（9面）

1207年、「親ら〇〇〇う人」と法然上人は、僧籍を奪われ流罪となりました。(5面)
4月2日、「人間はなぜ争〇〇〇」をテーマに、全戦没者追弔法会が勤まりました。（7面）
東本願寺出版では、昨年11月にチャリティブックフェアを開催し、
「赤い〇〇ポスト・コロナ（新型感染症）社会に向けた福祉活動応援
キャンペーン」へ寄付しました。（9面）
『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「出会い〇〇〇じまる物語」です。（2・3面）
井波彫刻師による東本願寺の「ちょ〇〇〇〇イドツアー」が行われました。（7面）
今月の特集は、「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讚法要
ーおね〇〇つの声の中で親鸞聖人の御誕生と立教開宗の意義を確かめるー」です。
1205年、親鸞聖人は、法然上人より「選じゃ〇〇〇願念仏集」の
書写を許されました。(5面)
『現在を生きる』今月は、金沢教区通信員「藤み〇〇ろ」さんが執筆しています。(4面)
3月14日、青蓮院において「御剃刀一時お移〇〇き」が執り行われました。（8面）

◆『特集』親鸞聖人の略年表を切り取って壁に貼りました。（80代男性）
◆『今月の法話』誰もがさまざまな弱さを抱えて生きている。「親鸞もおなじ」との言葉にこころを打たれました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60代女性）

読者のこえ
2月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

3
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（6面）

◇50年に一度の慶讃法要。本号の6・7面では、第1期の法要や境内各所の催事の
様子、「お東さん広場」として生まれ変わった市民緑地のオープニングイベントの様
子などを写真とともにお届けします。◇このたびの慶讃法要は、私にとっても何か
ら何まで初めての大法要でした。全国各地からお集まりいただいたご門徒の皆さ
んの両堂に響くお念仏の声や「正信偈」の声に感動すると同時に、次の世代へ確か

にこの教えを伝えてほしいという願いが込められたバトンを渡されたと身の引き締
まる思いでいっぱいです。また、子どもから大人まで、お一人おひとりが手を合わせ
る姿、そしてマスク越しでも感じられる笑顔にたくさん出会い、法要を通してこころ
が温まるのを感じました。慶讃法要をお迎えするための数年間の準備から法要期
間を過ごせたことは一生涯の思い出であり、私の出発点となりました。（林） 

編集室
だより

東本願寺
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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」

さ
で
し
ょ
う
か
。別
れ
の
後
に
、別
れ
た
者
と
共

に
過
ご
し
た
時
間
が
、ど
れ
ほ
ど
大
切
な
も
の

だっ
た
か
を
痛
切
に
知
る
。そ
ん
な
経
験
を
誰

も
が
一
生
に
一
度
は
経
験
す
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、今
こ
の
時
は
も
う
二
度
と
な
い
、取
り
戻

せ
な
い
瞬
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、いつ
も
忘

れ
ず
に
生
き
て
い
た
い
と
思
って
は
い
て
も
、現

実
に
は
な
か
な
か
そ
う
い
か
な
い
こ
と
も
多
い

で
す
よ
ね
。過
去
に
こ
だ
わ
っ
た
り
、「
こ
の
先

ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」と
心
配
し
て
し
ま
っ
た

り
、必
ず
し
も
今
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と

に
心
を
と
ら
わ
れ
て
今
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
し

ま
う
。こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
う
一
方
で
、今

こ
の
時
を
十
全
に
生
き
る
と
言
って
も
、つ
ね
に

「
今
」を
意
識
し
な
が
ら
生
き
る
な
ん
て
不
可

能
で
す
。結
局
、振
り
返
っ
た
り
思
い
を
馳
せ

た
り
し
て
確
認
し
な
が
ら
、一
歩
一
歩
積
み
重

ね
て
い
く
し
か
な
い
ん
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

̶
̶

こ
と
り
が
亡
く
な
っ
て
、く
ま
は
箱
に

花
を
敷
い
て
こ
と
り
を
置
き
ま
す
。そ
こ
に

く
ま
の
悲
し
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思

う
の
で
す
が
、私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
別
れ

の
悲
し
み
を
表
す
の
で
し
ょ
う
か
。

̶
̶

『
く
ま
と
や
ま
ね
こ
』で
、こ
と
り
が
死

ん
だ
翌
日
、く
ま
は
こ
と
り
と
の
会
話
で

「
ぼ
く
は
き
の
う
の
朝
よ
り
、あ
し
た
の
朝

よ
り
、き
ょ
う
の
朝
が
い
ち
ば
ん
す
き
さ
」

と
こ
と
り
が
言
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
。「
き
ょ
う
の
朝
」と
い
う
こ
と
に
ど
の
よ

う
な
思
い
を
こ
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　通
り
過
ぎ
て
か
ら
気
づ
く
、そ
の
時
の
貴
重

　悲
し
み
と
い
う
も
の
に
出
会
っ
た
時
、そ
の

表
現
の
仕
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
と
同
時

に
、そ
の
人
の
中
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
流
れ
が
あ

り
、い
ろ
ん
な
形
を
と
る
と
思
う
の
で
す
。悲

し
み
に
対
す
る
怒
り
が
あ
る
時
も
あ
れ
ば
、人

に
た
く
さ
ん
話
し
て
ぶ
つ
け
た
い
時
も
あ
る
。

あ
る
い
は
た
だ
そ
の
悲
し
み
の
中
に
、心
を
閉

ざ
し
て
い
る
し
か
な
い
時
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　ま
た
、自
分
が
悲
し
ん
で
い
る
時
に
、客
観

的
に
自
分
が
今
、ど
ん
な
状
態
に
あ
る
の
か

を
考
え
る
余
裕
は
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
な

い
。で
も
、そ
ん
な
状
態
に
あ
って
も
、心
の
底

で
は
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
や
起
こ
っ
た
出

来
事
に
つ
い
て
、あ
が
き
な
が
ら
解
き
ほ
ぐ
そ

う
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

悲
し
み
の
形
は
一
つ
で
は
な
く
、そ
の
人
と
と

も
に
移
り
変
わ
り
な
が
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
姿

を
見
せ
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　だ
か
ら
、も
し
、そ
ば
に
悲
し
い
出
来
事
が

あ
っ
た
人
が
い
て
、そ
の
人
が
わ
り
と
元
気
そ

う
に
見
え
た
と
し
て
も「
大
丈
夫
だ
」と
、あ

る
時
の
一
つ
の
表
情
だ
け
を
見
て
判
断
し
て

し
ま
わ
ず
に
、慎
重
に
、し
ず
か
に
見
守
ろ
う

と
い
う
気
持
ち
が
必
要
で
す
よ
ね
。そ
し
て

「
力
に
な
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、な
り
た
い
と

思
って
い
る
」と
い
う
気
持
ち
と
、待
って
い
る

こ
と
を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
、そ
れ
を
私
自
身

は
心
が
け
て
い
ま
す
。ま
た
、励
ま
そ
う
と
す

る
あ
ま
り
、悲
し
み
の
量
や
大
き
さ
を
比
較
し

て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
る
べ
き
こ
と
。そ
の
人

に
と
っ
て
の
悲
し
み
は
絶
対
的
な
も
の
だ
か

ら
、ほ
か
の
人
と
比
べる
こ
と
は
無
意
味
で
す
。

̶
̶

く
ま
と
や
ま
ね
こ
と
の
出
会
い
で
、く

ま
は
こ
と
り
を
入
れ
た
箱
を
、や
ま
ね
こ
は

バ
イ
オ
リ
ン
を
入
れ
た
箱
を
お
互
い
に
見

せ
あ
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。こ
の
箱
が
出
会

い
の
鍵
な
の
で
す
ね
。

　箱
の
中
身
は
、そ
の
人
の
一
番
大
切
な
本

質
的
な
姿
だ
と
考
え
ま
し
た
。ぱ
っ
と
見
で
は

わ
か
ら
な
い
、一
歩
踏
み
込
ん
だ
そ
の
人
の
心

の
中
や
、想
像
力
を
働
か
せ
て
一
歩
踏
み
込

む
こ
と
で
見
え
る
相
手
の
姿
で
す
。

　や
ま
ね
こ
が
く
ま
の
箱
の
中
の
こ
と
り
を

見
た
時「
と
て
も
仲
が
良
か
っ
た
こ
と
り
と
別

れ
て
、さ
び
し
い
思
い
を
し
て
い
る
ん
だ
ね
」

と
、く
ま
の
心
に
寄
り
添
い
ま
す
。そ
し
て
、自

分
の
箱
か
ら
バ
イ
オ
リ
ン
を
取
り
出
し
、く
ま

と
こ
と
り
の
た
め
に
音
楽
を
奏
で
ま
す
。く
ま

が
そ
の
音
色
を
聞
き
な
が
ら
こ
と
り
と
の
思

い
出
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、や
ま

ね
こ
に
自
分
の
悲
し
み
を
受
け
と
め
て
も
ら

え
た
か
ら
。そ
の
経
験
を
経
て
、こ
と
り
を
土

に
埋
め
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
の
後
、く
ま
は

や
ま
ね
こ
に
も
か
つ
て
友
だ
ち
が
い
た
こ
と
、

そ
の
友
だ
ち
が
今
は
い
な
い
こ
と
に
思
い
を
至

ら
せ
ま
す
。悲
し
み
を
受
け
と
め
て
も
ら
え
た

こ
と
が
、や
ま
ね
こ
の
心
の
中
に
あ
る
悲
し
み

を
察
す
る
力
に
つ
な
がって
い
く
の
で
す
。

　身
近
な
人
が
亡
く
な
っ
た
時
、こ
の
世
で
の

そ
の
人
と
の
別
れ
を
経
験
し
、そ
の
こ
と
を
ま

ず
自
分
の
中
で
受
け
と
め
る
。そ
し
て
見
つ
け

る
の
は
、そ
の
人
が
い
な
い
と
い
う
現
実
を
生

き
て
い
く
、新
た
な
自
分
で
す
。そ
の
自
分
を

見
つ
け
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、や
は
り
亡
く

なっ
た
方
も
含
め
た
他
者
と
の
関
係
性
で
し
ょ

う
。く
ま
が
外
に
出
て
や
ま
ね
こ
に
会
え
た
の

は
、く
ま
が
一
歩
外
に
踏
み
出
し
た
か
ら
。で
も

そ
れ
を
さ
せ
て
く
れ
た
の
は
、や
は
り
こ
と
り

と
過
ご
し
た
時
間
が
あっ
た
か
ら
な
の
で
す
。

̶
̶

『
橋
の
上
で
』の
中
で「
お
じ
さ
ん
」が

語
り
、「
ぼ
く
」が
見
つ
め
る「
み
ず
う
み
」と

は
、ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　自
分
の
心
の
中
に
あ
る
、誰
に
も
侵
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
自
分
だ
け
の
心
の
風
景
だ

と
思
っ
て
書
き
ま
し
た
。私
自
身
の
実
感
と

し
て
、そ
こ
は
自
分
の
心
の
中
で
あ
っ
て
も

自
分
の
生
々
し
い
感
情
と
は
少
し
距
離
が

あ
っ
て
、客
観
的
に
自
分
を
見
つ
め
る
余
裕

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
場
所
。そ
う
い
う
場

所
が
心
の
中
に
存
在
し
た
か
ら
今
ま
で
生

き
て
こ
ら
れ
た
と
、私
自
身
実
感
し
て
い
る

ん
で
す
。あ
る
一
時
期
の
私
に
と
っ
て
の
そ

れ
は
、水
が
流
れ
こ
ん
で
く
る
み
ず
う
み
の

イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。で
す
の
で
、そ
れ
を
作

品
の
中
に
描
い
た
ん
で
す
。水
は
、人
間
の

体
に
と
っ
て
絶
対
に
必
要
な
も
の
。で
も
、人

の
い
の
ち
を
一
瞬
に
し
て
奪
っ
て
し
ま
う
、

恐
ろ
し
い
も
の
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。水
ほ

ど
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
見
せ
る
も
の
は
な
い
で

し
ょ
う
。人
間
は
、他
者
や
物
事
に
対
し
て
、

い
ま
目
に
見
え
て
い
る
姿
だ
け
で
は
な
い
別

な
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、と
想
像
し
た

り
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
ね
。多
様

な
姿
を
も
つ
水
の
あ
る
環
境
に
生
き
て
き

た
か
ら
こ
そ
、人
間
は
想
像
力
を
持
つ
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
…
…
そ
う
思
っ
て

い
る
ん
で
す
。

̶
̶

「
ぼ
く
」に
声
を
か
け
て
く
れ
た「
お
じ

さ
ん
」は
ど
う
い
う
存
在
な
の
で
し
ょ
う

か
。　理

不
尽
な
目
に
あ
い
、自
分
が
安
心
し
て

い
ら
れ
る
居
場
所
を
奪
わ
れ
、「
ぼ
く
」は
孤

独
を
感
じ
て
い
る
。そ
ん
な「
ぼ
く
」に「
お

じ
さ
ん
」は
、上
か
ら
も
の
を
教
え
る
の
で
は

な
く
、「
ぼ
く
」と
同
じ
地
平
に
立
つ
者
と
し

て
、自
分
だ
け
の
心
の
風
景
が
き
み
の
中
に

も
あ
る
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
存

在
で
す
。書
い
て
い
て
い
ち
ば
ん
苦
心
し
た

の
は
、「
お
じ
さ
ん
」の
台
詞
部
分
で
し
た
。

ど
う
し
た
ら「
ぼ
く
」が
耳
を
傾
け
て
く
れ

る
の
か
？
　こ
れ
は
私
自
身
が
日
々
、な
か

な
か
難
し
い
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が

…
…
で
も
じ
つ
は
子
ど
も
の
頃
、私
に
も
こ

う
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
の
で
す
。そ
の
方

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
一
言
を
今
で
も
時
々
思
い

出
し
ま
す
が
、そ
の
た
び
に
そ
の
時
の
自
分

の
心
持
ち
を
あ
り
あ
り
と
思
い
出
し
ま
す

ね
。

̶
̶

湯
本
さ
ん
の
経
験
が
物
語
の
中
に
散

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。私
の
子

ど
も
の
頃
、悩
ん
で
思
い
つ
め
た
気
持
ち

に
な
っ
た
つ
ら
さ
。そ
れ
は
大
人
に
な
っ

て
か
ら
も
変
わ
ら
ず
に
あ
る
の
で
す
が
、

子
ど
も
の
頃
と
は
質
が
違
う
よ
う
に
感
じ

ま
す
。

　悩
み
や
悲
し
み
を
受
け
と
め
た
り
考
え
た

り
す
る
心
の
力
は
、子
ど
も
も
大
人
と
変
わ

り
な
く
あ
る
ん
で
す
。で
も
子
ど
も
は
悩
み
を

言
葉
で
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
語
彙
が
少
な
い

で
す
よ
ね
。困
難
や
危
機
を
客
観
的
に
見
つ

め
、一
歩
一
歩
踏
み
超
え
て
い
く
に
は
言
葉
が

役
に
立
つ
。大
人
と
子
ど
も
の
違
い
は
そ
ん
な

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　子
ど
も
の
頃
、ど
う
名
づ
け
た
ら
い
い
か
わ

か
ら
な
い
感
情
が
自
分
の
中
に
生
ま
れ
る
と
、

手
当
た
り
次
第
に
本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。

物
語
に
心
を
預
け
、時
に
は
現
実
の
つ
ら
さ
か

ら
距
離
を
置
い
た
り
、時
に
は
自
分
に
似
た

人
が
い
る
こ
と
を
見
つ
け
て
驚
い
た
り
安
堵

し
た
り
。も
や
も
や
と
形
に
な
ら
な
い
悩
み

が
、じ
つ
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い
、と
言
葉
を
使
っ
て
考
え
進
ん
で
い
く
、そ

れ
だ
け
で
気
持
ち
が
い
く
ら
か
楽
に
な
る
こ

と
も
、読
む
こ
と
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　本
や
人
が
発
す
る
す
べて
の
言
葉
に
は
、発

し
た
人
の
心
が
宿
って
い
ま
す
。そ
し
て
自
分

自
身
の
心
も
、人
か
ら
与
え
ら
れ
た
言
葉
で

で
き
て
い
る
。つ
ら
さ
を
抱
え
た
時
、立
ち
ど

→

大
切
な
何
か
を
失
って
…

自
分
だ
け
の

心
の
風
景

す
べ
て
の
言
葉
に

心
が
伴
って
い
る

ま
っ
て
、ゆ
っ
く
り
深
呼
吸
し
て
自
分
の
心
を

表
す
言
葉
を
探
し
て
ほ
し
い
。悩
み
を
消
し

て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、言
葉
に

す
る
こ
と
を
通
し
て
、悩
み
や
悲
し
み
を〈
誰

の
も
の
で
も
な
い
自
分
の
も
の
〉と
し
て
受
け

と
め
て
い
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。大

人
が
子
ど
も
の
悩
み
を
聞
く
時
に
は
、先
回

り
し
て
言
葉
に
す
る
の
で
は
な
く
、言
葉
に
す

る
手
助
け
を
し
た
い
で
す
ね
。難
し
い
け
れ
ど

そ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

̶
̶

『
く
ま
と
や
ま
ね
こ
』『
橋
の
上
で
』で

は
、人
や
言
葉
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
生
か

さ
れ
て
い
く
物
語
の
は
じ
ま
り
を
感
じ
ま

し
た
。

　そ
う
言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、う
れ
し
い
で

す
。す
れ
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
者
ど
う

し
が
出
会
う
こ
と
で
何
か
が
は
じ
ま
る
、そ
れ

が
私
の
書
き
た
い
物
語
な
ん
で
す
。こ
れ
は
他

の
と
こ
ろ
で
も
書
い
た
り
お
話
し
し
た
り
し

て
い
る
こ
と
で
す
が
、私
が
七
歳
の
時
に
祖
父

が
亡
く
な
り
、一
時
期
、祖
父
の
死
が
頭
か
ら

離
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。祖
父

と
の
最
後
の
会
話
や
、祖
父
は
今
ど
こ
に
い
る

ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る

状
態
が
わ
り
と
長
く
続
い
た
ん
で
す
が
、で
も

そ
の
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、自
分
に
他
の
人
か

ら
は
見
え
な
い
内
側
の
世
界
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
た
と
も
言
え
る
ん
で
す
。そ
し
て
自
分

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
み
ん
な
に
も
あ
る
の

か
？
　と
強
く
驚
い
た
こ
と
は
死
ぬ
ま
で
忘

れ
な
い
で
し
ょ
う
。そ
の
と
き
、も
の
す
ご
く
ワ

ク
ワ
ク
し
た
ん
で
す
。私
に
と
って
、他
者
と
の

出
会
い
は
そ
の
と
き
は
じ
ま
っ
た
の
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
了
）

→

1959年東京都生まれ。作家。著書に、小説『夏の庭 ―The 
Friends―』『岸辺の旅』、絵本『くまとやまねこ』（絵：酒井
駒子）『あなたがおとなになったとき』（絵：はたこうしろう）
『橋の上で』（絵：酒井駒子）など。絵本の翻訳も手がける。

湯
本 

香
樹
実
さ
ん

●

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

2
0
0
8
年
に
刊
行
さ
れ
た
絵
本『
く
ま
と
や
ま
ね
こ
』は
第
40
回
講
談

社
出
版
文
化
賞
な
ど
数
々
の
賞
を
受
賞
し
、累
計
20
万
部
を
超
え
る
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、そ
の
絵
本
に
は
た
く
さ
ん
の
方
々
か

ら
感
想
や
手
紙
が
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
、多
く
の
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。そ

出
会
い
か
ら
始
ま
る
物
語

の
声
を
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
の
が
絵
本『
橋
の
上
で
』で
す
。こ
れ
ら
の

作
品
を
通
し
て
、い
の
ち
の
物
語
を
紡
い
で
お
ら
れ
る
湯
本
香
樹
実
さ

ん
。私
た
ち
に
と
っ
て
出
会
い
と
別
れ
、そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
出
発
と
は
。

湯
本
さ
ん
の
お
話
か
ら
、人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

『くまとやまねこ』
（文：湯本香樹実・絵：酒井駒子）

　「なかよしのことりを亡くし、
哀しみにくれるくまは、ことり
を箱に入れて持ち歩く。森のど
うぶつたちに箱を見せると、み
んな困ってことりの死を忘れる
ように言う。家に鍵をかけて閉
じこもってしまったくま。しか
し、お天気に誘われて外に出た
くまは、川べりの土手でやまね
こに出会う。やまねこの奏でる
バイオリンの音色とともにこと
りとの日々を思い出し……」

河出書房新社
1,430円（税込）

『橋の上で』
（文：湯本香樹実・絵：酒井駒子）

　「理不尽な目にあい、学校帰り、ひ
とりで川の水を見ていたぼく。そこに
雪柄のセーターのおじさんがあらわ
れて、不思議な話をしてくれる。「耳を
ぎゅうっとふさいでごらん」暗い地底
の水路を通ってやってくるたったひ
とつの、きみだけのみずうみがある。
ぼくは自分という存在に目を向け、
周りの人たちとのつながりに気づい
ていく……」

河出書房新社
　1,650円（税込）

写
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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。
Vol.236通信員リレーリポート

い ま

～是旃陀羅の課題～

御同朋
御同行
からの問いかけ

せんぜ らだ

おん どう ぎょう

おん どう ぼう

宗門が問われている『仏説観
無量寿経（観経）』における「是
旃陀羅」の語について、様々な
視点からこの問題を考えてい
かなければなりません。このコー
ナーでは、これまでの歴史を振
り返りながら、宗門に属するす
べての人々が課題を共有できる
よう情報を発信していきます。

ぶっ

む

ら

りょうじゅきょう ぎょう ぜ

せん だ

せつかん

かん

第18回

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

谷
派
の
別
院
巡
り（
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
）に

も
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
、日
本
国
内
に
あ

る
す
べ
て
の
別
院
・
教
務
所
を
巡
る
こ
と

が
現
在
の
目
標
だ
そ
う
だ
。
す
で
に
近

畿
・
中
部
地
区
は
達
成
さ
れ
た
そ
う
で
、

「
さ
す
が
に
海
外
の
別
院
ま
で
は
無
理
だ

ろ
う
」と
笑
い
な
が
ら
話
さ
れ
る
。「
い
ろ

ん
な
所
に
行
っ
た
が
、本
山
の
報
恩
講
の

坂
東
曲
に
感
動
し
た
。
声
明
本
を
持
っ

て
、も
う
一
度
参
拝
し
た
い
」と
熱
い
思
い

も
添
え
ら
れ
る
。

　
そ
ん
な
髙
川
さ
ん
が
今
一
番
感
じ
て
い

る
こ
と
は
、お
坊
さ
ん
と
門
徒
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
切
さ
だ
。「
最
初
は
お

通
夜
の
場
で「
正
信
偈
」の
後
の
和
讃
を

三
首
引
き
で
お
勤
め
す
る
時
、ど
こ
を
読

め
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
戸
惑
っ
た
。自

分
か
ら
積
極
的
に
学
ば
な
け
れ
ば
知
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
坊
さ
ん
に
は
、一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
門

徒
に
伝
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
。宗
門
護
持

や
法
義
相
続
と
い
う
思
い
も
、お
互
い
に

理
解
し
あ
え
る
関
係
か
ら
育
ま
れ
る
も

の
で
は
な
い
か
」と
語
る
。

　
お
手
次
の
お
寺
も
含
め
て
毎
月
３
カ

寺
に
足
を
運
び
、聞
法
の
場
に
身
を
置
く

髙
川
さ
ん
。真
宗
の
教
え
に
出
あ
っ
た
一

人
の
門
徒
と
し
て
、教
え
の
相
続
を
真
剣

に
考
え
る
思
い

が
そ
の
姿
か
ら

感
じ
ら
れ
た
。

相
続
の
場

髙
川 

精
啓
さ
ん
（
72
歳
）

金
沢
教
区
通
信
員

藤 

光
弘

　
母
親
を
亡
く
さ

れ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、お
内
仏
の

お
給
仕
を
一
手
に

引
き
受
け
ら
れ
た

髙
川
精
啓
さ
ん
。

そ
れ
ま
で
は
、ま
っ

た
く
仏
事
に
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
。日
々
の
戸
惑
い
や
不
安
の
連
続
に
少

し
は
学
ば
な
け
れ
ば
、と
い
う
思
い
が
起

こ
り
、お
手
次
寺
で
の
法
要
や
行
事
に
積

極
的
に
参
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。お

寺
に
足
を
運
ぶ
に
つ
れ
、持
ち
前
の
熱
心

さ
に
火
が
つ
い
た
と
い
う
。

　「
も
っ
と
基
本
か
ら
勉
強
し
た
い
」と
、

京
都
へ
行
く
た
び
に
、声
明
や
荘
厳
に
関

す
る
本
を
買
っ
て
独
学
で
も
勉
強
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
現
在
で
は
朝
は「
正
信

偈
」、夕
に
は「
浄
土
三
部
経
」を
自
宅
の

お
内
仏
で
お
勤
め
さ
れ
て
い
る
。

　
学
び
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ
、次
第
に

他
派
の
寺
院
に
も
参
拝
し
た
い
と
い
う

思
い
が
強
く
な
り
、今
年
の
１
月
に
は
真

宗
十
派
の
う
ち
、西
本
願
寺
と
高
田
派

専
修
寺
の
報
恩
講
に
参
拝
。
真
宗
教
団

連
合
が
行
う『
真
宗
十
派
本
山
報
恩
講

法
要
巡
り
』を
完
遂
さ
れ
た
。こ
の
他
に
も

金
沢
教
務
所
で
紹
介
さ
れ
た『
お
東
さ
ん

の
参
拝
手
帳
』を
も
と
に
、各
地
に
あ
る
大

現在を きる

所有する声明本や参拝手帳(青色)

髙川精啓さん（ご自宅のお内仏にて）

金
沢
教
区
第
４
上
組 

願
念
寺
門
徒

　﹃仏
説
観
無
量
寿
経
﹄は﹁
如
是
我

聞︵
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
き
ま
し

た
︶﹂と
始
ま
り
ま
す
︒こ
こ
で
︑﹁
仏

が
言
わ
れ
た
﹂で
は
な
く﹁
私
が
聞

い
た
﹂と
始
ま
る
こ
と
に
︑大
き
な
意

味
が
あ
り
ま
す
︒そ
れ
は
︑仏
の
説

か
れ
る
さ
と
り
の
世
界
に
︑今
︑私

が
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
信

仰
の
感
動
な
の
で
す
︒つ
ま
り
︑﹁
如

是
我
聞
﹂は
私
が
勝
手
に
聞
い
た
の

で
は
な
く
︑仏
の
意
の
ま
ま
に
私
は

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
信
仰

の
告
白
で
す
︒そ
こ
に﹁
仏
説︵
仏
が

説
い
た
︶﹂と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
︒仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑教

え
を
聞
い
た
人
び
と
の
信
仰
の
上

に
︑確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒

　そ
の
よ
う
に
脈
々
と
伝
統
さ
れ

る
信
仰
に
お
い
て
︑親
鸞
聖
人
も

﹃
観
経
﹄を
仏
説
と
し
て
い
た
だ
か

れ
た
一
人
で
し
た
︒そ
こ
に
は﹁
是

旃
陀
羅
﹂の
教
説
も
含
ま
れ
て
い
ま

す
︒親
鸞
聖
人
が
残
さ
れ
た﹃
浄
土

和
讃
﹄の﹁
観
経
意
﹂を
見
る
と
︑そ

の
中
に﹁
是
栴
陀
羅
と
は
じ
し
め
て
﹂

と
あ
り
ま
す︵﹃
真
宗
聖
典
﹄四
八
五

頁
︶︒親
鸞
聖
人
の﹁
是
旃
陀
羅
﹂の

受
け
と
め
に
つ
い
て
︑十
分
に
明
ら

か
と
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
︒し
か
し
︑

親
鸞
聖
人
は
︑当
時
忌
避
さ
れ
る

よ
う
な
仕
事
に
つ
き
︑﹁
悪
人
﹂と
い

う
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
た
人
び
と
と

出
あ
い
︑念
仏
の
教
え
を
聞
く
中

で
︑さ
ま
ざ
ま
な
立
場
を
超
え
て
︑

共
に
生
き
て
い
く
地
平
を
い
た
だ
か

れ
た
方
で
す
︒今
︑問
わ
れ
て
い
る

差
別
問
題
に
︑私
た
ち
が
向
き
合
お

う
と
す
る
時
︑社
会
の
中
で
親
鸞
聖

人
の
立
た
れ
た
場
所
を
確
か
め
な

が
ら
︑和
讃
と
し
て
表
さ
れ
た﹃
観

経
﹄の﹁
意
﹂を
尋
ね
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
︒

　私
た
ち
は
︑部
落
差
別
を
は
じ

め
︑さ
ま
ざ
ま
な
差
別
問
題
が
現

存
す
る
社
会
を
生
き
て
い
ま
す
︒そ

の
社
会
の
中
で
︑私
た
ち
の
教
団

は
︑﹃
観
経
﹄の
中
に
あ
る﹁
旃
陀
羅
﹂

を
︑差
別
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し

て
用
い
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
︒

こ
れ
ま
で﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
問
題
性

が
見
え
て
い
な
か
っ
た
罪
責
を
抱
え

る
か
ら
こ
そ
︑現
代
に
生
き
て
は
た

ら
く﹃
観
経
﹄の
意
を
︑私
た
ち
は
あ

ら
た
め
て
聞
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
︒

教
え
を
聞
く
者
と
し
て

解
放
運
動
推
進
本
部

0
7
5
　3
7
1
　9
2
4
7

kaiho@
higashihonganji.or.jp

こ
の
記
事
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

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
。

と
い
う
漢
字
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
っ

て
み
よ
う
」

「
上
か
ら
下
へ
ザ
ー
」「
水
に
流
す
」「
周

り
の
意
見
に
流
さ
れ
る
」

「
な
る
ほ
ど
な
あ
。い
ろ
い
ろ
あ
る
な
あ
。

こ
の
字
の
左
の
サ
ン
ズ
イ
偏
は
水
よ
な
。そ

し
て
右
の
上
に
あ
る
の
は
子
と
い
う
字
が

逆
さ
ま
に
な
っ
て
る
ね
ん
て
。つ
ま
り
赤

ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
出
て
く
る
状
態
。そ
し
て

下
の
3
本
は
、赤
ち
ゃ
ん
が
す
っ
と
生
ま
れ

て
く
る
た
め
の
水（
羊
水
）を
表
す
の
と
同

時
に
、流
れ
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
表
し

て
る
ら
し
い
わ
。新
し
い
世
に
流
れ
出
て
く

る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
か
な
。そ
し
て
別

の
方
向
に
進
む
と
い
う
意
味
も
」

　漢
字
の
由
来
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ

り
ま
す
。生
徒
は
こ
う
い
う
字
源
の
話

に
、思
い
の
ほ
か
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る

の
で
、あ
く
ま
で
も
一
つ
の
説
だ
よ
と
言

い
な
が
ら
紹
介
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

す
。そ
し
て
こ
う
い
う
学
び
は
、け
っ
こ
う

若
い
人
た
ち
の
記
憶
に
残
る
も
の
で
す
。

「
こ
の
字
の
意
味
を
考
え
た
時
に
、親
鸞

さ
ん
が
流
罪
、つ
ま
り
都
を
追
わ
れ
地
方

に
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
受
け
と

め
て
お
ら
れ
た
の
か
な
と
考
え
る
の
よ
。

こ
こ
か
ら
は
か
な
り
自
分
勝
手
な
解
釈
も

含
ま
れ
る
け
ど
聞
い
て
な
」

「
親
鸞
さ
ん
は
納
得
し
て
喜
ん
で
流
さ
れ
た
と

は
思
え
な
い
よ
ね
。特
に
師
で
あ
る
法
然
さ
ん

が
罪
を
問
わ
れ
流
さ
れ
る
こ
と
に
は
許
し
が

た
い
ほ
ど
に
腹
が
立
っ
た
と
想
像
す
る
の
よ
」

「
で
も
、当
事
者
の
法
然
さ
ん
は
な
、平
た

く
い
う
と『
ま
あ
、こ
ん
な
こ
と
で
も
な

い
と
田
舎
の
人
び
と
に
私
が
出
遇
い
得
た

正
し
い
教
え
を
伝
え
る
こ
と
も
で
き
な
い

わ
な
〜
』と
言
わ
れ
た
そ
う
な
ん
よ
。み

ん
な
こ
れ
を
聞
い
て
ど
う
思
う
？
」

「
自
分
が
心
か
ら
信
じ
尊
敬
す
る
人
に
こ

う
言
わ
れ
た
ら
、た
だ
た
だ
腹
を
立
て
て

い
る
だ
け
で
は
あ
か
ん
と
感
じ
は
っ
た
の

で
は
な
い
か
な
〜
。だ
か
ら
な
、最
後
は

こ
の
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
向
き
に

と
ら
え
は
っ
た
ん
と
ち
が
う
か
な
〜
」

「
も
ち
ろ
ん
、間
違
っ
た
評
価
や
不
正
に
対

し
て
、文
句
を
言
わ
ず
に
引
き
受
け
な
さ

い
な
ん
て
言
っ
て
る
ん
と
ち
ゃ
う
で
。で
も

な
、生
き
て
た
ら
、思
っ
て
も
み
な
か
っ
た

こ
と
は
起
こ
る
し
、理
不
尽
な
扱
い
を
受

け
る
こ
と
は
あ
る
。そ
れ
を
正
し
、ほ
ん
と

う
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
事

や
と
思
う
。間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し

い
と
思
い
込
む
必
要
も
な
い
」

「
で
も
法
然
さ
ん
は
、全
く
違
う
受
け
と

め
を
さ
れ
た
ん
や
と
思
う
の
よ
。い
ろ
ん

な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。お

仲
間
の
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。そ
れ
で
も
、こ
の
流
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
、自
分
に
は
い
っ
た
い
何
が
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
に
な
っ
た

よ
う
に
思
う
の
よ
」

「
だ
か
ら
き
っ
と
親
鸞
さ
ん
も
同
じ
よ
う

に
、覆
り
よ
う
の
な
い
流
罪
と
い
う
決
定
を

受
け
て
、こ
の
私
に
は
何
が
で
き
る
の
か
と

考
え
は
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
よ
」

「
チ
ャ
ン
ス
っ
て
こ
と
？
」

「
そ
う
や
ね
ん
、み
ん
な
覚
え
と
い
て
。ピ

ン
チ
こ
そ
が
チ
ャ
ン
ス
や
で
〜
」

　釈
尊
は
弟
子
が
教
え
を
伝
え
に
行
く

時
、「
二
人
し
て
行
く
な
、一
人
ず
つ
行

け
」と
言
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。真
実

の
教
え
を
広
く
伝
え
る
た
め
に
。そ
の
言

葉
に
支
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
、35
歳
に

な
っ
た
親
鸞
さ
ん
は
、法
然
さ
ん
と
も
多

く
の
お
仲
間
と
も
別
れ
、い
っ
し
ょ
に
暮
ら

し
て
い
た
家
族
と
共
に
、新
し
い
世
界
へ

踏
み
出
さ
れ
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
こ
と
が

機
縁
と
な
り
、い
た
だ
か
れ
た
教
え
を
内

に
深
く
確
か
め
て
い
か
れ
る
の
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
流
」

     ―

新
し
き
旅
立
ち―

第
10
回

　
1
2
0
5（
元
久
2
）年
、33
歳
に
なっ
た
親
鸞
聖
人
は
、法

然
上
人
よ
り『
選
択
本
願
念
仏
集
』の
書
写
を
許
さ
れ
ま
す
。こ

の
書
は
、浄
土
の
教
え
を
説
く
確
か
な
教
義
書
で
あ
り
な
が
ら
も
、

そ
の
内
容
が
先
鋭
的
で
あ
り
過
激
な
内
容
を
も
含
む
こ
と
か
ら
、

誤
解
が
生
じ
る
こ
と
を
心
配
し
た
法
然
上
人
は
、そ
の
書
写
を
わ

ず
か
10
人
ほ
ど
に
し
か
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　「
た
だ
念
仏
し
な
さ
い
」と
い
う
教
え
は
、生
き
る
こ
と
に
苦
悩
す

る
多
く
の
人
び
と
の
心
に
伝
わ
る
一
方
、そ
の
本
当
の
意
味
を
誤
って

理
解
す
る
人
も
少
な
く
な
かっ
た
の
で
す
。念
仏
さ
え
す
れ
ば
何
を

し
て
も
許
さ
れ
る
と
勘
違
い
を
し
て
は
平
気
で
悪
事
を
は
た
ら
く
人

も
い
ま
し
た
。ま
た
、伝
統
的
な
仏
教
の
教
え
と
在
り
方
を
、尊
敬

す
る
こ
と
な
く
否
定
す
る
門
弟
も
現
わ
れ
は
じ
め
、既
存
の
仏
教
界

か
ら
続
け
て
非
難
が
起
こ
り
ま
し
た
。い
わ
ゆ
る「
承
元
の
法
難
」と

呼
ば
れ
る
弾
圧
につ
な
が
る
動
き
が
、す
で
に
始
まって
い
た
の
で
す
。

　
1
2
0
4（
元
久
元
）年
、比
叡
山
か
ら
法
然
上
人
に
対
す

る
強
い
警
告
が
出
さ
れ
ま
す
。そ
れ
を
受
け
て
上
人
は
門
弟
た
ち

を
戒
め
る
七
つ
の
決
め
事（
七
箇
条
制
誡
）を
示
し
ま
し
た
。そ
こ

に
は
当
時
の
親
鸞
聖
人
の「
釋
綽
空
」と
い
う
名
も
あ
り
ま
し
た
。

翌
年
に
は
奈
良
の
興
福
寺
か
ら
も
、念
仏
の
禁
止
と
門
弟
た
ち
の

処
罰
を
求
め
る
訴
状
が
朝
廷
に
提
出
さ
れ
、1
2
0
7（
承
元

元
）年
、門
弟
4
人
が
死
罪
、8
人
が
僧
籍
を
奪
わ
れ
流
罪
と
な

り
ま
し
た
。法
然
上
人
は
藤
井
元
彦
と
し
て
土
佐
国
、親
鸞
聖

人
は
藤
井
善
信
と
い
う
名
で
越
後
国
に
流
さ
れ
た
の
で
す
。

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
。

「
流
」

た
か
が
わ

あ
き

ひ
ろ

て

つ
ぎ
で
ら

ご
ん

も
ん

ほ
う

ぎ

そ
う
ぞ
く

ご

じ

ば
ん
ど
う
ぶ
し

し
ん

ど

さ
ん

せ
ん
じ
ゅ

じ

ほ
う
お
ん
こ
う

ぶ

げ

し
ょ
う

し
ゅ
う

し
ょ
う

じ
ょ
う

き
ょ
う

じ

が
ん
ね
ん

ぜ

ぶ
っ
せ
つ
か
ん
む

き

ひ

じ
ゅ

に
ょ
ぜ

が

も
ん

り
ょ
う

じ
ょ
う

ぎ
ょ
う
の
こ
こ
ろ

こ
こ
ろ

こ
こ
ろ

こ
こ
ろ

き
ょ
う

せ
んわ

さ
ん

か
ん

だ

ど

ら

ふ
じ

み
つ
ひ
ろ

いぬいふみ おいぬいふみ お

ほ
う

げ
ん

ほ
う

ひ
え
い

し
ち
か

せ
い

く
う

る

ざ
い

ふ
じ

い

ふ
じ
い
よ
し
ざ
ね

も
と
ひ
こ

と

さ
の
く
に

え
ち
ご
の
く
に

か
い

も
ん
て
い

ざ
ん

な
ん

ね
ん

せ
ん

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

じ
ゃ
く

じ
ょ
う

じ
ょ
う

い
ま
し

し
ゃ
く し

ゅ
う

る

し
ゃ
く
そ
ん

で

た
だ

く
つ
が
え

あ

御本尊は本山からお受けしましょう真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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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。
Vol.236通信員リレーリポート

い ま

～是旃陀羅の課題～

御同朋
御同行
からの問いかけ

せんぜ らだ

おん どう ぎょう

おん どう ぼう

宗門が問われている『仏説観
無量寿経（観経）』における「是
旃陀羅」の語について、様々な
視点からこの問題を考えてい
かなければなりません。このコー
ナーでは、これまでの歴史を振
り返りながら、宗門に属するす
べての人々が課題を共有できる
よう情報を発信していきます。

ぶっ

む

ら

りょうじゅきょう ぎょう ぜ

せん だ

せつかん

かん

第18回

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

谷
派
の
別
院
巡
り（
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
）に

も
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
、日
本
国
内
に
あ

る
す
べ
て
の
別
院
・
教
務
所
を
巡
る
こ
と

が
現
在
の
目
標
だ
そ
う
だ
。
す
で
に
近

畿
・
中
部
地
区
は
達
成
さ
れ
た
そ
う
で
、

「
さ
す
が
に
海
外
の
別
院
ま
で
は
無
理
だ

ろ
う
」と
笑
い
な
が
ら
話
さ
れ
る
。「
い
ろ

ん
な
所
に
行
っ
た
が
、本
山
の
報
恩
講
の

坂
東
曲
に
感
動
し
た
。
声
明
本
を
持
っ

て
、も
う
一
度
参
拝
し
た
い
」と
熱
い
思
い

も
添
え
ら
れ
る
。

　
そ
ん
な
髙
川
さ
ん
が
今
一
番
感
じ
て
い

る
こ
と
は
、お
坊
さ
ん
と
門
徒
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
切
さ
だ
。「
最
初
は
お

通
夜
の
場
で「
正
信
偈
」の
後
の
和
讃
を

三
首
引
き
で
お
勤
め
す
る
時
、ど
こ
を
読

め
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
戸
惑
っ
た
。自

分
か
ら
積
極
的
に
学
ば
な
け
れ
ば
知
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
坊
さ
ん
に
は
、一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
門

徒
に
伝
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
。宗
門
護
持

や
法
義
相
続
と
い
う
思
い
も
、お
互
い
に

理
解
し
あ
え
る
関
係
か
ら
育
ま
れ
る
も

の
で
は
な
い
か
」と
語
る
。

　
お
手
次
の
お
寺
も
含
め
て
毎
月
３
カ

寺
に
足
を
運
び
、聞
法
の
場
に
身
を
置
く

髙
川
さ
ん
。真
宗
の
教
え
に
出
あ
っ
た
一

人
の
門
徒
と
し
て
、教
え
の
相
続
を
真
剣

に
考
え
る
思
い

が
そ
の
姿
か
ら

感
じ
ら
れ
た
。

相
続
の
場

髙
川 

精
啓
さ
ん
（
72
歳
）

金
沢
教
区
通
信
員

藤 

光
弘

　
母
親
を
亡
く
さ

れ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、お
内
仏
の

お
給
仕
を
一
手
に

引
き
受
け
ら
れ
た

髙
川
精
啓
さ
ん
。

そ
れ
ま
で
は
、ま
っ

た
く
仏
事
に
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
。日
々
の
戸
惑
い
や
不
安
の
連
続
に
少

し
は
学
ば
な
け
れ
ば
、と
い
う
思
い
が
起

こ
り
、お
手
次
寺
で
の
法
要
や
行
事
に
積

極
的
に
参
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。お

寺
に
足
を
運
ぶ
に
つ
れ
、持
ち
前
の
熱
心

さ
に
火
が
つ
い
た
と
い
う
。

　「
も
っ
と
基
本
か
ら
勉
強
し
た
い
」と
、

京
都
へ
行
く
た
び
に
、声
明
や
荘
厳
に
関

す
る
本
を
買
っ
て
独
学
で
も
勉
強
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
現
在
で
は
朝
は「
正
信

偈
」、夕
に
は「
浄
土
三
部
経
」を
自
宅
の

お
内
仏
で
お
勤
め
さ
れ
て
い
る
。

　
学
び
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ
、次
第
に

他
派
の
寺
院
に
も
参
拝
し
た
い
と
い
う

思
い
が
強
く
な
り
、今
年
の
１
月
に
は
真

宗
十
派
の
う
ち
、西
本
願
寺
と
高
田
派

専
修
寺
の
報
恩
講
に
参
拝
。
真
宗
教
団

連
合
が
行
う『
真
宗
十
派
本
山
報
恩
講

法
要
巡
り
』を
完
遂
さ
れ
た
。こ
の
他
に
も

金
沢
教
務
所
で
紹
介
さ
れ
た『
お
東
さ
ん

の
参
拝
手
帳
』を
も
と
に
、各
地
に
あ
る
大

現在を きる

所有する声明本や参拝手帳(青色)

髙川精啓さん（ご自宅のお内仏にて）

金
沢
教
区
第
４
上
組 

願
念
寺
門
徒

　﹃仏
説
観
無
量
寿
経
﹄は﹁
如
是
我

聞︵
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
き
ま
し

た
︶﹂と
始
ま
り
ま
す
︒こ
こ
で
︑﹁
仏

が
言
わ
れ
た
﹂で
は
な
く﹁
私
が
聞

い
た
﹂と
始
ま
る
こ
と
に
︑大
き
な
意

味
が
あ
り
ま
す
︒そ
れ
は
︑仏
の
説

か
れ
る
さ
と
り
の
世
界
に
︑今
︑私

が
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
信

仰
の
感
動
な
の
で
す
︒つ
ま
り
︑﹁
如

是
我
聞
﹂は
私
が
勝
手
に
聞
い
た
の

で
は
な
く
︑仏
の
意
の
ま
ま
に
私
は

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
信
仰

の
告
白
で
す
︒そ
こ
に﹁
仏
説︵
仏
が

説
い
た
︶﹂と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
︒仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑教

え
を
聞
い
た
人
び
と
の
信
仰
の
上

に
︑確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒

　そ
の
よ
う
に
脈
々
と
伝
統
さ
れ

る
信
仰
に
お
い
て
︑親
鸞
聖
人
も

﹃
観
経
﹄を
仏
説
と
し
て
い
た
だ
か

れ
た
一
人
で
し
た
︒そ
こ
に
は﹁
是

旃
陀
羅
﹂の
教
説
も
含
ま
れ
て
い
ま

す
︒親
鸞
聖
人
が
残
さ
れ
た﹃
浄
土

和
讃
﹄の﹁
観
経
意
﹂を
見
る
と
︑そ

の
中
に﹁
是
栴
陀
羅
と
は
じ
し
め
て
﹂

と
あ
り
ま
す︵﹃
真
宗
聖
典
﹄四
八
五

頁
︶︒親
鸞
聖
人
の﹁
是
旃
陀
羅
﹂の

受
け
と
め
に
つ
い
て
︑十
分
に
明
ら

か
と
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
︒し
か
し
︑

親
鸞
聖
人
は
︑当
時
忌
避
さ
れ
る

よ
う
な
仕
事
に
つ
き
︑﹁
悪
人
﹂と
い

う
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
た
人
び
と
と

出
あ
い
︑念
仏
の
教
え
を
聞
く
中

で
︑さ
ま
ざ
ま
な
立
場
を
超
え
て
︑

共
に
生
き
て
い
く
地
平
を
い
た
だ
か

れ
た
方
で
す
︒今
︑問
わ
れ
て
い
る

差
別
問
題
に
︑私
た
ち
が
向
き
合
お

う
と
す
る
時
︑社
会
の
中
で
親
鸞
聖

人
の
立
た
れ
た
場
所
を
確
か
め
な

が
ら
︑和
讃
と
し
て
表
さ
れ
た﹃
観

経
﹄の﹁
意
﹂を
尋
ね
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
︒

　私
た
ち
は
︑部
落
差
別
を
は
じ

め
︑さ
ま
ざ
ま
な
差
別
問
題
が
現

存
す
る
社
会
を
生
き
て
い
ま
す
︒そ

の
社
会
の
中
で
︑私
た
ち
の
教
団

は
︑﹃
観
経
﹄の
中
に
あ
る﹁
旃
陀
羅
﹂

を
︑差
別
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し

て
用
い
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
︒

こ
れ
ま
で﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
問
題
性

が
見
え
て
い
な
か
っ
た
罪
責
を
抱
え

る
か
ら
こ
そ
︑現
代
に
生
き
て
は
た

ら
く﹃
観
経
﹄の
意
を
︑私
た
ち
は
あ

ら
た
め
て
聞
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
︒

教
え
を
聞
く
者
と
し
て

解
放
運
動
推
進
本
部

0
7
5
　3
7
1
　9
2
4
7

kaiho@
higashihonganji.or.jp

こ
の
記
事
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

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
。

と
い
う
漢
字
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
っ

て
み
よ
う
」

「
上
か
ら
下
へ
ザ
ー
」「
水
に
流
す
」「
周

り
の
意
見
に
流
さ
れ
る
」

「
な
る
ほ
ど
な
あ
。い
ろ
い
ろ
あ
る
な
あ
。

こ
の
字
の
左
の
サ
ン
ズ
イ
偏
は
水
よ
な
。そ

し
て
右
の
上
に
あ
る
の
は
子
と
い
う
字
が

逆
さ
ま
に
な
っ
て
る
ね
ん
て
。つ
ま
り
赤

ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
出
て
く
る
状
態
。そ
し
て

下
の
3
本
は
、赤
ち
ゃ
ん
が
す
っ
と
生
ま
れ

て
く
る
た
め
の
水（
羊
水
）を
表
す
の
と
同

時
に
、流
れ
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
表
し

て
る
ら
し
い
わ
。新
し
い
世
に
流
れ
出
て
く

る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
か
な
。そ
し
て
別

の
方
向
に
進
む
と
い
う
意
味
も
」

　漢
字
の
由
来
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ

り
ま
す
。生
徒
は
こ
う
い
う
字
源
の
話

に
、思
い
の
ほ
か
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る

の
で
、あ
く
ま
で
も
一
つ
の
説
だ
よ
と
言

い
な
が
ら
紹
介
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

す
。そ
し
て
こ
う
い
う
学
び
は
、け
っ
こ
う

若
い
人
た
ち
の
記
憶
に
残
る
も
の
で
す
。

「
こ
の
字
の
意
味
を
考
え
た
時
に
、親
鸞

さ
ん
が
流
罪
、つ
ま
り
都
を
追
わ
れ
地
方

に
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
受
け
と

め
て
お
ら
れ
た
の
か
な
と
考
え
る
の
よ
。

こ
こ
か
ら
は
か
な
り
自
分
勝
手
な
解
釈
も

含
ま
れ
る
け
ど
聞
い
て
な
」

「
親
鸞
さ
ん
は
納
得
し
て
喜
ん
で
流
さ
れ
た
と

は
思
え
な
い
よ
ね
。特
に
師
で
あ
る
法
然
さ
ん

が
罪
を
問
わ
れ
流
さ
れ
る
こ
と
に
は
許
し
が

た
い
ほ
ど
に
腹
が
立
っ
た
と
想
像
す
る
の
よ
」

「
で
も
、当
事
者
の
法
然
さ
ん
は
な
、平
た

く
い
う
と『
ま
あ
、こ
ん
な
こ
と
で
も
な

い
と
田
舎
の
人
び
と
に
私
が
出
遇
い
得
た

正
し
い
教
え
を
伝
え
る
こ
と
も
で
き
な
い

わ
な
〜
』と
言
わ
れ
た
そ
う
な
ん
よ
。み

ん
な
こ
れ
を
聞
い
て
ど
う
思
う
？
」

「
自
分
が
心
か
ら
信
じ
尊
敬
す
る
人
に
こ

う
言
わ
れ
た
ら
、た
だ
た
だ
腹
を
立
て
て

い
る
だ
け
で
は
あ
か
ん
と
感
じ
は
っ
た
の

で
は
な
い
か
な
〜
。だ
か
ら
な
、最
後
は

こ
の
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
向
き
に

と
ら
え
は
っ
た
ん
と
ち
が
う
か
な
〜
」

「
も
ち
ろ
ん
、間
違
っ
た
評
価
や
不
正
に
対

し
て
、文
句
を
言
わ
ず
に
引
き
受
け
な
さ

い
な
ん
て
言
っ
て
る
ん
と
ち
ゃ
う
で
。で
も

な
、生
き
て
た
ら
、思
っ
て
も
み
な
か
っ
た

こ
と
は
起
こ
る
し
、理
不
尽
な
扱
い
を
受

け
る
こ
と
は
あ
る
。そ
れ
を
正
し
、ほ
ん
と

う
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
事

や
と
思
う
。間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
正
し

い
と
思
い
込
む
必
要
も
な
い
」

「
で
も
法
然
さ
ん
は
、全
く
違
う
受
け
と

め
を
さ
れ
た
ん
や
と
思
う
の
よ
。い
ろ
ん

な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。お

仲
間
の
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。そ
れ
で
も
、こ
の
流
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
、自
分
に
は
い
っ
た
い
何
が
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
を
お
考
え
に
な
っ
た

よ
う
に
思
う
の
よ
」

「
だ
か
ら
き
っ
と
親
鸞
さ
ん
も
同
じ
よ
う

に
、覆
り
よ
う
の
な
い
流
罪
と
い
う
決
定
を

受
け
て
、こ
の
私
に
は
何
が
で
き
る
の
か
と

考
え
は
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
よ
」

「
チ
ャ
ン
ス
っ
て
こ
と
？
」

「
そ
う
や
ね
ん
、み
ん
な
覚
え
と
い
て
。ピ

ン
チ
こ
そ
が
チ
ャ
ン
ス
や
で
〜
」

　釈
尊
は
弟
子
が
教
え
を
伝
え
に
行
く

時
、「
二
人
し
て
行
く
な
、一
人
ず
つ
行

け
」と
言
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。真
実

の
教
え
を
広
く
伝
え
る
た
め
に
。そ
の
言

葉
に
支
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
、35
歳
に

な
っ
た
親
鸞
さ
ん
は
、法
然
さ
ん
と
も
多

く
の
お
仲
間
と
も
別
れ
、い
っ
し
ょ
に
暮
ら

し
て
い
た
家
族
と
共
に
、新
し
い
世
界
へ

踏
み
出
さ
れ
ま
す
。そ
し
て
、そ
の
こ
と
が

機
縁
と
な
り
、い
た
だ
か
れ
た
教
え
を
内

に
深
く
確
か
め
て
い
か
れ
る
の
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
流
」

     ―

新
し
き
旅
立
ち―

第
10
回

　
1
2
0
5（
元
久
2
）年
、33
歳
に
なっ
た
親
鸞
聖
人
は
、法

然
上
人
よ
り『
選
択
本
願
念
仏
集
』の
書
写
を
許
さ
れ
ま
す
。こ

の
書
は
、浄
土
の
教
え
を
説
く
確
か
な
教
義
書
で
あ
り
な
が
ら
も
、

そ
の
内
容
が
先
鋭
的
で
あ
り
過
激
な
内
容
を
も
含
む
こ
と
か
ら
、

誤
解
が
生
じ
る
こ
と
を
心
配
し
た
法
然
上
人
は
、そ
の
書
写
を
わ

ず
か
10
人
ほ
ど
に
し
か
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　「
た
だ
念
仏
し
な
さ
い
」と
い
う
教
え
は
、生
き
る
こ
と
に
苦
悩
す

る
多
く
の
人
び
と
の
心
に
伝
わ
る
一
方
、そ
の
本
当
の
意
味
を
誤
って

理
解
す
る
人
も
少
な
く
な
かっ
た
の
で
す
。念
仏
さ
え
す
れ
ば
何
を

し
て
も
許
さ
れ
る
と
勘
違
い
を
し
て
は
平
気
で
悪
事
を
は
た
ら
く
人

も
い
ま
し
た
。ま
た
、伝
統
的
な
仏
教
の
教
え
と
在
り
方
を
、尊
敬

す
る
こ
と
な
く
否
定
す
る
門
弟
も
現
わ
れ
は
じ
め
、既
存
の
仏
教
界

か
ら
続
け
て
非
難
が
起
こ
り
ま
し
た
。い
わ
ゆ
る「
承
元
の
法
難
」と

呼
ば
れ
る
弾
圧
につ
な
が
る
動
き
が
、す
で
に
始
まって
い
た
の
で
す
。

　
1
2
0
4（
元
久
元
）年
、比
叡
山
か
ら
法
然
上
人
に
対
す

る
強
い
警
告
が
出
さ
れ
ま
す
。そ
れ
を
受
け
て
上
人
は
門
弟
た
ち

を
戒
め
る
七
つ
の
決
め
事（
七
箇
条
制
誡
）を
示
し
ま
し
た
。そ
こ

に
は
当
時
の
親
鸞
聖
人
の「
釋
綽
空
」と
い
う
名
も
あ
り
ま
し
た
。

翌
年
に
は
奈
良
の
興
福
寺
か
ら
も
、念
仏
の
禁
止
と
門
弟
た
ち
の

処
罰
を
求
め
る
訴
状
が
朝
廷
に
提
出
さ
れ
、1
2
0
7（
承
元

元
）年
、門
弟
4
人
が
死
罪
、8
人
が
僧
籍
を
奪
わ
れ
流
罪
と
な

り
ま
し
た
。法
然
上
人
は
藤
井
元
彦
と
し
て
土
佐
国
、親
鸞
聖

人
は
藤
井
善
信
と
い
う
名
で
越
後
国
に
流
さ
れ
た
の
で
す
。

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
。

「
流
」

た
か
が
わ

あ
き

ひ
ろ

て

つ
ぎ
で
ら

ご
ん

も
ん

ほ
う

ぎ

そ
う
ぞ
く

ご

じ

ば
ん
ど
う
ぶ
し

し
ん

ど

さ
ん

せ
ん
じ
ゅ

じ

ほ
う
お
ん
こ
う

ぶ

げ

し
ょ
う

し
ゅ
う

し
ょ
う

じ
ょ
う

き
ょ
う

じ

が
ん
ね
ん

ぜ

ぶ
っ
せ
つ
か
ん
む

き

ひ

じ
ゅ

に
ょ
ぜ

が

も
ん

り
ょ
う

じ
ょ
う

ぎ
ょ
う
の
こ
こ
ろ

こ
こ
ろ

こ
こ
ろ

こ
こ
ろ

き
ょ
う

せ
んわ

さ
ん

か
ん

だ

ど

ら

ふ
じ

み
つ
ひ
ろ

いぬいふみ おいぬいふみ お

ほ
う

げ
ん

ほ
う

ひ
え
い

し
ち
か

せ
い

く
う

る

ざ
い

ふ
じ

い

ふ
じ
い
よ
し
ざ
ね

も
と
ひ
こ

と

さ
の
く
に

え
ち
ご
の
く
に

か
い

も
ん
て
い

ざ
ん

な
ん

ね
ん

せ
ん

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

じ
ゃ
く

じ
ょ
う

じ
ょ
う

い
ま
し

し
ゃ
く し

ゅ
う

る

し
ゃ
く
そ
ん

で

た
だ

く
つ
が
え

あ

御本尊は本山からお受けしましょう真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要

―

お
念
仏
の
声
の
中
で
親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
と

　
　
　
　
　
　立
教
開
宗
の
意
義
を
確
か
め
る―

　3
月
25
日
、宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開

宗
八
百
年
慶
讃
法
要
の
初
日
を
迎
え
ま
し
た
。

　こ
の
た
び
の
法
要
で
は
、阿
弥
陀
堂
と
御
影
堂
の
両
堂
が
一

体
と
な
っ
て
、同
時
に
法
要
が
勤
ま
る
と
い
う
初
め
て
の
形
式

を
と
り
ま
し
た
。大
谷
暢
裕
門
首
が
阿
弥
陀
堂
で
表
白（
初
・

中
・
結
は
御
影
堂
）。続
い
て
、阿
弥
陀
堂
で
の
調
声
に
よ
り『
仏

説
阿
弥
陀
経
』が
、御
影
堂
で
の
調
声
に
よ
り「
正
信
偈
」が
同

朋
唱
和
に
よ
っ
て
勤
ま
り
ま
し
た
。法
要
前
の
慶
讃
テ
ー
マ
ソ

ン
グ
の
披
露
、内
局
挨
拶
、勤
行
後
の
関
係
学
校
の
生
徒
や
門

徒
に
よ
る
感
話（
平
日
法
要
の
み
）と
慶
讃
法
要
教
導
に
よ
る

法
話
が
両
堂
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
ま
し
た
。両
堂
に
参
拝
さ
れ
た

全
国
の
皆
さ
ん
の
お
念
仏
の
響
き
の
中
で
、宗
祖
の
御
誕
生
を

よ
ろ
こ
び
、親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
確
か
め
ま
し
た
。な
お
、

4
月
8
日
ま
で
15
日
間
勤
ま
っ
た
第
1
期
法
要
に
は
約
5
万
人

が
参
拝
し
ま
し
た（
各
種
催
事
の
詳
細
は
次
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
）。

●涙が出るほど、身体が弾むほど、この法要に参拝できることがうれしい。
ずっとこの日を楽しみに待っていました。（京都市）
●慶讃寄席とてもよかったです。親鸞さんのことを身近に感じました。
（愛知県）
●バルーンぜんぶたのしかった！またあそぶ！（3歳）
●（テーマソングを歌う前に）あんなぁ、わたし、幼稚園でも練習したし、
おうちでも歌ってたん。だから、ののさまの前でもがんばって歌うね！
（5歳）

●両堂で同時に法要が勤まる歴史的な瞬間に立ち会えてうれしいです。
（大阪府）
●団体参拝で、九州からフェリーに一晩乗って来ました。御影堂など建物
の大きさに圧倒されました。仏花もとても立派で素敵でした。次の世代
に「正信偈」を歌い継いでいく大切さをあらためて感じました。（大分県）
●７年前に帰敬式を受けた時のことを思い出しながらお参りしました。一
生に一度の経験をさせていただきました。遠方からですが、来ることが
できて本当によかったです。（長崎県）

参拝者の声

宗
務
総
長
挨
拶
（
要
旨
）

煩
悩
に
ま
な
こ
さ
え
ら
れ
て

　摂
取
の
光
明
み
ざ
れ
ど
も

　大
悲
も
の
う
き
こ
と
な
く
て

　つ
ね
に
わ
が
身
を
て
ら
す
な
り

（
高
僧
和
讃

　『真
宗
聖
典
』4
9
7
〜
4
9
8
頁
）

　慶
讃
事
業
に
ご
理
解
を
賜
っ
た
多
く
の

皆
さ
ま
の
お
力
添
え
、そ
し
て
尊
い
ご
懇

念
の
も
と
、こ
こ
に
ご
参
拝
の
皆
さ
ま
、そ

し
て
ラ
イ
ブ
配
信
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る

世
界
中
の
御
同
朋
の
皆
さ
ま
と
と
も
に

慶
讃
法
要
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　昨
年
11
月
に
完
成
し
た
阿
弥
陀
堂
門

修
復
の
際
、4
本
の
柱
の
天
井
裏
に
箱
が

括
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、そ
の
中
に『
仏
説

阿
弥
陀
経
』が
、一
冊
ず
つ
和
紙
に
丁
寧
に

包
ま
れ
て
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。こ
の
お
経
は「
阿
弥
陀
の
浄
土

に
生
ま
れ
よ
」と
す
す
め
て
く
だ
さ
る
諸

仏
の
声
が
つ
ま
っ
た
も
の
で
す
。我
々
が

阿
弥
陀
堂
門
を
く
ぐ
る
時「
ま
っ
す
ぐ
に

阿
弥
陀
堂
に
向
か
い
な
さ
い
、阿
弥
陀
如

来
に
遇
い
な
さ
い
」と
い
う
諸
仏
の
声
を

聞
く
の
で
す
。阿
弥
陀
堂
に
は
浄
土
の
荘

厳
、そ
し
て
御
本
尊
、阿
弥
陀
如
来
が
立
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。そ
こ
で
我
々
は
阿
弥
陀

如
来
か
ら「
我
が
名
を
称
え
よ
」と
仏
さ
ま

の
お
名
前
を
い
た
だ
く
の
で
す
。し
か
し
、

損
か
得
か
、勝
つ
か
負
け
る
か
、役
に
立
つ

か
ど
う
か
と
い
う
性

分
を
生
き
て
い
る
私

た
ち
は
な
か
な
か
お
念
仏
申
す
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
す
。親
鸞
聖
人
は
、そ
の
よ
う

な
我
が
身
を
濁
世
の
機
で
あ
る
と
受
け
と

め
、あ
あ
、愚
か
な
者
だ
と
自
ら
を
い
た
だ

か
れ
、「
愚
禿
釋
の
鸞
」と
名
の
ら
れ
ま
し

た
。冒
頭
の
ご
和
讃
に
あ
る
よ
う
に
、本
当

に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
よ
ろ
こ
べ
な
い

こ
の
愚
か
な
私
、な
れ
ば
こ
そ
阿
弥
陀
如

来
は
我
々
を
見
捨
て
ず
に
、念
仏
申
せ
と

絶
え
ず
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

こ
の
教
え
を
と
も
に
聞
い
て
い
こ
う
で
は

な
い
か
と
我
々
に
語
り
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
親
鸞
聖
人
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

　こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
は
、阿
弥
陀
堂

と
御
影
堂
で
同
時
に
勤
行
を
し
ま
す
。真

宗
本
廟
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
る
お
念
仏
の

声
の
中
で
、隣
の
人
が
称
え
る
お
念
仏
の

声
に
励
ま
さ
れ
、私
が
、は
か
ら
ず
も
お
念

仏
で
き
得
る
身
と
な
っ
た
、そ
の
感
動
と
、

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
と
立
教
開
宗
の
意
義

を
、と
も
ど
も
に
味
わ
い
た
い
と
思
い
ま

す
。そ
し
て
、こ
の
慶
讃
法
要
を
大
切
な
ご

縁
と
し
、皆
さ
ま
の
教
区
、組
、寺
院
、地

域
、家
庭
な
ど
の
身
近
な
場
に
お
い
て
、有

縁
の
方
々
と
と
も
に
慶
讃
法
要
の
意
義
を

あ
ら
た
め
て
い
た
だ
き
直
す
場
が
開
か
れ

る
こ
と
を
心
よ
り
念
願
い
た
し
ま
す
。

　3月25日、渉成園で始まったライトアップのオープニン
グイベントとして、書家の金澤翔子さんによる「席上揮
毫」が行われました。力強く「慶縁」の文字を揮毫され
た金澤翔子さん。会場全体で今日の出会えたご縁を慶ぶ、あたたかな雰囲気
が会場全体を包みました。引き続き、アートディレクターの浅葉克己さんによ
る、デザインをテーマにしたトークショーも行われました。金澤翔子さんの書
は、慶讃法要期間中、渉成園大玄関入口に展示され、多くの方が観覧しました。

　3月26日を初日に、慶讃法要中の5日間、「伝統技術のワーク
ショップ」の一環として、富山県南砺市の井波彫刻師による東本
願寺の彫刻ガイドツアーが行われました。東本願寺と井波彫刻
のつながりは深く、江戸時代に井波別院が焼失した際、東本願寺

の御用彫刻師を派遣。明治期の東本
願寺再建では井波の彫刻師が京都
に駆け付け、現在もその彫刻が残っ
ています。参加者は明治の先人たち
の思いを受けつぐ井波彫刻師の案
内を興味深く聞き入っていました。

渉成園ライトアップオープニングイベント

　3月25日から京都国立博物館で「親鸞―生涯と名宝―」が開催されていま
す。親鸞聖人のご生涯を自筆の著作や手紙などを通して振り返ることができ

ます。そして、親鸞聖人の主著『教行信証』は坂
東本、西本願寺本、高田本が初めて集結。最晩年
まで加筆、訂正を加えられている跡から、ご自身
の人生を問いたずねていかれた聖人のお心にふ
れる展示となっています。展示は5月21日まで。

親鸞聖人生誕八百五十年特別展「親鸞―生涯と名宝―」

井波彫刻師による
東本願寺の彫刻ガイドツアー

　4月2日、「人間はなぜ争うのか」をテーマに、全戦没者追弔法
会が勤まりました。俳優の竹下景子さんによる「追弔の偈　戦
争にいのち奪われたあなた方よ」（作詞：高 史明）の朗読の後、

四衢亮さん（岐阜高山教区）による記
念講演がありました。一人ひとりが
歴史に学び、自らと自らが生きる社
会を省みて、戦争でいのちを奪われ
た方々を憶念し、真の平和とは何か
を問いたずねる法要となりました。

全戦没者追弔法会

東本願寺前市民緑地整備事業完成記念式典・
オープニングイベント
―愛称は「お東さん広場」に―
　京都市初の市民緑地としてオープンする東本願寺前市民
緑地の整備事業完成記念式典・オープニングイベントが法
要前日の3月24日に行われました。式典は、高倉幼稚園の子
どもたちの元気いっぱいの歌声で始まり、案内板の除幕とと
もに広場の愛称が「お東さん広場」と披露されました。
　オープニングイベントでは「音楽で世代をつなぐ・地域を
つなぐ」をテーマに、第1部では下京渉成小学校、京都産業大
学附属中学校・高等学校、大谷中学・高等学校へと音楽のバ
トンがつながれました。第2部では「下京まちなかアート」を
テーマに、縄跳び競技「ダブルダッチ」のパフォーマンスや、
カルテットカメラータ（京都市立芸術大学OB）による管弦楽
の演奏、京都市立芸術大学生によるサックスアンサンブルが
披露されました。夕方からは飲食ブースもオープンし、地元
の方や観光客など多くの方が来場されるなど、これからの門
前の賑わいを感じさせました。
　サクラやイチョウなど、季節を彩る草木も楽しめる芝生広
場のほか、石畳風の多目的広場はさまざまなイベントの空間
として利用できる「お東さん広場」。京都市からも「賑わいと
憩いの空間、歴史と文化の発信の空間、多くの方々のおもて
なしの空間」として大いに期待されています。本山へのご参
拝の際にはぜひお立ち寄りください。

高倉幼稚園園児によ
る

合唱により式典がスタ
ート

下京渉成小学校
吹奏楽部による演奏

御影堂門と
お東さん広場（北側）

京都産業大学附属中学校・高等学校
吹奏楽部によるマーチング

カルテットカメラータによる
弦楽四重奏

京都市立芸術
大学生による

サックス
アンサンブル

大谷中学・
高等学校
吹奏楽部に
よる演奏

お東さん広場（南側）

NEWTRAD
による

縄跳び競技「ダブルダッチ」のパフォーマンス

「お東さん広場」案内板除幕

ぼ
ん
の
う

せ
っ
し
ゅ

じ
ょ
く

せ

ぐ

と
く
し
ゃ
く

き

きょうえんなん と

うた

こ さ

よつつじ

みょん

あきら

き
ょ
う

さ
ん

ばん

どうぼん

ゆ
う

ち
ょ
う

［第1期法要］ 3月25日～4月8日　  ［讃仰期間］ 4月9日～14日 　 ［第2期法要］ 4月15日～29日
宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要
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慶讃 ニュース
きょう さん

御影堂

新設

渉成園の高石垣

勿忘の鐘を撞く本稱寺住職

大寝殿

白書院

新たに御影堂北側通路に
トイレが完成しました！
新たに御影堂北側通路に
トイレが完成しました！
新たに御影堂北側通路に
トイレが完成しました！

　このたび、御影堂北側通路（高廊下付近）に新たにトイレ
が設置されました。
　慶讃法要で多くの参拝者が来られることを見込み、
昨年９月からの工事が3月中旬に完成し、3月19日の春
季永代経総経から多くの参拝者にご利用いただいてい
ます。
　木目調を基調とした明るく落ち着いた室内で、十分な
個室を備えているほか、お子さま連れの方や車いすの方
にも、安心して快適にご利用いただけるよう多機能トイレ
も設置しています。

　また、1月に完了した境
内白洲北側のトイレに続
いて、境内南側トイレの改
修工事も同時期に終了し
ました。ご参拝の際は、ぜ
ひご利用ください。

青蓮院に伝わる聖人得度の剃刀を「一時お移し」
―慶讃法要期間中 境内で展示―

青蓮院に伝わる聖人得度の剃刀を「一時お移し」
―慶讃法要期間中 境内で展示―

　3月14日、青蓮院
（京都市東山区）に
おいて、青蓮院に永
く伝わる親鸞聖人
が得度の際に使用
された剃刀を、一時
的に宗派が「お預か
り」する「御剃刀一
時お移し式」が執り
行われました。
　親鸞聖人は9歳の春に、伯父の日野範綱に連れられて慈円のもとで「鬢髪を剃除」
したと『御伝鈔』で伝えられています。また、史料によると、本願寺歴代のうち、第四
代善如上人から第十代證如上人までは青蓮院で得度したという記録があり、所縁
は深く、親鸞聖人御旧跡の地として、現在も多くの真宗門徒が青蓮院を参拝してい
ます。
　青蓮院ではこれまで剃刀を公開することはありませんでしたが、宗派と青蓮院と
の日頃からの交流の中で、このたびの慶讃法要での展示が実現しました。
　親鸞聖人お得度の間とされる宸殿にて行われた式典では、御本尊の前で青蓮院
東伏見慈晃門主から木越渉宗務総長に剃刀が手渡され、その後、「正信偈」による勤
行がありました。
　式典後は、聖人の母が、剃髪した聖人の髪を植えて傍に置いていたと伝えられて
いる童形像にまつわる建物である植髪堂に場所を移して記者会見が行われ、多くの
報道関係者に剃刀が披露されました。
　木越総長は、会見で「本当にありがたいことです。全国からお越しになる多くのお
参りの方にご覧いただき、生涯をとおしてお念仏申した宗祖のお姿を思い浮かべて
いただく機会ができた」と、今回の申し
出を快く受け入れた東伏見門主に感謝
の意を伝えました。東伏見門主は、「東
本願寺でお勤まりになる慶讃法要で多
くの方に喜んでご覧いただけることは何
よりです」と述べられました。
　剃刀は、「慶讃テーマ館」の「宗祖親鸞
聖人展」で4月29日まで展示されました。

宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会
―お念仏の場、願いを確かめる歩み―

宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会
―お念仏の場、願いを確かめる歩み―

山陽教区山陽教区

　3月10日、春の暖かさが感じ
られる日差しのもと、姫路船場
別院本徳寺にて、山陽教区お
待ち受け大会並びに姫路船場
別院本徳寺「本徳寺創立五百
年・船場本徳寺成立四百年・本
堂建立三百年記念法要」が行
われました。
　午前より開会し、はじめに
梛野大輔山陽教務所長から、

多くの方々がお念仏申されてきた別院の歴史と今日の大会並びに法
要の意義について挨拶がありました。
　続いて、大谷暢裕門首の剃刀による帰敬式が執り行われ、78人が
受式しました。誓いの辞では、受式者の代表がこれから仏弟子とし
て歩んでいくことを力強く誓いました。その後、日野雅範氏（第4組
善覺寺住職）による帰敬式法話がありました。「真宗宗歌」二番の歌
詞「六字のみ名をとなえつつ　世のなりわいにいそしまん」を紹介
し、「お念仏を称え、お念仏に尋ねながら自身の生活を尽くしていき
ましょう」と、お念仏の教えを人生の指針としていくことを呼びかけ
ました。
　午後からの記念法要には、320人が参拝しました。法要に先立ち、

藤本浩之教区慶讃事業委員会委員長と長峯顕教参務の挨拶の後、
門首をはじめ57人が出仕。静かな本堂に、雅楽の音と勤行の声
が響きわたり、引き続き、「正信偈」が同朋唱和によって勤まりま
した。
　勤行後の門首挨拶では、災害、感染症、戦争などのさまざまな現代
社会の問題や不安に対して、「私たちには帰るべきところがありま
す。それは「愚」の大地であり、「凡夫」としてのわたくし一人という宗
祖のお示しであります」と話され、親鸞聖人が顕かにされた教えに生
きましょうと呼びかけました。
　山陽教区では、昨年より慶讃法要お待ち受け記念として、「親鸞聖
人讃仰講演会」、「同朋のつどい」の二つの講演会を開催し、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」の意義を確かめて
きました。このたびのお待ち
受け大会並びに法要は、一
人ひとりがこれまでの歩み
を確かめる場となり、来る
慶讃法要へとつながってい
く第一歩となりました。
（山陽教区通信員　青山　祐一）

帰敬式の様子

式典での剃刀受け渡しの様子

慶讃テーマ館での展示

入り口扉

木目調の落ち着いた
雰囲気の通路

広 と々明るい雰囲気の室内

剃刀

堂内が一体となって勤まった「正信偈」

　
昨
年
、親
鸞
聖
人
の
御
真
影
の
前
に
お
い
て
、妻
と
共
に
帰
敬
式
を
受
け
、

法
名
を
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。参
拝
接
待
所
で
の
受
付
か
ら
受
式
ま

で
、丁
寧
な
応
対
を
し
て
い
た
だ
き
、心
が
温
ま
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
そ
の
後
、東
本
願
寺
の
飛
地
境
内
地

で
あ
る「
渉
成
園
」を
訪
れ
ま
し
た
。入
っ
て
正

面
の
、形
も
大
き
さ
も
さ
ま
ざ
ま
な
石
で
造
ら

れ
た
高
石
垣
を
見
て
、コ
ロ
ナ
の
影
響
で
地
域
コ

ミ
ュニ
テ
ィ
の
希
薄
化
が
一
層
進
ん
で
い
る
現
在

だ
け
に
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
皆
関
係
し

あ
っ
て
い
る
こ
と
、み
ん
な
違
っ
て
み
ん
な
い
い

「
バ
ラ
バ
ラ
で
いっ
し
ょ
」の
大
切
さ
と
素
晴
ら
し

さ
を
感
じ
ま
し
た
。庭
園
内
の
大
き
な
池
は
鏡

の
よ
う
で
、歴
史
あ
る
建
造
物
や
木
々
が
水
面

に
映
る
見
事
な
様
に
、心
が
洗
わ
れ
ま
し
た
。

読者のお便り

長
野
県
飯
山
市
　
丸
山 
茂
彦（
78
歳
）

バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ

お
便
り
募
集
『
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
。
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京
都
市
と
京
都
市
観
光
協
会
が
主
催
し
、毎
年
冬
に
開
催
さ
れ

る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン「
第
57
回
京
の
冬
の
旅
」に
本
年
も
東
本
願
寺
が

協
力
し
、1
月
7
日
か
ら
3
月
19
日
ま
で
の
期
間
中
に
約
1
8
，

0
0
0
人
が
拝
観
に
訪
れ
た
。「
親
鸞

聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開

宗
八
百
年
」が
本
年
の
冬
の
旅
の

テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

参
拝
の
方
へ
は
慶
讃
法
要
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
広
報
も

行
っ
た
。

　
今
回
は
、通
常
一
般
に
は
非
公
開

の
諸
殿
の
中
か
ら
、大
寝
殿
と
白
書

院
の
２
カ
所
を
特
別
公
開
。大
寝
殿

第
57
回
「
京
の
冬
の
旅
」
で
大
寝
殿・白
書
院
を
一
般
公
開

の
竹
内
栖
鳳
作
の
障
壁
画
、白
書
院
で
は
欄
間
や
障
壁
画
な
ど
を
、

ま
た
、予
約
制
で
職
員
が
案
内
す
る「
僧
侶
の
案
内
に
よ
る
特
別
拝

観
」の
コ
ー
ス
も
新
た
に
実
施
し
、1
，2
4
1
人
を
ご
案
内
し
た
。

参
加
者
か
ら
は「
御
影
堂
の
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
さ
に
驚
い
た
が
、諸
殿
も
同
じ

で
、中
で
も
白
書
院
の
豪
華
さ
や
重
厚

さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
」「
建
物

の
い
た
る
と
こ
ろ
に
ま
で
絵
師
や
建

具
の
職
人
の
技
の
細
か
さ
を
感
じ
ら

れ
た
」「
僧
侶
の
詳
し
い
説
明
を
聞
き
、

東
本
願
寺
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
。

市
民
緑
地
が
完
成
し
た
ら
ま
た
訪
れ

た
い
」と
の
声
が
聞
か
れ
た
。

　昨今の紙代や燃料費の高騰により、本年7月1日より下記のとおり『真宗大谷
派勤行集』（赤本）の一部価格改定を行うこととなりました。また、和綴の小判
（A6判）につきましては、現在庫がなくなり次第販売を終了いたします（小判は
洋装のみとなります）。

　東本願寺出版をご利用の皆様におかれましては、ご負担をおかけいたします
が、何卒ご理解のほどお願いいたします。

書籍名

出版物価格改定のお知らせ

改定前（税込） 改定後（税込）
『真宗大谷派勤行集』（洋装・大判） 385円 440円
『真宗大谷派勤行集』（洋装・小判） 220円 275円

東本願寺出版

寄付のご報告
　東本願寺出版では、昨年11月にインターネット「読みま専科TOMOぶっ
く」にてチャリティブックフェアを開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、今もなお生活に困難を抱える
方への支援のため、「赤い羽根ポスト・コロナ（新型感染症）社会に向けた
福祉活動応援キャンペーン」へ 155,654円を寄付いたしました。ご協力あ
りがとうございました。

3.11
東日本大震災

　3月11日、本稱寺（岩手県陸
前高田市）において、「勿忘の
鐘」と追弔法要が開催され、約
50人が参拝した。
　本稱寺では、震災翌年の
2012年から、津波に流された
後、瓦礫の中から掘り出した鐘

を「勿忘の鐘」と名づけ、被災する以前にお寺があった地で鐘を撞き始めた。その
後、場所を移し、仮設の本堂を経て、本堂・鐘楼堂が再建される中、ご門徒、近隣
住民とともに復興の歩みが重ねられてきた。
　法要に際し、佐々木隆道住職は「今年は十三回忌という年を迎えた。震災から
12年経つが、まだありありとあの時の光景が浮かぶ。やはり、忘れたくないとい
う思いが一番ある。あの時、多くのいのちが奪われたこと、そして、いただいたご
恩や支援は忘れてはならない。この体験を、これから先、もしかしたら起こる災害
のために活かしていきたい。その役目が私たちにはあるのではないか」と呼びか
けた。
　法要の後、午後2時46分、陸前高田市の沿岸部が一望できる境内の鐘楼堂に
参拝者が集まり、市の防災広報による黙とうの呼びかけとサイレンが響く中、一
人ひとりが鐘を撞き合掌した。
　東北教区東日本大震災復興本部では、旧仙台教区からの取り組みを引き継
ぎ、3月11日に執り行う「勿忘の鐘」を教区内外に周知し、全国の別院・寺院での
開催情報を東北教区ホームページ「勿忘の鐘特設サイト」において紹
介した。当日の模様はライブ配信され、現在も視聴することができる。
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同朋新聞東本願寺出版ホームページで『同朋新聞』がお読みいただけます

Instagramインスタグラム
東本願寺出版SNSキャンペーン

5／1（月）～6／30（金）

（Webカタログ掲載・商品動画配信中）

ご注文
お問い合わせは TEL：075-371-9189 詳しい書籍情報は

東本願寺出版 　

東本願寺出版HP

公式Instagram

公式Twitter

武田定光　他30名（著）
新書判　935円（税込）
　「戦争」から「子育て」まで、社
会問題や人生の悩み、日々の暮
らしの中にある様々なテーマに
ついて仏教のミカタ（見方）から
考えるシリーズの第2弾。
　全国各地の僧侶を中心に
31名が執筆しており、各テー
マに関するブッダや親鸞聖人
の言葉も掲載しています。

Twitter
ツイッター

仏教のミカタ2
－仏教から現代を考える31のテーマ

新刊

10名様にお好きな
東本願寺出版発行書籍を

プレゼント！

  参加方法
●❶公式アカウントをフォロー
●❷対象の投稿を「いいね！」「リツイート」
詳細は東本願寺出版HPをご確認
ください。

いいね！・リツイートで
参加

（9）  第786号   第786号 （8）2023年（令和5年）5月1日 2023年（令和5年）5月1日朋新聞同朋新聞同



慶讃 ニュース
きょう さん

御影堂

新設

渉成園の高石垣

勿忘の鐘を撞く本稱寺住職

大寝殿

白書院

新たに御影堂北側通路に
トイレが完成しました！
新たに御影堂北側通路に
トイレが完成しました！
新たに御影堂北側通路に
トイレが完成しました！

　このたび、御影堂北側通路（高廊下付近）に新たにトイレ
が設置されました。
　慶讃法要で多くの参拝者が来られることを見込み、
昨年９月からの工事が3月中旬に完成し、3月19日の春
季永代経総経から多くの参拝者にご利用いただいてい
ます。
　木目調を基調とした明るく落ち着いた室内で、十分な
個室を備えているほか、お子さま連れの方や車いすの方
にも、安心して快適にご利用いただけるよう多機能トイレ
も設置しています。

　また、1月に完了した境
内白洲北側のトイレに続
いて、境内南側トイレの改
修工事も同時期に終了し
ました。ご参拝の際は、ぜ
ひご利用ください。

青蓮院に伝わる聖人得度の剃刀を「一時お移し」
―慶讃法要期間中 境内で展示―

青蓮院に伝わる聖人得度の剃刀を「一時お移し」
―慶讃法要期間中 境内で展示―

　3月14日、青蓮院
（京都市東山区）に
おいて、青蓮院に永
く伝わる親鸞聖人
が得度の際に使用
された剃刀を、一時
的に宗派が「お預か
り」する「御剃刀一
時お移し式」が執り
行われました。
　親鸞聖人は9歳の春に、伯父の日野範綱に連れられて慈円のもとで「鬢髪を剃除」
したと『御伝鈔』で伝えられています。また、史料によると、本願寺歴代のうち、第四
代善如上人から第十代證如上人までは青蓮院で得度したという記録があり、所縁
は深く、親鸞聖人御旧跡の地として、現在も多くの真宗門徒が青蓮院を参拝してい
ます。
　青蓮院ではこれまで剃刀を公開することはありませんでしたが、宗派と青蓮院と
の日頃からの交流の中で、このたびの慶讃法要での展示が実現しました。
　親鸞聖人お得度の間とされる宸殿にて行われた式典では、御本尊の前で青蓮院
東伏見慈晃門主から木越渉宗務総長に剃刀が手渡され、その後、「正信偈」による勤
行がありました。
　式典後は、聖人の母が、剃髪した聖人の髪を植えて傍に置いていたと伝えられて
いる童形像にまつわる建物である植髪堂に場所を移して記者会見が行われ、多くの
報道関係者に剃刀が披露されました。
　木越総長は、会見で「本当にありがたいことです。全国からお越しになる多くのお
参りの方にご覧いただき、生涯をとおしてお念仏申した宗祖のお姿を思い浮かべて
いただく機会ができた」と、今回の申し
出を快く受け入れた東伏見門主に感謝
の意を伝えました。東伏見門主は、「東
本願寺でお勤まりになる慶讃法要で多
くの方に喜んでご覧いただけることは何
よりです」と述べられました。
　剃刀は、「慶讃テーマ館」の「宗祖親鸞
聖人展」で4月29日まで展示されました。

宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会
―お念仏の場、願いを確かめる歩み―

宗祖親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要お待ち受け大会
―お念仏の場、願いを確かめる歩み―

山陽教区山陽教区

　3月10日、春の暖かさが感じ
られる日差しのもと、姫路船場
別院本徳寺にて、山陽教区お
待ち受け大会並びに姫路船場
別院本徳寺「本徳寺創立五百
年・船場本徳寺成立四百年・本
堂建立三百年記念法要」が行
われました。
　午前より開会し、はじめに
梛野大輔山陽教務所長から、

多くの方々がお念仏申されてきた別院の歴史と今日の大会並びに法
要の意義について挨拶がありました。
　続いて、大谷暢裕門首の剃刀による帰敬式が執り行われ、78人が
受式しました。誓いの辞では、受式者の代表がこれから仏弟子とし
て歩んでいくことを力強く誓いました。その後、日野雅範氏（第4組
善覺寺住職）による帰敬式法話がありました。「真宗宗歌」二番の歌
詞「六字のみ名をとなえつつ　世のなりわいにいそしまん」を紹介
し、「お念仏を称え、お念仏に尋ねながら自身の生活を尽くしていき
ましょう」と、お念仏の教えを人生の指針としていくことを呼びかけ
ました。
　午後からの記念法要には、320人が参拝しました。法要に先立ち、

藤本浩之教区慶讃事業委員会委員長と長峯顕教参務の挨拶の後、
門首をはじめ57人が出仕。静かな本堂に、雅楽の音と勤行の声
が響きわたり、引き続き、「正信偈」が同朋唱和によって勤まりま
した。
　勤行後の門首挨拶では、災害、感染症、戦争などのさまざまな現代
社会の問題や不安に対して、「私たちには帰るべきところがありま
す。それは「愚」の大地であり、「凡夫」としてのわたくし一人という宗
祖のお示しであります」と話され、親鸞聖人が顕かにされた教えに生
きましょうと呼びかけました。
　山陽教区では、昨年より慶讃法要お待ち受け記念として、「親鸞聖
人讃仰講演会」、「同朋のつどい」の二つの講演会を開催し、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」の意義を確かめて
きました。このたびのお待ち
受け大会並びに法要は、一
人ひとりがこれまでの歩み
を確かめる場となり、来る
慶讃法要へとつながってい
く第一歩となりました。
（山陽教区通信員　青山　祐一）

帰敬式の様子

式典での剃刀受け渡しの様子

慶讃テーマ館での展示

入り口扉

木目調の落ち着いた
雰囲気の通路

広 と々明るい雰囲気の室内

剃刀

堂内が一体となって勤まった「正信偈」

　
昨
年
、親
鸞
聖
人
の
御
真
影
の
前
に
お
い
て
、妻
と
共
に
帰
敬
式
を
受
け
、

法
名
を
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。参
拝
接
待
所
で
の
受
付
か
ら
受
式
ま

で
、丁
寧
な
応
対
を
し
て
い
た
だ
き
、心
が
温
ま
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
そ
の
後
、東
本
願
寺
の
飛
地
境
内
地

で
あ
る「
渉
成
園
」を
訪
れ
ま
し
た
。入
っ
て
正

面
の
、形
も
大
き
さ
も
さ
ま
ざ
ま
な
石
で
造
ら

れ
た
高
石
垣
を
見
て
、コ
ロ
ナ
の
影
響
で
地
域
コ

ミ
ュニ
テ
ィ
の
希
薄
化
が
一
層
進
ん
で
い
る
現
在

だ
け
に
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
皆
関
係
し

あ
っ
て
い
る
こ
と
、み
ん
な
違
っ
て
み
ん
な
い
い

「
バ
ラ
バ
ラ
で
いっ
し
ょ
」の
大
切
さ
と
素
晴
ら
し

さ
を
感
じ
ま
し
た
。庭
園
内
の
大
き
な
池
は
鏡

の
よ
う
で
、歴
史
あ
る
建
造
物
や
木
々
が
水
面

に
映
る
見
事
な
様
に
、心
が
洗
わ
れ
ま
し
た
。

読者のお便り

長
野
県
飯
山
市
　
丸
山 

茂
彦（
78
歳
）

バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ

お
便
り
募
集
『
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
。

〒
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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
。

E
メ
ー
ル
／shuppan@

higashihonganji.or.jp
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京
都
市
と
京
都
市
観
光
協
会
が
主
催
し
、毎
年
冬
に
開
催
さ
れ

る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン「
第
57
回
京
の
冬
の
旅
」に
本
年
も
東
本
願
寺
が

協
力
し
、1
月
7
日
か
ら
3
月
19
日
ま
で
の
期
間
中
に
約
1
8
，

0
0
0
人
が
拝
観
に
訪
れ
た
。「
親
鸞

聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開

宗
八
百
年
」が
本
年
の
冬
の
旅
の

テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

参
拝
の
方
へ
は
慶
讃
法
要
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
広
報
も

行
っ
た
。

　
今
回
は
、通
常
一
般
に
は
非
公
開

の
諸
殿
の
中
か
ら
、大
寝
殿
と
白
書

院
の
２
カ
所
を
特
別
公
開
。大
寝
殿

第
57
回
「
京
の
冬
の
旅
」
で
大
寝
殿・白
書
院
を
一
般
公
開

の
竹
内
栖
鳳
作
の
障
壁
画
、白
書
院
で
は
欄
間
や
障
壁
画
な
ど
を
、

ま
た
、予
約
制
で
職
員
が
案
内
す
る「
僧
侶
の
案
内
に
よ
る
特
別
拝

観
」の
コ
ー
ス
も
新
た
に
実
施
し
、1
，2
4
1
人
を
ご
案
内
し
た
。

参
加
者
か
ら
は「
御
影
堂
の
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
さ
に
驚
い
た
が
、諸
殿
も
同
じ

で
、中
で
も
白
書
院
の
豪
華
さ
や
重
厚

さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
」「
建
物

の
い
た
る
と
こ
ろ
に
ま
で
絵
師
や
建

具
の
職
人
の
技
の
細
か
さ
を
感
じ
ら

れ
た
」「
僧
侶
の
詳
し
い
説
明
を
聞
き
、

東
本
願
寺
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
。

市
民
緑
地
が
完
成
し
た
ら
ま
た
訪
れ

た
い
」と
の
声
が
聞
か
れ
た
。

　昨今の紙代や燃料費の高騰により、本年7月1日より下記のとおり『真宗大谷
派勤行集』（赤本）の一部価格改定を行うこととなりました。また、和綴の小判
（A6判）につきましては、現在庫がなくなり次第販売を終了いたします（小判は
洋装のみとなります）。

　東本願寺出版をご利用の皆様におかれましては、ご負担をおかけいたします
が、何卒ご理解のほどお願いいたします。

書籍名

出版物価格改定のお知らせ

改定前（税込） 改定後（税込）
『真宗大谷派勤行集』（洋装・大判） 385円 440円
『真宗大谷派勤行集』（洋装・小判） 220円 275円

東本願寺出版

寄付のご報告
　東本願寺出版では、昨年11月にインターネット「読みま専科TOMOぶっ
く」にてチャリティブックフェアを開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、今もなお生活に困難を抱える
方への支援のため、「赤い羽根ポスト・コロナ（新型感染症）社会に向けた
福祉活動応援キャンペーン」へ 155,654円を寄付いたしました。ご協力あ
りがとうございました。

3.11
東日本大震災

　3月11日、本稱寺（岩手県陸
前高田市）において、「勿忘の
鐘」と追弔法要が開催され、約
50人が参拝した。
　本稱寺では、震災翌年の
2012年から、津波に流された
後、瓦礫の中から掘り出した鐘

を「勿忘の鐘」と名づけ、被災する以前にお寺があった地で鐘を撞き始めた。その
後、場所を移し、仮設の本堂を経て、本堂・鐘楼堂が再建される中、ご門徒、近隣
住民とともに復興の歩みが重ねられてきた。
　法要に際し、佐々木隆道住職は「今年は十三回忌という年を迎えた。震災から
12年経つが、まだありありとあの時の光景が浮かぶ。やはり、忘れたくないとい
う思いが一番ある。あの時、多くのいのちが奪われたこと、そして、いただいたご
恩や支援は忘れてはならない。この体験を、これから先、もしかしたら起こる災害
のために活かしていきたい。その役目が私たちにはあるのではないか」と呼びか
けた。
　法要の後、午後2時46分、陸前高田市の沿岸部が一望できる境内の鐘楼堂に
参拝者が集まり、市の防災広報による黙とうの呼びかけとサイレンが響く中、一
人ひとりが鐘を撞き合掌した。
　東北教区東日本大震災復興本部では、旧仙台教区からの取り組みを引き継
ぎ、3月11日に執り行う「勿忘の鐘」を教区内外に周知し、全国の別院・寺院での
開催情報を東北教区ホームページ「勿忘の鐘特設サイト」において紹
介した。当日の模様はライブ配信され、現在も視聴することができる。

2023

―忘れない。あの日から、そしてこれからも―
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同朋新聞東本願寺出版ホームページで『同朋新聞』がお読みいただけます

Instagramインスタグラム
東本願寺出版SNSキャンペーン

5／1（月）～6／30（金）

（Webカタログ掲載・商品動画配信中）

ご注文
お問い合わせは TEL：075-371-9189 詳しい書籍情報は

東本願寺出版 　

東本願寺出版HP

公式Instagram

公式Twitter

武田定光　他30名（著）
新書判　935円（税込）
　「戦争」から「子育て」まで、社
会問題や人生の悩み、日々の暮
らしの中にある様々なテーマに
ついて仏教のミカタ（見方）から
考えるシリーズの第2弾。
　全国各地の僧侶を中心に
31名が執筆しており、各テー
マに関するブッダや親鸞聖人
の言葉も掲載しています。

Twitter
ツイッター

仏教のミカタ2
－仏教から現代を考える31のテーマ

新刊

10名様にお好きな
東本願寺出版発行書籍を

プレゼント！

  参加方法
●❶公式アカウントをフォロー
●❷対象の投稿を「いいね！」「リツイート」
詳細は東本願寺出版HPをご確認
ください。

いいね！・リツイートで
参加

（9）  第786号   第786号 （8）2023年（令和5年）5月1日 2023年（令和5年）5月1日朋新聞同朋新聞同



　本紙3月号からはじまった「宗教とは 信仰とは―カルト問題
を通して考えよう―」では、これまでカルトの特徴や傾向に加
え、浄土真宗の歴史の中でカルト問題をどのように考えてき
たのかを尋ねてきました。
　最終回にあたり、この問題に向きあう方々にオンライン上
で集まっていただき、座談会を開催しました。今号では、そこ

宗教 信仰と とは は いま、課題を確かめる第３回

を通して考えよう－－カルト問題

で語られた宗教心や宗教教育、カルト問題の実情、カルト教
団入信者の家族の苦悩など、さまざま視点や課題を掲載し
ます。
　お念仏の教えを聞く私たちは、カルト問題を通して、何を確
かめなければならないのでしょう。いま、あらためて私たちに
とって「宗教とは 信仰とは」を考え、語り合ってみませんか。

第1・2回の
記事はこちらから
〈第1回〉〈第2回〉

真宗大谷派宗務総長
金沢教区第11組光專寺住職

木
越 

渉 

宗
務
総
長

四
衢 

亮 

氏

一
楽 

真 

氏

平
野 

喜
之 

氏

握
り
し
め
た

も
の
を
手
放
す

　
昨
年
7
月
の
元
首
相
銃
撃
事
件
を
受
け
、

現
在
、宗
教
と
政
治
、宗
教
2
世
の
観
点
か

ら
カ
ル
ト
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の

問
題
に
関
し
、「
カ
ル
ト
と
私
た
ち
は
違
う
」

と
い
う
趣
旨
の
意
見
を
発
信
し
た
教
団
も
あ

り
ま
す
。し
か
し
、そ
の
一
点
張
り
で
は
、多

く
の
人
び
と
に
は
根
拠
の
な
い
言
い
訳
に
し

か
聞
こ
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。オ

ウ
ム
真
理
教
の
事
件
に
よ
っ
て
起
き
た「
宗
教

は
怖
い
も
の
」と
い
う
感
覚
が
、今
な
お
広

が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。今
私
た
ち
に

必
要
な
の
は
、宗
教
、そ
し
て
宗
教
心
の
問
題

を
、自
ら
の
課
題
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
か
つ
て
安
田
理
深
先
生
は
、「
宗
教
を
厳

密
に
学
ぶ
と
、知
識
人
を
論
破
す
る
力
は
養

わ
れ
な
い
が
、本
当
か
嘘
か
を
直
感
で
き
る

よ
う
に
な
る
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。ま
た
、

先
生
は
、「
わ
か
っ
た
話
で
自
分
が
救
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
」と
も
い
わ
れ
ま
す
。人
間
は
、

わ
か
っ
て
し
ま
う
と
、そ
れ
を
握
り
し
め
、立

ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。私
た
ち
は
、握

り
し
め
た
そ
の
拳
で
、他
に
害
を
及
ぼ
す
危

険
性
を
も
っ
て
い
る
存
在
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
握
り
し
め
た
も
の
を
手
放
す
こ
と
。あ
る

著
名
な
科
学
者
は
、「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル・シ
ン
キ

ン
グ（
批
判
的
思
考
）」と
い
う
言
葉
で
、自
分

が「
こ
う
だ
」と
思
っ
た
こ
と
を
、一
度
ま
っ
さ

ら
に
す
る
思
考
を
提
唱
し
ま
し
た
。そ
れ
は
、

真
実
に
向
か
っ
て
い
く
際
、自
分
が
掴
ん
だ
も

の
が
邪
魔
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。こ
の
こ

と
は
、如
来
の
本
願
に
よ
り
、自
ら
の
愚
か
さ

と
向
き
あ
う
真
宗
門
徒
に
と
って
、日
常
的
な

考
え
方
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。そ
し
て
こ
れ
は
、本
来
、宗
教
が
も
つ
は
た

ら
き
だ
と
思
う
の
で
す
。自
ら
の
考
え
に
縛
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
解
放
す
る
の
が
、宗
教

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
だ
か
ら
こ
そ
私
は
、現
在
の
問
題
の
中
心

に
あ
る
の
は
、宗
教
と
い
う
よ
り
、宗
教
心
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。平
野
修
先
生
は
、「
宗
教

心
を
徹
底
的
に
考
え
抜
い
た
の
が
親
鸞
」と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
し
、ま
た
、「
生
活
の
指
針

と
し
て
の
宗
教
」と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。も

し
、自
分
が
握
り
し
め
た
も
の
の
た
め
に
、隣

に
い
る
大
切
な
人
が
涙
を
流
し
て
い
る
な
ら
、

生
活
の
指
針
と
は
い
え
ま
せ
ん
。「
こ
う
だ
」

と
つ
か
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
、自
ら
の
宗
教

心
の
危
う
さ
に
対
し
、止
む
こ
と
な
く
警
鐘

を
鳴
ら
す
も
の
こ
そ
、宗
教
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

大谷大学学長
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自
ら
の
拠
り
所
を

確
か
め
る
学
び
を

　
木
越
総
長
は「
生
活
の
指
針
と
し
て
の
宗
教
」と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。そ
れ
は
、宗
教
が「
宗
と
な
る
教

え
」と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。無
宗
教
と
言
う
人
も
、

「
宗
」が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。誰
も
が
何
か

を
信
じ
、そ
れ
を
握
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。現
在
で
は

「
役
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
」と
い
う
価
値
観
が
強
く

握
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　「
そ
れ
が
本
当
に
大
事
な
の
か
」と
問
う
て
く
だ

さ
っ
た
の
が
、親
鸞
聖
人
で
す
。大
谷
大
学
は
、特
定

の
教
義
を
覚
え
る
所
で
は
な
く
、何
を
拠
り
所
に
し

て
生
き
る
の
か
を
確
か
め
る
大
学
で
す
。大
谷
大
学

が
宗
教
学
校
で
あ
る
と
い
う
の
は
、こ
の
意
味
に
お
い

て
で
す
。日
頃
握
っ
て
い
る
も
の
が
本
当
に
大
切
な
の

か
と
確
か
め
て
い
く
こ
と
は
、生
き
て
い
く
上
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。こ
れ
が
宗
教
教
育
の
大
事

な
意
味
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
に
は
難
し
さ
も
あ
り
ま
す
。日
本
で
は

1
9
4
5
年
の
敗
戦
を
契
機
に
、公
教
育
で
宗
教
を

論
じ
て
は
い
け
な
い
と
な
り
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
特
定

の
宗
教
を
国
家
が
国
民
に
強
制
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、自
ら
の
拠
り
所
を
確
か
め

る
宗
教
を
論
じ
に
く
い
現
状
に
は
問
題
が
あ
り
ま

す
。「
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。死
ぬ
の
に
生

き
る
意
味
が
あ
る
の
か
」。誰
の
上
に
も
起
こ
る
こ
う

し
た
問
い
を
確
か
め
る
こ
と
が
な
い
と
、結
局
、世
の

中
の
価
値
観
に
振
り
回
さ
れ
る
だ
け
に
終
わ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　『
仏
説
無
量
寿
経
』に
は
、人
間
が
煩
悩
に
振
り
回

さ
れ
る
あ
り
方
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
吉
凶
禍
福
、

競
い
て
お
の
お
の
こ
れ
を
作
す
。一
も
怪
し
む
も
の
な

き
な
り
」（『
真
宗
聖
典
』六
十
一
頁
）と
い
う
言
葉
に

注
目
す
る
な
ら
、私
た
ち
の
あ
り
方
は
、都
合
の
良
い

も
の
を
求
め
、悪
い
も
の
を
避
け
、そ
の
こ
と
を
お
か

し
い
と
さ
え
思
わ
な
い
も
の
で
す
。そ
れ
を
痛
ま
し
い

と
ご
覧
に
な
っ
た
の
が
お
釈
迦
様
で
す
。そ
ん
な
あ
り

方
で
一
生
を
終
わ
っ
て
良
い
の
か
と
、問
う
て
く
だ

さ
って
い
る
の
で
す
。し
か
し
、だ
れ
も
が
釈
尊
の
教
え

を
聞
き
、受
け
と
め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。受
け

つ
け
な
い
私
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。

こ
れ
が
宗
教
を
学
ぶ
難
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

　
な
ぜ
受
け
つ
け
な
い
か
と
い
う
と
、す
で
に
握
っ
て

い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。親
鸞
聖
人
は
、比
叡
山

で
の
学
び
を
経
て
、法
然
上
人
に
出
遇
い
ま
し
た
。そ

れ
ま
で
仏
教
だ
と
思
っ
て
握
っ
て
い
た
答
え
が
、そ
う

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
開
け
を
も
っ
た
体
験
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。答
え
を
握
る
の
で
は
な
く
、問
い
続
け
る

生
き
方
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
た
ち
は
、答
え
に
立
て
ば
、必
ず
人
を
裁
く
危
う

さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。も
し
親
鸞
聖
人
を
、人
を
裁
く

た
め
に
使
う
と
す
れ
ば
、そ
れ
も
間
違
い
な
く
カ
ル
ト

に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。だ
か
ら
、カ
ル
ト
の
問
題

は
、特
定
の
教
団
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。親
鸞
聖
人

に
と
っ
て
は
法
然
上
人
と
の
値
遇
が
、答
え
を
破
っ
て

く
れ
る
出
遇
い
で
し
た
。私
た
ち
は
そ
の
意
味
で
、親

鸞
聖
人
と
出
遇
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。自
身
の
危
う

さ
を
見
つ
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
対
話
が
始

ま
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、私
の
考
え
て
い
る
宗
教
と

い
う
こ
と
で
す
。

青少幼年センター研究員
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カ
ル
ト
問
題
の
今

　
3
月
号
に
は
、カ
ル
ト
性
の
強
い
教
団
の
特

徴
が
示
さ
れ
ま
し
た
。た
だ
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、そ
の
よ
う
な
特
徴
に
惹
か

れ
て
入
信
す
る
の
で
は
な
く
、特
に
若
い
方
た

ち
の
場
合
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
サ
ー
ク
ル
活
動

に
意
欲
を
も
っ
て
関
わ
っ
た
ら
、カ
ル
ト
性
の

強
い
団
体
の
関
連
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
多
い
の
で
す
。ま
た
、最
近
の
勧
誘
の
ほ

と
ん
ど
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
、家
族
、友
達

を
通
じ
て
の
も
の
で
す
。中・高
校
生
も
日
常

的
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
時
代
で
す
の

で
、勧
誘
の
対
象
が
低
年
齢
化
し
て
い
ま
す
。

　
カ
ル
ト
性
の
強
い
教
団
の
勧
誘
や
献
金
の

問
題
、さ
ら
に
2
世
問
題
へ
の
厳
し
い
追
及
が

マ
ス
コ
ミ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
盛
ん
に
行
わ

れ
、そ
れ
が
、信
者
個
人
へ
の
強
い
バッ
シ
ン
グ

に
な
って
い
ま
す
。職
場
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
、心
身
に
変
調
を
き
た
す
問
題
が
起
こ
って

い
ま
す
。個
人
の
信
教
を
許
容
し
つ
つ
、自
己

批
判
も
含
め
、相
互
の
信
仰
批
判
を
対
話
と

し
て
開
け
る
か
が
、宗
教
者
の
課
題
で
す
。

　
宗
教
は
、世
を
超
え
た
ま
な
ざ
し
に
よ
っ

て
、私
た
ち
や
世
の
中
の
あ
り
方
を
問
う
も
の

で
す
。し
か
し
、世
を
超
え
た
教
え
か
ら
、世

と
自
分
自
身
が
問
わ
れ
て
い
る
の
に
、そ
れ
を

失
っ
て
、教
え
や
神
様
と
一
体
化
し
、問
い
裁

く
側
に
立
っ
て
、自
分
た
ち
こ
そ「
正
義
」だ

と
し
て
、そ
の
正
義
の
刃
を
世
に
向
け
た
り
考

え
の
異
な
る
も
の
を
排
除
す
る
。そ
う
し
て
暴

走
し
て
い
く
の
が
破
壊
的
カ
ル
ト
で
す
。私
た

ち
は
、こ
う
し
た
点
を
し
っ
か
り
と
確
認
し
、

カ
ル
ト
問
題
を
宗
教
が
内
包
す
る
課
題
と
し

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。そ
れ
を

親
鸞
聖
人
は
、魔・鬼
神
の
問
題
と
し
て
明
ら

か
に
し
て
く
だ
さ
って
い
ま
す
。

　
カ
ル
ト
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、不
安
と
い

う
こ
と
も
重
要
な
視
点
で
す
。カ
ル
ト
性
の
強

い
集
団
に
入
り
、教
祖
や
教
団
に
依
存
し
て

し
ま
う
の
は
、不
安
や
問
題
が
な
く
な
っ
て
安

心
で
き
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
か
ら
で
す
。し

か
し
、そ
れ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。カ
ル
ト
性
の
強
い
集
団
は
、新
た
な
不
安

を
あ
お
り
、依
存
さ
せ
る
巧
み
な
手
法
を
も
っ

て
い
ま
す
。将
来
が
見
え
な
い
現
代
を
生
き

る
Ｚ
世
代
と
呼
ば
れ
る
25
歳
以
下
の
人
た
ち

は
、現
在
の
医
療
・
栄
養
状
態
で
、普
通
に

1
0
0
歳
ま
で
生
き
る
と
い
わ
れ
ま
す
。そ
れ

を
喜
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、不
安
で
い
っ
ぱ

い
な
の
で
す
。こ
の
身
を
1
0
0
歳
ま
で
養
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。そ

う
い
う
不
安
が
高
ま
っ
て
い
る
時
、「
安
心
が

こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
」な
ど
と
い
わ
れ
る
と
、

惹
か
れ
て
いっ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。そ
れ
は「
何
か
に
依
存
し
た
い
」と
考

え
る
私
た
ち
の
危
う
さ
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。そ
う
い
う
私
た
ち
の
あ
り
方
を
絶

え
ず
問
い
明
ら
か
に
す
る
の
が
、親
鸞
聖
人
の

教
え
だ
と
思
い
ま
す
。

金沢教区第11組淨專寺住職

家
族
の
苦
し
み
を

見
つ
め
て

　
私
が
カ
ル
ト
問
題
を
考
え
る
出
発
点
は
、高
校
の

後
輩
で
あ
る
井
上
嘉
浩
さ
ん
が
、オ
ウ
ム
真
理
教
に

入
信
し
て
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
で
す
。さ
ら
に
遡
れ

ば
、彼
の
ご
両
親
か
ら
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
根
底

に
あ
り
ま
す
。カ
ル
ト
問
題
に
関
す
る
私
の
活
動
の
中

心
は
、カ
ル
ト
教
団
に
入
信
し
た
方
の
家
族
の
相
談

を
受
け
る
こ
と
で
す
。

　
現
在
、特
に
問
題
だ
と
感
じ
て
い
る
の
は
、カ
ル
ト

問
題
を
相
談
で
き
る
場
所
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。相
談
者
の
方
は
、よ
く
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
家
族
が
カ
ル
ト
教
団
に
入
信
し
た
時
、警
察
に
行
っ

て
も
、弁
護
士
に
相
談
し
て
も
、児
童
相
談
所
に
行
っ

て
も
、あ
る
い
は
学
校
に
相
談
し
て
も
、誰
に
も
私
た

ち
が
苦
し
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
」

と
。さ
ら
に
、「「
親
子
問
題
だ
か
ら
自
分
た
ち
で
解

決
し
て
く
れ
」と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
す
」と

も
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
相
談
者
が
親
で
あ
る
場
合
、わ
が
子
が
人
格
を
変

え
ら
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
自
分
の
気
持
ち
を
わ
か
って

も
ら
え
な
い
と
い
う
声
を
多
く
聞
き
ま
す
。子
ど
も

が
カ
ル
ト
に
入
信
し
た
だ
け
で
も
苦
し
い
の
に
、親
の

教
育
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
で
苦
し
み
が
重

な
っ
て
い
き
ま
す
。し
か
し
、カ
ル
ト
教
団
の
場
合
、勧

誘
が
非
常
に
巧
み
で
、入
っ
て
み
て
初
め
て
カ
ル
ト
教

団
だ
と
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、必
ず
し

も
教
育
の
問
題
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。

　
私
は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
数
よ
り
も
多
い

と
い
わ
れ
る
お
寺
が
、相
談
の
窓
口
に
な
れ
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。た
だ
、お
寺
の
人
が
解
決
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。専
門
の
人
た
ち
に
つ
な
ぐ
役

割
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。カ
ル
ト
問
題
の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
す
る
た
め
に
は
、教
団
の
教
義

や
、話
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
、熟
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。た
だ
傾
聴

す
る
だ
け
で
は
難
し
い
の
で
す
。で
す
か
ら
窓
口
に

な
っ
て
専
門
の
人
た
ち
に
つ
な
ぐ
だ
け
で
い
い
の
で

す
。も
し
そ
れ
を
お
寺
が
担
え
れ
ば
、苦
し
ん
で
い

る
家
族
の
声
が
聞
き
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
確
か
に
、カ
ル
ト
に
入
信
す
る
原
因
と
し
て
、家
庭

の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。し
か

し
、本
人
が
立
ち
直
り
、帰
っ
て
く
る
に
は
、家
族
の

愛
情
が
非
常
に
大
き
な
ご
縁
と
な
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
。井
上
嘉
浩
さ
ん
の
場
合
は
そ
う
で
し
た
。「
世

の
中
が
す
べ
て
見
捨
て
て
も
、自
分
た
ち
は
待
っ
て
い

る
よ
」と
い
う
思
い
を
伝
え
続
け
、彼
の
マ
イ
ン
ド
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
少
し
和
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

で
す
。

　
し
か
し
、本
当
の
意
味
で
脱
会
す
る
の
は
容
易
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。私
の
よ
く
知
る
人
は
、10
年
以
上
か

か
わ
っ
て
も
脱
会
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
意
味
か

ら
も
、予
防
は
大
切
で
す
。入
信
し
て
間
も
な
い
こ
ろ

に
は
兆
候
が
あ
り
ま
す
。私
は
、そ
の
兆
候
を
つ
か
ん

で
、教
団
に
よ
っ
て
心
を
操
ら
れ
る
前
に
、阻
止
す
る

の
が
一
番
の
方
法
だ
と
思
って
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
、

カ
ル
ト
に
つ
い
て
学
ぶ
場
を
定
期
的
に
設
け
、啓
発
を

行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

カルト問題リーフレットを配布しています
必要部数を無償でお送りしています。ご希望の
方は青少幼年センターまでご連絡ください。

青少幼年センターＨＰでカルト
問題について紹介しています

TEL：075-354-3440
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　本紙3月号からはじまった「宗教とは 信仰とは―カルト問題
を通して考えよう―」では、これまでカルトの特徴や傾向に加
え、浄土真宗の歴史の中でカルト問題をどのように考えてき
たのかを尋ねてきました。
　最終回にあたり、この問題に向きあう方々にオンライン上
で集まっていただき、座談会を開催しました。今号では、そこ

宗教 信仰と とは は いま、課題を確かめる第３回

を通して考えよう－－カルト問題

で語られた宗教心や宗教教育、カルト問題の実情、カルト教
団入信者の家族の苦悩など、さまざま視点や課題を掲載し
ます。
　お念仏の教えを聞く私たちは、カルト問題を通して、何を確
かめなければならないのでしょう。いま、あらためて私たちに
とって「宗教とは 信仰とは」を考え、語り合ってみませんか。

第1・2回の
記事はこちらから
〈第1回〉〈第2回〉

真宗大谷派宗務総長
金沢教区第11組光專寺住職

木
越 

渉 

宗
務
総
長

四
衢 

亮 

氏

一
楽 

真 

氏

平
野 

喜
之 

氏

握
り
し
め
た

も
の
を
手
放
す

　
昨
年
7
月
の
元
首
相
銃
撃
事
件
を
受
け
、

現
在
、宗
教
と
政
治
、宗
教
2
世
の
観
点
か

ら
カ
ル
ト
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の

問
題
に
関
し
、「
カ
ル
ト
と
私
た
ち
は
違
う
」

と
い
う
趣
旨
の
意
見
を
発
信
し
た
教
団
も
あ

り
ま
す
。し
か
し
、そ
の
一
点
張
り
で
は
、多

く
の
人
び
と
に
は
根
拠
の
な
い
言
い
訳
に
し

か
聞
こ
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。オ

ウ
ム
真
理
教
の
事
件
に
よ
っ
て
起
き
た「
宗
教

は
怖
い
も
の
」と
い
う
感
覚
が
、今
な
お
広

が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。今
私
た
ち
に

必
要
な
の
は
、宗
教
、そ
し
て
宗
教
心
の
問
題

を
、自
ら
の
課
題
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
か
つ
て
安
田
理
深
先
生
は
、「
宗
教
を
厳

密
に
学
ぶ
と
、知
識
人
を
論
破
す
る
力
は
養

わ
れ
な
い
が
、本
当
か
嘘
か
を
直
感
で
き
る

よ
う
に
な
る
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。ま
た
、

先
生
は
、「
わ
か
っ
た
話
で
自
分
が
救
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
」と
も
い
わ
れ
ま
す
。人
間
は
、

わ
か
っ
て
し
ま
う
と
、そ
れ
を
握
り
し
め
、立

ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。私
た
ち
は
、握

り
し
め
た
そ
の
拳
で
、他
に
害
を
及
ぼ
す
危

険
性
を
も
っ
て
い
る
存
在
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
握
り
し
め
た
も
の
を
手
放
す
こ
と
。あ
る

著
名
な
科
学
者
は
、「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル・シ
ン
キ

ン
グ（
批
判
的
思
考
）」と
い
う
言
葉
で
、自
分

が「
こ
う
だ
」と
思
っ
た
こ
と
を
、一
度
ま
っ
さ

ら
に
す
る
思
考
を
提
唱
し
ま
し
た
。そ
れ
は
、

真
実
に
向
か
っ
て
い
く
際
、自
分
が
掴
ん
だ
も

の
が
邪
魔
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。こ
の
こ

と
は
、如
来
の
本
願
に
よ
り
、自
ら
の
愚
か
さ

と
向
き
あ
う
真
宗
門
徒
に
と
って
、日
常
的
な

考
え
方
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。そ
し
て
こ
れ
は
、本
来
、宗
教
が
も
つ
は
た

ら
き
だ
と
思
う
の
で
す
。自
ら
の
考
え
に
縛
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
解
放
す
る
の
が
、宗
教

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
だ
か
ら
こ
そ
私
は
、現
在
の
問
題
の
中
心

に
あ
る
の
は
、宗
教
と
い
う
よ
り
、宗
教
心
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。平
野
修
先
生
は
、「
宗
教

心
を
徹
底
的
に
考
え
抜
い
た
の
が
親
鸞
」と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
し
、ま
た
、「
生
活
の
指
針

と
し
て
の
宗
教
」と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。も

し
、自
分
が
握
り
し
め
た
も
の
の
た
め
に
、隣

に
い
る
大
切
な
人
が
涙
を
流
し
て
い
る
な
ら
、

生
活
の
指
針
と
は
い
え
ま
せ
ん
。「
こ
う
だ
」

と
つ
か
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
、自
ら
の
宗
教

心
の
危
う
さ
に
対
し
、止
む
こ
と
な
く
警
鐘

を
鳴
ら
す
も
の
こ
そ
、宗
教
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

大谷大学学長
小松教区第2組宗圓寺住職

自
ら
の
拠
り
所
を

確
か
め
る
学
び
を

　
木
越
総
長
は「
生
活
の
指
針
と
し
て
の
宗
教
」と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。そ
れ
は
、宗
教
が「
宗
と
な
る
教

え
」と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。無
宗
教
と
言
う
人
も
、

「
宗
」が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。誰
も
が
何
か

を
信
じ
、そ
れ
を
握
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。現
在
で
は

「
役
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
」と
い
う
価
値
観
が
強
く

握
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　「
そ
れ
が
本
当
に
大
事
な
の
か
」と
問
う
て
く
だ

さ
っ
た
の
が
、親
鸞
聖
人
で
す
。大
谷
大
学
は
、特
定

の
教
義
を
覚
え
る
所
で
は
な
く
、何
を
拠
り
所
に
し

て
生
き
る
の
か
を
確
か
め
る
大
学
で
す
。大
谷
大
学

が
宗
教
学
校
で
あ
る
と
い
う
の
は
、こ
の
意
味
に
お
い

て
で
す
。日
頃
握
っ
て
い
る
も
の
が
本
当
に
大
切
な
の

か
と
確
か
め
て
い
く
こ
と
は
、生
き
て
い
く
上
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。こ
れ
が
宗
教
教
育
の
大
事

な
意
味
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
に
は
難
し
さ
も
あ
り
ま
す
。日
本
で
は

1
9
4
5
年
の
敗
戦
を
契
機
に
、公
教
育
で
宗
教
を

論
じ
て
は
い
け
な
い
と
な
り
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
特
定

の
宗
教
を
国
家
が
国
民
に
強
制
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、自
ら
の
拠
り
所
を
確
か
め

る
宗
教
を
論
じ
に
く
い
現
状
に
は
問
題
が
あ
り
ま

す
。「
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。死
ぬ
の
に
生

き
る
意
味
が
あ
る
の
か
」。誰
の
上
に
も
起
こ
る
こ
う

し
た
問
い
を
確
か
め
る
こ
と
が
な
い
と
、結
局
、世
の

中
の
価
値
観
に
振
り
回
さ
れ
る
だ
け
に
終
わ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　『
仏
説
無
量
寿
経
』に
は
、人
間
が
煩
悩
に
振
り
回

さ
れ
る
あ
り
方
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
吉
凶
禍
福
、

競
い
て
お
の
お
の
こ
れ
を
作
す
。一
も
怪
し
む
も
の
な

き
な
り
」（『
真
宗
聖
典
』六
十
一
頁
）と
い
う
言
葉
に

注
目
す
る
な
ら
、私
た
ち
の
あ
り
方
は
、都
合
の
良
い

も
の
を
求
め
、悪
い
も
の
を
避
け
、そ
の
こ
と
を
お
か

し
い
と
さ
え
思
わ
な
い
も
の
で
す
。そ
れ
を
痛
ま
し
い

と
ご
覧
に
な
っ
た
の
が
お
釈
迦
様
で
す
。そ
ん
な
あ
り

方
で
一
生
を
終
わ
っ
て
良
い
の
か
と
、問
う
て
く
だ

さ
って
い
る
の
で
す
。し
か
し
、だ
れ
も
が
釈
尊
の
教
え

を
聞
き
、受
け
と
め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。受
け

つ
け
な
い
私
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。

こ
れ
が
宗
教
を
学
ぶ
難
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

　
な
ぜ
受
け
つ
け
な
い
か
と
い
う
と
、す
で
に
握
っ
て

い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。親
鸞
聖
人
は
、比
叡
山

で
の
学
び
を
経
て
、法
然
上
人
に
出
遇
い
ま
し
た
。そ

れ
ま
で
仏
教
だ
と
思
っ
て
握
っ
て
い
た
答
え
が
、そ
う

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
開
け
を
も
っ
た
体
験
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。答
え
を
握
る
の
で
は
な
く
、問
い
続
け
る

生
き
方
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
た
ち
は
、答
え
に
立
て
ば
、必
ず
人
を
裁
く
危
う

さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。も
し
親
鸞
聖
人
を
、人
を
裁
く

た
め
に
使
う
と
す
れ
ば
、そ
れ
も
間
違
い
な
く
カ
ル
ト

に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。だ
か
ら
、カ
ル
ト
の
問
題

は
、特
定
の
教
団
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。親
鸞
聖
人

に
と
っ
て
は
法
然
上
人
と
の
値
遇
が
、答
え
を
破
っ
て

く
れ
る
出
遇
い
で
し
た
。私
た
ち
は
そ
の
意
味
で
、親

鸞
聖
人
と
出
遇
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。自
身
の
危
う

さ
を
見
つ
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
対
話
が
始

ま
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、私
の
考
え
て
い
る
宗
教
と

い
う
こ
と
で
す
。

青少幼年センター研究員
岐阜高山教区高山1組不遠寺住職

カ
ル
ト
問
題
の
今

　
3
月
号
に
は
、カ
ル
ト
性
の
強
い
教
団
の
特

徴
が
示
さ
れ
ま
し
た
。た
だ
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、そ
の
よ
う
な
特
徴
に
惹
か

れ
て
入
信
す
る
の
で
は
な
く
、特
に
若
い
方
た

ち
の
場
合
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
サ
ー
ク
ル
活
動

に
意
欲
を
も
っ
て
関
わ
っ
た
ら
、カ
ル
ト
性
の

強
い
団
体
の
関
連
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
多
い
の
で
す
。ま
た
、最
近
の
勧
誘
の
ほ

と
ん
ど
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
、家
族
、友
達

を
通
じ
て
の
も
の
で
す
。中・高
校
生
も
日
常

的
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
時
代
で
す
の

で
、勧
誘
の
対
象
が
低
年
齢
化
し
て
い
ま
す
。

　
カ
ル
ト
性
の
強
い
教
団
の
勧
誘
や
献
金
の

問
題
、さ
ら
に
2
世
問
題
へ
の
厳
し
い
追
及
が

マ
ス
コ
ミ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
盛
ん
に
行
わ

れ
、そ
れ
が
、信
者
個
人
へ
の
強
い
バッ
シ
ン
グ

に
な
って
い
ま
す
。職
場
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
、心
身
に
変
調
を
き
た
す
問
題
が
起
こ
って

い
ま
す
。個
人
の
信
教
を
許
容
し
つ
つ
、自
己

批
判
も
含
め
、相
互
の
信
仰
批
判
を
対
話
と

し
て
開
け
る
か
が
、宗
教
者
の
課
題
で
す
。

　
宗
教
は
、世
を
超
え
た
ま
な
ざ
し
に
よ
っ

て
、私
た
ち
や
世
の
中
の
あ
り
方
を
問
う
も
の

で
す
。し
か
し
、世
を
超
え
た
教
え
か
ら
、世

と
自
分
自
身
が
問
わ
れ
て
い
る
の
に
、そ
れ
を

失
っ
て
、教
え
や
神
様
と
一
体
化
し
、問
い
裁

く
側
に
立
っ
て
、自
分
た
ち
こ
そ「
正
義
」だ

と
し
て
、そ
の
正
義
の
刃
を
世
に
向
け
た
り
考

え
の
異
な
る
も
の
を
排
除
す
る
。そ
う
し
て
暴

走
し
て
い
く
の
が
破
壊
的
カ
ル
ト
で
す
。私
た

ち
は
、こ
う
し
た
点
を
し
っ
か
り
と
確
認
し
、

カ
ル
ト
問
題
を
宗
教
が
内
包
す
る
課
題
と
し

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。そ
れ
を

親
鸞
聖
人
は
、魔・鬼
神
の
問
題
と
し
て
明
ら

か
に
し
て
く
だ
さ
って
い
ま
す
。

　
カ
ル
ト
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、不
安
と
い

う
こ
と
も
重
要
な
視
点
で
す
。カ
ル
ト
性
の
強

い
集
団
に
入
り
、教
祖
や
教
団
に
依
存
し
て

し
ま
う
の
は
、不
安
や
問
題
が
な
く
な
っ
て
安

心
で
き
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
か
ら
で
す
。し

か
し
、そ
れ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。カ
ル
ト
性
の
強
い
集
団
は
、新
た
な
不
安

を
あ
お
り
、依
存
さ
せ
る
巧
み
な
手
法
を
も
っ

て
い
ま
す
。将
来
が
見
え
な
い
現
代
を
生
き

る
Ｚ
世
代
と
呼
ば
れ
る
25
歳
以
下
の
人
た
ち

は
、現
在
の
医
療
・
栄
養
状
態
で
、普
通
に

1
0
0
歳
ま
で
生
き
る
と
い
わ
れ
ま
す
。そ
れ

を
喜
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、不
安
で
い
っ
ぱ

い
な
の
で
す
。こ
の
身
を
1
0
0
歳
ま
で
養
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。そ

う
い
う
不
安
が
高
ま
っ
て
い
る
時
、「
安
心
が

こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
」な
ど
と
い
わ
れ
る
と
、

惹
か
れ
て
いっ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。そ
れ
は「
何
か
に
依
存
し
た
い
」と
考

え
る
私
た
ち
の
危
う
さ
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。そ
う
い
う
私
た
ち
の
あ
り
方
を
絶

え
ず
問
い
明
ら
か
に
す
る
の
が
、親
鸞
聖
人
の

教
え
だ
と
思
い
ま
す
。

金沢教区第11組淨專寺住職

家
族
の
苦
し
み
を

見
つ
め
て

　
私
が
カ
ル
ト
問
題
を
考
え
る
出
発
点
は
、高
校
の

後
輩
で
あ
る
井
上
嘉
浩
さ
ん
が
、オ
ウ
ム
真
理
教
に

入
信
し
て
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
で
す
。さ
ら
に
遡
れ

ば
、彼
の
ご
両
親
か
ら
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
根
底

に
あ
り
ま
す
。カ
ル
ト
問
題
に
関
す
る
私
の
活
動
の
中

心
は
、カ
ル
ト
教
団
に
入
信
し
た
方
の
家
族
の
相
談

を
受
け
る
こ
と
で
す
。

　
現
在
、特
に
問
題
だ
と
感
じ
て
い
る
の
は
、カ
ル
ト

問
題
を
相
談
で
き
る
場
所
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。相
談
者
の
方
は
、よ
く
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
家
族
が
カ
ル
ト
教
団
に
入
信
し
た
時
、警
察
に
行
っ

て
も
、弁
護
士
に
相
談
し
て
も
、児
童
相
談
所
に
行
っ

て
も
、あ
る
い
は
学
校
に
相
談
し
て
も
、誰
に
も
私
た

ち
が
苦
し
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
」

と
。さ
ら
に
、「「
親
子
問
題
だ
か
ら
自
分
た
ち
で
解

決
し
て
く
れ
」と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
す
」と

も
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
相
談
者
が
親
で
あ
る
場
合
、わ
が
子
が
人
格
を
変

え
ら
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
自
分
の
気
持
ち
を
わ
か
って

も
ら
え
な
い
と
い
う
声
を
多
く
聞
き
ま
す
。子
ど
も

が
カ
ル
ト
に
入
信
し
た
だ
け
で
も
苦
し
い
の
に
、親
の

教
育
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
で
苦
し
み
が
重

な
っ
て
い
き
ま
す
。し
か
し
、カ
ル
ト
教
団
の
場
合
、勧

誘
が
非
常
に
巧
み
で
、入
っ
て
み
て
初
め
て
カ
ル
ト
教

団
だ
と
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、必
ず
し

も
教
育
の
問
題
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。

　
私
は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
数
よ
り
も
多
い

と
い
わ
れ
る
お
寺
が
、相
談
の
窓
口
に
な
れ
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。た
だ
、お
寺
の
人
が
解
決
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。専
門
の
人
た
ち
に
つ
な
ぐ
役

割
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。カ
ル
ト
問
題
の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
す
る
た
め
に
は
、教
団
の
教
義

や
、話
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
、熟
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。た
だ
傾
聴

す
る
だ
け
で
は
難
し
い
の
で
す
。で
す
か
ら
窓
口
に

な
っ
て
専
門
の
人
た
ち
に
つ
な
ぐ
だ
け
で
い
い
の
で

す
。も
し
そ
れ
を
お
寺
が
担
え
れ
ば
、苦
し
ん
で
い

る
家
族
の
声
が
聞
き
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
確
か
に
、カ
ル
ト
に
入
信
す
る
原
因
と
し
て
、家
庭

の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。し
か

し
、本
人
が
立
ち
直
り
、帰
っ
て
く
る
に
は
、家
族
の

愛
情
が
非
常
に
大
き
な
ご
縁
と
な
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
。井
上
嘉
浩
さ
ん
の
場
合
は
そ
う
で
し
た
。「
世

の
中
が
す
べ
て
見
捨
て
て
も
、自
分
た
ち
は
待
っ
て
い

る
よ
」と
い
う
思
い
を
伝
え
続
け
、彼
の
マ
イ
ン
ド
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
少
し
和
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

で
す
。

　
し
か
し
、本
当
の
意
味
で
脱
会
す
る
の
は
容
易
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。私
の
よ
く
知
る
人
は
、10
年
以
上
か

か
わ
っ
て
も
脱
会
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
意
味
か

ら
も
、予
防
は
大
切
で
す
。入
信
し
て
間
も
な
い
こ
ろ

に
は
兆
候
が
あ
り
ま
す
。私
は
、そ
の
兆
候
を
つ
か
ん

で
、教
団
に
よ
っ
て
心
を
操
ら
れ
る
前
に
、阻
止
す
る

の
が
一
番
の
方
法
だ
と
思
って
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
、

カ
ル
ト
に
つ
い
て
学
ぶ
場
を
定
期
的
に
設
け
、啓
発
を

行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

カルト問題リーフレットを配布しています
必要部数を無償でお送りしています。ご希望の
方は青少幼年センターまでご連絡ください。

青少幼年センターＨＰでカルト
問題について紹介しています

TEL：075-354-3440

き
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ふ
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ね
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に
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さ
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ぐ
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ひ
さ
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さ
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ぼ

よ
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ひ
ろ

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）
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慶讃特設サイト 　

8面

5面

4面
CONTENTS

2・3面 6・7面 10・11面

～是旃陀羅の課題～
御同朋・御同行からの問いかけ

第18回

ご案内

現在を きる

出会いからはじまる物語
湯本 香樹実さん

人間といういのちの相

第3回
（全3回）

慶讃 ニュース

第10回
親鸞聖人にであう

特集 宗教 信仰と とは は

を通して考えよう－
－カルト問題宗祖親鸞聖人

御誕生八百五十年・
立教開宗八百年慶讃法要

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 　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】御影堂・大寝殿
【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
「非戦と平等の源流をたずねて」　5月16日～7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、5月1日～7日

5月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（5月12日・27日は10時～）
※毎週火曜日、5月1日～7日は休会、その他都合により休会する場合があります。

5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】♦5月7日…休会♦14日…尾畑文正（同朋大学名誉教授）
　　　♦21日…西田眞因（元教学研究所長）♦28日…休会
交流ギャラリー（1階）
6月中旬まで休止　
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（5月1日・5日はお休み）
　　　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。

◇

◇

◇

◇

全国から集まった同世代
の人と寝食を共にしなが
ら、人間関係や自分自身
についてあらためて考え
る奉仕団です。

◆真宗本廟中学生・高校生奉仕団
8月7日（月）～９日（水）2 泊のみ

中学生9,000円／高校生13,500円、
米2kg（1升4合）または米代1,300円

中学１年生から
高校３年生まで

6月28日（水）

対 象

申込締切

5月9日（火）～5月１６日（火）申込受付期間

参 加 費

参 加 費

申込締切

参 加 費

【お問い合わせ】同朋会館・研修部 TEL：０７５-３７１-９１８５

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。

・受け入れ状況などの情報は、同朋会館ホームページでご覧いただけます。
・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。

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。

盂蘭盆会を迎えるにあたって、阿弥陀堂や御
影堂の仏具のおみがきを日程の中心とした奉
仕団です。

2 泊

7月4日（火）～6日（木）
1 泊

◆真宗本廟おみがき奉仕団

〈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

※下記は大人（15歳以上）の場合です。

コロナ下だけど、カフェという
居場所があるおかげで以前のように

他教区の方と交流ができたり、座談の延長や
気楽な話ができて、話しやすくなりました。

（50代　女性）

コロナ下だけど、カフェという
居場所があるおかげで以前のように

他教区の方と交流ができたり、座談の延長や
気楽な話ができて、話しやすくなりました。

（50代　女性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

帰敬式

5月25日（木）

7月4日（火）～5日（水）

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。申込は5月上旬から開始いたします。

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。

※電話受付は各日9時から17時まで。
　定員を超えた期間については抽選となります。

3月25日からはじまった宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要。
全国各地から真宗本廟にたくさんのご門徒が集い、お念仏の声が両堂に響きわたりました。

阿弥陀堂 御影堂写真：中道 智大

の in東本願寺 　であう 
つながる ともにある　であう 
つながる ともにある 5月5日（金・祝） 10：00～16：00

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。

き
ょ
う
さ
ん

う ら ぼん え

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

54

7 8

10

11

13

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！　
5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5月31日（水）（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５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

D

C

A

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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ヨコのカギタテのカギ
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1「さ〇〇〇教区」でお待ち受け大会が
開催されました。（8面）
慶讃法要は、阿弥陀堂と御影堂で同時に法要が
勤まるという、「〇〇めて」の形式をとって
勤まりました。（6面）
3月11日、本稱寺において「勿忘〇〇〇」と
追弔法要が開催されました。（9面）
「御同朋・御同ぎ〇〇〇〇の問いかけ」
今月のテーマは、
『教えを聞く者として』です。（4面）
3月25日から「京都国立〇〇〇つ館」で、
『親鸞ー生涯と名宝ー』が
開催されています。（7面）
「〇〇〇〇〇〇ん寺出版公式Instagram・
Twitter」にてSNSキャンペーンを
開催します。（9面）

1207年、「親ら〇〇〇う人」と法然上人は、僧籍を奪われ流罪となりました。(5面)
4月2日、「人間はなぜ争〇〇〇」をテーマに、全戦没者追弔法会が勤まりました。（7面）
東本願寺出版では、昨年11月にチャリティブックフェアを開催し、
「赤い〇〇ポスト・コロナ（新型感染症）社会に向けた福祉活動応援
キャンペーン」へ寄付しました。（9面）
『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「出会い〇〇〇じまる物語」です。（2・3面）
井波彫刻師による東本願寺の「ちょ〇〇〇〇イドツアー」が行われました。（7面）
今月の特集は、「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讚法要
ーおね〇〇つの声の中で親鸞聖人の御誕生と立教開宗の意義を確かめるー」です。
1205年、親鸞聖人は、法然上人より「選じゃ〇〇〇願念仏集」の
書写を許されました。(5面)
『現在を生きる』今月は、金沢教区通信員「藤み〇〇ろ」さんが執筆しています。(4面)
3月14日、青蓮院において「御剃刀一時お移〇〇き」が執り行われました。（8面）

◆『特集』親鸞聖人の略年表を切り取って壁に貼りました。（80代男性）
◆『今月の法話』誰もがさまざまな弱さを抱えて生きている。「親鸞もおなじ」との言葉にこころを打たれました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60代女性）

読者のこえ
2月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

3
月
号
の
ク
ロ
ス
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ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

な
B

の
C

は
D

な

応募はコチラ

（6面）

◇50年に一度の慶讃法要。本号の6・7面では、第1期の法要や境内各所の催事の
様子、「お東さん広場」として生まれ変わった市民緑地のオープニングイベントの様
子などを写真とともにお届けします。◇このたびの慶讃法要は、私にとっても何か
ら何まで初めての大法要でした。全国各地からお集まりいただいたご門徒の皆さ
んの両堂に響くお念仏の声や「正信偈」の声に感動すると同時に、次の世代へ確か

にこの教えを伝えてほしいという願いが込められたバトンを渡されたと身の引き締
まる思いでいっぱいです。また、子どもから大人まで、お一人おひとりが手を合わせ
る姿、そしてマスク越しでも感じられる笑顔にたくさん出会い、法要を通してこころ
が温まるのを感じました。慶讃法要をお迎えするための数年間の準備から法要期
間を過ごせたことは一生涯の思い出であり、私の出発点となりました。（林） 

編集室
だより

東本願寺
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