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九
三
頁
）と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。こ
の
和
讃

は
、親
鸞
聖
人
が
曇
鸞
大
師
を
憶
念
し
な
が
ら
作

ら
れ
た
和
讃
で
す
。

　南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
無
碍
光
と
い
う
、障
り
を

障
り
と
し
な
い
よ
う
な
大
き
な
光
の
功
徳
を
表
す

名
が
あ
り
、そ
の
光
に
よ
っ
て
、我
々
凡
夫
に
如
来

回
向
の
信
心
を
賜
る
こ
と
が
で
き
る
と
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
煩
悩
が
奮

起
し
よ
う
と
、そ
の
煩
悩
が
た
ち
ま
ち
に「
菩
提
の

み
ず
」と
な
る
と
い
う
の
で
す
。そ
し
て
、そ
の
功

徳
が
と
け
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
た「
罪
障
功
徳

の
体
と
な
る

　こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て

　

こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し

　さ
わ
り
お
お
き

に
徳
お
お
し
」（
同
）と
い
う
和
讃
が
続
き
ま
す
。

　我
々
は
常
々
、罪
や
障
り
と
い
う
も
の
に
人
生

を
妨
げ
ら
れ
て
生
き
て
い
ま
す
。こ
の
罪
障
が
南

無
阿
弥
陀
仏
一
つ
に
お
い
て
転
じ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
を
、氷
と
水
の
関
係
に
喩
え
、氷
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
水
が
多
い
よ
う
に
、障
り
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
功
徳
も
多
い
と
表
現
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　さ
ら
に
続
い
て「
名
号
不
思
議
の
海
水
は

　逆

謗
の
屍
骸
も
と
ど
ま
ら
ず

　衆
悪
の
万
川
帰
し

え
、克
服
す
る
。近
代
の
課
題
が
解
消
し
て
初
め

て
現
代
と
い
え
ま
す
が
、そ
れ
が
未
解
決
の
ま
ま

で
あ
れ
ば
、現
代
も
近
代
と
い
わ
れ
る
。そ
の
意
味

で
近
代
は
、現
代
の
中
身
と
い
え
ま
す
。

　そ
の
中
身
は
、人
間
中
心
主
義
、理
性
至
上
主

義
で
す
。科
学
技
術
の
驚
異
的
な
進
展
、そ
れ
に

よ
っ
て
私
た
ち
は
経
済
の
発
展
を
追
求
し
て
き

ま
し
た
。そ
の
結
果
、環
境
破
壊
は
も
と
よ
り
、つ

い
に
人
間
破
壊
に
ま
で
至
っ
た
の
で
す
。そ
の
し

る
し
に
現
代
の
状
況
は「
殺
」、殺
す
、「
偽
」、偽

り
、だ
ま
す
、ご
ま
か
す
。こ
の「
殺
」と「
偽
」の

二
文
字
で
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
社
会
を
展

開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。真
理
に

対
す
る
私
た
ち
人
間
の
傲
慢
さ
、こ
れ
に
光
を
当

て
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、人
類
に

未
来
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。

　こ
の
三
つ
の
課
題
を
よ
く
よ
く
吟
味
す
る
時
、

ま
ず
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、私
た
ち
の
日
頃
の

聞
法
の
あ
り
方
で
す
。私
た
ち
の
あ
り
方
か
ら
す

る
と
、こ
の
三
つ
の
課
題
も
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　私
た
ち
の
日
頃
の
聞
法
の
あ
り
方
を
率
直
に

振
り
返
っ
た
時
、聞
法
の
ご
縁
に
遇
い
な
が
ら
、仏

法
に
遇
っ
て
い
な
い
。そ
れ
は
、仏
法
を
聞
く
と
い

う
こ
と
を「
私
事
」に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。単
な
る
個
人
の
胸
の
中
の
事
柄
だ
と
、

自
分
の
内
心
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。だ
か
ら
、仏
法
の
力
が
ま
っ
た
く
見
え
な
い

し
、表
れ
な
い
し
、感
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
。自
分

さ
え
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
、喜
ん
で
い
れ
ば
よ
い

の
だ
と
い
う
あ
り
方
で
は
、仏
法
を
聞
く
と
い
う

　親
鸞
聖
人
は
、七
高
僧
の
一
人
と
し
て
仰
が
れ

た
天
親
菩
薩
の「
世
尊
我
一
心
」（『
無
量
寿
経
優

婆
提
舎
願
生
偈
』『
真
宗
聖
典
』一
三
五
頁
）と
い

う
言
葉
を
深
く
心
に
と
ど
め
ら
れ
ま
し
た
。「
世

尊
我
一
心
」と
は
、「
我
」が
あ
っ
て
一
心
帰
命
す
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、一
心
と
い
う「
我
」を
賜

る
こ
と
な
の
だ
と
。で
す
か
ら
、我
と
一
心
は
切
り

離
せ
な
い
。「
自
我
な
る
主
体
」か
ら
、「
一
心
な
る

主
体
」へ
の
転
換
が
私
た
ち
の
上
に
起
こ
る
、そ
う

い
う
出
来
事
で
す
。

　二
つ
目
は
、「
僧
伽
の
回
復
」で
す
。一
つ
目
の
課

題
で
あ
る「
実
存
の
回
復
」は
、個
人
と
い
う
視
点

か
ら
の
課
題
で
す
が
、僧
伽
の
回
復
は
、教
団
と
い

う
視
点
か
ら
の
課
題
で
す
。僧
伽
と
は
、仏
・
法
・

僧
の
三
宝
の「
僧
」に
あ
た
り
ま
す
。仏
法
に
基
づ

く
出
会
い
、人
間
の
共
同
体
の
こ
と
で
す
。言
い
換

え
れ
ば「
同
朋
社
会
」を
生
き
る
と
い
う
こ
と
で

す
。訓
覇
先
生
は
、わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
た
だ

中
に
、教
法
を
中
心
と
し
た
生
き
方
を
開
く
も
の

が
同
朋
会
運
動
の
大
切
な
課
題
な
の
だ
と
い
わ
れ

ま
し
た
。

　三
つ
目
は
、「
近
代
の
超
克
」で
す
。こ
れ
は
時
代

社
会
と
い
う
視
点
か
ら
の
課
題
で
す
。近
代
を
超

こ
と
が
、現
代
の
問
題
に
応
え
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
大
事
な
光
だ
と
い
う
こ
と
は
、一
向
に
明
ら
か

に
な
ら
な
い
。そ
の
こ
と
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。

　聞
法
は
、単
な
る
個
人
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な

い
。個
人
と
世
界
を
貫
く
問
題
、そ
れ
を
問
う
、聞

く
、そ
れ
が
聞
法
な
の
で
す
。そ
れ
ゆ
え
、親
鸞
聖

人
の「
同
朋
精
神
」に
目
覚
め
る
、帰
る
、そ
の
こ

と
に
尽
く
さ
れ
る
の
で
す
。「
信
心
獲
得
」、「
僧
伽

の
回
復
」、「
近
代
の
超
克
」と
い
う
三
つ
の
課
題

も
、親
鸞
聖
人
の「
同
朋
精
神
」、こ
こ
に
帰
る
と

い
う
こ
と
で
す
。同
朋
と
は
、同
一
の
い
の
ち
の
真

実
、南
無
阿
弥
陀
仏
に
つ
な
が
る
根
源
的
な
連
帯

に
気
づ
く
こ
と
、帰
る
こ
と
で
す
。「
同
一
に
念
仏

し
て
別
の
道
な
き
が
ゆ
え
に
。遠
く
通
ず
る
に
、そ

れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
」（『
教
行
信

証
』『
真
宗
聖
典
』二
八
二
頁
）と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。こ
の
こ
と
一
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
限
り
、個
人
的
に
も
、世
界
的
に
も
、人

間
が
真
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
私
た
ち
に
開
か

れ
て
こ
な
い
の
で
す
。

　で
す
か
ら
、個
人
と
世
界
を
貫
く
問
題
に
親
鸞

聖
人
の「
同
朋

精
神
」の
生
き

方
が
見
事
に
応

え
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で

す
。私
た
ち
は

こ
の「
同
朋
精

神
」を
道
と
し

て
生
き
る
、そ

の
こ
と
に
尽
き

る
の
で
あ
り
ま

す
。真
宗
門
徒
と
し
て
の
責
務
は
、こ
の
一
点
を
世

界
に
向
か
っ
て
発
信
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
時
で
あ
り
ま
す
。そ
れ
で
こ
そ
、聞
法
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
、今
日
の
個
人
、世

界
を
貫
く
課
題
に
本
当
に
光
を
当
て
る
道
な
の

だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　同
朋
会
運
動
が
始
ま
っ
て
二
十
年
ほ
ど
過
ぎ

た
頃
の
訓
覇
先
生
の
お
言
葉
が
思
い
浮
か
び
ま

す
。そ
れ
は
、あ
る
人
が「
同
朋
会
運
動
は
う
ま
く

い
き
ま
せ
ん
ね
」と
い
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、訓

覇
先
生
は「
同
朋
会
運
動
は
始
ま
っ
て
お
る
の
か

ね
」と
返
さ
れ
ま
し
た
。ま
さ
に
頂
門
の
一
針
で

し
た
。「
同
朋
会
運
動
は
始
ま
っ
て
お
る
の
か

ね
」。私
た
ち
は
、同
朋
会
運
動
と
い
い
な
が
ら
、

こ
の
大
事
な
一
点
を
見
過
ご
し
て
い
る
。聞
法
の

ご
縁
に
浴
し
て
お
り
な
が
ら
、仏
法
に
出
遇
っ
て

い
な
い
。で
す
か
ら
、輝
か
な
い
、仏
法
の
輝
き
が

伝
わ
ら
な
い
。そ
れ
を
思
い
ま
す
と
、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
。私
は
、そ
の
こ
と
が
こ
の
慶

讃
法
要
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
所
詮
と
し
て
、

肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
て
い

ま
す
。

　そ
の
切
り
口
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
が
、こ
の

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
」で
す
。私
に
は

そ
れ
は
、金
子
大
榮
先
生
の「
生
ま
れ
て
生
き
る

の
は
、本
当
の
自
分
に
出
遇
う
た
め
」と
い
う
言
葉

が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　今
回
の
慶
讃
法
要
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
に
よ
っ
て
、ま
こ
と
の
聞
法
、本
当
に
正
し
く
仏

法
を
聞
き
と
ど
め
る
と
い
う
、こ
の
姿
勢
を
確
立

す
る
と
い
う
こ
と
が
、私
は
ご
法
要
に
遇
わ
せ
て

い
た
だ
い
た
所
詮
で
あ
り
、親
鸞
聖
人
に
対
す
る

ま
こ
と
の
仏
恩
報
謝
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
な

い
か
と
、強
く
感
ず
る
と
こ
ろ
で
す
。

鸞
聖
人
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ど
の
よ
う

に
い
た
だ
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
手
が

か
り
に
、我
々
が
こ
の
五
濁
悪
世
に
生
き
て
い
る

と
い
う
事
実
に
対
し
て
、南
無
阿
弥
陀
仏
が
ど
の

よ
う
に
は
た
ら
き
、利
益
を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ

る
の
か
を
た
ず
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　親
鸞
聖
人
が
作
ら
れ
た「
現
世
利
益
和
讃
」の

中
に「
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
た
る

　南
無
阿
弥

陀
仏
を
と
な
う
れ
ば

　三
世
の
重
障
み
な
な
が

ら

　か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微
な
り
」（『
真
宗
聖

典
』四
八
七
頁
）と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。南
無

阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
が
持
っ
て
い
る
大
き
な
意

味
は
、自
分
に
と
っ
て
の
有
限
の
利
益
を
得
る
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、こ
の
世
を
超
え
て
い
く
よ

う
な
超
越
的
な
功
徳
を
我
々
に
も
た
ら
す
の
だ
と

い
う
こ
と
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　「三
世
の
重
障
」と
は
、過
去
・
未
来
・
現
在
と
い

う
三
世
の
中
に
我
々
に
重
苦
し
さ
を
与
え
て
く
る

よ
う
な
深
い
罪
や
障
り
が
、南
無
阿
弥
陀
仏
を
称

え
る
と
い
う
こ
と
一
つ
に
お
い
て
転
じ
ら
れ
て
い

く
。そ
し
て
軽
々
と
し
た
気
分
に
な
れ
る
と
い
う
こ

と
を
ご
和
讃
か
ら
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　ま
た
、「
無
碍
光
の
利
益
よ
り

　威
徳
広
大
の

信
を
え
て

　か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
お
り
と
け

　す

な
わ
ち
菩
提
の
み
ず
と
な
る
」（『
真
宗
聖
典
』四

南
無
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

本
多 

弘
之
氏 

（
真
宗
大
谷
派
講
師
、東
京
教
区
本
龍
寺
） 

於

：

阿
弥
陀
堂

ま
こ
と
の
聞
法

池
田 

勇
諦
氏 

（
真
宗
大
谷
派
講
師
、三
重
教
区
西
恩
寺
） 

於

：

御
影
堂

ぬ
れ
ば

　功
徳
の
う
し
お
に
一
味
な
り
」（
同
）と

い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。天
親
菩
薩
の『
浄
土
論
』

か
ら
曇
鸞
大
師
が
い
た
だ
か
れ
た
五
種
の
不
思

議
の
中
に
、仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、親
鸞
聖
人
は
そ
れ
を
名
号
不
思
議
と
い
た

だ
か
れ
、海
の
水
に
喩
え
て
お
ら
れ
ま
す
。「
逆
謗
」

と
は
、犯
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
な

罪
を
犯
し
て
し
ま
う
罪
深
い
存
在
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、そ
の
海
に
投
げ
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、そ
の

屍
骸
は
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
と
。そ
し
て
、

ど
ん
な
悪
が
あ
ろ
う
と
も
、川
が
海
に
流
れ
込
め

ば
、い
つ
の
間
に
か
海
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
。名
号
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
、ど
れ
だ
け
罪
が

あ
ろ
う
と
、ど
れ
だ
け
自
我
が
強
か
ろ
う
と
、そ

う
い
う
も
の
を
す
べ
て
解
体
す
る
よ
う
な
は
た
ら

き
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
あ
る
こ
と
を
海
の
水
に

喩
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　ま
た
、「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」に「
清
浄
光
明
な

ら
び
な
し

　遇
斯
光
の
ゆ
え
な
れ
ば

　一
切
の
業

繋
も
の
ぞ
こ
り
ぬ

　畢
竟
依
を
帰
命
せ
よ
」（『
真

宗
聖
典
』四
七
九
頁
）と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
清
ら
か
な
る
光
の
明
る
さ
は
、こ

の
世
に
あ
る
よ
う
な
光
で
は
及
び
が
つ
か
な
い
。こ

の
光
に
遇
う
こ
と
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
な
罪
業
が

あ
ろ
う
と
、そ
う
い
う
も
の
が
す
べ
て
除
か
れ
る
。

　い
の
ち
が
本
当
に
困
っ
た
時
、何
を
依
り
ど
こ
ろ

に
す
る
の
か
。南
無
阿
弥
陀
仏
を
本
当
の
依
り
ど
こ

ろ
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
、そ
れ

は
畢
竟
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
と
い
う
和
讃
で
す
。

　私
は
、幼
い
頃
の
戦
争
体
験
を
経
て
、戦
後
の
い

の
ち
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。国
と
し
て

信
頼
し
て
い
た
は
ず
が
、戦
争
に
負
け
て
、国
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
し
て
、新
し
く
国
が
立
ち

上
が
っ
た
の
で
す
。国
と
い
う
も
の
さ
え
も
滅
び

る
。そ
う
い
う
こ
と
が
こ
の
世
に
は
あ
る
。す
べ
て

は
有
限
の
も
の
で
し
か
な
い
。そ
れ
に
対
し
て
畢

竟
依
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

　「無
碍
光
の
利
益
」と
は
、先
ほ
ど
ご
和
讃
を
引

き
ま
し
た
が
、親
鸞
聖
人
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
利

益
に
よ
っ
て
本
当
に
依
り
ど
こ
ろ
を
信
ず
る
こ
と

が
成
り
立
つ
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。南
無
阿
弥

陀
仏
の
中
に
本
願
力
が
は
た
ら
い
て
、そ
の
力
が

衆
生
に
信
ず
る
よ
う
に
さ
せ
る
。そ
う
い
う
力
を

持
っ
て
い
る
。「
威
徳
広
大
」と
は
、信
心
が
威
徳
広

大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、信
ず
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
は
た
ら
き
を
名
号
自
身
が
持
っ

て
い
る
の
だ
と
。名
号
不
思
議
の
は
た
ら
き
と
い
う

も
の
に
お
い
て
、我
々
は
畢
竟
依
を
信
ず
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。畢
竟
依
の
光
、無
碍
の
光
が
、我
々

を
常
に
照
ら
し
、そ
の
光
の
前
に
自
分
の
人
生
、自

分
と
い
う
存
在
が
照
ら
さ
れ
る
の
で
す
。自
分
で

は
気
づ
か
な
か
っ
た
、見
え
な
か
っ
た
自
分
。そ
れ

は
本
当
に
愚
か
で
あ
り
、罪
悪
深
重
の
身
で
あ
る

と
。そ
れ
を
信
心
と
い
う
の
で
す
。「「
自
身
は
現
に

こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、曠
劫
よ
り
已
来
、常
に
没

し
常
に
流
転
し
て
、出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」と

信
ず
」（『
教
行

信
証
』『
真
宗

聖
典
』二
一
五

頁
）。人
間
は
愚

か
で
あ
り
、と

て
も
自
分
な

ど
と
い
う
も
の

は
立
て
ら
れ
な

い
。有
限
で
し

か
な
い
。本
当

に
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、大
悲
の

光
、無
碍
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、自
分
が
罪
悪
深
重

の
身
で
し
か
な
い
、そ
う
い
う
身
で
あ
る
こ
と
が
見

え
て
く
る
。そ
し
て
、そ
う
い
う
身
で
あ
る
け
れ
ど

も
、大
悲
は
摂
取
不
捨（
お
さ
め
取
っ
て
捨
て
な
い
）

と
い
う
大
き
な
は
た
ら
き
が
常
に
我
々
に
は
た
ら

き
続
け
て
い
る
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　不
思
議
で
す
ね
。我
々
は
、自
分
は
少
し
は
ま
し

な
者
で
あ
る
と
信
じ
た
い
。で
も
、畢
竟
依
を
信
ず

る
、南
無
阿
弥
陀
仏
を
信
ず
る
な
ら
ば
、そ
の
は

た
ら
き
に
よ
っ
て
、自
分
は
ど
こ
ま
で
も
有
限
で
、

愚
か
で
、罪
の
深
い
身
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

を
信
ず
る
。同
時
に
、そ
う
い
う
自
分
が
大
悲
に

よ
っ
て
摂
め
取
ら
れ
る
と
。

　そ
う
い
う
信
心
に
つ
い
て「
金
剛
堅
固
の
信
心
の

　さ
だ
ま
る
と
き
を
ま
ち
え
て
ぞ

　弥
陀
の
心
光

摂
護
し
て

　な
が
く
生
死
を
へ
だ
て
け
る
」（『
真

宗
聖
典
』四
九
六
頁
）と
い
う
和
讃
が
あ
り
ま
す
。

　私
た
ち
は
亡
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
い
の
ち
を

生
き
て
い
ま
す
。そ
う
い
う
人
生
の
中
で
金
剛
堅

固
と
い
う
滅
び
な
い
心
と
は
ど
う
い
う
心
で
し
ょ

う
か
。そ
れ
は
、南
無
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
く
心
に

お
い
て
、一
切
の
衆
生
の
南
無
阿
弥
陀
仏
は
平
等

で
あ
る
。平
等
の
心
に
お
い
て
、平
等
の
名
号
が
信

じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　そ
う
す
る
と
、状
況
に
動
か
さ
れ
て
、あ
れ
は
嫌

だ
、こ
れ
は
い
い
と
、う
ろ
う
ろ
し
て
、時
に
よ
っ

て
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
心
を
持
っ
て
い
る
我
々

の
中
に
、金
剛
堅
固
の
信
心
が
定
ま
る
。阿
弥
陀

仏
の
大
き
な
功
徳
の
力
が
、自
分
の
よ
う
な
愚
か

な
身
を
常
に
思
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
光

と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。そ
し
て
迷
い
を
超
え
さ
せ

て
く
だ
さ
る
。我
々
は
迷
い
を
自
分
で
超
え
る
の

で
は
な
い
。我
々
は
迷
う
け
れ
ど
も
、南
無
阿
弥
陀

仏
を
憶
念
す
れ
ば
そ
の
大
き
な
は
た
ら
き
で
迷
い

を
超
え
ら
れ
る
。親
鸞
聖
人
は
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ

て
我
々
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
お
勧
め
く
だ
さ
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

九
六
一（
昭
和
三
十
六
）年
の
宗
祖
親
鸞

聖
人
七
百
回
御
遠
忌
を
契
機
と
し
て
、現

代
に「
真
宗
」を
回
復
す
る
と
い
う
願
い
か
ら
、同

朋
会
運
動
と
い
う
聞
法
の
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。爾
来
、大
谷
派
な
る
宗
門
は
同
朋
会
運

動
を
い
の
ち
と
す
る
宗
門
で
あ
る
と
い
う
、こ
の

信
念
の
も
と
に
そ
の
運
動
が
推
進
さ
れ
て
き
た
の

で
す
。

　と
こ
ろ
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、聞
法
の
場
と
人
が
失
わ
れ

て
、誠
に
惨
澹
た
る
実
情
で
す
。

　し
か
し
、だ
か
ら
こ
そ
、今
私
た
ち
が
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
は
、い
っ
た
い
何
な
の
か
。

　私
は
、あ
ら
た
め
て
同
朋
会
運
動
の
原
点
、同

朋
会
運
動
の
精
神
に
回
帰
し
、そ
こ
か
ら
再
出
発

す
る
こ
と
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　同
朋
会
運
動
を
提
唱
さ
れ
た
当
時
の
、訓
覇
信

雄
宗
務
総
長
は
、同
朋
会
運
動
の
果
た
さ
ね
ば
な

ら
な
い
三
つ
の
課
題
に
つ
い
て
よ
く
話
を
さ
れ
ま

し
た
。一
つ
目
は
、「
実
存
の
回
復
」で
す
。そ
れ
は

主
体
の
獲
得
と
し
て
獲
信
の
問
題
、入
信
の
問
題

で
す
。常
に
状
況
に
流
さ
れ
て
い
く
し
か
な
い
よ

う
な
私
た
ち
に
と
っ
て
、ま
こ
と
の
主
体
を
獲
得

す
る
、私
を
賜
る
と
い
う
こ
と
は
、根
本
的
な
課

題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

三月二十五日から始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は、四月二十
九日に第二期の結願を迎えました。先月に続き、阿 弥陀堂、御影堂で話された法話の抄録を掲載します。

→

2023年4月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
（第2期結願）法話
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宗
務
総
長
演
説（
要
旨
）

　5
月
5
日
に
能
登
地
方
で
発
生
し
た

地
震
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
、心
よ

り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　私
も
お
見
舞
い
に
あ
が
り
、状
況
を
目

の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。あ
る
ご
門
徒
宅

で
は
、家
の
補
修
が
さ
れ
て
い
な
い
中
、お

内
仏
は
既
に
き
れ
い
に
お
荘
厳
が
な
さ

れ
て
い
ま
し
た
。地
震
で
倒
壊
し
た
お
内

仏
を
、何
よ
り
先
に
修
理
さ
れ
た
と
の
こ

と
で
し
た
。地
震
が
続
く
不
安
な
日
々
の

中
、真
っ
先
に
お
内
仏
を
と
い
う
お
心
、

お
姿
に
触
れ
、真
宗
の
生
活
の
大
事
を
あ

ら
た
め
て
教
え
ら
れ
た
思
い
で
し
た
。

　引
き
続
き
、宗
門
と
し
て
復
興
支
援
に

力
を
尽
く
し
ま
す
。

　4
月
29
日
の
結
願
法
要
と
、5
月
5
日

の「
子
ど
も
の
つ
ど
い
」を
も
っ
て
、お
か

げ
さ
ま
で「
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
」

が
整
斉
に
完
遂
さ
れ
ま
し
た
。

　宗
務
総
長
と
し
て
、ま
た
稀
有
な
る
法

要
に
遇
い
得
た
一
人
と
し
て
、宗
門
の
皆

様
を
は
じ
め
、法
話
の
先
生
方
や
ス
タ
ッ

フ
、地
域
の
皆
様
、関
係
各
位
に
深
甚
の

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　今
回
の
法
要
は
、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
も
と
お
迎
え
し
ま

し
た
。法
要
の
意
義
は
、今
現
に
私
ど
も

が
頂
戴
し
て
い
る
本
願
の
名
号
で
あ
る
↓

↓

参議会本会議の様子

木越 渉宗務総長

2023年宗会 招集第73回宗議会・第71回参議会

慶讃法要完遂の今、足もとを明らかにして  仏道を歩まん

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」、信
國
淳
先
生
の
お
言

葉
を
お
借
り
す
れ
ば「
仏
の
教
育
的
生

命
」を
回
復
す
る
。今
い
た
だ
き
直
す
大

切
な
機
会
で
し
た
。

　「
子
ど
も
の
つ
ど
い
」で
は
、「
法
要
に

は
終
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。常
に
始
ま
り

で
す
。こ
こ
に
集
う
た
人
は
、ど
う
か
50

年
後
に
縁
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
真
宗
本

廟
へ
送
り
出
し
て
ほ
し
い
」と
、お
子
さ
ん

た
ち
に
申
し
ま
し
た
。

　ま
た
、史
上
初
め
て
御
影
堂
・
阿
弥
陀

堂
で
同
時
に
儀
式
が
勤
め
ら
れ
、は
か
ら

ず
も
教
え
に
遇
う
こ
と
の
で
き
た「
遇

教
」の
事
実
と
、「
濁
世
の
機
」た
る
我
が

身
の
事
実
と
を
体
感
す
る
、誠
に
荘
厳
な

も
の
で
し
た
。

　殊
に
、全
座
に
お
い
て「
儀
式
の
主
宰
」

を
勤
め
ら
れ
た
大
谷
暢
裕
門
首
、並
び
に

裕
新
門
に
、厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。宗
憲
に
基
づ
く「
真
宗
大
谷
派
門
首
」

の
具
体
、「
留
守
職
」と
し
て
の
お
姿
と
、

重
く
受
け
と
め
て
お
り
ま
す
。

　今
回
の
法
要
は
、「
宗
憲
改
正
後
、初
め

て
の
慶
讃
法
要
」で
し
た
。法
要
に
遇
い

得
た
私
た
ち
は
必
然
と
し
て
、宗
憲
改
正

の
原
動
力
で
あ
る「
同
朋
会
運
動
」の
精

神
に
立
ち
帰
る
。昨
年
、基
本
姿
勢
と
し

て
掲
げ
た「
真
宗
再
興
」を
期
す
、そ
の
意

を
確
か
め
、根
底
に
据
え
る
歩
み
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　慶
讃
期
間
中
は
、多
く
の
出
遇
い
が
あ

り
、さ
ま
ざ
ま
に
法
縁
が
生
ま
れ
ま
し

た
。私
に
と
っ
て
慶
讃
法
要
を
一
言
で
申

す
な
ら「
値
遇
の
機
会
」で
し
た
。人
と
遇

い
、法
と
遇
う
。宗
祖
の
お
言
葉
で
申
せ

ば
、「
遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を

得
た
り
。聞
き
が
た
く
し
て
す
で
に
聞
く

こ
と
を
得
た
り
」と
い
う
重
大
事
、仏
の

御
名
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
る
出
遇
い
と
交

わ
り
が
創
出
さ
れ
た
、か
け
が
え
の
な
い

機
会
で
し
た
。

　知
人
の
住
職
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
す

が
、遠
路
初
め
て
真
宗
本
廟
に
参
拝
さ
れ

た
方
が
、帰
り
に「
住
職
、今
日
の
こ
と
を

一
生
忘
れ
な
い
。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
。本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
」と
申
さ
れ
た
そ
う
で
す
。私
は
深

く
感
銘
を
受
け
る
と
同
時
に
、ま
た
し
て

も
大
切
な
こ
と
を
忘
れ
、「
当
た
り
前
」に

し
て
い
た
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

　慶
讃
期
間
中
、京
都
国
立
博
物
館
に
て

「
親
鸞 

生
涯
と
名
宝
」展
が
開
催
さ
れ
、

「
親
鸞
・
そ
の
人
」を
感
ず
る
時
間
を
賜
り

ま
し
た
。中
で
も
、当
派
が
所
蔵
す
る
坂

東
本『
教
行
信
証
』は
、三
十
年
間
お
手
も

と
に
置
き
、筆
を
入
れ
ら
れ
続
け
た
、聖

人
自
筆
の「
信
心
の
日
誌
」と
言
え
ま

し
ょ
う
。

　三
木
彰
円
先
生（
大
谷
大
学
）は
、坂
東

本『
教
行
信
証
』は
、い
わ
ば「
呼
び
か
け
」

の
書
物
で
あ
る
。宗
祖
が
今
、私
た
ち
に

等
し
く
、親
し
く
、呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
。肉
筆
を
通
し
て
、聖
人
の
声
を
一

人
ひ
と
り
が
感
じ
取
る
、一
生
涯
聞
い
て

い
く
。そ
れ
が
坂
東
本
に
触
れ
る
上
で
最

も
大
切
な
点
で
あ
る
と
教
授
い
た
だ
き
、

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　浄
土
の
真
宗
の
表
現
で
あ
る
坂
東
本

『
教
行
信
証
』。真
宗
再
興
を
期
す「
同
朋

会
運
動
」。運
動
を
形
に
表
し
た「
宗
憲
」。

宗
憲
で
全
宗
門
人
の
帰
依
処
と
誓
わ
れ

て
い
る「
真
宗
本
廟
」。こ
れ
ら
は
す
べ

て
、私
た
ち
に
既
に
し
て
与
え
ら
れ
て
い

る
も
の
で
す
。し
か
し
、決
し
て「
当
た
り

前
に
手
に
し
て
い
る
も
の
」で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　し
か
し
、自
身
を
顧
み
れ
ば
、正
信
偈

の
声
に
身
が
震
え
、一
生
忘
れ
る
こ
と
は

な
い
」と
仰
る
感
銘
を
も
っ
て
、私
は
こ

れ
ら
を
受
け
と
め
て
き
た
の
か
。蓮
如
上

人
の「
馴
れ
て
は
、手
で
す
べ
き
こ
と
を

足
で
す
る
ぞ
」の
警
句
の
と
お
り
、「
な
れ

て
」し
ま
い
最
も
大
切
な
こ
と
を
忘
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。再
度
、重
大
事
が

自
分
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
事
実
に
眼
を

向
け
る
、真
摯
に
受
け
と
め
直
す
こ
と
が

必
要
だ
と
、慶
讃
法
要
を
通
し
て
強
く
感

じ
ま
し
た
。

　昨
年
私
は
、宗
門
の
生
命
線
は
同
朋
会

運
動
で
あ
る
。一
人
ひ
と
り
が「
真
宗
再

興
」を
期
す
信
仰
運
動
で
あ
り
、「
人
間
が

人
間
で
あ
る
こ
と
を
取
り
戻
す
」根
源
的

誓
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
旨
を
申
し

ま
し
た
。

　そ
の
上
で
、法
要
を
経
た
今
、注
視
す

る
点
は
、「
足
も
と
を
明
ら
か
に
す
る
」こ

と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
自
分
の

足
も
と
」、「
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
」が
明

ら
か
に
な
る
こ
と
こ
そ
、大
乗
仏
教
、浄

土
真
宗
の
根
幹
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。宗
祖

の
求
道
の
歴
程
に
お
い
て
、紛
れ
も
な
く

大
き
な
課
題
で
あ
り
ま
し
た
。

　宗
門
の
こ
れ
か
ら
先
に
は
多
く
の
重

要
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
歩
み
に

よ
っ
て
、足
も
と
が
明
ら
か
に
な
る
。こ

の
点
を
要
の
課
題
と
し
て
受
け
と
め
な

い
限
り
、宗
門
に
、私
ど
も
一
人
ひ
と
り

に
、「
方
向
」を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
思
い
ま
す
。真
宗
再
興
の
蓮
如
上
人

は
、「
行
く
さ
き
む
か
い
ば
か
り
み
て
、足

も
と
を
み
ね
ば
、踏
み
か
ぶ
る
べ
き
な

り
。人
の
上
ば
か
り
に
て
、わ
が
み
の
う

え
の
こ
と
を
た
し
な
ま
ず
は
、一
大
事
た

る
べ
き
」と
仰
い
ま
す
。南
無
阿
弥
陀
仏

に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
る「
仏
の
教
育
的

生
命
」に
遇
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、た
だ

闇
雲
に
先
を
妄
想
し
て
し
ま
う
あ
り
方
、

人
と
生
ま
れ
て
等
し
く
備
わ
っ
て
い
る
問

題
を
、痛
み
を
も
っ
て
指
摘
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。

　教
わ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、気
づ
く
こ

と
の
で
き
な
い
人
間
に
向
け
て
の
教
え

は
、「
念
仏
申
せ
」で
す
。明
瞭
で
す
。に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
は
い
」と
反
応
で
き
な
い

人
間
。そ
れ
を
宗
祖
は「
濁
世
の
機
」と
云

い
、偏
に「
こ
の
よ
う
な
私
」の
た
め
に
起

こ
さ
れ
た
本
願
で
し
た
と
、生
涯
を
か
け

て
真
実
信
心
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

　私
ど
も
は
、今
こ
そ
宗
祖
の
ご
教
示
に

基
づ
き「
足
も
と
を
明
ら
か
に
す
る
」こ
と

を
、今
後
の「
要
の
課
題
」と
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。慶
讃
法
要
の
受
け
と
め
と
し

て
、そ
の
覚
悟
を
新
た
に
す
る
次
第
で
す
。

　「足
も
と
」と
い
う
問
題
は
、何
に
よ
っ

て
受
け
と
め
、問
い
直
さ
れ
る
べ
き
か
と

申
せ
ば
、坂
東
本『
教
行
信
証
』で
す
。聖

人
一
流
に
あ
ず
か
る
私
ど
も
は
、問
題
を

常
に
お
聖
教
に
聞
き
尋
ね
て
い
く
こ
と

が
基
礎
で
す
。そ
の
上
で
、既
に
し
て
受
け

取
っ
て
い
る「
同
朋
会
運
動
」、「
宗
憲
」、

「
真
宗
本
廟
」を
自
ら
の
課
題
と
し
て
受

け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。現
状
を
つ
ぶ
さ
に
把
握
す
る
こ

と
は
、決
し
て
現
状
に
留
ま
る
こ
と
で
は

な
く
、こ
れ
ら
重
大
事
を
通
し
て
、そ
こ

に
向
か
う
べ
き
道
、方
向
が
、「
お
の
ず

と
」明
ら
か
と
な
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

　今
、宗
門
の「
こ
れ
か
ら
」を
考
え
る
上

で
、殊
に
慶
讃
法
要
を
通
し
て
気
づ
か
さ

れ
た
、ど
う
し
て
も
押
さ
え
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、現
実
の
教
団
と

「
真
宗
本
廟
」に
つ
い
て
で
す
。

　真
宗
本
廟
に
つ
い
て
は
、宗
憲
前
文
で

宗
門
運
営
の
根
幹
と
し
て
謳
わ
れ
る
と

と
も
に
、「
宗
祖
聖
人
の
滅
後
、遺
弟
あ
い

図
っ
て
大
谷
の
祖
廟
を
建
立
し
て
聖
人

の
影
像
を
安
置
し
、こ
こ
に
あ
い
集
う
て

今
現
在
説
法
し
た
も
う
聖
人
に
対
面
し

て
聞
法
求
道
に
励
ん
だ
。こ
れ
が
本
願
寺

の
濫
觴
で
あ
り
、こ
こ
に
集
う
た
人
び
と

が
、や
が
て
聞
法
者
の
交
わ
り
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
。こ
れ
が
わ
が
宗
門
の
原
形

で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、こ
の
宗
門
は
、本

願
寺
を
真
宗
本
廟
と
敬
仰
す
る
聞
法
者

の
歓
喜
と
謝
念
と
に
よ
っ
て
伝
承
護
持

さ
れ
て
き
た
」と
、「
宗
門
の
原
形
」「
は
じ

ま
り
の
一
滴
」が
述
べ
て
あ
り
ま
す
。ま

た
、覚
如
上
人『
報
恩
講
私
記
』に
お
い
て

も
、諸
国
か
ら
群
詣
し
て「
廟
堂
に
跪
ず

き
て
涙
を
拭
い
、遺
骨
を
拝
し
て
腸
を
断

つ
」と
あ
り
ま
す
。

　宗
憲
前
文
や
覚
如
上
人
に
お
い
て
、廟

堂
に
集
わ
れ
た
人
び
と
の「
そ
の
後
」は

具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、実

は「
そ
こ
か
ら
」私
ど
も
の
教
団
は
成
立

し
て
き
て
い
る
歴
史
的
事
実
が
あ
り
ま

す
。宗
祖
を
想
い
、廟
堂
に
集
わ
れ
た
先

達
は
、今
回
私
た
ち
が
慶
讃
法
要
に
遇
っ

た
の
と
同
じ
く
、参
拝
を
終
え
ふ
る
さ
と

へ
帰
り
、そ
の
土
地
に
集
い
が
生
ま
れ
、

道
場
が
で
き
、お
内
仏
が
開
か
れ
る
。お

念
仏
の
集
い
が
全
国
に
生
ま
れ
て
い
く
。

そ
う
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
が
私
ど

も
の
教
団
で
す
。

　私
は
今
、慶
讃
法
要
に
遇
い
、教
団
の

こ
れ
か
ら
を
見
据
え
る
に
つ
い
て
、こ
の

点
を
あ
ら
た
め
て
受
け
取
り
直
す
必
要

が
あ
る
と
強
く
感
じ
ま
す
。

　今
、大
変
厳
し
い
時
代
状
況
に
あ
っ
て

な
お
、私
ど
も
は
決
し
て
諦
め
ず
に
、教

団
の「
方
向
」を
模
索
し
見
据
え
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。た
だ
先
を
描
く
の
で
は
な

く
、今
一
度「
教
団
の
成
り
立
ち
」を
静
か

に
受
け
と
め
る
。「
教
団
の
足
も
と
」、即

ち「
我
々
自
身
の
足
も
と
」、そ
の
背
景
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
要
と
な
り
ま
す
。

　廟
堂
に
集
い
信
心
の
灯
を
い
た
だ
い

た
方
々
は
、全
国
津
々
浦
々
に「
南
無
阿

弥
陀
仏
の
声
が
聞
こ
え
る
場
」を
開
い
て

く
だ
さ
っ
た
。そ
の
お
か
げ
で
私
ど
も
は

今
、念
仏
の
い
わ
れ
、浄
土
真
宗
と
い
う

「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
て
い
ま
す
。実
際
に「
南
無
阿
弥

陀
仏
」が
こ
の
自
分
に
聞
こ
え
て
い
る
の

で
す
。こ
の
こ
と
を
幸
せ
と
言
わ
ず
し

て
、何
を
幸
せ
と
申
せ
ま
し
ょ
う
か
。

　今
年
で「
宗
本
一
体
」か
ら
36
年
。「
教

団
問
題
」に
お
い
て
、宗
派
か
ら
本
山
が

離
脱
す
る
危
機
を
乗
り
越
え
、得
る
こ
と

が
で
き
た
の
が
今
の
姿
で
す
。こ
の
こ
と

一
つ
を
想
い
ま
し
て
も
、真
宗
本
廟
の
存

在
は
決
し
て「
当
た
り
前
」と
済
ま
せ
ら

れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。本
廟
は
悠

久
の
時
を
超
え
、苦
難
の
歴
史
を
く
ぐ
っ

て
今
、私
ど
も
が
無
量
無
数
の
先
達
か
ら

受
け
取
っ
て
い
ま
す
。そ
の
背
景
に
宗
門

の
原
形
が
あ
り
、教
団
の
成
り
立
ち
の
基

礎
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　宗
門
の
こ
れ
か
ら
は
、真
宗
本
廟
の
存

在
を
一
人
ひ
と
り
が
受
け
取
り
直
す
と
こ

ろ
に
始
ま
る
。そ
こ
に「
同
朋
会
運
動
の

必
然
性
」も
確
か
に
受
け
取
ら
れ
ま
す
。

　こ
の
四
半
世
紀
に
お
い
て
、私
ど
も
に

は
三
つ
の
大
法
要
を
経
験
し
た「
責
任
と

使
命
」が
あ
り
ま
す
。1
9
9
8
年
の
蓮

如
上
人
御
遠
忌
は「
慙
愧
と
い
う
課
題
」

を
、2
0
1
1
年
の
親
鸞
聖
人
御
遠
忌
は

「
宗
祖
と
い
う
宿
題
」を
、今
回
の
慶
讃
法

要
は「
師
友
と
の
出
遇
い
と
い
う
機
会
」

を
、私
ど
も
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。こ
れ

ら
の
重
大
な
節
目
に
遇
い
得
た
一
人
と
し

て
、宗
門
の
こ
れ
か
ら
を
背
負
っ
て
い
く

こ
と
が
、私
た
ち
の
共
な
る
使
命
で
す
。

　「本
廟
を
基
と
す
る
教
団
」。こ
の
点
を

お
互
い
に
確
か
め
直
し
て
ま
い
り
た
い
。

そ
し
て
実
際
の
取
り
組
み
で
は
、「
足
も

と
」が
明
ら
か
に
知
ら
さ
れ
る
。現
在
状
況

と
背
景
を
把
握
す
る
努
力
を
惜
し
ま
ず
、

同
朋
会
運
動
の
推
進
に
尽
力
し
ま
す
。

①
慶
讃
事
業
の
継
続

コ
ロ
ナ
下
の
状
況
に
よ
り
延
期
し
た
も

の
、特
に
青
少
幼
年
関
係
の
施
策
は
、今

年
度
か
ら
順
次
実
施
し
ま
す
。ま
た
、「
教

区
で
の
慶
讃
法
要
」は
、向
後
3
カ
年
度

を
目
安
に
計
画
が
立
案
・
推
進
さ
れ
る
こ

と
を
推
奨
し
、「
次
世
代
に
確
か
な
宗
門

を
手
渡
し
て
い
く
」契
機
と
し
ま
す
。

②
是
旃
陀
羅
の
課
題

今
年
度
か
ら
は
、趣
旨
の
周
知
と
と
も
に

学
習
テ
キ
ス
ト
の
作
成
や
講
師
養
成
等

を
進
め
、宗
門
が
こ
の
課
題
を
保
ち
続
け

て
い
け
る
よ
う
、重
要
課
題
と
し
て
丁
寧

に
歩
み
ま
す
。

③
宗
務
改
革

行
財
政
改
革
検
討
委
員
会
で
の
協
議
、教

区
・
組
の
改
編
の
推
進
、門
徒
戸
数
調
査

の
継
続
点
検
に
つ
い
て
、教
団
の
背
景
と

現
状
を
確
か
め
つ
つ
、総
合
的
に
取
り
組

み
を
進
め
ま
す
。ま
た
本
年
は
、新
潟
・
富

山
・
小
松
大
聖
寺
の
新
教
区
が
誕
生
し
ま

し
た
。関
係
各
位
の
ご
尽
力
に
対
し
、深

甚
の
敬
意
を
表
し
ま
す
。

④
教
勢
調
査

激
変
す
る
社
会
に
お
い
て
、統
計
調
査
を

積
極
的
に
宗
務
に
活
か
す
た
め
、教
団
の

「
足
も
と
」、現
在
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
把
握

し
て
い
く
一
環
と
し
て
、来
年
1
月
に
実

施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

⑤
宗
務
審
議
会

「
別
院
の
将
来
」「
大
谷
祖
廟
の
総
合
整
備
」

に
関
す
る
課
題
の
審
議
会
設
置
を
予
定
し

て
お
り
、い
ず
れ
も「
本
廟
を
基
と
す
る
教

団
」の
重
要
事
項
と
し
て
、方
向
性
を
見
定

め
る
た
め
の
調
査
審
議
を
進
め
ま
す
。

　「脚
下
照
顧
」。「
他
を
問
題
と
す
る
前

に
、自
ら
を
明
ら
か
に
せ
よ
」と
の
戒
め

で
あ
り
、禅
宗
の
み
な
ら
ず
、釈
尊
以
後

の
求
道
者
の
姿
を
表
し
た
言
葉
で
す
。こ

の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、「
自
ら
の
信
心

確
立
が
課
題
で
あ
る
」と
の
求
道
姿
勢
を

生
み
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　我
々
の「
脚
下
」、足
を
下
ろ
し
て
い
る

大
地
は
、「
念
仏
の
大
道
」で
す
。し
か
し
、

そ
れ
を
自
明
の
事
実
と
し
て
、そ
の
大
事

を
忘
れ
て
い
た
。大
地
を
踏
み
し
め
る
と

い
う
感
覚
を
失
っ
て
い
る
。聖
人
の
教
え

を
聞
く
身
と
し
て
、「
既
に
賜
っ
て
い
る

道
を
足
裏
で
感
じ
る
。大
乗
至
極
の
仏
道

を
踏
み
し
め
る
」。つ
ま
り「
念
仏
申
す
生

活
を
取
り
戻
す
」こ
と
。南
無
阿
弥
陀
仏

に
よ
り「
足
も
と
」が
明
ら
か
に
知
ら
さ

れ
、「
念
仏
の
大
地
の
回
復
」を
勧
め
て
く

だ
さ
る
金
言
と
し
て
頂
戴
し
ま
す
。

　「わ
れ
ら
の
本
廟
」は
、今
現
在
説
法
し

た
ま
う
聖
人
と
の
再
会
の
場
所
で
す
。そ

し
て
大
法
要
は「
わ
れ
ら
の
出
発
点
」で

す
。一
人
の
目
覚
め
が
万
人
の
目
覚
め
で

あ
る
。そ
の
目
覚
め
こ
そ
、宗
門
の
宝
で

あ
り
ま
す
。

無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り

　智
眼
く
ら
し

と
か
な
し
む
な

　生
死
大
海
の
船
筏
な

り

　罪
障
お
も
し
と
な
げ
か
ざ
れ

「
正
像
末
和
讃
」

　既
に
我
々
の
足
元
は
照
ら
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。念
仏
を
信
頼
し
、念
仏
申
す
。

こ
の
こ
と
を
す
べ
て
の
始
ま
り
、「
真
宗

再
興
」の
全
容
と
し
た
く
、「
念
仏
の
声
が

響
き
渡
る
場
の
回
復
」を
期
す
施
策
を
紡

い
で
ま
い
り
ま
す
。

　い
よ
い
よ
、「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道

な
き
」こ
の
一
大
事
を
、ご
一
緒
に
聴
き
尋

ね
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　当派の最高議決機関である宗会（常会）が招集され、6月1日から
13日まで宗議会が、６月9日から14日まで参議会が開かれました。
　今議会では、２０２３年度の宗務執行方針の他、２０２１年度決算
や２０２３年度予算等の財務案件、諸条例案などが審議されました。

2023年度の宗務執行方針を審議

2
0
2
3
年
度
宗
派
の
予
算
、2
0
2
1

年
度
決
算
、可
決
し
た
案
件
は
、8
月
号

に
掲
載
し
ま
す
。

※
宗
務
総
長
演
説
の
全
文
は

　宗
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　ご
覧
く
だ
さ
い
。

は
じ
め
に

本
廟
を
基
と
す
る
教
団

お
わ
り
に

慶
讃
法
要
完
遂
御
礼

真
宗
本
廟
に
お
け
る

慶
讃
法
要
の
受
け
と
め

二
〇
二
三
年
度
の

主
な
施
策

し
ょ
う

あ
つ
し

じ
ょ
く

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

し
ょ
う

か
な
め

ひ
と
え

ぎ
ょ
う

し
ゅ
う

し
ゅ
う

し
ょ
う

び
ょ
う

じ
ょ
う

し
ゅ
う

も
と
い

し
ょ
う

こ

き
ゃ
っ
か

は
ら
わ
た ひ

ざ
ま

ち
ょ
う

ご
ん

の
ぶせ

し
ゅ

ゆ
う

ゆ
う

さ
い

こ
と

る

す

し
き

き

け
ん

し
ん

さ
い
こ
う ど

う
ぼ
う
か
い
う
ん
ど
う

く
に

ほ
う

ち

あ

み

ば
ん

ど
う

あ
き
ま
る し

ん

ぼ
ん な

あ

ぐ
う

え
ん

き

え

ふ

し
ょ

れ
ん
に
ょ

な

や
み
く
も

ぐ
ど
う

れ
き
て
い

け
ち

せ
い
せ
い

け

あ

う
た

ゆ
い
て
い

は
か

こ
ん
げ
ん

も
ん

ら
ん

か
ん

し
ゃ
ね
ん

か
く
に
ょ

ほ
う

の
ご

ゆ
い
こ
つ

た

ざ
ん

ぜ

せ
ん

だ

ら

き

は
い

お
ん
こ
う
し

き

ど
う

だ
い

し

ほ
ん

し
ゃ
く
そ
ん

み
ょ
う

し
ょ
う

じ
ょ
う

し
ょ
う

む

ざ
い

ど
う
い
つ

や

と
う

じ

だ
い
か
い

せ
ん
ば
つ

　

こ

ち

げ
ん

だ
い
ど
う

し
ご
く

た
い

い
っ

ご
く

ぎ

け
い
ご
う

ぽ
う
ぐ
ど
う

ざ
い
せ
っ
ぽ
う

う

が
ん

も
と
い

きょう さん ぶつ どう

しゅうかい

しゅう ぎ かい ぎさん かい

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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のの
in 寺 寺 開催東本願東本願
であう つながる  ともにあるであう つながる  ともにある

2023年 5月5日

5月5日、「であう つながる ともにある」をテーマに、 慶讃事業「子どものつどいin東本願寺」が開
催され、約4,000人が真宗本廟に集い、zoomでつ ながる子ども会では12会所が参加しました。
あたたかな日差しが降り注ぐ中、境内に子どもたち の笑顔とお念仏があふれる一日となりました。

供灯・供華・供香の後、「ちかい」を皆で唱和し
ました。引き続き「開催宣言文」の朗読があり、
大谷暢裕門首からあいさつがありました。

大谷暢裕門首あいさつ
　皆さんと尊いご縁の中で会えたこと、とてもうれしく思って
います。ライブ配信を見てくれているお友だち、いつの日か
きっとみんなも東本願寺に来てくださいね。
　私は日本で生まれて、1歳の時にブラジルに渡りました。皆さんはブラジルという国を知っていま
すか？ 遠い国です。63年という長い間、ブラジルで生活をして、8年前に日本に来ました。今もよく
思い出すのは、小さい頃、お寺で開かれていた日曜学校のことです。日曜学校では、「正信偈」をお
勤めしたり、お話を聞いたり、缶蹴り、縄跳び、鬼ごっこ、いろいろな遊びをしました。みんなで集
まってサンドイッチやおいしいおやつを食べたりして、とても楽しい時間をたくさん過ごしたことを
今でも覚えています。日曜学校で会うみんなとは、すぐにお友だちになれました。そして、自分の知
らなかった多くのことを教えてもらいました。あらためて、仏さまの前で出会う機会が大切だった
と思います。今はその友だちともなかなか会えないのですが、どうしているのかなと思い出します。
直接会えなくても、思いを通わせることができる。それが今日のテーマ「であう　つながる　ともに
ある」ということだと感じます。友だちのことをブラジルでは「アミーゴ」、英語では「フレンド」と言
います。皆さん、今日は、一緒に来たお友だちや初めて会ったお友だちとこの東本願寺で楽しく
遊んでください。ありがとうございます。Muito obrigado. Thank you very much.

表白の朗読に続いて、参加者、
スタッフ全員による「正信偈」の
声が御影堂に響きました。

おつとめに続いて、大谷裕新門の剃刀による帰敬式が執
り行われ、20人が受式。その後、藤井真隆さん（大阪教区）
による「共命鳥」をテーマにした帰敬式法話がありました。

子どもも大人も

ほとけの子

慶讃事業で取り組まれた刊行物の紹介
7月末の寺院定期直送便にて全寺院にお届けします

7月3日発売！ 7月19日発売！
ご予約受付中

同朋会館では昼食のお弁当を一緒に
食べました。「いっぱい遊んだから、お
なかペコペコ！」とあっという間にお
弁当は空っぽに。食前・食後のことば
も唱和しました。

「子どものつどい」をはじめ、さまざまな青少幼年教化事業が重点施策として取
り組まれてきました。慶讃法要を機縁として発行される刊行物をご紹介します。

流罪となった親鸞聖人の、越後の地で
の少年との出会いを描く。

佐賀枝夏文さんのおはなしの
後、映像とともに1日を振り返
り、「♪回向曲♪」をみんなで歌
いました。木越渉宗務総長の挨
拶では「親鸞聖人が一番喜ぶこと、それはお念
仏を称えることだと思います。みんなで親鸞聖
人に“南無阿弥陀仏”をプレゼントしましょう」
と呼びかけ、お念仏の
声が何度も堂内にこ
だましました。

「見て、触れて、東本願寺を知ろう！」をテー
マに、御影堂では、両堂の仏具をみがく「おみが

き体験」、御仏供に実際に触れる「御仏供に触れてみ
よう」、普段入ることができない内陣を特別に見学でき

る「御影堂内陣見学」が、諸殿をはじめとした5つの建物では
シールを集めてクイズに挑戦する「シールラリー」がありました。

北海道から九州までの教区・エリア、関係団体などによる32の
ブースが設けられました。「次はあのブースに行こう！」「全部回
りたい！」「一緒に遊ぼう」「また来てね」。エンディングが始まる
ぎりぎりまで子どもとスタッフが全力で遊ぶ姿がありました。
同朋会館に設けられた「サガエさんの部屋」では、子どもも大
人もほっこり。真宗本廟全域が子どもたちに開放されました。

オンラインでのおつとめ、つ
どいの中継のほか、子ども会
同士がゲームなどを通して交流
しました。

東本願寺キャラクターの鸞恩くん、あかほんくん、蓮
ちゃんが3年ぶりに登場！ほかにも、ゴボちゃん（大垣
教区）、千鶴ちゃん（名古屋教区）、ブットンくん（大阪
教区）とのふれあいを楽しみました。

南無阿弥陀仏

なむあみだぶつ

1,980円（税込） 265㎜×380㎜ 17枚組

紙芝居『しんらんさまと少年かん太』
脚本・絵　諸橋精光

「ひとりからはじめる　ひとりと出あ
う」をキーワードに、子ども会立ちあ
げに役立つ情報などを掲載。

2011年に発行した『青少幼年教化指針』を
リニューアル。青少幼年教化の願いと歩み、
現状と課題に関する提言や関係資料を掲載。

No.3『親鸞聖人』（出家）に続いての発行。比叡山で
修行や学問に励みながらも道を求めて悩まれる親
鸞聖人をテーマにしたやさしい文章を掲載。

『仏説無量寿経』『仏説観無量寿
経』『仏説阿弥陀経』「正信偈」の
こころを伝えることを願いに
1924（大正13）年から1926（大
正15）年にかけて『児童と宗教』
（真宗大谷派社会課機関誌）に
連載された「真宗児童聖典私
考」をもとに書籍化。

1,100円（税込） A5判 220頁（予定）

『真宗児童聖典』

立教開宗800年慶讃事業宗祖親鸞聖人御誕生850年・

オープニング
おつとめ 帰敬式

東本願寺を知ろう！

ライブ配信の映像
を東本願寺公式
YouTubeチャンネ
ルで公開しています。

遊 ぶース

キャラクター

エンディング

Z O O Mで

つながる！

昼食

追加のご注文は 真宗大谷派青少幼年センター（075-354-3440）まで

ご注文・ご予約は東本願寺出版
（TEL：075-371-9189）まで

子
ど
も
会
開
設
の
手
引
き

『
ひ
と
り
か
ら
は
じ
め
る

子
ど
も
会
』（
A
4
判
）

『
青
少
幼
年
教
化
指
針
』

（
A
4
判
）

ほ
と
け
の
子
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
No
．4

『
親
鸞
聖
人
』（
道
を
求
め
て
）

（
A
6
サ
イ
ズ
：（
A
5
二
つ
折
り
））

かわいい!!

きみょうむりょうじゅにょらい 

なむふかしぎこう

仏具や絵像には一つひとつ意味があるんだね

内陣見学が
一番心に残っています

絶対また

やってほしい！！

お祭りみたい!!

人がいっぱいで、

すごい！

シールラリーに
出発!!

ナムアミ
ダブツ

無償

親子で楽しみました。

お弁当には
キャラクター入りの
おはしがセットに

2
0
2
2
年
度
版

しょうしん げ

ムイント オブリガード

ゆう

なおたか

ぐ みょう ちょう

お ぶっ く

ひょう びゃく

ち づる

れんらん おん

とな

え

さ が え なつ ふみ

こう

き ごしわたる

ちょうゆう

く く か く こうとう

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
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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

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
。

鸞
さ
ん
は
な
、流
罪
の
地
で
、そ
の

日
一
日
を
た
だ
懸
命
に
生
き
る
人

に
出
あ
っ
て
ん
。学
校
も
行
け
な
く
て
、文

字
も
読
め
な
い
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
て

ん
。そ
う
い
う
人
に
出
あ
っ
て
な
、な
ん
だ

か
ん
だ
言
う
て
も
貴
族
出
身
で
出
自
と
コ

ネ
に
守
ら
れ
て
恵
ま
れ
て
い
た
自
分
に
気

づ
か
は
る
ね
ん
」

「
そ
こ
で
、こ
れ
こ
そ
が
真
実
の
教
え
で
万

人
に
通
じ
る
と
信
じ
て
い
た
お
念
仏
の
教

え
は
、こ
の『
い
な
か
の
ひ
と
び
と
』の
求

め
る
教
え
と
成
り
得
る
の
か
と
い
う
問
い

に
出
あ
う
ね
ん
け
ど
な
、そ
れ
以
上
に
大

事
な
の
は
、い
っ
た
い
自
分
っ
て
何
や
と
い

う
問
い
に
出
あ
っ
た
こ
と
や
ろ
う
な
」

「
話
は
変
わ
る
け
ど
、小
学
生
の
頃
、学
校

か
ら
帰
っ
て
く
る
途
中
、あ
る
家
の
倉
庫

の
軒
先
に
、羽
を
む
し
り
取
ら
れ
た
鶏
が

首
を
く
く
ら
れ
て
ぶ
ら
下
が
っ
て
て
ん
。

み
ん
な
、そ
れ
を
見
た
ら
ど
う
思
う
？
」

「
残
酷
！
」「
警
察
に
電
話
す
る
！
」

「
そ
う
よ
な
。で
も
、私
は
た
だ
単
純
に

『
え
え
な
〜
』と
思
う
て
ん
。な
ん
で
か
わ

か
る
？
」

「
？
？
？
」

「
そ
れ
は
な
、当
時
、多
く
の
家
で
鶏
を

飼
っ
て
て
な
、そ
の
鶏
が
卵
を
産
む
役
目

を
終
え
た
ら
、首
を
絞
め
て
血
を
抜
い
て

家
の
人
み
ん
な
で
食
べ
は
っ
て
ん
。だ
か

ら『
今
日
こ
の
家
は
す
き
焼
き
や
〜
』と

う
ら
や
ま
し
か
っ
て
ん
」

「
す
き
焼
き
っ
て
、
ふ
つ
う
牛
肉
で

し
ょ
？
」

「
あ
の
な
、今
か
ら
50
年
く
ら
い
前
の
話

や
で
。牛
肉
を
家
で
食
べ
る
な
ん
て
め
っ

た
に
な
い
。そ
ん
な
ん
4
年
に
1
回
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
級
の
で
き
ご
と
や
。家
に

帰
っ
て
、一
目
で
そ
れ
と
わ
か
る
竹
の
皮

に
包
ま
れ
た
お
肉
が
、当
然
も
ら
い
物
や

け
ど
置
い
て
あ
っ
た
り
し
た
ら
も
う
大

変
！
そ
の
あ
と
何
が
始
ま
る
か
わ
か

る
？
父
親
が
近
所
に
有
線（
電
話
）し

て
、き
ょ
う
だ
い
集
合
‼
」

「
姉
が
3
人
い
た
ん
や
け
ど
、長
女
は
○
○

さ
ん
と
こ
行
っ
て
玉
ね
ぎ
と
白
菜
を
も

ら
っ
て
こ
い
。次
女
は
△
△
さ
ん
と
こ
の
畑

行
っ
て
ね
ぎ
を
抜
い
て
こ
い
。つ
い
で
に
鶏

小
屋
か
ら
卵
も
も
ら
っ
て
こ
い
。三
女
は
□

□
さ
ん
と
こ
の
裏
山
に
行
っ
て
、大
き
目
の

シ
イ
タ
ケ
を
5
つ
ほ
ど
取
っ
て
こ
い
。大
丈

夫
、全
部
ち
ゃ
ん
と
言
う
て
あ
る
か
ら
と
」

「
ほ
ん
で
小
さ
か
っ
た
私
は
母
親
と
お
豆

腐
屋
さ
ん
に
行
っ
て
、焼
き
豆
腐
と
糸
こ

ん
に
ゃ
く
を
買
っ
て
く
る
。夜
に
な
っ
て

『
い
た
だ
き
ま
す
』を
言
う
頃
に
は
、村
中

で『
今
晩
、乾
さ
ん
と
こ
す
き
焼
き
や
で

〜
』と
い
う
の
が
ば
れ
ば
れ
や
ね
ん
」

「
今
で
は
な
、今
晩
す
き
焼
き
や
と
な
っ
て

も
な
、お
家
の
誰
か
が
ス
ー
パ
ー
か
な
ん

か
に
行
っ
て
、お
肉
も
野
菜
も
卵
も
全
部

手
に
取
っ
て
か
ご
に
入
れ
て
、ピ
ッ
と
し

て
も
ら
っ
た
ら
そ
れ
で
材
料
が
揃
っ
て
、

ご
近
所
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
お
い
し

い
す
き
焼
き
食
べ
ら
れ
る
や
ん
か
。ご
近

所
の
助
け
を
借
り
な
く
て
も
な
」

「
さ
ら
に
考
え
て
ほ
し
い
の
は
な
、わ
た
し

ら
が
普
段
食
べ
て
い
る
物
は
す
べ
て
、つ

い
最
近
ま
で
い
の
ち
の
あ
っ
た
物
ば
か
り
。

い
の
ち
の
な
か
っ
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
が
人
間
。生
活
が
便
利
で

豊
か
で
快
適
に
な
る
と
、そ
の
現
実
が
見

え
な
く
な
る
。つ
ま
り
、見
え
な
い
と
こ
ろ

で
誰
か
に
や
っ
て
も
ら
っ
て
ん
ね
ん
。私
の

い
の
ち
を
つ
な
ぐ
た
め
の
い
の
ち
を
育
て

る
と
い
う
こ
と
も
奪
う
と
い
う
こ
と
も
」

「
だ
か
ら
な
、い
た
だ
き
ま
す
言
う
て
、手

を
あ
わ
す
の
は
ほ
ん
ま
に
大
切
な
ん
よ
。

と
か
言
い
つ
つ
、私
も
そ
ん
な
大
切
な
こ

と
す
ら
す
ぐ
に
忘
れ
る
ね
ん
。だ
か
ら
、こ

う
や
っ
て
み
ん
な
と
確
認
し
て
ん
ね
ん
」

　親
鸞
聖
人
は「
愚
か
で
あ
る
こ
と
に
目

覚
め
て
念
仏
し
な
さ
い
」と
い
う
師
の
言

葉
を
胸
に
、与
え
ら
れ
た
現
実
を
受
け
と

め
、「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」と
共
に「
同

行
」と
し
て
生
き
て
い
か
れ
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
共
」

 

　―

「
わ
れ
ら
」の
名
の
り―

第
12
回

　
親
鸞
聖
人
は
越
後
に
お
い
て
、法
然
上
人
よ
り
い
た
だ
か
れ

た「
念
仏
し
て
阿
弥
陀
さ
ん
に
す
くって
も
ら
う
し
か
な
い
」と
い

う「
本
願
念
仏
」の
教
え（『
歎
異
抄
』第
2
条
）を
、自
己
の
内

に
深
く
確
か
め
る
日
々
を
送
って
お
ら
れ
ま
し
た
。そ
し
て
そ
の

受
け
と
め
を「
浄
土
に
生
ま
れ
往
く
者
と
な
る
た
め
に
は
、念

仏
の
ほ
か
に
い
か
な
る
学
問
も
必
要
で
は
な
い
」と
ま
で
おっし
ゃ

い
ま
し
た（『
歎
異
抄
』第
12
条
）。さ
ら
に
は
、聖
人
が「
い
な
か

の
ひ
と
び
と
」と
呼
ば
れ
た
、厳
し
い
環
境
の
中
で
そ
の
日
を
懸

命
に
生
き
る
人
た
ち
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、念
仏
を
称
え
な

が
ら
生
き
る「
生
活
」そ
の
も
の
が「
行
」で
あ
る
と
の
気
づ
き
を

い
た
だ
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
聖
人
は
、幼
少
期
を
都
の
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て

過
ご
し
、9
歳
で
出
家
し
た
後
は
比
叡
山
の
僧
侶
と
し
て
、ま

さ
に「
出
世
間
」の
生
活
を
送
ら
れ
ま
し
た
。厳
し
い
修
行
に
耐

え
ら
れ
た
と
は
い
え
、「
汗
し
て
働
く
こ
と
で
食
を
得
る
」と
い
う

経
験
は
あ
ま
り
な
かっ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。野
菜
や
米
を
作
る
苦

労
も
、鳥
や
魚
を
捕
ま
え
て
は
そ
の
生
命
を
食
材
に
変
え
て
い

く
と
い
う
実
体
験
も
恐
ら
く
な
かっ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
人
間
は
つ
な
が
り
の
中
で
し
か
生
き
て
い
け
な
い
弱
い
存
在
で

あ
り
、他
の
い
の
ち
を
奪
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う

悲
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」と
の
生
活
に

見
出
さ
れ
ま
す
。そ
し
て
そ
の
人
た
ち
を
決
し
て「
か
れ
ら
」と

呼
ぶ
こ
と
な
く「
わ
れ
ら
」と
呼
ば
れ
た
の
で
す
。そ
れ
は
自
己
の

現
実
を
知
ら
さ
れ
た
人
の
名
の
り
な
の
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
。

「
親

いぬいふみ おいぬいふみ お

ほ
う

あ

ほ
ん
が
ん

じ
ょ
う

ぎ
ょ
う

ね
ん
ぶ
つ

ど

ゆ

と
な

み

だ

ね
ん

と
も

し
ゅ
つ
じ

御本尊は本山からお受けしましょう
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今
月
の

法
話

　
百
二
歳
の
祖
父
を
看
取
っ
た
時
、側

に
い
た
医
師
か
ら
、「
こ
こ
を
手
で
押
さ

え
て
く
だ
さ
い
。脈
が
わ
か
る
で
し
ょ

う
。こ
の
脈
が
う
た
な
く
な
っ
た
ら
、教

え
て
く
だ
さ
い
」と
、私
の
手
を
祖
父
の

手
首
に
あ
て
て
、そ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
祖
父
の
脈
が
指
先
か
ら
伝
わ
っ
て
き

ま
し
た
。

　
し
か
し
、そ
の
脈
は
だ
ん
だ
ん
と
間

隔
が
長
く
な
り
、止
ま
っ
た
か
と
思
う

と
、ま
た
か
す
か
に
脈
を
う
つ
。そ
し

て
、つ
い
に
脈
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。医
師
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
、

脈
と
瞳
孔
を
確
認
し
て
、「
ご
臨
終
で

す
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。こ
の
時
、「
人

と
は
、こ
う
し
て
い
の
ち
が
終
わ
っ
て
い

く
の
だ
」と
い
う
こ
と
を
強
く
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。

　
毎
日
、新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
か
ら

「
交
通
事
故
で
、一人
の
方
が
亡
く
な
ら

れ
ま
し
た
」、「
訃
報
で
す
。音
楽
家
の

○
○
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
」な

ど
と
、人
の
死
に
つ
い
て
の
情
報
が
流

れ
て
き
ま
す
。ま
た
、火
事
や
災
害
等

が
発
生
す
る
と
、「
○
人
の
死
亡
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
」と
報
道
さ
れ
、「
そ

う
な
ん
だ
」「
気
の
毒
だ
っ
た
」「
大
変

な
こ
と
だ
っ
た
」と
い
う
思
い
は
起
き

ま
す
が
、そ
れ
は
ど
こ
か
の
誰
か
の
こ

と
で
あ
り
、他
人
事
で
す
。「
亡
く
な

る
」つ
ま
り「
死
」と
い
う
こ
と
を
目
に

し
た
り
耳
に
し
た
り
し
て
も
、自
分
の

死
と
は
な
か
な
か
結
び
つ
か
な
い
の
で

す
。自
分
も
い
つ
か
死
ぬ
身
で
あ
る
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、そ
の
死
は
、「
い

つ
か
」で
あ
っ
て
先
の
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
私
自
身
、日
々
の
生
活
の
中
で
、や
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も

明
日
行
え
ば
よ
い
と
か
、忙
し
さ
が
続

く
と
、こ
の
こ
と
は
落
ち
着
い
た
ら
や
ろ

う
と
、後
に
引
き
の
ば
す
こ
と
が
多
々

あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、明
日
も
明
後
日
も
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
当
た
り
前
と
し
て

い
る
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
、そ
ん
な
中
で
も
身
体
の
痛

み
が
続
い
た
り
す
る
と
、「
ど
こ
か
悪
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
思
い
、「
死
」が
頭
を

よ
ぎ
り
ま
す
。ま
た
、健
康
診
断
を
受

け
た
後
に「
再
検
査
」と
い
う
通
知
を

受
け
る
と
、心
が
動
揺
し
、自
分
自
身

の「
死
」を
一
気
に
近
く
感
じ
、無
関
心

で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
祖
父
の
、だ
ん
だ
ん
遠
の
い
て

い
く
脈
を
指
先
で
感
じ
な
が
ら「
人
は

い
の
ち
を
終
え
て
い
く
も
の
な
の
だ
」と

い
う
、あ
の
時
に
感
じ
た
思
い
が
よ
み
が

え
って
く
る
の
で
す
。

　「
死
を
見
つ
め
る
と
　
生
が
問
わ
れ
る
」

　
こ
れ
は
、東
本
願
寺(

真
宗
本
廟)

の

外
堀
周
辺
に
設
置
さ
れ
て
い
る「
行
灯

法
語
」に
書
か
れ
て
い
た
言
葉
で
す
。

　
自
分
自
身
の
死
に
つ
い
て
の
み
で
は

な
く
、大
切
な
人
や
身
近
な
人
の
死
に

出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
、必
然
的
に

「
死
」へ
の
意
識
は
強
く
な
り
、い
の
ち

を
い
た
だ
い
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
、自
分
の「
今
」を
見

つ
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
言
葉
で
す
。

　「
死
」は
不
安
や
悲
し
み
な
ど
、さ

ま
ざ
ま
な
苦
し
み
を
と
も
な
う
も
の

で
、ま
た
、｢

い
つ
か｣

で
は
な
く
、い
つ
で

も
お
と
ず
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、誰
に
も
避
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
で
す
。不
慮
の
事
故
も
あ
り

ま
す
。突
然
病
に
倒
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。人

の
い
の
ち
は
、日
々
に
き
ょ
う
や

か
ぎ
り
と
お
も
い
、時
々
に
た
だ
い

ま
や
お
わ
り
と
お
も
う
べ
し
。

（『
一
念
多
念
分
別
事
』『
真
宗
聖
典
』九
三
七
頁
）

 

意
訳

人
の
い
の
ち
は
今
日
限
り
だ
と

日
々
思
い
、ま
た
、人
の
い
の
ち
は

す
ぐ
終
わ
り
だ
と
、絶
え
る
こ
と

な
く
思
い
続
け
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。

「
人
の
い
の
ち
は
今
日
限
り
」と
受
け
取

る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
、な
か
な
か

「
死
」が
我
が
身
の
事
実
と
は
な
っ
て

き
ま
せ
ん
。私
た
ち
は
、「
死
」を
ど
こ

か
に
遠
ざ
け
、生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
い
つ
も
前
提
と
し
、「
得
か
損

か
」「
都
合
の
良
い
こ
と
か
悪
い
こ
と

か
」「
好
き
か
嫌
い
か
」「
勝
つ
か
負
け

る
か
」な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
に
目
を
向

け
な
が
ら
日
々
を
送
っ
て
い
る
の
が
常

で
す
。

　
し
か
し
、「
死
」を
見
つ
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、限
り
あ
る
い
の
ち
を
い
た
だ
い

て
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、

「
自
分
の
生
き
方
は
こ
れ
で
よ
い
の

か
」、「
本
当
に
大
切
な
こ
と
は
何
か
」

に
目
を
向
け
る
こ
と
が
は
じ
ま
り
ま

す
。そ
こ
か
ら
、一
日
一
日
が
か
け
が
え

の
な
い
日
々
と
な
り
、今
の
生
き
方
に

真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
祖
父
の
死
か
ら
久
し
く
な
り
ま
す

が
、そ
の
死
か
ら
、「
今
の
生
き
方
と
て

い
ね
い
に
向
き
合
い
、今
を
大
切
に
し
て

ほ
し
い
」と
い
う
願
い
が
、ず
っ
と
私
に

か
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ

の
願
い
を
受
け
と
め
、「
自
分
自
身
の
生

き
方
を
問
う
て
い
け
」と
、そ
う
呼
び
か

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
い

き
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

第33回

岐阜高山教区 第１５組 安樂寺 羽部　玲子
死を見つめると  生が問われる

「
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
。

ち
ょ
う
も
ん

は べ れい こ

み
ゃ
く

ほ
う
ご

あ
ん
ど
ん

ひ
と

そ
ば

に
ち
に
ちじ

い
ち
ね
ん
た
ね
ん
ふ
ん
べつ
の
こ
と

じ

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

７月1日（土）～８月31日（木）期間：

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 　

伊東慧明 著
文庫判　244頁　
定価：935円（税込）
人間とは何か―。この根
本的な問いを手がかり
に、親鸞聖人の教え・浄
土真宗を「人間・本願・念
仏・信心・生活」の5つの
テーマからひもとく一冊
です。

5つのテーマで確かめる浄土真宗

望郷の問い―永遠の人 親鸞―
東本願寺出版発行物を、
無料ラッピングいたします。
夏休みに、親鸞聖人の教えを
子どもたちに届けませんか？

お申し込み
包装にお時間を頂戴するため、発送まで1週間程度要します。
お早めにお申し込みください。
❶電話　❷FAX　❸メール　❹TOMOぶっく

※①～③でお申し込みの場合は、「ラッピング希望」であることをお知らせください
※④でお申し込みの場合は、備考欄に「ラッピング希望」と記載ください

↓詳しくは↓

〈夏休み特別企画〉無料ラッピングキャンペーン
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慶
讃
テ
ー
マ
館「
親
鸞
画
展
」で
展
示
さ
れ
た

早
川
鉄
兵
さ
ん
の
作
品
が
常
設
展
示
に

　慶
讃
テ
ー
マ
館「
親
鸞
画
展
」で
展
示
さ
れ
た
早
川
鉄
兵
さ
ん（
切
り
絵
作
家
）の
作
品
が

法
要
後
も
参
拝
接
待
所
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
常
設
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。法
要
時
と

同
じ
く
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
1
階
か
ら
地
下
1
階
へ
向
か
う
階
段
壁
面
と
、地
下
2
階（
ス
ロ
ー
プ

つ
き
あ
た
り
）に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ご
上
山
の
際
は
ぜ
ひ
ゆ
っ
く
り
と
ご
覧
く
だ
さ
い
。

絵は左から右に向かって「混沌とした時代」「比叡山」「浄土（本願念仏
の救い）」という流れで描かれている。

　一
番
悩
み
、時
間
を
費
や
し
た
の
は
親
鸞
聖
人
の
90
年
の
ご
生

涯
の
ど
の
場
面
を
作
品
に
す
る
か
で
し
た
。お
寺
で
聞
い
た
お
話
を

も
う
一
度
学
び
、聖
人
は
ど
ん
な
時
代
を
生
き
ら
れ
た
の
か
を
調
べ
、

あ
ら
た
め
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
た
ず
ね
ま
し
た
。聖
人
が
比
叡
山
を
下
り
る
と
決
意
さ

れ
、法
然
上
人
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
お
念
仏
に
出
遇
わ
れ
た
、そ
の
こ
と
が
僕
の
と
こ
ろ
に
ま

で
届
い
て
い
る「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
原
点
だ
と
思
い
、作
品
に
す
る
こ
と
を
決
め
、約
1
カ
月

で
作
品
が
完
成
し
ま
し
た
。

　実
際
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、光
が
入
っ
て
明
る
い
所
を
展
示
場
所
に
し
ま
し

た
。1
段
ず
つ
昇
り
降
り
す
る
階
段
を
展
示
場
所
に
し
た
の
は
、親
鸞
聖
人
の
歩
み
を
表
現

し
た
い
と
い
う
思
い
を
込
め
て
い
ま
す
。そ
の
歩
み
の
先
に「
南
無
阿
弥
陀
仏
」を
展
示
し
て
い

ま
す
。

　慶
讃
法
要
を
機
に
、僕
が
感
じ
た
親
鸞
聖
人
を
作
品
で
表
現
す
る
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。お
一
人
お
一
人
の
心
の
中
に
も
親
鸞
聖
人
像
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。そ
れ

と
、僕
の
作
品
に
響
き
合
う
所
が
あ
る
な
ら
、こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

―

早
川
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た―

　3月25日から4月29日まで勤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。読者の方から寄せ
られた感想をご紹介します。

虎
戦乱や災害、飢饉な
ど混乱と荒廃に満ち
た時代を「虎」「カラ
ス」「干からびた植物」
で表現。

池とオシドリ
本願念仏のみ教えを
「池の水」に、法然上人
と親鸞聖人を「オシド
リ」で表現。法然上人と
ともに教えに出遇われ
た親鸞聖人を表現。

親鸞聖人
9歳から20年間厳し
い修行をしたが迷い
の霧が晴れることは
なく、山を下りる決心
をする親鸞聖人。

慶讃法要参拝の思い出

◆慶讃寄席、面白いのでリピーターになって3回も聞
きに行きました。（京都府）
◆音楽法要にご縁をいただき、詠んだうたです。
　　「宗祖たゝふ 音楽法要に唱和する 得がたきご縁
で はじまる八十路」（石川県）

◆堂内が一体となって
勤まった「正信偈」。そ
の中の一人になれたことに感謝の気持ちでいっぱい
です。現在放送されている大河ドラマ「どうする家康」

の中で流れてきた「正信偈」、つらい時代を生きた方々の「南無阿弥陀仏」の尊さを感
じました。（愛知県）

◆法話に心を動かされ、全国から集まってこられた方々の熱意にも感動した一日でし
た。今後も参拝できる時にはぜひ行きたいと願っています。（岐阜県）
◆娘と二人で参拝しました。両堂でのお勤めはただただ素
晴らしかったです。その場にいられたことが何よりと思い
ました。留守番をしてくれた家族や、朝早くから夜遅くま
で働いてくださったスタッフの方々にも感謝しております。
（東京都）

◆御堂の階段がのぼりやすくなっていてよかったです。（愛知県）
◆YouTubeの同時配信で同朋会の皆さんとお参りをすることが
できました。同朋唱和の声が心の奥まで沁み通り、晴れやかな
気持ちになりました。直接足を運べたらという気持ちもありま
したが、満たされた時間になりました。（福島県）
◆『同朋新聞』に掲載されていた法要次第を旅

行会社からのしおりに貼って法要に参拝しました。（富山県）
◆最高のひと時でした。（三重県）
◆慶讃法要に参拝し、帰宅したら『同朋新聞』が届いていました。思
い出しながら読んでいます。（石川県）
◆ありがたいことでした。一番の宝物になりました。（滋賀県）
◆御影堂・阿弥陀堂の荘厳さに圧倒されました。（新潟県）
◆3月25日法要初日に参拝しました。貴重な体験ができ、感謝でいっぱいです。（北海道）
◆お世話になっているお寺の坊守さんと二人で本山にお参りさせていただいて、亡き義
父母にお会いさせていただきました。身が引き締まる思いでした。（愛知県）

◆期間中の奉仕団に参加しました。御影堂門に
上ったのは初めてで、感動しました。（宮城県）

◆渉成園でのカフェ、日本酒の飲み比べではおつ
まみが意外な組み合わせで面白かったです。何
時間でも居ることができる心地よい場所でし
た。（京都府）

桜満開、晴天の日、慶讃法要団体参拝に参加しました。行きのバス
の中で責任者の住職より「絶好のお参り日和に恵まれました」との挨
拶。予定通りに本山に到着しました。
真宗落語を観覧して親鸞聖人のことを面白く学びました。お斎は白
書院でいただきました。普段足を運ぶことのない場所に入ることができ
てよかったです。
午後からはいよいよ法要。私たちは御影堂での参拝です。厳かな世
界に触れ、身が引き締まる思いでした。阿弥陀堂・御影堂が一つになっ
た「正信偈」のお勤めは、なんとも形容しきれないものがありました。お
よそ2時間の法要はあっという間でした。
最後にバスの中で住職より、「東本願寺に行ってきた、で終わるので
はなく、真宗門徒として日々の生活の中に活かしてください」とのお言
葉を賜りました。無事に帰ってこられてよかったです。私はまだ真宗本
廟報恩講に参拝したことがないので行きたいと思っています。
 （渋谷美紀子さん（65歳）岐阜県）

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

詳しい書籍情報は 東本願寺出版 　ご注文・お問い合わせは TEL：075-371-9189 FAX：075-371-9211

東本願寺出版（編）
縦190㎜×横110㎜ 17枚綴り 

770円（税込）

東本願寺出版（編）
縦190㎜×横110㎜ 17枚綴り 

770円（税込）
武田定光ほか30名（著）
新書判 260頁 935円（税込）
武田定光ほか30名（著）
新書判 260頁 935円（税込）

松下俊英（文） 
大島加奈子（絵）
B5変形判 80頁 1,210円（税込）

松下俊英（文） 
大島加奈子（絵）
B5変形判 80頁 1,210円（税込）

〈一部をご紹介〉7月号から新連載「書いて学ぶ 親鸞のことば 歎異抄」がスタート。8月号以降
もバラエティに富んだ新連載がスタートします。ぜひご購入ください！

月刊『同朋』―新連載が続々スタート―月刊『同朋』―新連載が続々スタート―

年
間
購
読（
4
，2
0
0
円
・
税
込
・
送
料
込
）

単
号（
4
0
0
円
・
税
込
・
送
料
別
）

『
お
東
さ
ん
の

日
め
く
り
カ
レ
ン
ダ
ー

行
灯
法
語
』

『
仏
教
の
ミ
カ
タ
2 

ー
仏
教
か
ら
現
代
を
考
え
る
31
の
テ
ー
マ
』

『
仏
教
ゆ
か
り
の
植
物
図
鑑
』

東本願寺出版ホームページにて
『同朋』のインタビューや対談など
を公開中。ぜひご覧ください！

好評につき重版！

ご参拝のお土産に！

1も好評発売中！
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ご案内

区
」、新
教
区
発
足
を「
２
０
２
５
年
７
月
１
日
」、教

務
所
の
設
置
場
所
を
現
山
陽
教
務
所
と
し
、現
四
国

教
務
所
を
新
教
区
の
教
務
支
所
と
す
る
な
ど
、全
７

項
目
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
て
い
る
。山
陽
・
四
国
教
区

で
は
、２
０
２
１
年
６
月
に
第
１
回
地
方
協
議
会
を

開
催
し
て
以
来
、全
13

回
の
地
方
協
議
会
の

開
催
を
経
て
こ
の
た

び
の
合
意
・
議
決
に

至
っ
た
。

　
今
後
は
、２
０
２
５

年
７
月
の
新
教
区
発

足
に
向
け
、具
体
的
な

準
備
が
行
わ
れ
て
い

く
。

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】視聴覚ホール・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」　開催中～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

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

７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】♦7月2日…休会♦9日…休会
♦16日…休会♦23日…一郷正道（前京都光華女子大学・同短期大学部
学長）♦30日…武田未来雄（教学研究所所員）
交流ギャラリー（1階） 【時間】開館時間に同じ
「東本願寺の今昔」　【期間】開催中～9月4日（月）　
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。

　
私
の
お
手
次
の
お
寺
は
、住
職
が
不
在
に
なって
40
年
ほ
ど
経
ち
ま

す
が
、今
日
ま
で
大
切
に
守
ら
れ
、維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
昔
か
ら
お
寺
を
中
心
に
地
域
の
行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、お
寺
と
の

関
係
は
親
の
代
か
ら
ずっと
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。月
に
２
度
、持

ち
回
り
で
御
仏
供
を
あ
げ
、お
盆
と
報
恩
講
の
前
に
は
お
み
が
き
に
集

ま
り
、近
く
の
お
寺
や
教
務
所
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、法
事

や
報
恩
講
な
ど
の
仏
事
を
勤
め
て
い
ま
す
。ま
た
、世
話
方
を
中
心
に

お
寺
の
内
外
の
掃
除
を
年
に
何
度
も
行って
い
ま
す
。

　
お
寺
を
維
持
す
る
こ
と
は
皆
の
協
力
が
必
要
で
す
。お
寺
の
た
め
に

自
分
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
一
生
懸
命
し
て
、皆
で
な
ん
と
か
盛
り
上

げ
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。こ
の
思
い
を

次
の
世
代
に
も
受
け
継
い
で
も
ら
え
る
こ
と
を
願って
い
ま
す
。

読者のお便り

滋
賀
県
在
住
　
男
性（
76
歳
）

大
切
に
守
り
維
持
す
る
お
寺

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
。

〒
6
0
0-

8
5
0
5 

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

　

F
A
X
／
0
7
5-

3
7
1-

9
2
1
1

宛 先

5月15日、木越渉宗務総長が石川県能登地方を震源とする地震で被災された寺院並びに門徒宅
を訪問しました。寺院では関係者とともに被害状況を確認し、お見舞い申し上げました。また、
上野武守能登教区第10組門徒会長宅では、被災後、壁の崩落や柱の損壊等の被害があったも
のの、倒壊したお内仏をいち早く修理されたお話を伺いました。さらに、能登教区第10組永誓寺
において、木越総長から完恵教区会議長へ宗派見舞金200万円の目録が手交されました。
下記の口座にて、災害救援金を募っております。皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

石川県能登地方を震源とする地震で被害に遭われました皆さまに
心よりお見舞い申しあげます  真宗大谷派（東本願寺）

【救援金口座】郵便振替口座番号00920-3-203053　
【加 入 者 名】真宗大谷派　※通信欄に「能登地震」とご記載ください

大阪教区

参議会議員 補欠選挙
鈴木順三参議会議員の辞職に伴う補欠
選挙の結果、奥戸義成氏（大阪教区第14
組願生坊門徒）が当選。

毎月東本願寺出版ホーム
ページで公開してきた『同
朋新聞』電子版。7月号か
らは東本願寺ホームページ
で公開します。毎月1日に更
新。1年分を無
料でご覧いただ
けます。

クロスワードパズルもメールで応募できます。
ご応募をお待ちしています！

『同朋新聞』電子版　
7月号からは東本願寺ホームページからご覧ください無料

山
陽・四
国
教
区
が
教
区
改
編
の
合
意

　
宗
門
で
は
、社
会
環

境
が
激
変
し
て
い
く
時

代
に
あ
っ
て
、将
来
に

わ
た
っ
て
お
念
仏
の
教

え
を
手
渡
し
て
い
く
教

化
・
財
政
の
基
盤
づ
く

り
の
た
め
、全
国
の
教

区
を
17
教
区
に
改
編

す
る「
教
区
及
び
組
の

改
編
」を
進
め
て
い
る
。

　
山
陽
教
区
と
四
国
教
区
で
は
、５
月
10
日
開
催
の

地
方
協
議
会
に
て
教
区
改
編
の
合
意
が
な
さ
れ
、同

月
18
日
、19
日
に
両
教
区
の
教
区
会
及
び
教
区
門
徒

会
に
て
改
編
合
意
事
項
が
全
会
一
致
で
議
決
さ
れ
た
。

　
合
意
書
は
、新
教
区
の
名
称
を「
山
陽
四
国
教

山陽教区 教区門徒会の様子

四国教区教区会・教区門徒会合同会議の様子

は
未
来
永
劫
、無
量
の
衆
生
を
教
化
な
さ
る
」と
説
い

た
と
い
う
。こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、蓮
如
上
人
の
御
影

も
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
衆
生
を
教
化
す
る
と
指

摘
。「
蓮
如
さ
ま
は『
こ
れ
は
た
だ
の
絵
画
で
あ
る
』と

は
言
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。わ
れ
わ
れ
は
蓮
如
上
人

の
道
中
の
真
似
を
し
た
の
で
は
な
く
、室
町
時
代
の

蓮
如
上
人
の
道
中
に
お
け
る
教
化
を
、ま
さ
に
体
験

し
た
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。こ
ん
な
尊
い
御

仏
事
は
そ
う
そ
う
あ
る
も
の
で
は
な
い
」と
話
し
た
。

　
太
田
さ
ん
は
あ
わ
せ
て
、道
中
に
途
中
か
ら
付
い

て
き
た
小
学
生
の
女
の
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
。

女
の
子
は「
も
う
ち
ょ
っ
と
、も
う
ち
ょ
っ
と
」と
結

局
、8
キ
ロ
余
り
を
歩
き
、最
後
に「
大
き
く
な
っ
た

ら
必
ず
こ
れ
を
や
り
ま
す
」

と
言
っ
た
と
い
う
。「
未
来
永

劫
に
こ
の
素
晴
ら
し
い
御
仏

事
が
続
く
よ
う
、ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
」と
呼

び
か
け
て
い
た
。

（
福
井
教
区
通
信
員
　
藤 

共
生
）

第
3
5
0
回「
蓮
如
上
人
御
影
道
中
」―
蓮
如
上
人のご
教
化
を
体
験
する
旅
―

　
4
月
17
日
か
ら
5
月

9
日
ま
で
、蓮
如
上
人

の
御
影（
絵
像
）に
お
供

し
な
が
ら
、京
都
の
真

宗
本
廟
と
福
井
県
の
吉

崎
別
院
を
歩
い
て
往
復

す
る「
蓮
如
上
人
御
影

道
中
」が
、今
年
、4
年

ぶ
り
に
ほ
ぼ
従
来
通
り

の
形
で
行
わ
れ
た
。慶
讃
法
要
期
間
中
の
4
月
17
日

に
真
宗
本
廟
を
出
発
し
て
23
日
に
吉
崎
別
院
に
到

着
。10
日
間
の
御
忌
法
要
を
営
み
、5
月
2
日
に
吉

崎
別
院
を
出
発
。9
日
に
真
宗
本
廟
に
到
着
し
た
。

多
く
の
参
加
者
が「
御
影
道
中
が
元
通
り
に
な
っ
て

本
当
に
う
れ
し
い
」と
喜
ん
で
い
た
。

　
今
年
は
3
5
0
回
目
の
節
目
の
年
。吉
崎
へ
向
か

う
下
向
の
随
行
教
導
を
務
め
た
太
田
浩
史
さ
ん（
富

山
県
）は
、京
都
市
の
お
寺
に
伝
わ
る
、お
釈
迦
様
に

似
せ
て
描
か
れ
た
御
影
の
逸
話
を
紹
介
し
た
。お
釈

迦
様
は「
私
は
80
年
の
肉
化
身
だ
が
、こ
の
御
影
さ
ま

約15分

約15分

約25分

勤行後約1時間

約25分

て
つ
ぎ

お
ぶっ
く

ようせい じ

さだめぐむ

ご

え
い

ぎ
ょ
き

え
い
ご
う

し
ゅ
じ
ょ
う

と
も
お

お
ん

ぶ
つ
じ

うえ の たけもり

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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参 加 費

申込締切

【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。

真宗本廟報恩講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

11月1日（水）～3日（金）
1 泊

◆真宗本廟おみがき奉仕団

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

帰敬式

9月22日（金）11月1日（水）～2日（木）

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。

初めて上山し、見るもの聞くものが
すべて新鮮で心があらわれる思いでした。

これからも毎日念仏をし、
すばらしい1日にしたいと思います。
とても楽しい時間でした。（50代 女性）

初めて上山し、見るもの聞くものが
すべて新鮮で心があらわれる思いでした。

これからも毎日念仏をし、
すばらしい1日にしたいと思います。
とても楽しい時間でした。（50代 女性）

※満館になっている場合があります
　ので研修部までお電話でお問合
　せください。
　（電話受付は各日９時から17時まで）

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

11 12

9

3

2

「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！　
7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7月31日（月）（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7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

6

ヨコのカギタテのカギ
1

2

4

8

7

9

3
5

6

10

11

12

2

1 『子どものつどいin東本願寺』では、「東本願寺キ〇〇〇ター」の
鸞恩くん、あかほんくん、蓮ちゃんが3年ぶりに登場しました。（6・7面）
『同朋新聞』電子版は、7月号から「〇〇し本願寺ホームページ」で
ご覧ください。（11面）
『望きょ〇〇〇〇ー永遠の人 親鸞ー』が発行されます。（9面）
『子どものつどいin東本願寺』では、
『見て、触れて、東本願寺を知ろう！』をテーマに、
「お〇〇き体験」や御影堂内陣見学などが行われました。（6・7面）
「石川〇〇〇〇〇方」を震源とする
地震の災害救援金を募っています。（11面）
慶讃テーマ館『親鸞画展』の早川鉄兵さんの作品は、
「参拝接待所ギャ〇〇ー」に展示されています。（10面）
2・3面では、「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年
きょ〇〇〇法要」、第2期の結願の法話の抄録を掲載します。
池田勇諦氏の抄録タイトルは、「まことの聞〇〇」です。（2面） 

「夏〇〇〇特別企画」で、東本願寺出版発行物の
無料ラッピングキャンペーンを行います。（9面）
『親鸞聖人にであう』親鸞聖人は、厳しい環境の中で
その日を懸命に生きる人たちを「いなかの〇〇〇〇」と
呼ばれました。（8面）
『親鸞聖人にであう』今月のタイトルは、
「「共」ー「われら」〇〇〇〇ー」です。（8面）
月刊『同朋』7月号から、
新連載「書いて学ぶ し〇〇〇のことば 歎異抄」が
スタートします。（10面）
『子どものつどいin東本願寺』のオープニングで、
「大谷〇〇〇裕門首」から挨拶がありました。（6・7面）
『子どものつどいin東本願寺』のテーマは、
「で〇〇 つながる ともにある」です。（6・7面）

◆『親鸞聖人にであう』「勝他・利養・名聞」はずっとサラリーマンを続けてきた自分には厳しいお言葉です。
　現役を降りた今、すっと腑に落ちました。（60代男性）
◆クロスワードパズル、81歳で初めて解けました！（80代女性）

読者のこえ
4月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

5
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

は
B

は
C

の
D

ひ

応募はコチラ

◇10年ぶりに真宗本廟で開催された子どものつどい。真宗本廟が一日中あた
たかな空気に包まれていました。思い思いに真宗本廟を楽しんでいる子どもた
ちの姿、そして、「一緒に遊ぼう！」「来てくれてありがとう」と子どもたちに声をか
けるスタッフの姿にたくさん出あいました。「ねぇ、次はいつあるの？」私のお寺
の子ども会から参加した4年生の子は、楽しくてあっという間だったそうです。

◇私が子どもたちとつどいに参加できたのは、たくさんの方々が子どもたちを大
切に思う時と場が重なったから。「御仏事は決して終わることはない。今日は、
次の50年後の慶讃法要のための第一歩を踏み出した日」。エンディングでお聞
きした言葉を心に留め、このご縁に遇いえた一人として、子どもたちとお念仏申
す場を開き続けていきたいと思います。（髙月）

編集室
だより

東本願寺

【
基
礎
か
ら
学
ぶ
浄
土
真
宗
１
】
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