
12

朋
新
聞

同

代表者　木越　渉

December 2022Vol. 781

Dobo Shimbun

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

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

慶讃特設サイト 　

今月の写真 アフリカゾウの群れ。
ヒト以外の動物で三代にわたって伝承ができるのはゾウだけだという。
いのちをつなぐために大切に伝承されてきたこととは何か。そして、
私たちは次の世代に何を手渡していくのだろうか（2・3面参照）。
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生き物たちが
教えてくれること（前編）

今泉 忠明さん

人間といういのちの相

―「子どものつどい
in東本願寺」に向けて―

であう　つながる　ともにある

第27回

第5回
親鸞聖人にであう

現在を きる

慶讃法要お待ち受け大会
開催

名古屋教区
富山教区
三重教区

慶讃 ニュース
座談会

今泉  忠明

環境がどのように変わるかは 

予測できるものではありません

環境に適応することが進化であるけれど 

その根底にある「生きる」ということが

大事ではないでしょうか

①3月25日（土）～27日（月）
②3月28日（火）～30日（木）
③4月  1日（土）～  3日（月）
④4月  6日（木）～  8日（土）

2 泊

2泊

2泊

2泊

【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。

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。 「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」の期間に募集している

奉仕団です。慶讃法要にお遇いする大切な時を一緒にお迎えしませんか。

2 泊

3月2日（木）～4日（土）
1 泊

◆真宗本廟おみがき奉仕団 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

「慶讃法要奉仕団」・「讃仰奉仕団」・「真宗本廟奉仕 体験奉仕団」
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

「慶讃法要奉仕団」・「讃仰奉仕団」・「真宗本廟奉仕 体験奉仕団」
［第一期法要期間］

①4月  9日（日）～11日（火）
②4月12日（水）～14日（金）

2 泊

2泊

［讃仰期間］
⑤4月15日（土）～17日（月）
⑥4月18日（火）～20日（木）
⑦4月21日（金）～23日（日）
⑧4月24日（月）～26日（水）
⑨4月27日（木）～29日（土）

2 泊

2泊

2泊

2泊

2泊

［第二期法要期間］

詳しくはこちら

〈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

参加費（共通）

※上記は大人（15歳以上）の場合です。※讃仰奉仕団は「御旧跡参拝参加費」として別途5,000円が必要です。

※「真宗本廟奉仕 体験奉仕団」は上記「慶讃法要奉仕団」期間中に開催いたします。

あらためて奉仕団の歴史や清掃奉仕の重要性を
教えていただき、先達の方々がいかに、
ご本山の護持に心を砕かれてきたかを

気づかせていただきました。
（40代・女性）

あらためて奉仕団の歴史や清掃奉仕の重要性を
教えていただき、先達の方々がいかに、
ご本山の護持に心を砕かれてきたかを

気づかせていただきました。
（40代・女性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

帰敬式

2023年1月20日（金）申込締切 2023年2月24日（金）2023年2月24日（金）申込締切

3月2日（木）～3日（金）

◆

写真：スフィア / PIXTA

き
ょ
う
さ
ん

今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

クロスワードパズルを完成させよう！

答え
A B C D
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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！　
12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12月31日（土）（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12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 『人間といういのちの相』今泉忠明さんは、
「ベスト〇〇ー」『ざんねんないきもの事典』のほか、
多くの図鑑監修を手がけられています。（2・3面）
親鸞聖人が六角堂に参籠されたとき、夢に出てきて
お告げをされたのは、六角堂のご本尊である
「〇〇〇〇〇〇つ」です。（5面）
『御同朋・御同行からの問いかけ』今月のテーマは、
「聞法〇〇〇出発」です。（4面）
『子どものつどいin東本願寺』では、親鸞聖人が
住んでおられたと伝えられる草庵をイメージした
「草庵　親鸞さまの〇〇〇〇〇」という
ブースがあります。（6・７面）
教区「お〇〇受け大会」の報告は、浄土真宗
ドットインフォでもご覧いただけます。（11面）

10月18日から20日に、「第30回〇〇〇仏教徒会議」がタイ・バンコク
にて開催されました。（9面）
『聞ー今月の法話ー』今月のタイトルは、「〇〇慶宿縁ー時空を超えて
届けられた声と願いー」です。（8面）
「ど〇〇〇会館」の『サガエさんの部屋』は、誰が来ても、何を話しても
いい場所です。（6・７面）
『親鸞聖人にであう』今月のタイトルは、「夢ー聖徳太子と
六角ど〇〇〇〇うー」です。（5面）
『第46回　全日本仏教徒会議　山梨・身延山大会』のテーマは、
「共に生きる尊さ～だれも取り〇〇〇〇〇社会の実現に向けて～」でした。（9面）
名古屋教区お待ち受け大会では、合唱団「名古屋教区 ちいち〇〇な
の会」による慶讃テーマソング『今日も明日も　あなたもわたしも』の
合唱が披露されました。（11面）
『聞ー今月の法話ー』今月の筆者は、「だ〇〇ょう寺教区」の
出雲路香さんです。（8面）
三重教区お待ち受け大会では、「〇〇谷裕」新門剃刀による
帰敬式が執り行われました。（10面）
富山教区お待ち受け大会では、「〇〇極壽一」氏の記念講演が行われました。（11面）

◆「今月の法話―聞―」「南無阿弥陀仏」と手を合わせる暮らしが我が家では子や孫に繋がっています。(60代男性) 
◆仙台教区お待ち受け大会、私も参加しましたのでとてもうれしく拝読しました。(80代女性)読者のこえ
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◇来年5月5日に、真宗本廟で「子どものつどいin東本願寺」が開催されます。（6・
7面）準備に携わられてきたスタッフの方の座談会に私も同席しました。当日はつ
どいの会議後でお疲れの中にもかかわらず、これまでの青少幼年教化の取り組み
や読者へのメッセージをお話しくださるみなさんの姿から、つどいへの熱い思い
と込められた願いの強さを感じました。また、「であう　つながる　ともにある」時

がすでに始まっているのだとうれしく思いました。そして、私もその中の一人であ
ると感じています。◇9月号より『同朋新聞』の編集に携わることとなりました。
日々寄せられるお便りをとおして、新聞をお読みいただいているみなさまの温もり
を感じ、とてもうれしく思っています。みなさまから愛される『同朋新聞』を作り上
げていくために精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。(古賀)

編集室
だより

東本願寺
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2023年
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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」

で
き
ま
す
。と
こ
ろ
が
、そ
れ
だ
け
の
ス

ピ
ー
ド
で
走
る
に
は
大
量
の
酸
素
を
必

要
と
す
る
た
め
に
、鼻
腔
が
大
き
い
の
で

す
。そ
う
す
る
と
、牙
の
生
え
る
ス
ペ
ー
ス

が
な
く
な
って
、戦
う
力
が
非
常
に
弱
い
。

で
す
か
ら
、獲
物
を
捕
って
も
、し
ょっ
ち
ゅ

う
ハ
イ
エ
ナ
や
ラ
イ
オ
ン
に
横
取
り
さ
れ

て
い
ま
す
。そ
ん
な
残
念
な
部
分
が
、結

局
、他
の
動
物
を
養
う
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

　
残
念
な
部
分
は
、進
化
か
ら
取
り
残
さ

れ
た
部
分
が
多
い
の
で
す
が
、そ
れ
は
い
ざ

と
い
う
時
に
強
い
性
質
を
秘
め
て
い
て
、必

要
な
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
見
て

い
て
思
う
こ
と
は
、い
か
に「
が
ん
ば
れ
」と

言
わ
れ
て
い
る
子
が
多
い
か
と
い
う
こ
と

で
す
。私
た
ち
人
間
は
生
ま
れ
育
つ
時
、最

初
に
ハ
イ
ハ
イ
を
し
た
り
、ヨ
チ
ヨ
チ
歩
き

を
し
た
り
す
る
幼
少
期
か
ら「
が
ん
ば
れ
、

が
ん
ば
れ
」と
声
を
か
け
ら
れ
、知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
が
ん
ばって
何
か
を
目
指

す
と
い
う
方
向
に
考
え
る
よ
う
に
なって
い

̶
̶

子
ど
も
た
ち
に
生
き
物
を
紹
介
す

る
切
り
口
と
し
て
、「
ざ
ん
ね
ん
」と
い

う
こ
と
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
は
力
が
あ
る
と
か
、ス
ピ
ー

ド
が
あ
る
と
いっ
た
、動
物
が
い
か
に
優
れ

て
い
る
か
と
い
う
視
点
が
メ
イ
ン
で
動
物

を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
かっ
た
と
思
い

ま
す
。逆
に
人
間
か
ら
見
て
、ち
ょっ
と
残

念
に
感
じ
て
し
ま
う
、け
れ
ど
も
一
生
懸

命
生
き
て
い
る
、そ
ん
な
新
た
な
生
き
物

た
ち
の
一
面
を
知
って
ほ
し
い
と
い
う
こ
と

で
作
っ
た
の
が
、『
ざ
ん
ね
ん
な
い
き
も
の

事
典
』で
す
。

　
生
き
物
の
つ
な
が
り
の
中
で
、残
念
な

部
分
と
い
う
の
は
、他
の
も
の
の
役
に
立
っ

て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、あ
って

い
い
部
分
な
の
で
す
。チ
ー
タ
ー
は
猛
ス

ピ
ー
ド
で
走
って
獲
物
を
捕
る
よ
う
に
進

化
し
、時
速
1
1
0
キ
ロ
で
走
る
こ
と
が

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
ん
な
子
ど

も
た
ち
が「
ざ
ん
ね
ん
」と
い
う
視
点
か
ら

見
た
生
き
物
た
ち
の
姿
を
通
し
て
、「
残

念
で
も
い
い
ん
だ
」と
、力
が
抜
け
て
ほっと

し
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、残
念
で
い
い
と
い
う
言
葉
の
中

に
は
、自
分
の
好
き
な
こ
と
を
やって
ほ
し

い
と
い
う
呼
び
か
け
も
入
って
い
ま
す
。自

分
が
好
き
な
こ
と
を
やって
い
る
と
、ど
う

し
て
も
試
験
勉
強
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま

す
。そ
れ
で
成
績
が
悪
く
なって
い
く
と
い

う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。試
験

勉
強
も
大
事
な
こ
と
だ
け
れ
ど
、好
き
な

こ
と
を
続
け
て
ほ
し
い
。そ
れ
は
、好
き
だ

か
ら
こ
そ
起
こ
る「
な
ぜ
だ
ろ
う
」「
面
白

い
」と
い
う
好
奇
心
を
通
し
て
、自
分
か
ら

何
か
を
知
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
す
。私
自

身
が
ず
っ
と
そ
う
や
って
生
き
て
き
ま
し

た
。子
ど
も
の
頃
の
楽
し
か
っ
た
経
験
か

ら
、生
物
系
の
仕
事
に
進
み
た
い
と
思
っ
た

こ
と
が
今
に
つ
な
が
って
い
ま
す
。で
す
か

ら
余
計
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
た
い
と
思
う

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

̶
̶

進
化
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、

自
分
が
生
き
て
い
る
今
よ
り
も
ず
っ
と

前
の
時
代
か
ら
、時
間
を
か
け
て
、そ
れ

な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
動
物
た
ち
の
特

性
が
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
壮
大

さ
を
感
じ
ま
す
。恐
竜
が
絶
滅
し
た
こ
と

一
つ
を
取
り
上
げ
て
も
、強
い
生
き
物
だ

け
が
生
き
残
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。動
物
に
と
っ
て
の
強

さ
や
弱
さ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
。

　
強
さ
、弱
さ
と
い
う
の
は
相
対
的
な

も
の
で
す
。近
場
に
強
い
も
の
が
い
れ
ば

自
分
は
ち
ょっ
と
弱
い
け
れ
ど
、周
り
が

弱
け
れ
ば
自
分
は
強
い
。常
に
順
位
は

変
動
す
る
も
の
で
す
。ま
た
、相
対
的
な

強
さ
や
弱
さ
だ
け
で
な
く
、見
か
け
は
弱

い
け
れ
ど
、芯
が
強
い
と
い
っ
た
、そ
の
個

体
が
ど
れ
だ
け
心
の
中
に
強
さ
を
秘
め

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
切
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。見
か
け
が
進
化
し
て
い
っ
て

も
、心
の
中
は
弱
い
と
い
う
動
物
も
い
る

わ
け
で
す
。逆
に
、進
化
し
て
い
な
く
て

も
、根
性
が
あ
る
動
物
も
い
ま
す
。今

は
、見
か
け
が
か
わ
い
い
と
か
、力
が
強

そ
う
と
い
っ
た
う
わ
べ
に
重
点
が
置
か
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。本
当

は
、そ
う
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。表

面
的
な
部
分
で
は
な
く
、見
え
な
い
部

分
、心
の
中
に
本
当
の
姿
が
あ
る
。そ
こ

を
見
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

̶
̶

今
も
各
地
で
争
い
を
起
こ
し
、他

よ
り
も
強
く
あ
ろ
う
と
力
を
競
う
人

間
の
姿
が
あ
り
ま
す
。進
化
を
と
お
し

て
人
間
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て

お
ら
れ
ま
す
か
。

　
人
間
は
動
物
の
仲
間
か
ら
進
化
し
て

き
た
の
で
す
が
、火
を
発
明
し
て
以
来
、

暮
ら
し
方
が
動
物
と
は
違
っ
て
き
ま
し

た
。火
を
調
理
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

食
べ
物
を
消
化
し
や
す
く
な
り
、病
気

の
原
因
と
な
る
寄
生
虫
が
死
に
ま
す
。

そ
し
て
火
に
よ
っ
て
暖
を
取
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、

今
で
も
毎
日
の
よ
う
に
火
事
が
あ
り
ま

す
か
ら
、人
間
は
い
ま
だ
に
火
を
制
し
て

お
ら
ず
、不
完
全
な
過
程
に
い
る
の
で

す
。ま
た
、日
常
的
に
火
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
長
寿
に
な
っ
た
ヒ
ト
は
、文
化
の

伝
承
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。お

じ
い
ち
ゃ
ん
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
経
験
か

ら
得
た
知
恵
を
次
の
世
代
へ
伝
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、次
の

世
代
は
自
分
に
伝
わ
って
き
た
も
の
を
土

台
に
し
て
、よ
り
よ
い
生
活
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、一
気
に
栄
え
始
め
ま
し
た
。

　
ヒ
ト
以
外
の
動
物
で
三
代
に
わ
た
っ
て

伝
承
が
で
き
る
の
は
ゾ
ウ
だ
け
で
す
。ゾ

ウ
の
雄
は
成
長
す
る
と
群
れ
を
出
て
い
く

の
で
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、お
母
さ
ん
、娘
と

い
う
女
系
の
中
で
知
恵
が
伝
わ
っ
て
い
き

ま
す
。水
や
食
べ
物
の
あ
る
場
所
は
季
節

ご
と
に
変
わ
り
ま
す
か
ら
、「
こ
の
時
期
は

あ
そ
こ
に
行
け
ば
い
い
も
の
が
あ
る
」と
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
歩
き
始
め
る
。そ
れ
に

み
ん
な
が
つ
い
て
い
く
と
確
か
に
食
べ
物

や
水
が
あ
り
、ま
す
ま
す
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

を
信
頼
す

る
。生
き
て

い
く
中
で
、

伝
承
は
、と

て
も
大
事
な

こ
と
で
す
。

伝
承
が
な
い

と
、み
ん
な

ス
タ
ー
ト
か

ら
始
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら
、努
力
を
し
て
も
次

の
世
代
へ
の
積
み
重
ね
が
で
き
な
い
の
で

す
。さ
ら
に
知
能
を
持
つ
人
間
は
、急
激

な
進
歩
を
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
人
間
の
直
接
の
祖
先
は
ク
ロマ

ニ
ョ
ン
人
で
す
が
、そ
れ
ま
で
の
人
類
と

違
っ
た
の
は
複
雑
な
言
葉
を
使
え
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
、こ
れ
が
文
明
や
文
化
の

発
達
に
貢
献
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
進
化
の
中
で「
欲
」と
い
う
も
の
が

出
て
き
ま
す
。そ
れ
ま
で
は
生
き
る
の
に

必
死
で
、そ
の
た
め
の
文
化
を
積
み
上
げ

る
こ
と
を
し
て
き
た
の
が
、農
作
物
を
作

れ
る
よ
う
に
な
り
、お
金
と
い
う
も
の
が
発

明
さ
れ
た
こ
と
か
ら
そ
れ
を
た
め
よ
う
と

す
る
人
が
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。以
来
、

知
能
が
発
達
し
て
複
雑
な
感
情
を
言
葉

で
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
人
間
は
、栄

え
た
い
と
い
う
欲
を
、文
化
の
中
で
か
き

立
て
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

̶
̶

人
間
の「
ざ
ん
ね
ん
」な
部
分
は
ど

う
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　
行
動
学
的
に
は
、う
そ
を
つ
く
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
か
。人
間
は
非
常
に
複
雑
な
脳

を
持
っ
て
い
て
、「
こ
う
い
う
時
は
、こ
う

言
っ
た
方
が
こ
の
人
の
た
め
だ
ろ
う
」と
、

い
い
う
そ
も
つ
き
ま
す
が
、大
体
は
悪
い

う
そ
が
多
い
。動
物
は
う
そ
を
つ
き
ま
せ

ん
。動
物
を
飼
う
と
そ
の
こ
と
が
見
え
て

き
ま
す
。イ
ヌ
で
言
う
と
、イ
ヌ
は
人
間

の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。だ
か

ら
、う
そ
を
つ
く
と
イ
ヌ
は
怒
る
し
、不

信
感
を
持
ち
、も
う
、人
の
言
う
こ
と
を

聞
く
の
を
や
め
て
し
ま
い
ま
す
。

　
身
体
的
に「
ざ
ん
ね
ん
」な
部
分
は
、よ

く
転
ぶ
こ
と
で
す
。人
間
は
脳
が
大
き

く
、バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
た
め
、歩
い
て
い
る

だ
け
で
も
転
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。１
歳

か
ら
歩
く
練
習
を
し
て
、70
年
た
って
も
、

い
ま
だ
に
転
ん
で
い
ま
す
ね
。そ
れ
に
付
随

し
て
、足
が
む
く
ん
だ
り
、腰
が
痛
く
な
っ

た
り
し
ま
す
。立
ち
上
が
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
機
能
的
に
動
け
る
分
、負
担
が
か

かって
い
る
こ
と
が
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。

̶
̶

今
、目
の
前
に
あ
る
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、そ
の
背
景
や
歴
史
を
大
切
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し

た
。子
ど
も
た
ち
に
動
物
を
紹
介
さ
れ

る
際
に
ど
ん
な
こ
と
を
大
切
に
さ
れ
て

い
ま
す
か
。

　一
つ
は
、進
化
は
新
た
な
環
境
に
適
応

し
た
結
果
起
こ
る
現
象
で
あ
り
、時
間

が
た
て
ば
進
化
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。例
え
ば
、雨
が
毎

日
降
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
生
き
延
び
た

も
の
は
、雨
に
強
い
生
き
物
に
な
り
ま

す
。逆
に
、何
年
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い

生
き
物
も
い
ま
す
。約
３
億
年
前
か
ら
い

る
オ
ウ
ム
貝
と
い
う
タ
コ
の
祖
先
が
い
ま

す
が
、い
ま
だ
に
元
気
に
泳
い
で
い
ま
す
。

ま
た
、シ
ー
ラ
カ
ン
ス
と
い
う
魚
は
、

6
6
0
0
万
年
前
に
絶
滅
し
た
と
思
わ

れ
た
の
で
す
が
、当
時
の
ま
ま
の
姿
で
今

も
い
ま
す
。ゴ
キ
ブ
リ
の
祖
先
は
３
億
年

前
に
現
れ
て
い
て
、い
ま
だ
に
人
間
の
台

→

「
ざ
ん
ね
ん
」な
生
き
物

強
さ
、弱
さ
と
は

進
化
と
環
境

今
泉 

忠
明
さ
ん

●

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

子
ど
も
た
ち
に
人
気
を
博
し
、2
0
1
8
年
の「
子
ど
も
の
本
総
選
挙
」で

1
位
に
な
り
、ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
る『
ざ
ん
ね
ん
な
い
き
も
の
事

典
』シ
リ
ー
ズ
。こ
の
本
は「
ざ
ん
ね
ん
な
い
き
も
の
と
は
一
生
懸
命
な
の
に
、

ど
こ
か
ざ
ん
ね
ん
な
い
き
も
の
の
こ
と
で
あ
る
」と
い
う
今
泉
忠
明
さ
ん
の

所
に
入
り
込
ん
で
走
り
回
っ
て
い
ま
す
。

何
年
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
は
変
わ

ら
な
い
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、新
し
い
環
境
に
適
応
す

る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。恐
竜
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、環
境
に
適
応
し
過
ぎ
た
生
き
物
は
、

環
境
が
変
わ
っ
た
時
に
、逆
に
絶
滅
し
ま

す
。ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
の「
ざ
ん
ね

ん
」な
点
は
、栄
養
価
が
ほ
と
ん
ど
な
い

竹
を
一
日
14
時
間
も
食
べ
て
い
る
こ
と
。

竹
林
と
い
う
環
境
に
一
生
懸
命
適
応
し

て
、細
々
と
生
き
て
い
ま
す
。栄
え
て
い
る

動
物
は
少
な
く
、栄
え
な
く
て
も
辛
う
じ

て
生
き
て
い
る
動
物
の
方
が
多
い
の
で
す
。

栄
え
て
い
る
動
物
は
、環
境
が
変
わ
れ
ば

や
が
て
消
え
て
い
き
ま
す
。そ
う
す
る
と
、

辛
う
じ
て
生
き
て
い
た
も
の
の
中
か
ら
、次

の
代
を
担
う
動
物
が
出
て
き
ま
す
。ど
う

い
う
ふ
う
に
環
境
が
変
わ
る
か
は
予
測
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。環
境
に
適

応
す
る
と
い
う
こ
と
が
進
化
で
す
が
、そ
の

根
底
で
あ
る「
生
き
る
」と
い
う
こ
と
が
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。何
も
無
理
し
て
環
境

に
適
応
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

　
大
人
の
社
会
で
言
え
ば
、環
境
に
適

応
す
る
た
め
に
、会
社
を
ど
ん
ど
ん
大
き

く
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、今
の
ま
ま
な

ら
大
き
な
会
社
に
な
る
と
い
う
タ
イ
ミ
ン

グ
で
、環
境
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。人
間
の
場
合
は
、経
済
的
な
環
境
が

変
わ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

例
え
ば
そ
れ
ま
で
大
き
か
っ
た
会
社
が
、

オ
イ
ル
シ
ョッ
ク
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
と
い

う
間
に
滅
び
て
し
ま
う
と
いっ
た
現
象
が

あ
り
ま
し
た
。新
し
い
環
境
に
次
か
ら
次

へ
と
早
く
適
応
し
な
い
と
、弱
く
な
っ
て

負
け
て
し
ま
う
と
い
う
競
争
社
会
が
、今

の
人
間
の
状
況
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
中
で
、あ
ら
た
め
て
好
奇
心
が
大
事

だ
な
と
思
う
の
で
す
。会
社
も
好
奇
心

を
も
っ
て
い
い
も
の
を
追
求
し
て
い
く
。

そ
う
い
う
姿
勢
が
い
つ
の
時
代
も
大
事

な
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。こ

れ
か
ら
も
、子
ど
も
た
ち
に
人
間
ら
し
さ

を
感
じ
る
話
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と

思
って
い
ま
す
。　
　
　
〈
次
号
に
続
く
〉

生
き
物
た
ち
が

教
え
て
く
れ
る
こ
と
﹇
前
編
﹈

→

動物学者。1944年東京都生まれ。東京水産大学（現東京
海洋大学）卒業。国立科学博物館で哺乳類の分類学・生態
学を学ぶ。文部省（現文部科学省）の国際生物学事業計画
（ＩＢＰ）調査、環境庁（現環境省）のイリオモテヤマネコの
生態調査等に参加。上野動物園の動物解説員、ねこの博
物館館長、日本動物科学研究所所長などを歴任。ベストセ
ラー『ざんねんないきもの事典』（高橋書店）のほか、多く
の図鑑監修を手がける。

富士山 赤池にて

言
葉
か
ら
始
ま
り
ま
す
。合
理
的
、経
済
的
な
効
果
を
追
い
求
め
、自
分
の

都
合
で
さ
ま
ざ
ま
な
い
の
ち
を
は
か
り
、意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
私
た
ち
人

間
。ざ
ん
ね
ん
な
い
き
も
の
た
ち
の
姿
は
、私
た
ち
に
何
を
伝
え
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。今
泉
さ
ん
の
お
話
を
通
し
て
、人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

次
号
も
今
泉
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビュ
ー
を

掲
載
し
ま
す
。

ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
！？

お
も
し
ろ
い
！ 

進
化
の
ふ
し
ぎ

『
ざ
ん
ね
ん
な
い
き
も
の
事
典
』

      

　
　定
価
9
9
0
円（
税
込
） 

高
橋
書
店

4
7
0
万
部
突
破
の『
ざ
ん
ね
ん
な

い
き
も
の
事
典
』第
７
弾
！

『
や
っ
ぱ
り
ざ
ん
ね
ん
な

  

い
き
も
の
事
典
』

  

　
　定
価
1
、1
0
0
円（
税
込
） 

高
橋
書
店

今
泉
忠
明
さ
ん
監
修
の
書
籍
紹
介

最新刊

す
が
た

す
が
た

い
ず
み

い
ま

た
だ
あ
き
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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.231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』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 ぜ せん だ

せつかん

第13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

　
花
立
て
が
始
ま
る
と「
真（
し
ん
）、副

（
そ
え
）、体（
た
い
）」の
言
葉
が
飛
び
交

う
。ベ
テ
ラ
ン
の
方
た
ち
は
、ア
ド
バ
イ
ス

を
し
な
が
ら
熟
練
の
技
を
次
の
世
代
に
伝

え
る
こ
と
に
も
余
念
が
な
く
、非
常
に
活

気
が
あ
っ
た
。

　
通
德
寺
が
あ
る
大
津
市
瀬
田
の
南
大

萱
で
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
て
立
花
、仏
花
が
楽
し
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
な
ぜ
こ
ん
な
に
手
を
か
け
て
お
花
を
立

て
る
の
で
す
か
？
　
と
た
ず
ね
る
と
、「
仏

様
へ
の
ご
奉
仕
と
思
っ
て
さ
せ
て
も
ら
っ
て

ま
す
。だ
か
ら
精
い
っ
ぱ
い
の
お
花
を
立
て

さ
せ
て
も
ら
っ
と
る
ん
で
す
。み
ん
な
が
そ

う
し
て
き
ま
し
た
か
ら
」。そ
う
お
話
く
だ

さ
る
顔
か
ら
は
、ご
苦
労
よ
り
も
今
年
も

お
花
を
立
て
ら
れ
る
喜
び
を
感
じ
て
お
ら

れ
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
個
人
で
お
花
を
楽
し
む
だ
け
で
は
な

く
、手
間
を
か
け
、報
恩
講
の
特
別
な
お
荘

厳
の
お
花
を
立
て
て
い
る
姿
か
ら
、通
德

寺
古
典
仏
華
会
の
皆
さ
ん
の
中
に
あ
る
相

当
な
覚
悟
を
感
じ
た
。松
田
さ
ん
を
は
じ

め
皆
さ
ん
も
き
っ
と
同
じ
で
、だ
か
ら
こ
そ

毎
年
毎
年
、報
恩
の
心
を
仏
花
と
い
う
か

た
ち
で
表
現
で
き
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ

て
お
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

つ
な
が
る
か
た
ち松

田  

實
さ
ん
（
75
歳
）

京
都
教
区
通
信
員

治
田
　保
男

　
通
德
寺
の
報
恩

講
の
時
期
が
近
づ

く
と
、ご
門
徒
方

で
構
成
さ
れ
る
通

德
寺
古
典
仏
華
会

が
お
花
の
準
備
を

進
め
る
。

　
会
長
を
務
め
る

松
田
さ
ん
は
、通

徳
寺
の
行
事
の
た

び
に
仏
花
を
立
て

て
い
る
。も
と
も
と
地
域
の
方
に
誘
わ
れ
て

お
花（
華
道
）を
始
め
た
そ
う
で
、今
で
は
地

域
の
行
事
に
も
出
展
す
る
な
ど
、幅
広
く
活

動
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
お
み
が
き
が
終
わ
っ
た
ピ
カ
ピ
カ
の
花

瓶
に
、こ
の
日
の
た
め
に
一
年
を
か
け
て
準

備
さ
れ
た
藁
で「
込
み
藁
」が
入
れ
ら
れ
て

い
く
。そ
し
て
池
坊
の「
幹
造
り
」と
呼
ば
れ

る
立
花（
松
な
ど
の
幹
を
人
工
的
に
つ
く

り
、こ
れ
に
小
枝
を
取
り
付
け
て
組
み
立
て

た
も
の
）を
立
て
る
。一
つ
の
小
枝
を
作
る

に
は
針
金
で
形
を
整
え
て
い
く
と
い
う
細

か
い
作
業
を
伴
う
。一
杯
の
立
花
を
立
て
る

の
に
必
要
な
枝
の
数
は
、お
よ
そ
四
百
本
を

超
え
る
そ
う
だ
。御
遠
忌
や
大
法
要
と
も

な
る
と
仏
花
の
数
も
増
え
、
気
が
遠
く
な

る
よ
う
な
手
間
と
時
間
が
必
要
と
な
る
と

話
す
。

現在を きる

通德寺古典仏華会の皆さん(後列右2番目から松田さん、加藤住職)

報恩講用仏花の幹造りの再現
（花入れ前）

京
都
教
区
近
江
第
２
組
　
通
德
寺
門
徒

﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題
に
お
い
て

踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
て
︑前
号
で
紹
介
し
た

女
性
差
別
と
と
も
に
︑聖
教
の
中
に

あ
る
障
害
者
差
別
に
関
す
る
問
題

が
あ
り
ま
す
︒

　私
た
ち
は
︑﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題

か
ら
︑あ
ら
た
め
て
自
分
に
と
っ
て

聖
教
と
は
何
か
と
い
う
聞
法
の
姿
勢

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
︒聖
教
の
言
葉

に
向
き
合
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
︒﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
こ
と
は
︑聖
教
に
お

け
る
他
の
差
別
的
表
現
に
つい
て
も

課
題
と
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
︒

　障
害
者
差
別
は
︑身
体
的
・
精
神

的
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
︑同
じ
人

間
を
人
間
と
し
て
見
ず
に
︑社
会
か

ら
排
除
す
る
な
ど
の
差
別
的
言
動

の
こ
と
を
言
い
ま
す
︒障
害
者
に
向

け
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
眼
差
し
は
︑

日
常
生
活
の
中
で
も
︑目
が
見
え
な

い
こ
と
を﹁
め
く
ら
﹂︑耳
が
聞
こ
え

な
い
こ
と
を﹁
つ
ん
ぼ
﹂と
表
現
す
る

な
ど
︑否
定
的
な
意
味
を
表
す
際

に
︑差
別
と
し
て
は
た
ら
く
言
葉
を

無
自
覚
に
使
っ
て
し
ま
う
と
い
う
形

で
あ
ら
わ
れ
ま
す
︒本
人
に
は
差

別
を
す
る
気
持
ち
は
な
く
と
も
︑

障
害
の
あ
る
人
を
傷
つ
け
る
言
葉

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
︒

　私
た
ち
の
宗
門
は
︑差
別
に
苦
し

む
人
々
か
ら
の
声
に
よ
っ
て
︑自
ら

の
差
別
体
質
が
問
わ
れ
て
き
ま
し

た
︒真
宗
門
徒
が
大
切
に
し
て
き
た

聞
法
と
い
う
営
み
の
中
で
︑人
間
が

生
み
出
す
差
別
と
い
う
こ
と
を
十

分
に
課
題
と
せ
ず
に
仏
法
を
語
っ

て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の

で
す
︒

　差
別
と
し
て
は
た
ら
く
言
葉
に
つ

い
て
︑そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
傷
つ
く
人

が
い
る
と
い
う
こ
と
に
ど
こ
ま
で
思

い
が
至
っ
て
い
る
の
か
︑無
自
覚
の
ま

ま
誰
か
を
傷
つ
け
て
い
な
い
か
︒聖

教
の
言
葉
を
と
お
し
て
︑現
実
の
課

題
に
埋
も
れ
て
い
る
自
身
の
あ
り

方
に
つ
い
て
見
つ
め
る
姿
勢
を
︑差

別
言
辞
に
表
さ
れ
る
差
別
問
題
か

ら
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
が
︑聞
法

の
再
出
発
と
し
て﹁
是
旃
陀
羅
﹂の

課
題
か
ら
あ
ら
た
め
て
投
げ
か
け

ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒

今
︑問
わ
れ
て
い
る
こ
と︵
5
︶

聞
法
の
再
出
発 

解
放
運
動
推
進
本
部
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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
。

ん
な
、同
じ
夢
を
繰
り
返
し
見
た

と
い
う
経
験
は
な
い
？
」

「
あ
る
あ
る
。
人
に
追
い
か
け
ら
れ
て

い
る
夢
」「
大
事
な
日
に
遅
刻
す
る

夢
」な
ど
な
ど
。多
く
の
生
徒
に
も
そ
の

経
験
は
あ
る
よ
う
で
す
。

「
私
も
昔
よ
く
同
じ
夢
を
見
た
ん
よ
。そ

れ
は
歯
が
全
部
抜
け
て
喉
に
詰
ま
っ
て
目

が
覚
め
る
と
い
う
夢
。繰
り
返
し
見
る
か

ら
不
思
議
や
な
あ
と
思
っ
て
い
た
ら
、あ

る
日
テ
レ
ビ
で
落
語
家
さ
ん
が
、私
と
同

じ
夢
を
何
度
も
見
る
と
言
う
て
は
っ
た
ん

よ
。そ
れ
で
気
に
な
っ
て
調
べ
て
い
る
う

ち
に
、夢
の
研
究
を
通
し
て
心
の
病
と
向

き
合
っ
て
い
る
人
に
出
あ
っ
た
の
よ
」。

　心
理
学
で
は「
夢
は
潜
在
意
識
の
顕

在
化
で
あ
る
」と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

本
人
が
無
意
識
の
う
ち
に
抱
え
て
い
る

不
安
や
願
望
が
、夢
の
中
で
具
現
化
さ

れ
る
と
い
う
の
で
す
。実
際
、私
の
歯
が

抜
け
る
夢
は
、振
り
返
る
と
人
間
関
係

に
問
題
を
抱
え
、息
の
詰
ま
る
思
い
を
し

て
い
た
と
き
に
見
た
と
い
う
記
憶
が
あ

り
ま
す
。自
分
で
は
気
に
し
て
い
な
い
つ

も
り
だ
っ
た
の
に
、心
の
奥
底
に
溜
ま
る

悩
み
が
、夢
の
場
を
借
り
て
私
に
意
識

化
さ
せ
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
さ
て
、こ
の
夢
の
告
げ
の
意
味
を
考
え

る
と
き
に
問
題
に
な
る
の
は〝
戒
〞や
な
。

戒
と
い
う
の
は
、元
々
は〝
努
力
目
標
〞ぐ

ら
い
の
意
味
で
な
、仏
教
徒
に
は
基
本
的

な「
五
戒
」と
い
う
の
が
あ
る
の
よ
。少
々

乱
暴
や
け
ど
、わ
か
り
や
す
く
い
う
と

〝
い
の
ち
を
傷
つ
け
た
ら
あ
か
ん
。他
人

の
物
を
盗
ん
だ
ら
あ
か
ん
。人
間
関
係
を

壊
す
よ
う
な
淫
ら
な
関
係
を
結
ん
だ
ら

あ
か
ん
。嘘
を
つ
い
た
ら
あ
か
ん
。酒
を

飲
ん
だ
ら
あ
か
ん
〞て
感
じ
か
な
。他
に

も
当
時
の
お
坊
さ
ん
は
肉
食
妻
帯（
出
家

修
行
者
が
肉
を
食
し
、妻
を
も
つ
こ
と
）

が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ん
よ
」

「
こ
こ
か
ら
は
私
の
勝
手
な
想
像
や
け

ど
な
、親
鸞
さ
ん
、好
き
な
人
が
で
き
て

結
婚
し
た
か
っ
た
ん
ち
ゃ
う
か
な
〜
。も

し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、雲
の
上
の
よ
う

な
存
在
に
思
え
た
人
が
、ず
っ
と
身
近

に
感
じ
ら
れ
て
う
れ
し
く
思
え
た
記
憶

が
あ
る
の
よ
。で
も
そ
れ
は
も
は
や
比

叡
山
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
や

し
な
〜
。し
か
し
、仏
教
の
学
び
は
続
け

た
い
。〝
も
う
ほ
ん
ま
に
ど
な
い
し
た
ら

え
え
ね
ん
！
〞っ
て
な
っ
て
た
ん
ち
ゃ
う

か
な
と
思
う
の
よ
」

「
と
こ
ろ
が
や
で
、聖
徳
太
子
は
結
婚
し

て
家
庭
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。さ
ら
に

は
、当
時
、同
じ
く
比
叡
山
で
学
ば
れ
て

い
た
法
然
と
い
う
偉
い
お
坊
さ
ん
が
、

〝
さ
と
り
を
開
く
の
に
煩
悩
も
破
戒
も

さ
ま
た
げ
に
は
な
ら
な
い
。た
だ
阿
弥

陀
と
い
う
仏
さ
ん
を
信
じ
、そ
の
名
前

を
称
え
な
が
ら
生
活
を
送
れ
ば
い
い
〞

と
い
う
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
た
の

よ
。親
鸞
さ
ん
は
夢
の
告
げ
を
、法
然
さ

ん
の
と
こ
ろ
へ
行
き
な
さ
い
と
い
う
意

味
で
受
け
と
め
た
ん
ち
が
う
か
な
〜
」

　親
鸞
さ
ん
は
法
然
さ
ん
の
も
と
に
多

く
の
人
が
集
ま
り
、「
本
願
念
仏
」の
教

え
を
熱
心
に
聞
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
を
耳
に
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。

で
も
そ
の
教
え
は
、20
年
間
の
努
力
を

否
定
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
え
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、「
私
で
あ
る
こ

と
を
喜
ん
で
生
き
、本
当
に
生
き
る
人

と
成
る
」と
い
う
願
い
が
こ
の
ま
ま
で

は
実
現
さ
れ
な
い
と
思
い
、す
べ
て
を

放
棄
し
て
比
叡
山
か
ら
の
下
山
を
決
意

さ
れ
ま
す
。法
然
さ
ん
の
説
か
れ
る
教

え
に
一
筋
の
光
を
求
め
て
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
夢
」

   ―

聖
徳
太
子
と

　
　
　
六
角
堂
参
籠―

第
5
回

　
親
鸞
聖
人
は
、「
煩
悩
を
断
って
さ
と
り
を
開
く
」と
い
う
仏

道
に
す
べ
て
を
任
せ
、修
行
・
修
学
に
励
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、ど
れ
だ
け
修
行
を
積
み
学
問
を
重
ね
て
も
、心
は
晴

れ
る
こ
と
な
く
、苦
悩
は
深
ま
る
ば
か
り
で
し
た
。そ
ん
な
29
歳

の
春
、聖
徳
太
子
建
立
と
伝
わ
る
六
角
堂（
頂
法
寺
）に
て
百

日
間
の
参
籠
を
決
意
さ
れ
ま
す
。あ
る
目
的
の
成
就
を
願
い
、

日
数
を
定
め
て
寺
社
仏
閣
に
こ
も
る
参
籠
は
、聖
人
の
時
代

に
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
聖
人
に
とって
聖
徳
太
子
は
、和
讃
の
中
で「
和
国
の
教
主

聖
徳
皇
」と
詠
わ
れ
る
よ
う
に
、「
我
が
国
の
釈
尊
の
よ
う
な

お
方
」と
し
て
、心
か
ら
尊
敬
さ
れ
た
方
で
し
た
。在
家
・
出
家

の
別
、身
分
や
地
位
の
違
い
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、仏
教
が

す
べて
の
人
に
開
か
れ
る
こ
と
を
願
わ
れ
、ま
た
、仏
教
精
神
に

基
づ
く
法
を
定
め
、政
治
を
行
わ
れ
ま
し
た
。参
籠
の
場
と
し

て
六
角
堂
を
選
ば
れ
た
の
は
、自
分
が
抱
え
る
苦
悩
を
そ
の

聖
徳
太
子
に
た
ず
ね
よ
う
と
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
あ
と
数
日
で
百
日
と
い
う
あ
る
日
の
明
け
方
、六
角
堂
の
ご

本
尊
で
あ
る
観
音
菩
薩
が
夢
に
出
て
き
て
、次
の
よ
う
に
告

げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　 

修
行
者
よ
、も
し
も
あ
な
た
が
人
間
と
し
て
生
き
る
上
で
、

女
性
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
道
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
の

な
ら
ば
、こ
の
私（
観
音
菩
薩
）が
そ
の
女
性
と
な
り
、あ
な
た

と
共
に
与
え
ら
れ
た
現
実
を
受
け
と
め
、必
ず
や
仏
の
国
に

導
き
ま
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
。

「
み

〟

ま
つ

だ

み
の
る

じ

と
く

つ
う

こ
て
ん
ぶ
っ

か

わ
ら

わ
ら

こ

い
け
の
ぼ
う

み
き
つ
く

ご

え
ん
き

ひ
ん

か

か
い

み
な
み
お
お

が
や

ぜ
せ
ん
だ

ら

お

や
す

た

は
る

いぬいふみ おいぬいふみ お

ぼ
ん

ど
う

し
ょ
う
と
く
た
い

さ
ん
ろ
う

し

ろ
っ
か
く
ど
う

ほ
う
じ

ち
ょ
う

し
ょ
う
と
く
お
う

う
た

し
ゃ
く

ざ
い

ほ
ん
ぞ
ん

か
ん
の
ん

ぼ

さ
つ

け

し
ゅっ
け

そ
ん

わ

こ
く

き
ょ
う
し
ゅ

じ
ょ
う
じ
ゅ

の
う

た

ぶ
つ

せ
ん
ざ
い

ざ
い
か

いぐ
げ
んた

か

し
き

ほ
ん
が
ん
ね
ん

ほ
う
き な

げ
ざ
ん ぶ

つ

け
ん

か
い

こ
わ

み
だ

う
そ

に
く

ほ
う
ね
ん

ぼ
ん
の
う

あ

み

だ
と
な

は
か
い

じ
き
さ
い
た
い

か
い

ご

正信偈を書写して 慶讃法要をお勤めしよう

12月7日発売

井上尚実 （著）　
B6判  224頁  定価：1,210円（税込）

大好評
「はじめて読む正信偈」が書籍化

はじめて読む正信偈

『同朋新聞』連載中に大好評を博し、書籍化の要望を多数いた
だいていた「はじめて読む正信偈」が書籍になりました。浄土真
宗で親しまれる「正信偈」に込められた親鸞聖人のお心を学び、
味わうための入門書です。
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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.231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』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 ぜ せん だ

せつかん

第13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

　
花
立
て
が
始
ま
る
と「
真（
し
ん
）、副

（
そ
え
）、体（
た
い
）」の
言
葉
が
飛
び
交

う
。ベ
テ
ラ
ン
の
方
た
ち
は
、ア
ド
バ
イ
ス

を
し
な
が
ら
熟
練
の
技
を
次
の
世
代
に
伝

え
る
こ
と
に
も
余
念
が
な
く
、非
常
に
活

気
が
あ
っ
た
。

　
通
德
寺
が
あ
る
大
津
市
瀬
田
の
南
大

萱
で
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
て
立
花
、仏
花
が
楽
し
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
な
ぜ
こ
ん
な
に
手
を
か
け
て
お
花
を
立

て
る
の
で
す
か
？
　
と
た
ず
ね
る
と
、「
仏

様
へ
の
ご
奉
仕
と
思
っ
て
さ
せ
て
も
ら
っ
て

ま
す
。だ
か
ら
精
い
っ
ぱ
い
の
お
花
を
立
て

さ
せ
て
も
ら
っ
と
る
ん
で
す
。み
ん
な
が
そ

う
し
て
き
ま
し
た
か
ら
」。そ
う
お
話
く
だ

さ
る
顔
か
ら
は
、ご
苦
労
よ
り
も
今
年
も

お
花
を
立
て
ら
れ
る
喜
び
を
感
じ
て
お
ら

れ
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
個
人
で
お
花
を
楽
し
む
だ
け
で
は
な

く
、手
間
を
か
け
、報
恩
講
の
特
別
な
お
荘

厳
の
お
花
を
立
て
て
い
る
姿
か
ら
、通
德

寺
古
典
仏
華
会
の
皆
さ
ん
の
中
に
あ
る
相

当
な
覚
悟
を
感
じ
た
。松
田
さ
ん
を
は
じ

め
皆
さ
ん
も
き
っ
と
同
じ
で
、だ
か
ら
こ
そ

毎
年
毎
年
、報
恩
の
心
を
仏
花
と
い
う
か

た
ち
で
表
現
で
き
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ

て
お
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

つ
な
が
る
か
た
ち松

田  

實
さ
ん
（
75
歳
）

京
都
教
区
通
信
員

治
田
　保
男

　
通
德
寺
の
報
恩

講
の
時
期
が
近
づ

く
と
、ご
門
徒
方

で
構
成
さ
れ
る
通

德
寺
古
典
仏
華
会

が
お
花
の
準
備
を

進
め
る
。

　
会
長
を
務
め
る

松
田
さ
ん
は
、通

徳
寺
の
行
事
の
た

び
に
仏
花
を
立
て

て
い
る
。も
と
も
と
地
域
の
方
に
誘
わ
れ
て

お
花（
華
道
）を
始
め
た
そ
う
で
、今
で
は
地

域
の
行
事
に
も
出
展
す
る
な
ど
、幅
広
く
活

動
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
お
み
が
き
が
終
わ
っ
た
ピ
カ
ピ
カ
の
花

瓶
に
、こ
の
日
の
た
め
に
一
年
を
か
け
て
準

備
さ
れ
た
藁
で「
込
み
藁
」が
入
れ
ら
れ
て

い
く
。そ
し
て
池
坊
の「
幹
造
り
」と
呼
ば
れ

る
立
花（
松
な
ど
の
幹
を
人
工
的
に
つ
く

り
、こ
れ
に
小
枝
を
取
り
付
け
て
組
み
立
て

た
も
の
）を
立
て
る
。一
つ
の
小
枝
を
作
る

に
は
針
金
で
形
を
整
え
て
い
く
と
い
う
細

か
い
作
業
を
伴
う
。一
杯
の
立
花
を
立
て
る

の
に
必
要
な
枝
の
数
は
、お
よ
そ
四
百
本
を

超
え
る
そ
う
だ
。御
遠
忌
や
大
法
要
と
も

な
る
と
仏
花
の
数
も
増
え
、
気
が
遠
く
な

る
よ
う
な
手
間
と
時
間
が
必
要
と
な
る
と

話
す
。

現在を きる

通德寺古典仏華会の皆さん(後列右2番目から松田さん、加藤住職)

報恩講用仏花の幹造りの再現
（花入れ前）

京
都
教
区
近
江
第
２
組
　
通
德
寺
門
徒

﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題
に
お
い
て

踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
て
︑前
号
で
紹
介
し
た

女
性
差
別
と
と
も
に
︑聖
教
の
中
に

あ
る
障
害
者
差
別
に
関
す
る
問
題

が
あ
り
ま
す
︒

　私
た
ち
は
︑﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題

か
ら
︑あ
ら
た
め
て
自
分
に
と
っ
て

聖
教
と
は
何
か
と
い
う
聞
法
の
姿
勢

が
問
わ
れ
て
い
ま
す
︒聖
教
の
言
葉

に
向
き
合
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
︒﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
こ
と
は
︑聖
教
に
お

け
る
他
の
差
別
的
表
現
に
つい
て
も

課
題
と
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
︒

　障
害
者
差
別
は
︑身
体
的
・
精
神

的
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
︑同
じ
人

間
を
人
間
と
し
て
見
ず
に
︑社
会
か

ら
排
除
す
る
な
ど
の
差
別
的
言
動

の
こ
と
を
言
い
ま
す
︒障
害
者
に
向

け
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
眼
差
し
は
︑

日
常
生
活
の
中
で
も
︑目
が
見
え
な

い
こ
と
を﹁
め
く
ら
﹂︑耳
が
聞
こ
え

な
い
こ
と
を﹁
つ
ん
ぼ
﹂と
表
現
す
る

な
ど
︑否
定
的
な
意
味
を
表
す
際

に
︑差
別
と
し
て
は
た
ら
く
言
葉
を

無
自
覚
に
使
っ
て
し
ま
う
と
い
う
形

で
あ
ら
わ
れ
ま
す
︒本
人
に
は
差

別
を
す
る
気
持
ち
は
な
く
と
も
︑

障
害
の
あ
る
人
を
傷
つ
け
る
言
葉

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
︒

　私
た
ち
の
宗
門
は
︑差
別
に
苦
し

む
人
々
か
ら
の
声
に
よ
っ
て
︑自
ら

の
差
別
体
質
が
問
わ
れ
て
き
ま
し

た
︒真
宗
門
徒
が
大
切
に
し
て
き
た

聞
法
と
い
う
営
み
の
中
で
︑人
間
が

生
み
出
す
差
別
と
い
う
こ
と
を
十

分
に
課
題
と
せ
ず
に
仏
法
を
語
っ

て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の

で
す
︒

　差
別
と
し
て
は
た
ら
く
言
葉
に
つ

い
て
︑そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
傷
つ
く
人

が
い
る
と
い
う
こ
と
に
ど
こ
ま
で
思

い
が
至
っ
て
い
る
の
か
︑無
自
覚
の
ま

ま
誰
か
を
傷
つ
け
て
い
な
い
か
︒聖

教
の
言
葉
を
と
お
し
て
︑現
実
の
課

題
に
埋
も
れ
て
い
る
自
身
の
あ
り

方
に
つ
い
て
見
つ
め
る
姿
勢
を
︑差

別
言
辞
に
表
さ
れ
る
差
別
問
題
か

ら
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
が
︑聞
法

の
再
出
発
と
し
て﹁
是
旃
陀
羅
﹂の

課
題
か
ら
あ
ら
た
め
て
投
げ
か
け

ら
れ
て
い
る
の
で
す
︒

今
︑問
わ
れ
て
い
る
こ
と︵
5
︶

聞
法
の
再
出
発 
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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
。

ん
な
、同
じ
夢
を
繰
り
返
し
見
た

と
い
う
経
験
は
な
い
？
」

「
あ
る
あ
る
。
人
に
追
い
か
け
ら
れ
て

い
る
夢
」「
大
事
な
日
に
遅
刻
す
る

夢
」な
ど
な
ど
。多
く
の
生
徒
に
も
そ
の

経
験
は
あ
る
よ
う
で
す
。

「
私
も
昔
よ
く
同
じ
夢
を
見
た
ん
よ
。そ

れ
は
歯
が
全
部
抜
け
て
喉
に
詰
ま
っ
て
目

が
覚
め
る
と
い
う
夢
。繰
り
返
し
見
る
か

ら
不
思
議
や
な
あ
と
思
っ
て
い
た
ら
、あ

る
日
テ
レ
ビ
で
落
語
家
さ
ん
が
、私
と
同

じ
夢
を
何
度
も
見
る
と
言
う
て
は
っ
た
ん

よ
。そ
れ
で
気
に
な
っ
て
調
べ
て
い
る
う

ち
に
、夢
の
研
究
を
通
し
て
心
の
病
と
向

き
合
っ
て
い
る
人
に
出
あ
っ
た
の
よ
」。

　心
理
学
で
は「
夢
は
潜
在
意
識
の
顕

在
化
で
あ
る
」と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

本
人
が
無
意
識
の
う
ち
に
抱
え
て
い
る

不
安
や
願
望
が
、夢
の
中
で
具
現
化
さ

れ
る
と
い
う
の
で
す
。実
際
、私
の
歯
が

抜
け
る
夢
は
、振
り
返
る
と
人
間
関
係

に
問
題
を
抱
え
、息
の
詰
ま
る
思
い
を
し

て
い
た
と
き
に
見
た
と
い
う
記
憶
が
あ

り
ま
す
。自
分
で
は
気
に
し
て
い
な
い
つ

も
り
だ
っ
た
の
に
、心
の
奥
底
に
溜
ま
る

悩
み
が
、夢
の
場
を
借
り
て
私
に
意
識

化
さ
せ
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
さ
て
、こ
の
夢
の
告
げ
の
意
味
を
考
え

る
と
き
に
問
題
に
な
る
の
は〝
戒
〞や
な
。

戒
と
い
う
の
は
、元
々
は〝
努
力
目
標
〞ぐ

ら
い
の
意
味
で
な
、仏
教
徒
に
は
基
本
的

な「
五
戒
」と
い
う
の
が
あ
る
の
よ
。少
々

乱
暴
や
け
ど
、わ
か
り
や
す
く
い
う
と

〝
い
の
ち
を
傷
つ
け
た
ら
あ
か
ん
。他
人

の
物
を
盗
ん
だ
ら
あ
か
ん
。人
間
関
係
を

壊
す
よ
う
な
淫
ら
な
関
係
を
結
ん
だ
ら

あ
か
ん
。嘘
を
つ
い
た
ら
あ
か
ん
。酒
を

飲
ん
だ
ら
あ
か
ん
〞て
感
じ
か
な
。他
に

も
当
時
の
お
坊
さ
ん
は
肉
食
妻
帯（
出
家

修
行
者
が
肉
を
食
し
、妻
を
も
つ
こ
と
）

が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ん
よ
」

「
こ
こ
か
ら
は
私
の
勝
手
な
想
像
や
け

ど
な
、親
鸞
さ
ん
、好
き
な
人
が
で
き
て

結
婚
し
た
か
っ
た
ん
ち
ゃ
う
か
な
〜
。も

し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、雲
の
上
の
よ
う

な
存
在
に
思
え
た
人
が
、ず
っ
と
身
近

に
感
じ
ら
れ
て
う
れ
し
く
思
え
た
記
憶

が
あ
る
の
よ
。で
も
そ
れ
は
も
は
や
比

叡
山
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
や

し
な
〜
。し
か
し
、仏
教
の
学
び
は
続
け

た
い
。〝
も
う
ほ
ん
ま
に
ど
な
い
し
た
ら

え
え
ね
ん
！
〞っ
て
な
っ
て
た
ん
ち
ゃ
う

か
な
と
思
う
の
よ
」

「
と
こ
ろ
が
や
で
、聖
徳
太
子
は
結
婚
し

て
家
庭
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。さ
ら
に

は
、当
時
、同
じ
く
比
叡
山
で
学
ば
れ
て

い
た
法
然
と
い
う
偉
い
お
坊
さ
ん
が
、

〝
さ
と
り
を
開
く
の
に
煩
悩
も
破
戒
も

さ
ま
た
げ
に
は
な
ら
な
い
。た
だ
阿
弥

陀
と
い
う
仏
さ
ん
を
信
じ
、そ
の
名
前

を
称
え
な
が
ら
生
活
を
送
れ
ば
い
い
〞

と
い
う
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
た
の

よ
。親
鸞
さ
ん
は
夢
の
告
げ
を
、法
然
さ

ん
の
と
こ
ろ
へ
行
き
な
さ
い
と
い
う
意

味
で
受
け
と
め
た
ん
ち
が
う
か
な
〜
」

　親
鸞
さ
ん
は
法
然
さ
ん
の
も
と
に
多

く
の
人
が
集
ま
り
、「
本
願
念
仏
」の
教

え
を
熱
心
に
聞
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
を
耳
に
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。

で
も
そ
の
教
え
は
、20
年
間
の
努
力
を

否
定
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
え
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、「
私
で
あ
る
こ

と
を
喜
ん
で
生
き
、本
当
に
生
き
る
人

と
成
る
」と
い
う
願
い
が
こ
の
ま
ま
で

は
実
現
さ
れ
な
い
と
思
い
、す
べ
て
を

放
棄
し
て
比
叡
山
か
ら
の
下
山
を
決
意

さ
れ
ま
す
。法
然
さ
ん
の
説
か
れ
る
教

え
に
一
筋
の
光
を
求
め
て
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
夢
」

   ―

聖
徳
太
子
と

　
　
　
六
角
堂
参
籠―

第
5
回

　
親
鸞
聖
人
は
、「
煩
悩
を
断
って
さ
と
り
を
開
く
」と
い
う
仏

道
に
す
べ
て
を
任
せ
、修
行
・
修
学
に
励
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、ど
れ
だ
け
修
行
を
積
み
学
問
を
重
ね
て
も
、心
は
晴

れ
る
こ
と
な
く
、苦
悩
は
深
ま
る
ば
か
り
で
し
た
。そ
ん
な
29
歳

の
春
、聖
徳
太
子
建
立
と
伝
わ
る
六
角
堂（
頂
法
寺
）に
て
百

日
間
の
参
籠
を
決
意
さ
れ
ま
す
。あ
る
目
的
の
成
就
を
願
い
、

日
数
を
定
め
て
寺
社
仏
閣
に
こ
も
る
参
籠
は
、聖
人
の
時
代

に
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
聖
人
に
とって
聖
徳
太
子
は
、和
讃
の
中
で「
和
国
の
教
主

聖
徳
皇
」と
詠
わ
れ
る
よ
う
に
、「
我
が
国
の
釈
尊
の
よ
う
な

お
方
」と
し
て
、心
か
ら
尊
敬
さ
れ
た
方
で
し
た
。在
家
・
出
家

の
別
、身
分
や
地
位
の
違
い
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、仏
教
が

す
べて
の
人
に
開
か
れ
る
こ
と
を
願
わ
れ
、ま
た
、仏
教
精
神
に

基
づ
く
法
を
定
め
、政
治
を
行
わ
れ
ま
し
た
。参
籠
の
場
と
し

て
六
角
堂
を
選
ば
れ
た
の
は
、自
分
が
抱
え
る
苦
悩
を
そ
の

聖
徳
太
子
に
た
ず
ね
よ
う
と
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
あ
と
数
日
で
百
日
と
い
う
あ
る
日
の
明
け
方
、六
角
堂
の
ご

本
尊
で
あ
る
観
音
菩
薩
が
夢
に
出
て
き
て
、次
の
よ
う
に
告

げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　 

修
行
者
よ
、も
し
も
あ
な
た
が
人
間
と
し
て
生
き
る
上
で
、

女
性
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
道
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
の

な
ら
ば
、こ
の
私（
観
音
菩
薩
）が
そ
の
女
性
と
な
り
、あ
な
た

と
共
に
与
え
ら
れ
た
現
実
を
受
け
と
め
、必
ず
や
仏
の
国
に

導
き
ま
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
。

「
み

〟

ま
つ

だ

み
の
る

じ

と
く

つ
う

こ
て
ん
ぶ
っ

か

わ
ら

わ
ら

こ

い
け
の
ぼ
う

み
き
つ
く

ご

え
ん
き

ひ
ん

か

か
い

み
な
み
お
お

が
や

ぜ
せ
ん
だ

ら

お

や
す

た

は
る

いぬいふみ おいぬいふみ お

ぼ
ん

ど
う

し
ょ
う
と
く
た
い

さ
ん
ろ
う

し

ろ
っ
か
く
ど
う

ほ
う
じ

ち
ょ
う

し
ょ
う
と
く
お
う

う
た

し
ゃ
く

ざ
い

ほ
ん
ぞ
ん

か
ん
の
ん

ぼ

さ
つ

け

し
ゅっ
け

そ
ん

わ

こ
く

き
ょ
う
し
ゅ

じ
ょ
う
じ
ゅ

の
う

た

ぶ
つ

せ
ん
ざ
い

ざ
い
か

いぐ
げ
んた

か

し
き

ほ
ん
が
ん
ね
ん

ほ
う
き な

げ
ざ
ん ぶ

つ

け
ん

か
い

こ
わ

み
だ

う
そ

に
く

ほ
う
ね
ん

ぼ
ん
の
う

あ

み

だ
と
な

は
か
い

じ
き
さ
い
た
い

か
い

ご

正信偈を書写して 慶讃法要をお勤めしよう

12月7日発売

井上尚実 （著）　
B6判  224頁  定価：1,210円（税込）

大好評
「はじめて読む正信偈」が書籍化

はじめて読む正信偈

『同朋新聞』連載中に大好評を博し、書籍化の要望を多数いた
だいていた「はじめて読む正信偈」が書籍になりました。浄土真
宗で親しまれる「正信偈」に込められた親鸞聖人のお心を学び、
味わうための入門書です。
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―
―
こ
の
テ
ー
マ
は
、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
も
と
、子
ど
も
の
つ
ど
い

を
開
催
す
る
こ
と
を
ス
タ
ッ
フ
で
確
か
め
、

つ
ど
い
の
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
話
し
合
い
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
ね
。

木
村
　
子
ど
も
の
つ
ど
い
は
、慶
讃
法
要
を

子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
勤
め
る
場
と
し
て

開
き
た
い
。そ
し
て
、つ
ど
い
に
関
わ
る
ス

タ
ッ
フ
が
常
に
立
ち
返
る
テ
ー
マ
と
す
る

こ
と
も
確
か
め
ま
し
た
。ま
た
、2
0
2
0

年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
下
で
、人
が
集
ま
る
場
が

失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど
そ
の
時

期
は
つ
ど
い
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
し
合
っ

て
い
た
頃
と
重
な
り
ま
す
。今
と
い
う
時

に
、私
た
ち
が
本
当
に
求
め
る
も
の
、願
う

も
の
と
は
何
か
を
何
度
も
話
し
合
い「
で
あ

う
つ
な
が
る
と
も
に
あ
る
」と
い
う
言
葉

が
出
て
き
ま
し
た
。今
の
時
代
社
会
を
生

き
る
私
た
ち
す
べ
て
に
等
し
く
降
り
か

か
っ
た
コ
ロ
ナ
。そ
の
中
で
生
き
る
悩
み
や

苦
し
み
を
抱
え
な
が
ら
生
き
る
私
た
ち

が
、何
と
、ど
の
よ
う
に「
で
あ
う
」「
つ
な
が

る
」「
と
も
に
あ
る
」の
か
と
い
う
問
い
を
も

う
一
度
確
か
め
直
し
て
き
た
3
年
間
だ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

明
本
　
あ
ら
た
め
て
、私
た
ち
の
い
の
ち
の

根
本
に
あ
る「
与
え
ら
れ
た
い
の
ち
に
満
足

し
て
生
き
て
い
き
た
い
」と
い
う
願
い
に
立

ち
返
り
た
い
。そ
れ
は
、人
と
し
て
生
ま
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
る
共
通
の
課
題
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。お
念
仏
の
と
も
し
び

は
、私
た
ち
が
生
ま
れ
る
ず
っ
と
前
か
ら
大

切
に
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。今
、私
た

ち
が
そ
の
と
も
し
び
を
受
け
取
っ
て
い
ま

す
。そ
の
バ
ト
ン
を
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て
は

い
け
な
い
。私
た
ち
も
ま
た
未
来
へ
伝
え
て

い
く
。そ
う
い
う
つ
ど
い
に
し
た
い
と
い
う

願
い
が
こ
も
っ
て
い
ま
す
。

―
―
宗
門
は
大
き
な
法
要
の
た
び
に
、真
宗

本
廟
で
青
少
幼
年
を
対
象
と
し
た
催
事
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。近
年
で
は
、2
0
1
1

年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌

に
際
し「
子
ど
も
御
遠
忌
」が
、2
0
1
3

年
の
教
如
上
人
四
百
回
忌「
子
ど
も
の
つ

ど
い
」が
開
催
さ
れ
、そ
し
て
来
年
、子
ど
も

の
つ
ど
い
を
迎
え
ま
す
。今
回
の
つ
ど
い
で

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

江
馬
　
真
宗
本
廟
は
、全
国
か
ら
人
が
集

ま
る
場
で
あ
り
、そ
こ
で
、悩
み
、苦
し
み
、

悲
し
み
を
抱
え
て
い
る
仲
間
と
の
出
あ
い

が
あ
り
ま
す
。仏
法
は
、人
を
通
し
て
伝
わ

る
。人
と
出
あ
い
、語
り
合
い
、つ
な
が
る
こ

と
を
通
し
て
、生
き
る
力
を
い
た
だ
き
、自

分
自
身
や
支
え
と
な
る
言
葉
を
聞
く
こ
と

に
よ
っ
て
、地
元
に
帰
っ
て
さ
ら
な
る
聞
法

の
歩
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。人
を
集
め
る
の

で
は
な
く
集
ま
っ
て
く
る
、そ
う
い
う
場
所

が
真
宗
本
廟
で
す
。

　
私
は
過
去
2
回
の
つ
ど
い
を
経
験
し
ま

し
た
。し
か
し
、催
事
を
ど
う
成
功
さ
せ
る

か
が
中
心
に
な
っ
て
し
ま
い
、そ
の
こ
と
を

大
切
に
し
な
か
っ
た
。そ
れ
を
ず
っ
と
自
分

の
課
題
と
し
て
抱
え
、慶
讃
法
要
を
お
迎
え

す
る
時
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。広
い
世
界
に

出
あ
え
る
場
所
が
真
宗
本
廟
で
あ
り
、そ
れ

を
多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
い
、参
加
奨
励

で
き
て
い
な
い
と
い
う
課
題
を
見
出
し
ま
し

た
。今
回
の
つ
ど
い
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ

て
、真
宗
本
廟
で
行
わ
れ
て
い
る
青
少
幼
年

に
関
わ
る
す
べ
て
の
催
事
を
点
検
し
て
み
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。つ
ど
い
の
後
も
真
宗
本

廟
と
い
う
場
で
行
わ
れ
る
青
少
幼
年
催
事

を
拡
充
す
る
取
り
組
み
は
宗
門
に
と
っ
て

意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、今
回
の
つ
ど
い
で
は
、全
教
区
か

ら
推
薦
さ
れ
た
25
人
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

関
わ
っ
て
い
ま
す
。つ
ど
い
が
終
わ
っ
た

後
、寺
院
・
教
会
で
の
青
少
幼
年
教
化
の
歩

み
を
は
じ
め
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
、つ
ま

り
青
少
幼
年
教
化
に
関
わ
る
人
の
誕
生
を

願
い
と
し
て
い
ま
す
。2
0
2
3
年
が
終

わ
っ
た
後
が
、私
た
ち
の
正
念
場
で
す
。

伊
藤
　
本
山
の
同
朋
会
館
で
開
催
さ
れ
る

子
ど
も
奉
仕
団
に
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て

き
て
い
ま
す
。九
州
か
ら
本
山
へ
は
距
離
が

あ
っ
て
、時
間
と
お
金
も
か
か
り
ま
す
。私

は
ど
う
し
て
子
ど
も
た
ち
に
本
山
に
来
て

も
ら
い
た
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
時
、何

百
年
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
真
宗
本
廟
と

親
鸞
聖
人
の
教
え
を
、今
ま
で
触
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
人
た
ち
に
も
届
け
た
い
と

い
う
私
自
身
の
思
い
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

今
回
は
、リ
モ
ー
ト
参
加
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
子
ど
も
の
つ
ど
い
に
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。つ
ど
い

に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、「
ま
た
行
っ

て
み
た
い
な
」、「
自
分
の
近
く
の
お
寺
と
東

本
願
寺
と
は
ど
ん
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ

う
」と
思
い
、「
ま
た
つ
な
が
っ
て
み
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
、相
互
に
つ
な

が
っ
て
い
く
、そ
ん
な
形
の
つ
ど
い
に
な
り

そ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

―
―
コ
ロ
ナ
と
い
う
時
代
を
迎
え
て
、子
ど

も
会
の
あ
り
方
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。お
寺
の
子
ど
も

会
の
現
状
、そ
し
て
、大
事
に
し
て
い
る
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

藤
川
　
お
寺
の
子
ど
も
会
は
、参
加
者
が

も
と
も
と
10
人
以
下
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

お
寺
の
行
事
で
唯
一
休
止
す
る
こ
と
な
く

続
け
て
こ
れ
ま
し
た
。ま
た
、お
寺
の
前
に

近
所
の
人
が
い
つ
で
も
出
入
り
で
き
る
場

所
を
作
り
、さ
あ
こ
れ
か
ら
と
い
う
時
に
コ

ロ
ナ
下
に
な
り
ま
し
た
。で
も
、そ
の
場
所

を
開
け
て
い
る
だ
け
で
、子
ど
も
や
赤
ち
ゃ

ん
を
抱
っ
こ
し
た
お
母
さ
ん
が
遊
び
に
来

た
り
、お
年
寄
り
が
お
茶
を
飲
み
に
来
て
く

れ
た
の
で
す
。こ
こ
を
必
要
と
し
て
い
る
人

が
い
る
。僕
に
と
っ
て
の
子
ど
も
会
は
そ
う

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。多
く
の
子
ど
も
た
ち

を
集
め
て
何
か
を
す
る
と
い
う
よ
り
も
、行

き
場
が
な
か
っ
た
り
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
を

抱
え
て
い
る
子
が
ふ
ら
っ
と
来
て
く
れ
て
、

そ
こ
で
お
茶
を
飲
ん
だ
り
、漫
画
を
読
ん
だ

り
、勉
強
し
た
り
。今
後
も
そ
う
い
う
形
で

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

木
村
　
私
の
預
か
る
お
寺
で
は
、コ
ロ
ナ
で

夏
休
み
の
行
事
や
花
ま
つ
り
、初
参
り
式
な

ど
、行
事
を
中
止
に
し
ま
し
た
。

　
悩
ん
で
保
護
者
の
方
に
尋
ね
た
ら
、「
今

は
や
め
て
お
い
た
方
が
い
い
」と
い
う
返
事

を
い
た
だ
い
た
の
で
、仕
方
な
い
と
思
っ
て

中
止
に
す
る
こ
と
を
選
び
ま
し
た
。振
り

返
る
と
、中
止
を
判
断
し
た
お
寺
の
子
ど

も
会
も
そ
う
で
す
が
、コ
ロ
ナ
に
よ
る
学
校

の
一
律
休
校
や
、子
ど
も
た
ち
に
関
わ
る

行
事
の
中
止
は
、す
べ
て
大
人
だ
け
で
決
め

ら
れ
、子
ど
も
た
ち
の
意
見
が
聞
き
届
け

ら
れ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。真
宗
大
谷
派
の

青
少
幼
年
教
化
の
中
で
は
、青
少
幼
年
が

主
体
者
と
な
る
こ
と
を
大
切
な
こ
と
と
し

て
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、そ
の
こ
と

を
、子
ど
も
会
や
生
活
の
場
で
ど
の
よ
う
に

具
体
化
で
き
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

江
馬
　
私
を
歩
ま
せ
続
け
る
三
つ
の
声
が

あ
り
ま
し
た
。一
つ
は
祥
月
命
日
の
お
参
り

や
、法
事
の
場
で
出
あ
っ
た
子
ど
も
た
ち
の

「
お
じ
さ
ん
、今
度
は
い
つ
子
ど
も
会
や
る

の
」と
い
う
声
。も
う
一
つ
は
お
寺
に
来
ら

れ
て
ぼ
そ
っ
と「
今
、子
ど
も
た
ち
は
、友
だ

ち
と
も
会
え
な
い
し
、居
場
所
を
失
っ
て
い

る
ぞ
」と
い
う
ご
門
徒
か
ら
の
声
で
し
た
。

集
ま
る
の
は
難
し
い
状
況
の
中
で
、子
ど
も

た
ち
に
お
手
紙
を
出
し
た
り
、ご
門
徒
宅

で
の
仏
事
の
際
に
子
ど
も
た
ち
が
お
参
り

し
て
い
る
時
は
、法
話
を
紙
芝
居
に
し
た

り
、風
船
を
渡
し
た
り
し
ま
し
た
。も
う
一

つ
は
悩
み
な
が
ら
も
お
寺
で
子
ど
も
会
を

し
て
い
る
先
輩
か
ら
の「
コ
ロ
ナ
だ
け
ど
、

こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
み
た
よ
」と
い
う

メ
ー
ル
で
し
た
。「
場
を
求
め
て
い
る
人
が

い
る
。あ
な
た
は
ど
う
向
き
合
う
の
で
す

か
」と
い
う
声
に
聞
こ
え
ま
し
た
。そ
こ
で
、

お
寺
の
総
代
会
、保
護
者
に
対
し
て
感
染

拡
大
防
止
対
策
を
徹
底
し
て
開
催
す
る
こ

と
を
お
話
し
て
、再
開
し
ま
し
た
。今
ま
で

お
寺
に
集
ま
っ
て
も
ら
う
こ
と
ば
か
り
を

考
え
て
い
ま
し
た
が
、メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け

る
こ
と
、そ
し
て
自
分
が
出
向
く
こ
と
。で

き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
づ

き
ま
し
た
。

酒
井
　
コ
ロ
ナ
に
な
っ
て
、人
が
た
く
さ
ん

集
ま
れ
ば
成
功
だ
と
い
う
考
え
で
は
な
く
、

一
人
ひ
と
り
と
丁
寧
に
話
す
時
と
場
が
与

え
ら
れ
た
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。い
ろ
い
ろ
な

人
た
ち
が
自
分
を
表
現
す
る
場
や
ふ
れ
あ

い
を
求
め
て
い
ま
す
。ま
さ
に「
で
あ
う
つ

な
が
る
と
も
に
あ
る
」、そ
ん
な
こ
と
を
お

寺
で
感
じ
て
い
ま
す
。

―
―
当
日
は
真
宗
本
廟
全
域
が
子
ど
も
た

ち
に
開
放
さ
れ
ま
す
。子
ど
も
の
つ
ど
い
で

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
現
し
た
い
で
す
か
。

明
本
　
両
堂
と
い
う
場
の
持
つ
力
を
最
大

限
に
活
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
東

本
願
寺
を
知
ろ
う
」で
は
、実
際
に
仏
具
に

触
れ
る
こ
と
で
本
山
の
大
き
さ
を
体
験
し

て
ほ
し
い
で
す
し
、両
堂
は
、い
つ
で
も
そ

こ
に
座
っ
て
手
を
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
場
に
し
ま
す
。そ
し
て
、お
勤
め
の
時
間

を
午
後
に
し
ま
し
た
。午
前
中
だ
と
ど
う

し
て
も
間
に
合
わ
な
い
方
も
出
て
き
ま
す
。

み
ん
な
で
お
勤
め
を
す
る
こ
と
を
大
切
に

し
た
い
。そ
の
時
間
は
ブ
ー
ス
も
い
っ
た
ん

お
休
み
し
て
、全
員
が
御
影
堂
で
お
勤
め
し

ま
す
。

藤
川
　
白
洲
に
は
今
回
32
の
ブ
ー
ス
が
設

置
さ
れ
ま
す
。白
洲
で
行
う
表
現
は
、そ
れ

ぞ
れ
の
慶
讃
法
要
の
表
現
の
場
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。こ
の
発
想
の
原
点
に
な
っ
た
人

が
お
ら
れ
ま
す
。そ
の
方
は
、蓮
如
上
人
五

百
回
御
遠
忌
の
時
、た
っ
た
一
人
で
一
升
瓶

を
前
に
置
い
て
白
洲
に
座
っ
て
、来
た
人
に

「
よ
う
こ
そ
」と
お
酒
を
注
い
で
回
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。大
型
バ
ス
に
乗
っ
て
き
て
、

法
要
に
参
拝
し
て
帰
る
、そ
の
こ
と
だ
け
で

な
く
、人
と
語
り
合
う
時
間
を
持
つ
と
い
う

こ
と
が
そ
の
人
の
御
遠
忌
の
表
現
だ
っ
た

の
で
す
。と
て
も
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。一

人
ひ
と
り
が
慶
讃
法
要
を
ど
う
受
け
と
め

て
、表
現
し
て
い
く
の
か
。今
回
は
過
去
に

な
い
数
の
教
区
か
ら
の
出
展
が
予
定
さ
れ

て
い
て
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

　
ま
た
、今
回
初
め
て
リ
モ
ー
ト
に
挑
戦
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。コ
ロ
ナ
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、Ｚｏ

ｏ
ｍ

やＹ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
Ｌ

ｉ
ｖ
ｅ

が
当
た
り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。今
回
の
配
信
は
ス
タ
ッ
フ
自
身
の
手

で
行
い
ま
す
。自
分
た
ち
で
や
る
と
な
る
と

大
変
な
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、こ
れ
が
土

台
に
な
っ
て
、つ
ど
い
以
降
に
つ
な
が
っ
て

い
け
ば
い
い
な
と
踏
ん
張
っ
て
い
ま
す
。

木
村
　
親
鸞
聖
人
が
住
ん
で
お
ら
れ
た
と

伝
え
ら
れ
る
草
庵
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ブ
ー

ス「
草
庵
親
鸞
さ
ま
の
お
は
な
し
屋
」で

は
、僧
侶
一
人
ひ
と
り
が
受
け
と
め
た
親

鸞
聖
人
を
言
葉
で
表
現
し
、そ
の
こ
と
を

子
ど
も
た
ち
と
共
有
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤
　
今
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
、一
人

と
の
出
あ
い
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。し

か
し
、催
し
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
子
ど
も
た
ち

が
ど
う
し
て
も
出
て
き
て
し
ま
う
。そ
の
こ

と
が
私
の
苦
い
経
験
と
し
て
ず
っ
と
残
っ

て
い
ま
す
。子
ど
も
奉
仕
団
に
引
率
と
し
て

参
加
し
た
時
の
こ
と
で
す
。夜
の
つ
ど
い
が

い
ろ
い
ろ
な
部
屋
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
企
画

に
参
加
す
る
形
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。ど
の

子
も
自
分
が
楽
し
め
そ
う
な
お
部
屋
を
見

つ
け
て
、あ
ち
こ
ち
に
散
っ
て
い
き
ま
し

た
。私
が
連
れ
て
き
た
一
人
の
男
の
子
は
、

い
つ
す
れ
違
っ
て
も
、走
っ
て
い
る
か
、跳
び

は
ね
て
い
ま
し
た
。そ
の
子
が
夜
の
つ
ど
い

の
時
間
が
半
分
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
、「
疲

れ
た
」と
私
の
と
こ
ろ
に
来
た
の
で
す
。「
ど

う
し
た
の
」と
聞
い
た
ら
、「
何
を
し
て
い
い

か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、ず
っ
と
走
っ
て
い

た
」っ
て
。疲
れ
る
は
ず
で
す
よ
ね
。私
は
そ

の
こ
と
に
気
づ
い
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
人
で
座
っ
て
、い
ろ
い
ろ
な
話

を
し
ま
し
た
。

　
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
る
と
、普
段
は
楽

し
め
る
子
で
も
、ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、連
れ
て
き
て

も
ら
っ
た
け
れ
ど
、自
分
の
思
っ
た
所
と
は

ち
ょ
っ
と
違
っ
た
な
と
か
、い
つ
も
だ
っ
た

ら
楽
し
め
る
け
れ
ど
、来
る
途
中
で
た
ま
た

ま
お
友
だ
ち
と
け
ん
か
を
し
た
り
、お
う
ち

で
何
か
あ
っ
た
り
し
て
、そ
れ
を
引
き
ず
っ

て
い
る
子
も
い
ま
す
。そ
こ
で
つ
ど
い
の
当

日
設
置
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
が
同
朋

会
館
の「
サ
ガ
エ
さ
ん
の
部
屋
」で
す
。誰
が

来
て
も
、何
を
話
し
て
も
い
い
場
所
で
す
。

真
宗
本
廟
で
あ
っ
て
も
、Ｙｏ

ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

や

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

の
場
合
は
パ
ソ
コ
ン
の
前
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、そ
こ
に
体
と
心
と
を
持
っ
て

き
て
い
た
だ
い
た
ら
、そ
の
時
間
を
安
心
し

て
過
ご
せ
る
つ
ど
い
に
な
っ
て
く
れ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
み
な
さ
ん
、5
月
5
日
は
子
ど
も
の
つ

ど
い
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。
　
　

    

〈
了
〉

であうつながるともにある 
―子どものつどいin東本願寺に向けて―  
であうつながるともにある 

―子どものつどいin東本願寺に向けて―  

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
をご縁として来年の5月5日、真宗本廟で「子どものつどいin
東本願寺」を開催します。
今から3年前の2019年からこの催事の準備が始まりました。
このつどいを通して表現する青少幼年教化のすがたとは。
子どものつどいのスタッフに語っていただきました。

テ
ー
マ「
で
あ
う
つ
な
が
る

と
も
に
あ
る
」に
込
め
た
思
い

真
宗
本
廟
と
い
う
場

お
寺
の
子
ど
も
会
の
今

子
ど
も
の
つ
ど
い
で
表
現
し
た
い

青
少
幼
年
教
化
の
す
が
た

明本 弘治さん
（東北教区 圓覺寺）

子どもも大人も「ほとけの子
ども」としてつどう。みなさん
と出あいたい思いでいっぱ
いです。最後に「回向曲」を
みんなで歌います。練習し
てきてください。

企画している時、「この子たちと
一緒に来たいな」と毎日お寺の
鐘をつきに来てくれるきょうだ
いを思い浮かべます。このつど
いが人と人との関係が深まる
きっかけになってほしいです。

さまざまな形で真宗本
廟にこころを向ける。
それは自分自身と出
あうこと。このつどいが
その時間をもつ機会に
なってほしい。

真宗大谷派が「子どもとともに
歩む教団」であることを表現
し続けていきたい。子どもの
つどいも、具体的にそのこと
が子どもにも大人にも染み込
んでいくような行事にしたい。

江馬 雅臣さん
（岐阜高山教区 賢誓寺）

この先も続く真宗本廟での催事
にぜひ身を運んでください。行事
のために人が集められるのでは
なく、集まった一人ひとりの根本
道場として真宗本廟があること
を願っています。

藤川 秀行さん
（京都教区 託仁寺）

木村 慎さん
（山陽教区 興宗寺）

伊藤 江麻さん
（九州教区 德蓮寺）

酒井 義一さん
（東京教区 存明寺）

一人ひとりの表現の場
として5月5日を迎えた
い。当日、何かやって
みたいという方、ぜひ
私たちと一緒に表現し
てみませんか。

座談
会

詳しくは
⬅こちら

→

→

司会

日  程
10：00

10：30

13：00

14：00

15：30

オープニング[御影堂]

東本願寺を知ろう！①
（探検・体験イベント）[御影堂・諸殿]
遊ぶースSTART！(15：15まで)

おつとめ・帰敬式[御影堂]

東本願寺を知ろう！② [御影堂・諸殿]

エンディング[御影堂]

見て、触れて、
東本願寺を知ろう！
御影堂と阿弥陀堂にある仏具をピ
カピカに磨いたり大きなお仏供
（お仏飯）を近くで見られるよ！
境内を探検しながらシールを集め
るシールラリーにも行ってみよう！

2023.5
.5

12
月
1
日
か
ら
子
ど
も
の
つ
ど
い
の

事
前
申
込
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

あけ もと こう じえ ま まさ おみふじ かわ ひで ゆきき むら しんい とう え まさか い よし かず

え こう

き
ょ
う
に
ょ

ご

え
ん

き

きょうさん

き しききょう

ぶっぶっ

けいけいだいだい

くく

ぶっぶっぱんぱん

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう御本尊は本山からお受けしましょう

（7） （6）2022年（令和4年）12月1日 2022年（令和4年）12月1日  第781号   第781号 朋新聞同朋新聞同



今
月
の

法
話

ご案内

　
遡
れ
ば
は
る
か
昔
、二
千
五
百
年
前
に

お
釈
迦
様
が
お
生
ま
れ
に
な
り
、悟
り
を

開
か
れ
、仏
法
を
お
説
き
に
な
ら
れ
た
こ

と
に
始
ま
る
仏
教
。長
い
歴
史
の
中
で
そ

れ
が
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。そ
し

て
、八
百
五
十
年
前
に
私
た
ち
の
宗
祖
で

あ
る
親
鸞
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
り
、親

鸞
聖
人
が
開
か
れ
た
浄
土
真
宗
の
教
え

が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、こ
う
し
て
今
を

生
き
る
私
た
ち
の
も
と
に
も
お
念
仏
の
教

え
が
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
私
は
寺
に
生
ま
れ
、物
心
の
つ
か
な
い

う
ち
か
ら
お
念
仏
を
申
す
祖
父
母
や
両

親
、ご
門
徒
の
方
々
に
囲
ま
れ
な
が
ら
育

ち
ま
し
た
。そ
し
て
寺
で
開
か
れ
る
毎
月

の
御
講
で
は
、お
参
り
に
来
ら
れ
た
ご
門

徒
さ
ん
に「
さ
あ
、じ
い
ち
ゃ
ん
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
一
緒
に
お
参
り
し
よ
う
ね
」と
孫
の

よ
う
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、「
ナ
ン
マ

ン
ダ
ブ
ツ 

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」と
手
を
合

わ
せ
、お
念
仏
を
申
す
ご
門
徒
の
方
々
の

お
姿
を
、い
つ
も
近
く
に
感
じ
な
が
ら
生

活
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
お
か

げ
も
あ
っ
て
、お
念
仏
は
大
切
な
も
の
で

あ
る
と
子
ど
も
心
に
も
感
じ
ら
れ
て
い
た

の
で
す
。 

　
し
か
し
、幼
い
私
に
と
っ
て
、ナ
ン
マ
ン

ダ
ブ
ツ
と
口
々
に
称
え
る
そ
の
光
景
は
い

つ
も
不
思
議
に
満
ち
て
い
て
、ど
う
し
て

み
ん
な
お
念
仏
を
称
え
て
い
る
の
？
　
ナ

ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
っ
て
何
？
　
と
、頭
の
中
が

疑
問
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。ご
門

徒
の
方
々
が
お
念
仏
を
称
え
て
お
ら
れ
て

も
、ど
う
し
て
も
私
は
声
に
出
し
て
称
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、小
さ
く
手
を
合
わ

せ
、そ
ば
に
座
っ
て
い
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
。 

　
そ
し
て
そ
れ
は
、大
人
に
な
っ
て
か
ら

も
相
変
わ
ら
ず
で
、日
々
の
暮
ら
し
の
中
、

思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
現
実
に
迷
え
ば

迷
う
ほ
ど
、お
念
仏
を
称
え
て
一
体
何
に

な
る
の
か
、お
念
仏
の
教
え
に
救
わ
れ
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
、疑
う
心

ば
か
り
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
毎
日
を

送
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
そ
の
よ
う
な
中
、あ
る
先
生
か
ら「
南

無
阿
弥
陀
仏
」と
は〝
阿
弥
陀
仏
に
帰
命

し
ま
す
〞〝
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
生
き
る
拠

り
所
と
し
ま
す
〞と
い
う
私
た
ち
の
表
明

で
あ
る
と
同
時
に〝
生
き
と
し
生
け
る
も

の
す
べ
て
を
救
い
ま
す
。私
を
信
じ
て
私

の
名
を
称
え
て
く
だ
さ
い
〞と
い
う
阿
弥

陀
仏
の
誓
い
で
あ
り
、願
い
で
あ
り
、喚
び

声
で
も
あ
る
の
だ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に「
「
帰
命
」は
本

願
招
喚
の
勅
命
な
り
」（『
教
行
信
証
』行
巻

『
真
宗
聖
典
』一
七
七
頁
）と
あ
り
ま
す
が
、我

に
ま
か
せ
よ
と
、阿
弥
陀
仏
が
私
た
ち
を

招
き
喚
び
続
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。お
念
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と

は
、阿
弥
陀
仏
の
呼
び
声
や
願
い
に
応
え

て
い
く
歩
み
で
あ
り
、そ
れ
が
救
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
思
え
ば
、お
寺
で
い
つ
も
お
世
話
に

な
っ
て
い
る
あ
る
方
は
、「
お
念
仏
を
申
す

身
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」と
、

お
念
仏
の
教
え
に
出
遇
わ
れ
た
よ
ろ
こ
び

を
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、お
念
仏
の
教

え
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
世
界
が
あ
る

こ
と
を
ど
う
か
あ
な
た
も
知
っ
て
く
だ
さ

い
と
、私
た
ち
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。そ
の
方
は「
お
念
仏
を
申
す
身
に
な

り
ま
し
た
」と
は
決
し
て
言
わ
れ
な
い
の

で
す
。ど
こ
ま
で
も〝
な
ら
せ
て
い
た
だ
い

た
の
で
す
〞と
。 

　
ま
た
、も
う
亡
く
な
っ
て
十
年
に
な
り

ま
す
が
、肺
の
病
を
患
っ
て
、常
に
酸
素
ボ

ン
ベ
か
ら
の
酸
素
吸
入
が
必
要
だ
っ
た
私

の
父
は「
今
は
、こ
の
畳
一
枚
分
の
ベ
ッ
ド

の
上
が
自
分
の
世
界
の
す
べ
て
」「
食
欲

が
な
く
て
も
三
度
の
食
事
を
ち
ゃ
ん
と
取

る
こ
と
、薬
を
き
っ
ち
り
飲
む
こ
と
、そ
れ

が
今
の
自
分
に
で
き
る
大
事
な
仕
事
」と

言
っ
て
闘
病
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。そ
し

て
亡
く
な
る
直
前
に
は
、「
自
分
に
、も
し

も
の
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
は
、お
念
仏
の

教
え
に
出
遇
え
て
良
か
っ
た
と
言
っ
て
い
た

と
娘
た
ち
に
も
伝
え
て
ほ
し
い
」、そ
う

周
り
の
人
に
言
付
け
て
い
た
そ
う
で
、父

も
ま
た
お
念
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
、受
け

入
れ
が
た
い
身
の
事
実
を
引
き
受
け
て

生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と

を
、そ
の
身
を
も
っ
て
私
た
ち
に
伝
え
て

く
れ
て
い
た
の
で
し
た
。 

　
自
分
の
思
い
を
頑
な
に
握
り
し
め
て
、

な
か
な
か
頷
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

私
で
し
た
が
、お
念
仏
の
教
え
に
出
遇
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
多
く
の
願
い
に
背
き

続
け
て
き
た
自
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
、あ

る
時
、ふ
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。申
し

訳
な
く
思
う
と
同
時
に
、そ
の
声
や
願

い
が
こ
の
私
に
も
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

へ
の
感
動
で
心
が
震
え
、自
然
と
お
念

仏
が
口
か
ら
こ
ぼ
れ
出
た
瞬
間
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　
親
鸞
聖
人
が
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り

た
る
信
心
」（『
歎
異
抄
』『
真
宗
聖
典
』六
二

九
頁
・
六
三
九
頁
）と
示
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
よ
う
に
、信
心
と
は
私
が
信
じ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、仏
様
が
私
た
ち
を

信
じ
喚
び
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、そ

の
お
心
を
い
た
だ
く
こ
と
な
の
で
す
。そ

の
こ
と
に
た
だ
頷
か
せ
て
い
た
だ
く
そ
の

時
、悩
み
、迷
い
な
が
ら
で
も
生
き
て
い

け
る
力
を
賜
り
、そ
し
て
私
も
お
念
仏

を
申
し
、お
念
仏
を
よ
ろ
こ
ぶ
身
に
な
ら

せ
て
い
た
だ
く
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

第27回

大聖寺教区 第１組　專光寺 出雲路 香

遠慶宿縁
―時空を超えて届けられた声と願い―

「
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

京都教区 参議会議員　補欠選挙
　京都教区では、10月14日、立原誠一参議会議員の辞職に伴う京都選挙区参議
会議員補欠選挙を実施し、柴田慶三氏（山城第一組常念寺門徒）を選出した。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休館日・
開館時間及び掲載内容について、中止・延期もしくは日程等を
変更する場合がありますのでご了承ください。

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。

　
我
が
家
の
近
く
に
お
手
次
の
円
願
寺
さ
ん
が
あ
り
ま
す
。住

職
さ
ん
が
お
参
り
の
際
、親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
に
つ
い
て
の

お
話
や「
正
信
偈
」の
内
容
な
ど
あ
り
が
た
い
お
話
を
し
て
く

だ
さ
い
ま
す
。幼
い
頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た「
正
信
偈
」で
す

が
、『
同
朋
新
聞
』で
連
載
さ
れ
て
い
た「
は
じ
め
て
読
む
正
信

偈
」を
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
円
願
寺
の
住
職
さ
ん
は
、朝
７
時
と
夕
方
５
時
に
鐘
を

つ
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
が
、聞
こ
え
て
く
る
鐘
の
音
と
と
も
に
、

最
近
は
日
が
落
ち
る
の
が
早
く
な
っ
た
な
ぁ
と
季
節
の
移
ろ
い
を

感
じ
ま
す
。ど
ん
な
天
候
の
時
で
も
、毎
日
欠
か
さ
ず
決
ま
っ
た

時
刻
に
つ
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。

　
11
月
に
72
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ま
す
が
、感
謝
の
心
を
忘
れ

ず
に
こ
れ
か
ら
も
過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

読者のお便り

滋
賀
県
在
住
　
女
性（
71
歳
） 
※
投
稿
時

鐘
の
音

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
。

宛 

先
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ー
ル
／shuppan@

higashihonganji.or.jp
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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

12月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　【時間】毎日14時～（12日10時～）
※毎週火曜日、12月27～1月9日は休会、その他都合により休会する場合があります。

12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】♦4日…休会♦11日…青木馨（同朋大学仏教文化研究所客員
所員）♦18日…名畑直日児（教学研究所研究員）♦25日…休会
12月の公開講演会
【場所】2階  大谷ホール　【日時】12月7日（水）18時～19時30分
【講師】太田浩史（日本民藝協会常任理事）
交流ギャラリー（1階） 【時間】開館時間に同じ
「柳宗悦がであった土徳～人と自然がはぐくんだ越中富山の美～」展　
【期間】開催中～2022年12月15日（木）
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

◇

◇

◇

◇

◇

真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

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、大寝殿または御影堂
【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
人権週間ギャラリー展 12月6日～12月26日
修正会の荘厳と仏花　12月29日～1月7日
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中

東本願寺 　

帰敬式受式記念品を一部変更します

「勤行本・略肩衣入れ（袋）」の仕様が新たに。勤行本・略肩衣とともに
『真宗聖典』を持ち運びいただけます。

※記念品の内、「正信偈」ＣＤは終
　了いたします。（2023年1月より）
※既に受式された方で「聞法ハン
　ドバッグ」をはじめとした記念品
　の再交付（有償）を希望される場
　合は、最寄りの教務所または研
　修部（帰敬式実践運動推進事務
　室 TEL：075-371-9185）まで
　お問い合わせください。

　毎月お届けしている『同
朋新聞』。東本願寺出版の
ホームページから1年分を
無料でご覧いただけること
をご存知ですか。手元に新
聞がない時や、「先月のあの
記事をもう一度読みたい
な」と思った時など、スマホ
やパソコン、タブレットで気
軽にお読みいただけます。
毎月1日に更
新しています。
ぜひご覧くだ
さい！

聞法ハンドバッグ（新規）

真宗大谷派勤行集（従来どおり）

略肩衣（従来どおり）

冊子「真宗門徒の生活」（従来どおり）

帰敬式受式記念品一式

『真宗大谷派勤行集』
[赤本]

聞法ハンドバッグ

略肩衣

『真宗門徒の
生活』

全日本仏教徒会議関係者らと

世界仏教徒会議においてスピーチする
大谷暢裕門首

クロスワードパズルの応募も
メールでできます。ぜひご応募ください。

『同朋新聞』電子版を東本願寺出版ホームページで公開しています！

　
10
月
7
日
か
ら
8
日
、「
第
46
回
全
日
本
仏
教
徒
会

議
山
梨
・
身
延
山
大
会
」が
日
蓮
宗
総
本
山
・
身
延
山

久
遠
寺（
山
梨
県
）に
て
開
催
さ
れ
、全
日
本
仏
教
会

会
長
及
び
大
会
総
裁
と
し
て
大
谷
暢
裕
門
首
が
臨

席
し
た
。

　
全
日
本
仏
教
徒
会
議
は
、全
日
本
仏
教
会
並
び
に
主

に
開
催
地
の
都
道
府
県
仏
教
会
が
主
催
と
な
り
、2
年

ご
と
に
開
催
さ
れ
て
い
る
全
国
大
会
で
、こ
れ
ま
で
さ

ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
議
論
や
、仏
教
徒
の
立

場
か
ら
の
提
言
・
宣
言
の
発
表
等
が
な
さ
れ
て
き
た
。

今
大
会
は『「
共
に
生
き
る
尊
さ
」〜
だ
れ
も
取
り
残
さ

な
い
社
会
の
実
現
に
向
け
て
〜
』を
テ
ー
マ
と
し
て
、記

念
講
演
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
が
行
わ
れ
、大

会
2
日
目
の「
記
念
法
要
」で
は
、本
大
会
総
裁
で
あ
る

門
首
を
導
師
に
、大
谷
派
の
次
第
を
用
い
て
法
要
が
勤

ま
っ
た
。

　
ま
た
、10
月
18
日
か
ら
20

日
に
は
、「
第
30
回
世
界
仏
教

徒
会
議
」が
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク

に
て
開
催
さ
れ
、全
日
本
仏

教
会
会
長
と
し
て
門
首
が
臨
席
し
た
。本
会
議
は
、世

界
各
国
に
お
け
る
1
7
0
の
地
域
セ
ン
タ
ー
が
加
盟

す
る「
世
界
仏
教
徒
連
盟（
以
下「
Ｗ
Ｆ
Ｂ
」）」が
主
催

す
る
2
年
に
一
度
の
世
界
大
会
で
あ
り
、Ｗ
Ｆ
Ｂ
に
お

け
る
各
種
委
員
会
の
活
動
報
告
や
、将
来
の
活
動
計
画

の
決
定
な
ど
が
行
わ
れ
る
。今
大
会
で
は
、山
梨
・
身
延

山
大
会
と
同
様
に
、門
首
が
導
師
を
務
め
、大
谷
派
の

次
第
を
用
い
て
の
法
要
が
勤
ま
っ
た
。ま
た
、門
首
に
よ

る
各
種
ス
ピ
ー
チ
は
英
語
に
て
行
わ
れ
、国
籍
・
人
種

を
超
え
た
世
界
各
国
の
仏
教
徒
と
と
も
に
、仏
陀
の

「
和
」の
精
神
の
も
と
、仏
教
文
化
の
宣
揚
と
世
界
平
和

に
向
け
た
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

大
谷
暢
裕
門
首
が
全
日
本
仏
教
会
会
長
と
し
て
各
種
大
会
に
臨
席

大
谷
暢
裕
門
首
が
全
日
本
仏
教
会
会
長
と
し
て
各
種
大
会
に
臨
席

無料

ここをクリックここをクリック

バックナンバーは
こちらから

バックナンバーは
こちらから

かたぎぬりゃく

おん きょう しゅく えん

いずも じ かおり

お
こ
う

と
な

で

あ

こ
と
づ

よ

き

ほ
ん

が
ん

か
ん

め
い

よ

さ
か
の
ぼ

ど
こ
ろ

み
ょ
う

わ
ず
ら

か
た
く

う
な
ず

た
ま
わ

し
ょ
う

ち
ょ
く

しば た けいぞう

み

く
お
ん
じ

の
ぶ

ち
ょ
う

さ
ん

ゆ
う

ぶ
っ
だ

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真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

（9）  第781号   第781号 （8）2022年（令和4年）12月1日 2022年（令和4年）12月1日朋新聞同朋新聞同



今
月
の

法
話

ご案内

　
遡
れ
ば
は
る
か
昔
、二
千
五
百
年
前
に

お
釈
迦
様
が
お
生
ま
れ
に
な
り
、悟
り
を

開
か
れ
、仏
法
を
お
説
き
に
な
ら
れ
た
こ

と
に
始
ま
る
仏
教
。長
い
歴
史
の
中
で
そ

れ
が
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。そ
し

て
、八
百
五
十
年
前
に
私
た
ち
の
宗
祖
で

あ
る
親
鸞
聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
り
、親

鸞
聖
人
が
開
か
れ
た
浄
土
真
宗
の
教
え

が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、こ
う
し
て
今
を

生
き
る
私
た
ち
の
も
と
に
も
お
念
仏
の
教

え
が
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
私
は
寺
に
生
ま
れ
、物
心
の
つ
か
な
い

う
ち
か
ら
お
念
仏
を
申
す
祖
父
母
や
両

親
、ご
門
徒
の
方
々
に
囲
ま
れ
な
が
ら
育

ち
ま
し
た
。そ
し
て
寺
で
開
か
れ
る
毎
月

の
御
講
で
は
、お
参
り
に
来
ら
れ
た
ご
門

徒
さ
ん
に「
さ
あ
、じ
い
ち
ゃ
ん
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
一
緒
に
お
参
り
し
よ
う
ね
」と
孫
の

よ
う
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、「
ナ
ン
マ

ン
ダ
ブ
ツ 

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」と
手
を
合

わ
せ
、お
念
仏
を
申
す
ご
門
徒
の
方
々
の

お
姿
を
、い
つ
も
近
く
に
感
じ
な
が
ら
生

活
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
お
か

げ
も
あ
っ
て
、お
念
仏
は
大
切
な
も
の
で

あ
る
と
子
ど
も
心
に
も
感
じ
ら
れ
て
い
た

の
で
す
。 

　
し
か
し
、幼
い
私
に
と
っ
て
、ナ
ン
マ
ン

ダ
ブ
ツ
と
口
々
に
称
え
る
そ
の
光
景
は
い

つ
も
不
思
議
に
満
ち
て
い
て
、ど
う
し
て

み
ん
な
お
念
仏
を
称
え
て
い
る
の
？
　
ナ

ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
っ
て
何
？
　
と
、頭
の
中
が

疑
問
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。ご
門

徒
の
方
々
が
お
念
仏
を
称
え
て
お
ら
れ
て

も
、ど
う
し
て
も
私
は
声
に
出
し
て
称
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、小
さ
く
手
を
合
わ

せ
、そ
ば
に
座
っ
て
い
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
。 

　
そ
し
て
そ
れ
は
、大
人
に
な
っ
て
か
ら

も
相
変
わ
ら
ず
で
、日
々
の
暮
ら
し
の
中
、

思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
現
実
に
迷
え
ば

迷
う
ほ
ど
、お
念
仏
を
称
え
て
一
体
何
に

な
る
の
か
、お
念
仏
の
教
え
に
救
わ
れ
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
、疑
う
心

ば
か
り
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
毎
日
を

送
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
そ
の
よ
う
な
中
、あ
る
先
生
か
ら「
南

無
阿
弥
陀
仏
」と
は〝
阿
弥
陀
仏
に
帰
命

し
ま
す
〞〝
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
生
き
る
拠

り
所
と
し
ま
す
〞と
い
う
私
た
ち
の
表
明

で
あ
る
と
同
時
に〝
生
き
と
し
生
け
る
も

の
す
べ
て
を
救
い
ま
す
。私
を
信
じ
て
私

の
名
を
称
え
て
く
だ
さ
い
〞と
い
う
阿
弥

陀
仏
の
誓
い
で
あ
り
、願
い
で
あ
り
、喚
び

声
で
も
あ
る
の
だ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に「
「
帰
命
」は
本

願
招
喚
の
勅
命
な
り
」（『
教
行
信
証
』行
巻

『
真
宗
聖
典
』一
七
七
頁
）と
あ
り
ま
す
が
、我

に
ま
か
せ
よ
と
、阿
弥
陀
仏
が
私
た
ち
を

招
き
喚
び
続
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。お
念
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と

は
、阿
弥
陀
仏
の
呼
び
声
や
願
い
に
応
え

て
い
く
歩
み
で
あ
り
、そ
れ
が
救
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
思
え
ば
、お
寺
で
い
つ
も
お
世
話
に

な
っ
て
い
る
あ
る
方
は
、「
お
念
仏
を
申
す

身
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」と
、

お
念
仏
の
教
え
に
出
遇
わ
れ
た
よ
ろ
こ
び

を
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、お
念
仏
の
教

え
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
世
界
が
あ
る

こ
と
を
ど
う
か
あ
な
た
も
知
っ
て
く
だ
さ

い
と
、私
た
ち
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。そ
の
方
は「
お
念
仏
を
申
す
身
に
な

り
ま
し
た
」と
は
決
し
て
言
わ
れ
な
い
の

で
す
。ど
こ
ま
で
も〝
な
ら
せ
て
い
た
だ
い

た
の
で
す
〞と
。 

　
ま
た
、も
う
亡
く
な
っ
て
十
年
に
な
り

ま
す
が
、肺
の
病
を
患
っ
て
、常
に
酸
素
ボ

ン
ベ
か
ら
の
酸
素
吸
入
が
必
要
だ
っ
た
私

の
父
は「
今
は
、こ
の
畳
一
枚
分
の
ベ
ッ
ド

の
上
が
自
分
の
世
界
の
す
べ
て
」「
食
欲

が
な
く
て
も
三
度
の
食
事
を
ち
ゃ
ん
と
取

る
こ
と
、薬
を
き
っ
ち
り
飲
む
こ
と
、そ
れ

が
今
の
自
分
に
で
き
る
大
事
な
仕
事
」と

言
っ
て
闘
病
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。そ
し

て
亡
く
な
る
直
前
に
は
、「
自
分
に
、も
し

も
の
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
は
、お
念
仏
の

教
え
に
出
遇
え
て
良
か
っ
た
と
言
っ
て
い
た

と
娘
た
ち
に
も
伝
え
て
ほ
し
い
」、そ
う

周
り
の
人
に
言
付
け
て
い
た
そ
う
で
、父

も
ま
た
お
念
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
、受
け

入
れ
が
た
い
身
の
事
実
を
引
き
受
け
て

生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と

を
、そ
の
身
を
も
っ
て
私
た
ち
に
伝
え
て

く
れ
て
い
た
の
で
し
た
。 

　
自
分
の
思
い
を
頑
な
に
握
り
し
め
て
、

な
か
な
か
頷
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

私
で
し
た
が
、お
念
仏
の
教
え
に
出
遇
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
多
く
の
願
い
に
背
き

続
け
て
き
た
自
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
、あ

る
時
、ふ
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。申
し

訳
な
く
思
う
と
同
時
に
、そ
の
声
や
願

い
が
こ
の
私
に
も
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

へ
の
感
動
で
心
が
震
え
、自
然
と
お
念

仏
が
口
か
ら
こ
ぼ
れ
出
た
瞬
間
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　
親
鸞
聖
人
が
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り

た
る
信
心
」（『
歎
異
抄
』『
真
宗
聖
典
』六
二

九
頁
・
六
三
九
頁
）と
示
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
よ
う
に
、信
心
と
は
私
が
信
じ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、仏
様
が
私
た
ち
を

信
じ
喚
び
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、そ

の
お
心
を
い
た
だ
く
こ
と
な
の
で
す
。そ

の
こ
と
に
た
だ
頷
か
せ
て
い
た
だ
く
そ
の

時
、悩
み
、迷
い
な
が
ら
で
も
生
き
て
い

け
る
力
を
賜
り
、そ
し
て
私
も
お
念
仏

を
申
し
、お
念
仏
を
よ
ろ
こ
ぶ
身
に
な
ら

せ
て
い
た
だ
く
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

第27回

大聖寺教区 第１組　專光寺 出雲路 香

遠慶宿縁
―時空を超えて届けられた声と願い―

「
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

京都教区 参議会議員　補欠選挙
　京都教区では、10月14日、立原誠一参議会議員の辞職に伴う京都選挙区参議
会議員補欠選挙を実施し、柴田慶三氏（山城第一組常念寺門徒）を選出した。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休館日・
開館時間及び掲載内容について、中止・延期もしくは日程等を
変更する場合がありますのでご了承ください。

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。

　
我
が
家
の
近
く
に
お
手
次
の
円
願
寺
さ
ん
が
あ
り
ま
す
。住

職
さ
ん
が
お
参
り
の
際
、親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
に
つ
い
て
の

お
話
や「
正
信
偈
」の
内
容
な
ど
あ
り
が
た
い
お
話
を
し
て
く

だ
さ
い
ま
す
。幼
い
頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た「
正
信
偈
」で
す

が
、『
同
朋
新
聞
』で
連
載
さ
れ
て
い
た「
は
じ
め
て
読
む
正
信

偈
」を
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
円
願
寺
の
住
職
さ
ん
は
、朝
７
時
と
夕
方
５
時
に
鐘
を

つ
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
が
、聞
こ
え
て
く
る
鐘
の
音
と
と
も
に
、

最
近
は
日
が
落
ち
る
の
が
早
く
な
っ
た
な
ぁ
と
季
節
の
移
ろ
い
を

感
じ
ま
す
。ど
ん
な
天
候
の
時
で
も
、毎
日
欠
か
さ
ず
決
ま
っ
た

時
刻
に
つ
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。

　
11
月
に
72
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ま
す
が
、感
謝
の
心
を
忘
れ

ず
に
こ
れ
か
ら
も
過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

読者のお便り

滋
賀
県
在
住
　
女
性（
71
歳
） 

※
投
稿
時

鐘
の
音

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-
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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
。

宛 

先

E
メ
ー
ル
／shuppan@

higashihonganji.or.jp
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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

12月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　【時間】毎日14時～（12日10時～）
※毎週火曜日、12月27～1月9日は休会、その他都合により休会する場合があります。

12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】♦4日…休会♦11日…青木馨（同朋大学仏教文化研究所客員
所員）♦18日…名畑直日児（教学研究所研究員）♦25日…休会
12月の公開講演会
【場所】2階  大谷ホール　【日時】12月7日（水）18時～19時30分
【講師】太田浩史（日本民藝協会常任理事）
交流ギャラリー（1階） 【時間】開館時間に同じ
「柳宗悦がであった土徳～人と自然がはぐくんだ越中富山の美～」展　
【期間】開催中～2022年12月15日（木）
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

◇

◇

◇

◇

◇

真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

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、大寝殿または御影堂
【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
人権週間ギャラリー展 12月6日～12月26日
修正会の荘厳と仏花　12月29日～1月7日
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中

東本願寺 　

帰敬式受式記念品を一部変更します

「勤行本・略肩衣入れ（袋）」の仕様が新たに。勤行本・略肩衣とともに
『真宗聖典』を持ち運びいただけます。

※記念品の内、「正信偈」ＣＤは終
　了いたします。（2023年1月より）
※既に受式された方で「聞法ハン
　ドバッグ」をはじめとした記念品
　の再交付（有償）を希望される場
　合は、最寄りの教務所または研
　修部（帰敬式実践運動推進事務
　室 TEL：075-371-9185）まで
　お問い合わせください。

　毎月お届けしている『同
朋新聞』。東本願寺出版の
ホームページから1年分を
無料でご覧いただけること
をご存知ですか。手元に新
聞がない時や、「先月のあの
記事をもう一度読みたい
な」と思った時など、スマホ
やパソコン、タブレットで気
軽にお読みいただけます。
毎月1日に更
新しています。
ぜひご覧くだ
さい！

聞法ハンドバッグ（新規）

真宗大谷派勤行集（従来どおり）

略肩衣（従来どおり）

冊子「真宗門徒の生活」（従来どおり）

帰敬式受式記念品一式

『真宗大谷派勤行集』
[赤本]

聞法ハンドバッグ

略肩衣

『真宗門徒の
生活』

全日本仏教徒会議関係者らと

世界仏教徒会議においてスピーチする
大谷暢裕門首

クロスワードパズルの応募も
メールでできます。ぜひご応募ください。

『同朋新聞』電子版を東本願寺出版ホームページで公開しています！

　
10
月
7
日
か
ら
8
日
、「
第
46
回
全
日
本
仏
教
徒
会

議
山
梨
・
身
延
山
大
会
」が
日
蓮
宗
総
本
山
・
身
延
山

久
遠
寺（
山
梨
県
）に
て
開
催
さ
れ
、全
日
本
仏
教
会

会
長
及
び
大
会
総
裁
と
し
て
大
谷
暢
裕
門
首
が
臨

席
し
た
。

　
全
日
本
仏
教
徒
会
議
は
、全
日
本
仏
教
会
並
び
に
主

に
開
催
地
の
都
道
府
県
仏
教
会
が
主
催
と
な
り
、2
年

ご
と
に
開
催
さ
れ
て
い
る
全
国
大
会
で
、こ
れ
ま
で
さ

ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
議
論
や
、仏
教
徒
の
立

場
か
ら
の
提
言
・
宣
言
の
発
表
等
が
な
さ
れ
て
き
た
。

今
大
会
は『「
共
に
生
き
る
尊
さ
」〜
だ
れ
も
取
り
残
さ

な
い
社
会
の
実
現
に
向
け
て
〜
』を
テ
ー
マ
と
し
て
、記

念
講
演
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
が
行
わ
れ
、大

会
2
日
目
の「
記
念
法
要
」で
は
、本
大
会
総
裁
で
あ
る

門
首
を
導
師
に
、大
谷
派
の
次
第
を
用
い
て
法
要
が
勤

ま
っ
た
。

　
ま
た
、10
月
18
日
か
ら
20

日
に
は
、「
第
30
回
世
界
仏
教

徒
会
議
」が
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク

に
て
開
催
さ
れ
、全
日
本
仏

教
会
会
長
と
し
て
門
首
が
臨
席
し
た
。本
会
議
は
、世

界
各
国
に
お
け
る
1
7
0
の
地
域
セ
ン
タ
ー
が
加
盟

す
る「
世
界
仏
教
徒
連
盟（
以
下「
Ｗ
Ｆ
Ｂ
」）」が
主
催

す
る
2
年
に
一
度
の
世
界
大
会
で
あ
り
、Ｗ
Ｆ
Ｂ
に
お

け
る
各
種
委
員
会
の
活
動
報
告
や
、将
来
の
活
動
計
画

の
決
定
な
ど
が
行
わ
れ
る
。今
大
会
で
は
、山
梨
・
身
延

山
大
会
と
同
様
に
、門
首
が
導
師
を
務
め
、大
谷
派
の

次
第
を
用
い
て
の
法
要
が
勤
ま
っ
た
。ま
た
、門
首
に
よ

る
各
種
ス
ピ
ー
チ
は
英
語
に
て
行
わ
れ
、国
籍
・
人
種

を
超
え
た
世
界
各
国
の
仏
教
徒
と
と
も
に
、仏
陀
の

「
和
」の
精
神
の
も
と
、仏
教
文
化
の
宣
揚
と
世
界
平
和

に
向
け
た
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

大
谷
暢
裕
門
首
が
全
日
本
仏
教
会
会
長
と
し
て
各
種
大
会
に
臨
席

大
谷
暢
裕
門
首
が
全
日
本
仏
教
会
会
長
と
し
て
各
種
大
会
に
臨
席

無料

ここをクリックここをクリック

バックナンバーは
こちらから

バックナンバーは
こちらから

かたぎぬりゃく

おん きょう しゅく えん

いずも じ かおり

お
こ
う

と
な

で

あ

こ
と
づ

よ

き

ほ
ん

が
ん

か
ん

め
い

よ

さ
か
の
ぼ

ど
こ
ろ

み
ょ
う

わ
ず
ら

か
た
く

う
な
ず

た
ま
わ

し
ょ
う

ち
ょ
く

しば た けいぞう

み

く
お
ん
じ

の
ぶ

ち
ょ
う

さ
ん

ゆ
う

ぶ
っ
だ

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真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

（9）  第781号   第781号 （8）2022年（令和4年）12月1日 2022年（令和4年）12月1日朋新聞同朋新聞同



慶讃 ニュース
きょう さん 慶讃法要まで残すところ3カ月となりました。本年4月から教区で開催されている

慶讃法要お待ち受け大会は10月末までに19教区で開催され、7,200人を超える
方が参加、1,199人が帰敬式を受式されています。
今月は名古屋教区、富山教区、三重教区で開催されたお待ち受け大会の様子をお伝えします。
※教区お待ち受け大会の報告は浄土真宗ドットインフォでもご覧いただけます。

　10月1日、秋晴れの中、名
古屋別院において、「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
テーマのもと、お待ち受け大
会が開催され、750人が参加
しました。
　当日は午前に大谷暢裕門
首剃刀による帰敬式が執り
行われ、30人が受式し、暖かな日差しの差し込む本堂で仏弟子として
の一歩を踏み出しました。受式者の女性は「新しい出発に気が引き締
まる思いです」と柔らかな笑顔で語りました。
　引き続き、午後１時からお待ち受け大会が開会しました。はじめに、
お待ち受け慶讃事業推進委員会の松下正信委員長から来賓と来場者
への謝辞が述べられました。「来年の慶讃法要が、心踊る法要となるこ
とを念じます」と語った松下氏の表情は、慶讃法要を機縁とし、私たち
一人ひとりが今一度念仏の教えに立ち返り、人と生まれた意味をたず
ねていくという願いに満ちているように感じられました。続いて、木越
渉宗務総長から挨拶があり、その後、同朋唱和による勤行がありまし
た。そして、大谷暢裕門首から挨拶があり、慶讃法要の願いと意義が伝

えられました。
　続いて、合唱団「名古屋教区 ちいちの華の会」による慶讃テーマソン
グ「今日も明日も　あなたもわたしも」の合唱が披露された後、「浄土真
宗って何ですか。一緒に考えましょう」を講題に、尾畑文正氏（同朋大学
名誉教授）による記念講演がありました。尾畑氏は、現代という時代だか
らこそ抱える苦悩と、どのような時代であろうと変わらない迷いをご自
身のこれまでの経験をとおして問い、私たち一人ひとりのあり方を仏法
にたずねていく大切さについて語りました。
　境内にはブースが設置され、来年真宗本廟でお迎えする慶讃法要
のＰＲや書籍販売が行われました。また、お茶所では「坊さんカフェ」
が開設され、僧侶による淹れたてのコーヒーが参詣者にふるまわれ、
美味しいコーヒーを手にした参加者や親子連れなどで境内は賑わい
ました。
　さまざまな問題を抱え、「人
と生まれた意味」が見えづらく
なった現代だからこそ、私たち
一人ひとりが念仏の教えに立
ち返り、仏法に歩む道をたずね
ていくことが今願われていると
感じた大会となりました。

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
― 一人ひとりのあり方を仏法にたずねる―

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
― 一人ひとりのあり方を仏法にたずねる―

慶讃法要に向け、さまざまな動画を公開しています。ぜひご覧ください。慶讃法要に向け、さまざまな動画を公開しています。ぜひご覧ください。 慶讃特設サイトでも
随時情報を
更新しています
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帰敬式の様子

別院本堂に集った参加者

　10月5日、新川文化ホール（富山県魚津市）においてお待ち受け大
会が開催され、約320人が参加しました。新型コロナ感染防止のた
め、マスクの着用や手指消毒、検温、座席の間隔を確保するなどの感
染対策が講じられる中での開催となりました。
　開会式では、真宗宗歌を唱和した後、石川正穂慶讃事業推進委員
会委員長と長峯顕教参務の挨拶があり、続いて同朋唱和による勤行
がありました。その後、大谷佳人鍵役が挨拶し、慶讃法要お待ち受け
大会のご縁をいただいた感謝の気持ちと、「現代社会に生きる一人
の人間として、今ほど、浄土真宗・念仏の教えが求められているとき
はありません。あらためて、宗祖聖人が顕かにされた本願念仏のみ
教えに生きようではありませんか」と述べられました。
　休憩後、「なぜ、人は満たされないのか―現代社会にもとめられて
いること」を講題に、山極壽一氏（総合地球環境学研究所所長）の記
念講演が行われました。山極氏は「右肩上がりの経済成長を目標に
社会が生産性を高めるように作り変えられていく現代において、個

人の欲求はとどまること
を知らず、満たされること
はない。しかし、これは本
来の人間や社会の在り方
に合致しているのだろう
か。このまま進めば地球も
人類も滅びてしまう。他の

いのちとのつながりを確
かめ、本来の人間の生き
方を考え直さなければ
ならない」と問題提起し
ました。
　大会の終わりに北島
昭彦富山教務所長が「人
間がどう生きてきたの
か、どういう生き物なの
か、どういう生き方をすればよいのか」という山極氏のお話と「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」という慶讃
テーマ、これは二つとも私たちに投げかけられた問いかけであり、こ
の問いかけを一人ひとりがどのように受け取り、考えていくことが大
切ではないか」と挨拶し、最後に全員で恩徳讃を唱和し、大会は閉会
しました。
　私たちは元来「共感力」という人間ならではの強みをもっていなが
ら、現代社会においてはその五感を用いた情緒的コミュニケーショ
ンが希薄になり、現実（リアル）より虚構（フィクション）の占める割
合が拡大したと言われています。私たち一人ひとりがあらためて「つ
ながり」を見直し、人間本来の関係性を考え直すきっかけとなる大
会となりました。

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
― 現代社会にもとめられていること―

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
― 現代社会にもとめられていること―

富山教区富山教区

記念講演（山極壽一氏）

合掌する参加者

（名古屋教区通信員　荒山 優）

（富山教区通信員　庭田龍信）

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
― 「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」をテーマに―
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
― 「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」をテーマに―

　10月8日、三重教区お待ち
受け大会が開催されました。
午前は、桑名別院本統寺にお
いて、大谷裕新門剃刀による
帰敬式が執り行われ、新たに
75人の仏弟子が誕生しまし
た。午後は、柿安シティホール
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ネルディスカッションが行わ
れ、約400人が参加しました。
真宗宗歌を唱和した後、花山

孝介三重教区会議長、酒井良参務の挨拶がありました。続いて、安田
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体より選出された代表が出仕しました。その後、大谷裕新門による挨
拶があり「宗祖聖人が顕らかにされた本願念仏のみ教えに生きよう
ではありませんか」との言葉が参加者へ届けられました。
　引き続き、慶讃テーマである「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」を講題に、高柳正裕氏（学仏道場「回光舎」舎
主）の講演が行われました。高柳氏は、自身の体験をもとに、「阿弥陀
さんのa-mitaとは、量らない、断定しないという意味。阿弥陀さんの
量らない心の光にふれて、自分がいかに人を量り、決めつけているか

に気づかされる。そこに懺悔が発こる。気づかされて頭が下がると、目
の前の存在を拝むことができる。これが礼拝であり、礼拝がなけれ
ば、目の前の存在に本当に遇うことはできない」と語りました。
　続いてパネルディスカッションが行われました。パネリストに慶讃
テーマの作成に関わった結柴依子氏（東北教区淨專寺）、中山郁英氏
（長浜教区徳満寺門徒）、講師の高柳正裕氏を迎え、コーディネー
ターの大橋宏雄氏（三重教区浄願寺）の進行のもと、慶讃テーマが発
表されて3年を経た今、一人ひとりの歩みの中でどのようにテーマを
受けとめているか、また、慶讃テーマが策定される中で大切にしてい
たことなどについて語り合われました。最後にパネリストから大会参
加者へのメッセージが伝えられました。その後、合唱団「ひかり」によ
る「回向曲」合唱の様子がビ
デオで上映され、林恒男教区
門徒会長の挨拶の後、恩徳讃
を唱和し、大会が閉会しまし
た。午後の部は、ライブ配信
も行われ、当日は約180人が
視聴しました。それ以降、約
1,300回を超える視聴をいた
だいています。

三重教区三重教区

帰敬式の様子

講演（高柳正裕氏）
（三重教区通信員　山田潤貴）

慶讃法要ボランティア募集！ “慶讃法要ボランティア”としてご協力いただける方を募集しています。真宗本廟で、全国の
御同朋とともに慶讃法要をお迎えしませんか。多くの方々の参加をお待ちしております。

応募・お問い合わせ   真宗大谷派宗務所総務部　慶讃ボランティア募集係
〒600-8505  京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754番地　

TEL：075-371-9272
FAX：075-371-1214

真宗大谷派の僧侶・門徒・関係学校の学生
所定のエントリーシートに必要事項を記入のうえ、右記応募先まで郵送または
FAXにて提出ください。
※エントリーシートは宗派ホームページよりダウンロードできます。
※郵送をご希望の場合は右記「慶讃法要ボランティア募集係」へご連絡ください。
２０２３年２月２８日（火）
①清掃・接遇業務　②境内催事「憩いのひろば」「子どものひろば」のお手伝い

募集対象
応募方法 

応募締切
募集内容

慶讃特設サイトは
こちらから

※詳細は慶讃特設サイト「お知らせ」をご参照ください。

東本願寺門前エリア 催事のご案内

オープニングイベント

2023年3月、慶讃法要の始まりに合わせ、いよいよ東本願寺の門前に、「東本願

寺前市民緑地」がオープンする予定です。

東本願寺で勤まる「慶讃法要」期間中、市民緑地の始まりを飾るイベントとして、

門前エリア一帯でさまざまな催しが予定されています。

新たな門出を迎える東本願寺門前エリアを、慶讃法要のご参拝とあわせて、

ぜひお楽しみください。

東本願寺前市民緑地のオープンに合わせてセレモニーを開催。
日程や詳細は、決まり次第お知らせします。

東本願寺前市民緑地でのイベント

期間中の平日（月～金）は、新たな市民緑地の日常の過ごし方を感じて
いただけるような場を展開します。
それぞれ思い思いのスタイルで、新たな市民緑地をご体感ください。
平常の市民緑地の姿に加え、キッチンカーの出店などを予定しています。
 
また、土曜・日曜は、京都ゆかりのお店など、さまざまなご縁が集う
「マルシェ（市場）」を開催します。
マルシェにあわせ、緑地エリアには、遊具などが設置され、お子さまも
お楽しみいただけます。

渉 成 園
期間中の渉成園においても、特別イベントを予定しています。
詳細が決まり次第、慶讃法要特設サイトにてお知らせしますので、続報を
お待ちください。

 場所:東本願寺前市民緑地

 場所:東本願寺前市民緑地
期間:2023年3月25日（土）から4月29日（土）

開催日:2023年3月24日（金）午後（予定）

続報・詳細については慶讃法要特設サイトをご確認ください

東本願寺前市民緑地完成イメージ図

※イラストは土日の「マルシェ」イメージです
※出店店舗は週ごとに変わる予定です
※イメージのためイラストとは異なる場合があります
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慶讃 ニュース
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が開設され、僧侶による淹れたてのコーヒーが参詣者にふるまわれ、
美味しいコーヒーを手にした参加者や親子連れなどで境内は賑わい
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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
― 「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」をテーマに―
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
― 「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」をテーマに―

　10月8日、三重教区お待ち
受け大会が開催されました。
午前は、桑名別院本統寺にお
いて、大谷裕新門剃刀による
帰敬式が執り行われ、新たに
75人の仏弟子が誕生しまし
た。午後は、柿安シティホール
（桑名市）において、講演とパ
ネルディスカッションが行わ
れ、約400人が参加しました。
真宗宗歌を唱和した後、花山

孝介三重教区会議長、酒井良参務の挨拶がありました。続いて、安田
雅三重教務所長の調声のもと勤行があり、教区教化委員及び各諸団
体より選出された代表が出仕しました。その後、大谷裕新門による挨
拶があり「宗祖聖人が顕らかにされた本願念仏のみ教えに生きよう
ではありませんか」との言葉が参加者へ届けられました。
　引き続き、慶讃テーマである「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」を講題に、高柳正裕氏（学仏道場「回光舎」舎
主）の講演が行われました。高柳氏は、自身の体験をもとに、「阿弥陀
さんのa-mitaとは、量らない、断定しないという意味。阿弥陀さんの
量らない心の光にふれて、自分がいかに人を量り、決めつけているか

に気づかされる。そこに懺悔が発こる。気づかされて頭が下がると、目
の前の存在を拝むことができる。これが礼拝であり、礼拝がなけれ
ば、目の前の存在に本当に遇うことはできない」と語りました。
　続いてパネルディスカッションが行われました。パネリストに慶讃
テーマの作成に関わった結柴依子氏（東北教区淨專寺）、中山郁英氏
（長浜教区徳満寺門徒）、講師の高柳正裕氏を迎え、コーディネー
ターの大橋宏雄氏（三重教区浄願寺）の進行のもと、慶讃テーマが発
表されて3年を経た今、一人ひとりの歩みの中でどのようにテーマを
受けとめているか、また、慶讃テーマが策定される中で大切にしてい
たことなどについて語り合われました。最後にパネリストから大会参
加者へのメッセージが伝えられました。その後、合唱団「ひかり」によ
る「回向曲」合唱の様子がビ
デオで上映され、林恒男教区
門徒会長の挨拶の後、恩徳讃
を唱和し、大会が閉会しまし
た。午後の部は、ライブ配信
も行われ、当日は約180人が
視聴しました。それ以降、約
1,300回を超える視聴をいた
だいています。

三重教区三重教区

帰敬式の様子

講演（高柳正裕氏）
（三重教区通信員　山田潤貴）

慶讃法要ボランティア募集！ “慶讃法要ボランティア”としてご協力いただける方を募集しています。真宗本廟で、全国の
御同朋とともに慶讃法要をお迎えしませんか。多くの方々の参加をお待ちしております。

応募・お問い合わせ   真宗大谷派宗務所総務部　慶讃ボランティア募集係
〒600-8505  京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754番地　

TEL：075-371-9272
FAX：075-371-1214

真宗大谷派の僧侶・門徒・関係学校の学生
所定のエントリーシートに必要事項を記入のうえ、右記応募先まで郵送または
FAXにて提出ください。
※エントリーシートは宗派ホームページよりダウンロードできます。
※郵送をご希望の場合は右記「慶讃法要ボランティア募集係」へご連絡ください。
２０２３年２月２８日（火）
①清掃・接遇業務　②境内催事「憩いのひろば」「子どものひろば」のお手伝い

募集対象
応募方法 

応募締切
募集内容

慶讃特設サイトは
こちらから

※詳細は慶讃特設サイト「お知らせ」をご参照ください。

東本願寺門前エリア 催事のご案内

オープニングイベント

2023年3月、慶讃法要の始まりに合わせ、いよいよ東本願寺の門前に、「東本願

寺前市民緑地」がオープンする予定です。

東本願寺で勤まる「慶讃法要」期間中、市民緑地の始まりを飾るイベントとして、

門前エリア一帯でさまざまな催しが予定されています。

新たな門出を迎える東本願寺門前エリアを、慶讃法要のご参拝とあわせて、

ぜひお楽しみください。

東本願寺前市民緑地のオープンに合わせてセレモニーを開催。
日程や詳細は、決まり次第お知らせします。

東本願寺前市民緑地でのイベント

期間中の平日（月～金）は、新たな市民緑地の日常の過ごし方を感じて
いただけるような場を展開します。
それぞれ思い思いのスタイルで、新たな市民緑地をご体感ください。
平常の市民緑地の姿に加え、キッチンカーの出店などを予定しています。
 
また、土曜・日曜は、京都ゆかりのお店など、さまざまなご縁が集う
「マルシェ（市場）」を開催します。
マルシェにあわせ、緑地エリアには、遊具などが設置され、お子さまも
お楽しみいただけます。

渉 成 園
期間中の渉成園においても、特別イベントを予定しています。
詳細が決まり次第、慶讃法要特設サイトにてお知らせしますので、続報を
お待ちください。

 場所:東本願寺前市民緑地

 場所:東本願寺前市民緑地
期間:2023年3月25日（土）から4月29日（土）

開催日:2023年3月24日（金）午後（予定）

続報・詳細については慶讃法要特設サイトをご確認ください

東本願寺前市民緑地完成イメージ図

※イラストは土日の「マルシェ」イメージです
※出店店舗は週ごとに変わる予定です
※イメージのためイラストとは異なる場合があります
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第1期法要 2023年3月25日～4月8日 第2期法要 2023年4月15日～29日讃仰期間 2023年4月9日～14日
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慶讃特設サイト 　

今月の写真 アフリカゾウの群れ。
ヒト以外の動物で三代にわたって伝承ができるのはゾウだけだという。
いのちをつなぐために大切に伝承されてきたこととは何か。そして、
私たちは次の世代に何を手渡していくのだろうか（2・3面参照）。

CONTENTS

2・3面 6・7面

8面

5面

4面

今月の法話

～是旃陀羅の課題～
御同朋・御同行からの問いかけ

第13回

10・11面

生き物たちが
教えてくれること（前編）

今泉 忠明さん

人間といういのちの相

―「子どものつどい
in東本願寺」に向けて―

であう　つながる　ともにある

第27回

第5回
親鸞聖人にであう

現在を きる

慶讃法要お待ち受け大会
開催

名古屋教区
富山教区
三重教区

慶讃 ニュース
座談会

今泉  忠明

環境がどのように変わるかは 

予測できるものではありません

環境に適応することが進化であるけれど 

その根底にある「生きる」ということが

大事ではないでしょうか

①3月25日（土）～27日（月）
②3月28日（火）～30日（木）
③4月  1日（土）～  3日（月）
④4月  6日（木）～  8日（土）

2 泊

2泊

2泊

2泊

【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。

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。 「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」の期間に募集している

奉仕団です。慶讃法要にお遇いする大切な時を一緒にお迎えしませんか。

2 泊

3月2日（木）～4日（土）
1 泊

◆真宗本廟おみがき奉仕団 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

「慶讃法要奉仕団」・「讃仰奉仕団」・「真宗本廟奉仕 体験奉仕団」
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

「慶讃法要奉仕団」・「讃仰奉仕団」・「真宗本廟奉仕 体験奉仕団」
［第一期法要期間］

①4月  9日（日）～11日（火）
②4月12日（水）～14日（金）

2 泊

2泊

［讃仰期間］
⑤4月15日（土）～17日（月）
⑥4月18日（火）～20日（木）
⑦4月21日（金）～23日（日）
⑧4月24日（月）～26日（水）
⑨4月27日（木）～29日（土）

2 泊

2泊

2泊

2泊

2泊

［第二期法要期間］

詳しくはこちら

〈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

参加費（共通）

※上記は大人（15歳以上）の場合です。※讃仰奉仕団は「御旧跡参拝参加費」として別途5,000円が必要です。

※「真宗本廟奉仕 体験奉仕団」は上記「慶讃法要奉仕団」期間中に開催いたします。

あらためて奉仕団の歴史や清掃奉仕の重要性を
教えていただき、先達の方々がいかに、
ご本山の護持に心を砕かれてきたかを

気づかせていただきました。
（40代・女性）

あらためて奉仕団の歴史や清掃奉仕の重要性を
教えていただき、先達の方々がいかに、
ご本山の護持に心を砕かれてきたかを

気づかせていただきました。
（40代・女性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

帰敬式

2023年1月20日（金）申込締切 2023年2月24日（金）2023年2月24日（金）申込締切

3月2日（木）～3日（金）

◆

写真：スフィア / PIXTA
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今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

クロスワードパズルを完成させよう！

答え
A B C D

1

5

4

7 8

10

11

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！　
12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12月31日（土）（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12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

3

4

6

7

9

8

7

9

11

10

5

1 『人間といういのちの相』今泉忠明さんは、
「ベスト〇〇ー」『ざんねんないきもの事典』のほか、
多くの図鑑監修を手がけられています。（2・3面）
親鸞聖人が六角堂に参籠されたとき、夢に出てきて
お告げをされたのは、六角堂のご本尊である
「〇〇〇〇〇〇つ」です。（5面）
『御同朋・御同行からの問いかけ』今月のテーマは、
「聞法〇〇〇出発」です。（4面）
『子どものつどいin東本願寺』では、親鸞聖人が
住んでおられたと伝えられる草庵をイメージした
「草庵　親鸞さまの〇〇〇〇〇」という
ブースがあります。（6・７面）
教区「お〇〇受け大会」の報告は、浄土真宗
ドットインフォでもご覧いただけます。（11面）

10月18日から20日に、「第30回〇〇〇仏教徒会議」がタイ・バンコク
にて開催されました。（9面）
『聞ー今月の法話ー』今月のタイトルは、「〇〇慶宿縁ー時空を超えて
届けられた声と願いー」です。（8面）
「ど〇〇〇会館」の『サガエさんの部屋』は、誰が来ても、何を話しても
いい場所です。（6・７面）
『親鸞聖人にであう』今月のタイトルは、「夢ー聖徳太子と
六角ど〇〇〇〇うー」です。（5面）
『第46回　全日本仏教徒会議　山梨・身延山大会』のテーマは、
「共に生きる尊さ～だれも取り〇〇〇〇〇社会の実現に向けて～」でした。（9面）
名古屋教区お待ち受け大会では、合唱団「名古屋教区 ちいち〇〇な
の会」による慶讃テーマソング『今日も明日も　あなたもわたしも』の
合唱が披露されました。（11面）
『聞ー今月の法話ー』今月の筆者は、「だ〇〇ょう寺教区」の
出雲路香さんです。（8面）
三重教区お待ち受け大会では、「〇〇谷裕」新門剃刀による
帰敬式が執り行われました。（10面）
富山教区お待ち受け大会では、「〇〇極壽一」氏の記念講演が行われました。（11面）

◆「今月の法話―聞―」「南無阿弥陀仏」と手を合わせる暮らしが我が家では子や孫に繋がっています。(60代男性) 
◆仙台教区お待ち受け大会、私も参加しましたのでとてもうれしく拝読しました。(80代女性)読者のこえ
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読んで（ （
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応募はコチラ

◇来年5月5日に、真宗本廟で「子どものつどいin東本願寺」が開催されます。（6・
7面）準備に携わられてきたスタッフの方の座談会に私も同席しました。当日はつ
どいの会議後でお疲れの中にもかかわらず、これまでの青少幼年教化の取り組み
や読者へのメッセージをお話しくださるみなさんの姿から、つどいへの熱い思い
と込められた願いの強さを感じました。また、「であう　つながる　ともにある」時

がすでに始まっているのだとうれしく思いました。そして、私もその中の一人であ
ると感じています。◇9月号より『同朋新聞』の編集に携わることとなりました。
日々寄せられるお便りをとおして、新聞をお読みいただいているみなさまの温もり
を感じ、とてもうれしく思っています。みなさまから愛される『同朋新聞』を作り上
げていくために精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。(古賀)

編集室
だより

東本願寺
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2023年
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