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慶讃法要　アーカイブ 　
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今月の法話
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-お寺の掲示板-

東本願寺YouTubeにて
慶讃法要の様子を一部
アーカイブ公開しています。

今月の写真 夕方の街を歩く親子
「私は大切に思っているけど、信じても、信じなくてもどちらでもいいよ」
大人であっても、子どもであっても、それぞれが信じる自由を持っています。
私たちはどのように宗教を信仰し、伝えていくべきでしょうか。（2・3面参照）

表紙写真：zhengqiang／ PIXTA（ピクスタ） ３面写真：まちゃー／ PIXTA（ピクスタ）

第38回

現在を きる

宗教を見つめる
松田 彩絵さん

人間といういのちの相

第17回［最終回］

［最終回］

第5回

親鸞聖人にであう

組門徒会員の選定について
～男女共同参画に向けて～

-大谷祖廟-

亡き人をとおして
念仏の教えに出遇う仏法相続の場

特集

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

奉仕団の話し合いでは、わきあいあいと
しつつも、各々の悩みやつまずきを

出しあって自分を振りかえるあたたかい時を
過ごすことができたと思います。

（50代 男性）

奉仕団の話し合いでは、わきあいあいと
しつつも、各々の悩みやつまずきを

出しあって自分を振りかえるあたたかい時を
過ごすことができたと思います。

（50代 男性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

参 加 費

2024年真宗本廟奉仕のご案内 真宗本廟奉仕を機に、
ぜひ           を受式ください。

入館状況については、研修部まで
お電話でお問い合わせください。 帰敬式

2 泊

2024年4月1日（月）～３日（水） 
1 泊

2024年4月1日（月）～２日（火） 

申込締切

宗祖親鸞聖人の御誕生を縁とした親鸞聖人御
誕生会（音楽法要）や全戦没者追弔法会等の
「春の法要参拝」を中心とした奉仕団です。

宗祖親鸞聖人の御誕生を縁とした親鸞聖人御
誕生会（音楽法要）や全戦没者追弔法会等の
「春の法要参拝」を中心とした奉仕団です。

◆春の法要奉仕団

2024年2月21日（水）

2 泊

2024年3月7日（木）～9日（土） 
1 泊

2024年3月7日（木）～8日（金） 

申込締切

春の法要を迎えるにあたって、真宗本廟
内の仏具のおみがきを中心とした奉仕
団です。

春の法要を迎えるにあたって、真宗本廟
内の仏具のおみがきを中心とした奉仕
団です。

◆真宗本廟おみがき奉仕団

2024年1月26日（金）

〈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。

一年を通じて、一般の奉仕団（寺院・門徒会等）の募集も受け付けています。詳しくは同朋会館HPをご確認ください。

同朋会館には、奉仕団
参加者向けのカフェ
（無料）がございます。
ぜひ上山いただき、お
仲間や他団体の方々
とともに、ホッと一息
つきませんか？
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カ
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教
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け
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は
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こ
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し
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が

あ
る
か
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う
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な
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で
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ょ
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か

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！
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A B C D

1

5

4

7

8

10 11

12

9

32

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

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

プレゼント付
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ヨコのカギタテのカギ
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1 『親鸞聖人にであう』「〇〇水」の北に廟堂が建てられ、
親鸞聖人のご影像が安置されました。（5面）
『現在を生きる』今月は、「〇〇〇教区」通信員
庭田龍信さんが執筆しています。(4面)
カルト問題のご相談は、真宗大谷派「青少幼年〇〇〇〇」へ。
                                                         （11面枠下）
『人間といういのちの相』松田彩絵さんは、
「社会ふ〇〇〇」です。（2・3面）
9月27日から28日、「し〇〇そ親鸞聖人」のお墓所である
大谷祖廟において、報恩講が勤修されました。（10面）
第58回を迎える「〇〇〇〇冬の旅」に、
東本願寺が今回も協力します。（11面）
今月の『特集』は、「亡き人をとおして念仏の教えに出遇う
仏法相続の場ー大谷〇〇〇〇ー」です。（6・7面）

『男女共同参画に係る特別措置条例』は、「じ〇〇〇」の
宗門運営への積極的な参画を実現する取り組みとして、
制定されました。（8面）
「○○○○う大谷派」の寺院は全国各地に
8,500カ寺以上あります。（6・7面）
「真宗〇〇〇」（コミュニケーションカード）の
オンライン版体験会を開催します。（11面）
『親鸞聖人にであう』「清沢〇〇〇」先生は、親鸞聖人が
出あわれたのは『天命に安んじて人事を尽くす』道だと
言われました。（5面）
『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「〇〇〇教を見つめる」です。（2・3面）
真宗門徒として「帰敬式(おか〇〇り)」を受けましょう。
『「聞」ー今月の法話ー』今月の筆者は、
長浜教区の「興〇〇慶実」さんです。（9面）

◆慶讃法要に参拝した時、「人と生まれたことの意味をたずねていこう」という言葉の意味を何回も考えたことを思い出し、
   あらためて忘れられない経験ができたと思いました。（80代男性） 
◆『今月の法話　聞』今年生まれた娘との向き合い方、育て方を考えるよい機会となりました。ぶつかることもあると思いますが、ともに乗り越えていきたいです。（30代女性）

読者のこえ
9月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

10
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（1・4・7面枠下）

◇「親鸞聖人にであう」（5面）、「今月の法話 聞」（9面）の連載は、今号で最終
回となります。「親鸞聖人にであう」では、乾先生と中高生の軽快な掛け合いか
ら、聖人のいただかれた教えとともに、あらためて自分自身を考えました。また、
「今月の法話 聞」では、毎号変わる執筆者のそれぞれの歩みの中で、真宗の教
えから自らを問われる姿勢を学びました。乾文雄先生、「聞」をご執筆いただい

た皆さまに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。来月号からリニューア
ルする『同朋新聞』もぜひお楽しみください。◇「もう年末か」と毎年驚いている
気がします。あっという間に過ぎてしまう日々だからこそ、立ち止まって自分自
身を振り返ることが大切なのでしょう。そのきっかけを『同朋新聞』にいただい
ているように思います。（古賀）

編集室
だより

東本願寺真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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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」

人
の
意
向
が
あ
っ
た
た
め
、申
請
可
能
な
奨

学
金
や
支
援
制
度
、そ
し
て
具
体
的
な
相
談

先
を
教
え
ま
し
た
。

　
そ
れ
ま
で
、こ
う
いっ
た
宗
教
に
関
す
る
問

題
は
宗
教
者
が
関
わ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
が
、相
談
を
受
け
て
、こ
れ
な
ら
私

の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
社
会
福
祉
の
領
域
で

解
決
で
き
る
問
題
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

気
づ
き
ま
し
た
。こ
れ
が
私
の「
宗
教
２
世
問

題
」に
出
会
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。し
か
し
、そ

れ
以
降「
宗
教
２
世
」の
方
々
と
関
わ
り
を

深
め
る
中
で
、宗
教
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問

題
も
見
え
て
き
ま
し
た
。

̶
̶

支
援
の
必
要
な「
宗
教
２
世
」の
方
と

接
し
て
い
て
、何
か
特
徴
と
し
て
感
じ
る
点

は
あ
り
ま
す
か
。

　「
宗
教
２
世
」に
は
２
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

り
ま
す
。一
つ
は
、親
が
途
中
で
宗
教
に
入
信

し
た
場
合
。も
う
一
つ
は
、生
ま
れ
た
時
か
ら

そ
の
家
庭
が
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
場
合
で

す
。特
に
後
者
の
場
合
は
、自
分
を
取
り
巻

く
世
界
の
す
べ
て
が
そ
の
宗
教
に
強
く
染

ま
っ
た
中
で
無
意
識
に
育
っ
て
き
た
の
で
、強

̶
̶

松
田
さ
ん
が
、「
宗
教
２
世
問
題
」に
関

わ
る
こ
と
と
な
っ
た
き
っ
か
け
は
な
ん
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
、大
学
で
社
会
福
祉
学
を
学
び
、卒

業
後
は
地
域
で
福
祉
職
と
し
て
働
い
て
い
ま

し
た
。2
0
1
5
年
の
あ
る
日
、大
学
時
代

の
恩
師
か
ら
学
生
と
の
面
談
に
同
席
し
て
ほ

し
い
と
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
学
生
は
大
学
１
年
生
で
し
た
が
、母

親
が
１
年
次
の
前
期
分
の
授
業
料
を
納
め
た

後
、残
り
３
年
半
分
の
蓄
え
を
あ
る
宗
教
団

体
に
す
べ
て
献
金
し
て
し
ま
い
、こ
れ
か
ら
先

ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
相
談
で

し
た
。初
め
は
宗
教
に
関
す
る
問
題
か
と
思

い
ま
し
た
が
、問
題
の
核
心
は
宗
教
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。確
か
に
親
は
、あ
る
宗
教

の
信
者
で
し
た
が
、学
生
が
困
っ
て
い
る
の
は

教
育
費
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、宗
教
に
つ
い

て
悩
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。借
金

を
し
て
で
も
大
学
を
卒
業
し
た
い
と
い
う
本

い
特
徴
が
み
ら
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、白
黒
思
考
と
言
っ
た
り
も
し
ま

す
が
、「
イ
エ
ス
」か「
ノ
ー
」の
２
つ
の
選
択

肢
し
か
な
い
方
が
と
て
も
多
い
で
す
。私
た

ち
の
生
活
の
中
で
は
、人
と
意
見
の
相
違
が

あ
っ
た
時
、相
手
が
正
し
い
と
思
わ
な
い
け

ど
、言
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
と
い
う
グ

レ
ー
ゾ
ー
ン
が
発
生
す
る
こ
と
っ
て
あ
り
ま

す
よ
ね
。で
も
、そ
れ
を
許
す
こ
と
が
で
き

ず
、う
ま
く
対
応
で
き
な
い
と
い
う
特
徴
が

色
濃
く
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、フ
レ
キ
シ
ブ

ル
に
人
と
接
す
る
こ
と
が
苦
手
な
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　
ま
た
、人
に
心
を
開
く
こ
と
が
苦
手
と
い

う
特
徴
も
あ
り
ま
す
。自
分
が
信
じ
て
き
た

教
え
の
世
界
の
中
で
し
か
生
き
て
き
て
い
な

い
の
で
、信
仰
の
中
身
を
客
観
的
に
説
明
で

き
ず
、そ
の
宗
教
の
素
晴
ら
し
い
点
は
言
え

て
も
、そ
れ
を
自
分
の
今
の
辛
さ
に
結
び
付

け
ら
れ
な
い
の
で
す
。な
の
で
、何
に
困
って
い

る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
た
め
に
、な
か
な
か

心
を
開
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。こ
ち
ら
か
ら
進
ん

で
そ
の
宗
教
の
教
義
の
理
解
を
示
す
と
、や
っ

と
心
を
開
い
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
相
談
す
る
た
め
に
役
所
に
行
っ
て
も
、困
っ

て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
よ
り
先
に
、ま
ず
自

分
の
宗
教
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
た

め
、「
そ
れ
は
家
庭
の
問
題
で
し
ょ
う
」と
言

わ
れ
て
追
い
返
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。確

か
に
、宗
教
は
家
庭
の
問
題
だ
と
言
う
こ
と

も
理
解
で
き
る
の
で
す
が
、「
宗
教
２
世
」の

方
に
関
し
て
は
、人
権
侵
害
の
面
か
ら
も
問

題
が
あ
る
の
で
、単
な
る
家
庭
の
問
題
と
は

異
な
り
ま
す
。

　
私
は
、そ
の
方
た
ち
の
状
況
を
、言
葉
は
通

じ
る
け
ど
文
化
が
違
う
外
国
に
何
の
準
備
も

な
く
引
っ
越
す
こ
と
に
た
と
え
て
お
話
し
し

て
い
ま
す
。海
外
に
行
く
と
、当
然
国
の
文
化

が
違
い
ま
す
よ
ね
。そ
し
て
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョッ

ク
も
感
じ
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
を
生
ま
れ

育
っ
た
国
で
味
わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。同

じ
国
で
生
ま
れ
た
の
に
他
の
人
と
全
く
文
化

が
違
う
状
況
下
で
戦
って
い
る
の
で
す
。

̶
̶

そ
う
し
た
特
徴
を
抱
え
て
い
る
と
、な

か
な
か
自
分
の
辛
さ
を
訴
え
ら
れ
な
い
方

も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
で
す
ね
。安
倍
元
首
相
銃
撃
事
件
の

前
ま
で
は
、自
ら
の
力
で
何
か
こ
の
宗
教
は
お

か
し
い
と
気
づ
か
な
い
限
り
、Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
発
信

で
き
な
い
。そ
し
て
、Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
し
た
く
て

も
、出
し
方
も
わ
か
ら
な
い
。私
た
ち
も
、Ｓ

Ｏ
Ｓ
を
出
し
て
く
れ
な
い
か
ら
救
え
な
い
、と

い
う
状
態
が
続
い
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、事

件
後
は
、報
道
を
受
け
て
、「
自
分
の
家
は

や
っ
ぱ
り
お
か
し
い
」と
気
づ
く
方
た
ち
も
増

え
ま
し
た
。

̶
̶

そ
う
い
っ
た
宗
教
を
ご
覧
に
な
ら
れ

て
、カ
ル
ト
宗
教
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
と

思
わ
れ
ま
す
か
。

　
カ
ル
ト
宗
教
と
他
の
宗
教
を
分
け
る
の

は
、そ
こ
に
教
義
の
押
し
付
け
と
人
権
侵
害

が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
人
権
侵
害
の
問
題
で
は
、宗
教
団
体
に
よ

る
虐
待
の
ニュ
ー
ス
も
聞
か
れ
て
い
ま
す
し
、

禁
酒・禁
煙・禁
恋
愛
と
い
う
団
体
も
あ
り
ま

す
。そ
う
いっ
た
個
人
の
自
由
を
制
限
し
て
い

る
時
点
で
、そ
れ
は
人
権
侵
害
で
す
。

　
ま
た
、生
ま
れ
な
が
ら
に
家
庭
で
そ
の
宗

教
を
信
仰
し
て
い
た
場
合
、自
分
も
信
じ
な

い
と
子
ど
も
は
生
き
づ
ら
い
で
す
よ
ね
。だ
か

ら
親
を
慮
っ
た
り
、生
き
る
た
め
に
、信
仰
し

て
い
る
ふ
り
を
し
て
い
る
子
た
ち
も
い
ま
す
。

で
も
、信
仰
と
は
、心
の
根
っ
こ
に
あ
る
も
の

だ
か
ら
、信
仰
が
あ
る
ふ
り
を
す
る
っ
て
辛
い

こ
と
な
ん
で
す
。そ
れ
で
ど
ん
ど
ん
精
神
を
病

ん
で
いって
し
ま
い
ま
す
。そ
れ
も
れ
っ
き
と
し

た
人
権
侵
害
だ
と
思
い
ま
す
。

̶
̶

私
た
ち
の
生
活
の
中
に
も
、古
く
か
ら

家
庭
や
地
域
の
中
で
、宗
教
や
宗
教
的
文
化

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。そ
れ
は
押
し
付
け
や
人
権
侵
害
と
は

違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
の
実
家
の
宗
旨
は
浄
土
宗
で
、子
ど
も

の
こ
ろ
は「
仏
さ
ま
に
お
供
え
し
て
、念
仏
を

し
て
か
ら
で
な
い
と
ご
飯
を
食
べ
た
ら
駄
目

だ
よ
」な
ど
と
言
わ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、こ

れ
は
お
作
法
レ
ベ
ル
の
話
だ
と
思
う
ん
で
す
。

例
え
ば
、今
日
は
あ
な
た
が
お
供
え
を
す
る
べ

き
だ
っ
た
け
ど
、代
わ
り
に
お
父
さ
ん
が
や
っ

て
お
い
た
か
ら
、ご
飯
を
食
べ
よ
う
か
と
い
う

日
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、体
調
を
崩
し
て
い
た

り
、受
験
勉
強
中
で
あ
っ
た
り
、生
活
し
て
い

る
と
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

　
そ
の
事
情
を
く
ん
で
く
れ
る
の
は
、カ
ル
ト

度
の
低
い
宗
教
だ
と
思
い
ま
す
。カ
ル
ト
度
の

高
い
宗
教
は
、ど
ん
な
事
情
が
あ
れ
、そ
れ
を

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。そ
の
よ
う

な
違
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

̶
̶

愛
す
る
家
族
に
、自
分
が
一
番
大
切
に

思
っ
て
い
る
教
え
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は

自
然
で
し
ょ
う
が
、受
け
入
れ
な
い
自
由
が

あ
る
と
い
う
こ
と
も
伝
え
な
い
と
、教
え
を

子
ど
も
を
支
配
す
る
道
具
に
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、そ
こ
を
確
か
め
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
で
す
ね
。教
え
を
伝
え
る
って
難
し
い

で
す
よ
ね
。教
え
に
対
し
て
、私
は
こ
う
思
っ

て
い
る
か
ら
、あ
な
た
に
も
伝
え
る
け
ど
、あ

な
た
は
信
じ
て
も
信
じ
な
く
て
ど
ち
ら
で
も

い
い
よ
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
大
事
な
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

̶
̶

そ
れ
と
同
時
に
、そ
の
人
が
信
じ
て
い
る

こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
よ
ね
。

　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。そ
れ
が
た
と
え

カ
ル
ト
で
あ
っ
て
も
、相
手
が
信
仰
し
て
い
る

も
の
を
否
定
す
る
権
利
は
誰
に
も
な
い
で
す

よ
ね
。

　
最
近
ア
イ
ド
ル
な
ど
を
応
援
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、「
推
し
」と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
。

　
誰
か
に
推
し
て
い
る
宗
教
が
あ
っ
て
、ア
イ

ド
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
み
た
い
に
、法
話

を
聞
き
に
行
っ
た
り
、法
要
に
参
拝
す
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
を「
何
で
そ
ん
な
宗
教
が
好
き
な
の
、

気
持
ち
悪
い
よ
。そ
ん
な
法
要
に
行
か
な
い

方
が
い
い
よ
」な
ん
て
言
う
の
は
お
か
し
い
で

す
よ
ね
。自
分
の
趣
味
や
信
仰
に
つ
い
て
、周

り
に
と
や
か
く
言
わ
れ
る
い
わ
れ
は
あ
り
ま

せ
ん
。そ
れ
も
ま
た
、個
人
の
人
権
だ
と
思
い

ま
す
。

̶
̶

「
宗
教
２
世
」の
方
た
ち
が
信
仰
を
捨

て
た
時
に
問
題
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。

　「
宗
教
２
世
」に
起
こ
る
問
題
と
言
っ
て

も
、い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、親
か
ら
身
を

離
す
た
め
に
夜
逃
げ
し
て
お
金
が
な
い
と
いっ

た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、信
じ
て
い
な

い
こ
と
を
隠
し
、信
仰
す
る
ふ
り
を
し
て
育
っ

た
た
め
に
、精
神
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
に
、生
活
困

窮
と
精
神
面
の
不
調
が
問
題
と
な
る
こ
と
が

多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

̶
̶

そ
れ
ら
の
支
援
と
し
て
、生
活
困
窮
に

つ
い
て
は
、い
ろ
い
ろ
な
制
度
を
利
用
し
て

支
援
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、精
神
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
い
る

場
合
に
も
、制
度
で
カ
バ
ー
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　
精
神
的
な
部
分
に
関
し
て
は
、制
度
だ
け

で
は
カ
バ
ー
で
き
ま
せ
ん
。し
か
し
、そ
う
い

う
人
は
生
活
の
困
窮
も
と
も
に
抱
え
て
い
る

場
合
も
多
い
の
で
、そ
の
場
合
は
ま
ず
生
活

保
護
を
受
け
て
、し
っ
か
り
と
治
療
を
す
る
こ

→

「
宗
教
２
世
」と
の
出
会
い

カ
ル
ト
宗
教
と
は
何
か
？

私
た
ち
が
考
え
る
べ
き
こ
と

と
を
勧
め
ま
す
。ま
た
、先
ほ
ど
お
話
し
し
た

よ
う
に
、「
宗
教
２
世
」の
方
は
、自
分
の
状

況
を
説
明
す
る
の
が
苦
手
な
の
で
、自
分
の

困
って
い
る
こ
と
を
紙
な
ど
に
箇
条
書
き
に
し

て
い
く
と
い
い
よ
、な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
伝

え
て
い
ま
す
。

̶
̶

い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
受
け
る
中
で
、

今
、松
田
さ
ん
が
感
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。

　「
宗
教
２
世
」の
方
た
ち
は
、い
ろ
い
ろ
な

悩
み
を
抱
え
な
が
ら
、ず
っ
と
頑
張
り
続
け
て

き
た
方
た
ち
で
す
。誰
に
も
相
談
で
き
な
い

環
境
の
中
で
、一
人
で
悶
々
と
考
え
て
、自
力

で
信
仰
を
や
め
よ
う
と
決
め
ら
れ
た
わ
け
で

す
ね
。本
当
に
大
変
な
思
い
を
さ
れ
て
き
た

と
思
う
し
、も
っ
と
社
会
全
体
か
ら
守
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。誰

し
も
が
健
康
に
、文
化
的
に
生
き
る
権
利
が

あ
る
と
い
う
の
が
憲
法
第
25
条
で
定
め
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

　
み
ん
な「
幸
せ
に
な
り
た
い
」と
思
っ
て
い

る
の
に
、そ
の
な
り
方
が
わ
か
ら
な
い
。何
が

幸
せ
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。そ
ん
な
状
況
で

す
。幸
せ
と
は
何
か
。ま
ず
は
居
場
所
と
な
る

床
が
あ
っ
て
、暖
を
と
れ
る
布
団
が
あ
っ
て
、

雨
風
が
防
げ
る
屋
根
が
あ
れ
ば
幸
せ
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
、と
いっ
た
話
を
し
て
い
ま
す
。

̶
̶

事
件
以
降
、社
会
的
関
心
度
も
高
い
と

思
い
ま
す
が
、「
宗
教
２
世
」が
社
会
的
な

弱
者
で
、サ
ポ
ー
ト
を
必
要
と
し
、守
ら
れ

る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
、ま
だ

あ
ま
り
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。私
た
ち
が

今
考
え
る
べ
き
こ
と
は
一
体
な
ん
で
し
ょ

う
か
。

　
子
ど
も
は
親
を
選
べ
ま
せ
ん
。親
が
選
ん

→

だ
宗
教
が
、た
ま
た
ま
間
違
って
い
た
と
い
う

だ
け
の
話
で
す
。ま
た
、そ
の
親
も
心
か
ら
悪

い
人
で
は
な
く
、ち
ょっ
と
選
ぶ
も
の
を
間
違

え
た
だ
け
な
ん
で
す
ね
。

　「
宗
教
２
世
」と
一
口
に
言
っ
て
も
、一
人

ひ
と
り
、い
ろ
い
ろ
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
あ
り

ま
す
。だ
か
ら
、「「
宗
教
２
世
」っ
て
こ
ん
な

人
た
ち
だ
ろ
う
」と
いっ
た
偏
見
の
色
眼
鏡
を

外
さ
な
い
と
、誰
と
も
平
等
に
話
せ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。日
本
人
っ
て
、ど
こ
の
学
校
の
出

身
だ
と
か
、職
業
が
ど
う
だ
と
か
、そ
う
い
う

レ
ッ
テ
ル
が
一
生
付
き
ま
と
っ
た
り
し
ま
す
よ

ね
。で
も
、そ
う
い
う
こ
と
は
い
っ
た
ん
外
し

て
、人
と
人
と
し
て
話
を
し
て
い
っ
た
方
が
い

い
な
と
思
い
ま
す
。

　「
宗
教
２
世
」だ
か
ら
か
わ
い
そ
う
と
い
っ

た
遠
慮
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。確
か
に
配
慮

す
べ
き
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、偏

見
や
行
き
過
ぎ
た
遠
慮
は
、か
え
って
暴
力
に

な
って
し
ま
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、た
だ
の
一
人
の
人
と
し
て
話
し

合
っ
て
み
た
ら
、案
外
普
通
に
話
せ
る
よ
と
い

う
こ
と
を
、お
伝
え
し
た
い
で
す
。

̶
̶

「
宗
教
２
世
」に
限
ら
ず
、私
た
ち
は
、

ど
う
し
て
も
相
手
の
肩
書
き（
レ
ッ
テ
ル
）

を
気
に
し
て
生
活
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

し
か
し
、そ
う
い
っ
た
偏
見
を
持
っ
て
い
る

こ
と
自
体
、自
覚
し
て
い
な
い
こ
と
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
自
他
と
も
に
傷
つ

け
あ
う
根
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。私
た

ち
自
身
が
偏
見
を
持
つ
身
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
な
が
ら
、一
人
の
人
と
し
て
相
手
と

向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
人
間
と
し
て
生

き
て
い
く
上
で
本
当
に
大
事
な
の
で
す
ね
。

貧困やDVなどの困難を抱えた女性を支援する「LETS仙
台」所長。社会福祉士。山形県出身。宮城学院女子大学で
保育学と社会福祉学を専攻後、2015年に恩師をとおして
「宗教２世」の問題に関わったことを契機に、貧困女性支
援などの活動に携わり、2019年に「LETS仙台」を立ち上
げた。

松
田 

彩
絵
さ
ん

●

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
昨
年
の
安
倍
元
首
相
銃
撃
事
件
を
き
っ
か
け
に
、カ
ル
ト
度
が
高
い
宗

教
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
ち
、さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
人
生
の
選
択
を
制
限
さ

れ
て
き
た「
宗
教
２
世
」の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、宗
教
に
つ
い

て
も
あ
ら
た
め
て
社
会
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

宗
教
を
見
つ
め
る

　
社
会
福
祉
士
と
し
て
、「
宗
教
２
世
」を
は
じ
め
と
し
た
問
題
を
抱
え
た

方
の
支
援
を
さ
れ
、さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
た
方
た
ち
と
、「
人
」と

「
人
」と
し
て
対
話
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
る
松
田
彩
絵
さ
ん

の
お
話
か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

（
了
）

す
が
た

す
が
た

さ

ま
つ

だ

え

お
も
ん
ば
か

お

も
ん
も
ん

だ
ん

こ
ん

き
ゅ
う
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い ま

乾 文雄乾 文雄
京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師

京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師
第5回

お
寺
の
掲
示
板
に
込
め
ら
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
、

今
月
の
言
葉
と
一
緒
に

毎
月
お
届
け
し
ま
す
。

住職 藤守　博住職 藤守　博

岐阜県高山市清見町三ツ谷542岐阜県高山市清見町三ツ谷542

一念寺
（岐阜高山教区 清見組）

一念寺
（岐阜高山教区 清見組）

お寺の掲示板お寺の掲示板

え
ん
え
ん
え
ん
え
ん
え
ん

が
悪
い
人
間
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と

あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
。し
か
し
、聞
け
ば
聞

く
ほ
ど
、う
な
ず
か
ざ
る
を
得
な
い
自
分
と

出
あ
い
ま
す
」と
、聞
法
を
通
し
て
自
分
自
身

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
実
感
し
て

い
る
と
い
う
。

　
世
話
役
を
し
て
い
る
組
の
同
朋
の
会
で
は
、

テ
キ
ス
ト
に「
正
信
偈
」を
用
い
、１
回
当
た
り

１
〜
3
句
ず
つ
丁
寧
に
学
び
を
深
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に「
源
信
章
」ま
で
読
み
進
め
て
き
た

が
、中
陳
さ
ん
は
近
ご
ろ
講
師
の
先
生
の
話
す

内
容
が
だ
ん
だ
ん
と
細
部
に
い
た
る
ま
で
わ

か
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
る
。「
私
た
ち
に
わ
か

り
や
す
い
よ
う
に
よ
く
考
え
て
工
夫
し
て
お
話

し
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ

ん
。た
だ
、お
こ
が
ま
し
い
言
い
方
で
す
が
、聴

聞
す
る
者
が
い
て
こ
そ
の
相
乗
効
果
が
あ
る
と

も
思
い
ま
す
。僧
侶
の
方
の
伝
道
力
を
高
め
る

の
も
門
徒
の
大
切
な
役
割
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。こ
れ
か
ら
も
聴
聞
を
続
け
、僧
侶
と
門
徒

が
互
い
に
育
ち
あ
う
こ
と
の
で
き
る
お
寺
づ
く

り
を
し
て
い
き
た
い
で
す
」と
中
陳
さ
ん
。

　
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、中
陳
さ
ん
を
は
じ

め
ご
門
徒
の
み
な
さ
ん
が
聞
法
の
場
と
い
う
も

の
を
本
当
に
大
切
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ

て
き
た
。「
互
い
に
育
ち
あ

う
」と
い
う
頼
も
し
く
も
身

の
引
き
締
ま
る
お
言
葉
を

い
た
だ
き
、あ
ら
た
め
て
そ

の
よ
う
な
場
の
充
実
に
努

め
た
い
と
思
っ
た
。

富
山
教
区
通
信
員

庭
田 

龍
信 

　
組
の
同
朋
の
会
の
世

話
役
を
務
め
、お
寺
の
行

事
や
聞
法
会
、学
習
会
へ

と
熱
心
に
身
を
運
ぶ
中

陳
さ
ん
。も
と
も
と
時
宗

の
檀
家
で
あ
っ
た
が
、20
代
の
頃
に
関
東
か
ら

富
山
県
に
移
住
し
、そ
の
後
結
婚
を
機
に
浄
土

真
宗
に
改
宗
。こ
こ
か
ら
中
陳
さ
ん
の
真
宗
門

徒
と
し
て
の
歩
み
が
始
ま
っ
た
。

　
真
宗
門
徒
と
な
っ
て
み
て
、僧
侶
の
話
を
聞

け
る
機
会
が
頻
繁
に
あ
る
こ
と
や
、仏
事
の
際

に
参
列
者
が「
正
信
偈
」を
唱
和
す
る
姿
に
大
変

驚
か
れ
た
そ
う
だ
。「
お
通
夜
や
お
葬
式
に
も
参

列
し
て
き
ま
し
た
が
、そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一

度
も
経
験
が
あ
り
ま
せ
ん
。富
山
が
真
宗
王
国

と
呼
ば
れ
る
所
以
を
感
じ
ま
し
た
」と
当
時
の

感
動
を
語
る
。

　
中
陳
さ
ん
が
浄
土
真
宗
の
教
え
を
も
っ
と
詳

し
く
聞
き
た
い
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
、通
勤
途

中
の
ラ
ジ
オ
番
組
で
聞
い
た
親
鸞
聖
人
の
悪
人

正
機
説
。善
人
で
さ
え
も
極
楽
に
行
け
る
の
だ

か
ら
、悪
人
が
救
わ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
と
い
う
、お
よ
そ
一
般
的
な
善
悪
の
価
値
観

か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
言
葉
が
、ず
っ
と
頭
の

片
隅
に
残
っ
て
い
て
、定
年
後
に
自
然
と
お
寺
へ

足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　「
か
つ
て「
聞
法
は
全
部
自
分
の
こ
と
と
し
て

聞
き
な
さ
い
」と
教
わ
り
ま
し
た
。当
時
は
自
分

現在を きる

中陳保昌さん

学習会で意見を述べる中陳さん（右）於：長安寺浄
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
。

近
あ
ま
り
言
わ
な
く
な
っ
た
け
ど
、

『
自
分
探
し
の
旅
』っ
て
聞
い
た
こ
と

あ
る
？
」

「
あ
る
あ
る
〜
」

「
で
も
探
し
て
も
自
分
っ
て
無
い
よ
ね
」

「
？
？
？
」

「
仏
教
の
基
本
は
、こ
の
世
の
一
切
は
縁
に

よ
っ
て
起
こ
る
と
い
う『
縁
起
』や
っ
た
な
。だ

か
ら
、世
の
中
の
す
べ
て
の
も
の
ご
と
は
つ
な

が
り
あ
っ
て
い
て
、独
立
し
て
い
る
も
の
は
一

つ
も
な
い（
諸
法
無
我
）、あ
ら
ゆ
る
も
の
に
そ

れ
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
実
体
と
い
う
も
の

は
な
い（
空
）。去
年『
釈
尊
伝
』を
学
ん
だ
時

に
出
て
き
た
け
ど
、覚
え
て
る
か
な
？
」

「
た
ぶ
ん
・・・
」

「
…
と
い
う
こ
と
で
、自
分
探
し
を
し
て
み
た

と
こ
ろ
で
、自
分
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
自

分
な
ん
て
も
の
は
存
在
し
な
い
。時
に『
私
が
、

私
が
』
と
我
を
主
張
す
る
こ
と
が
あ
る
け
ど

な
、そ
ん
な
も
ん
無
人
島
行
っ
た
ら
な
、『
私
』

な
ん
て
言
う
て
も
意
味
が
な
い
。

覚
え
て
お
こ
う
。『
私
』と
言
え
る
の
は
自
分
の

こ
と
を『
あ
な
た
』と
言
っ
て
く
れ
る
人
が
そ

ば
に
い
て
初
め
て
成
り
立
つ
。実
に
あ
り
が
た

い
こ
と
な
の
よ
。だ
か
ら
自
分
探
し
を
し
て
見

え
て
く
る
の
は『
つ
な
が
り
』な
の
か
も
し
れ

な
い
な
。そ
れ
が
恩
の
正
体
か
も
な
」

「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
恩
て
、お
陰
と
か
あ
り
が

た
い
と
か
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

か
？
」

「
そ
の
と
お
り
よ
。私
が
今
こ
う
し
て
あ
る
こ

と
を
支
え
て
い
る
、ま
た
は
そ
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
心
が
向
い
た
そ
の
時
に
感
じ
る

思
い
が『
恩
』
。だ
か
ら
心
の
上
に
因
と
書
く

ん
や
ろ
う
な
」

「
古
い
イ
ン
ド
の
言
葉
で
は
、『
恩
』は『
カ
タ

ン
ニ
ュ
ー
』と
い
う
ら
し
い
。『
な
さ
れ
た
こ
と

を
知
る
』と
い
う
意
味
。ほ
ら
、法
然
さ
ん
の
お

寺
、知
恩
院
て
い
う
や
ろ
。法
然
さ
ん
の
恩
を

心
に
刻
ん
だ
人
た
ち
が
、忘
れ
た
ら
あ
か
ん
と

い
う
思
い
で
建
て
は
っ
た
ん
や
ろ
う
な
」

「
で
も
今
の
私
が
あ
る
た
め
に
な
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
に
、そ
れ
に
気
づ
か

な
い
の
が
私
た
ち
。今
の
自
分
が
こ
う
し
て
あ

る
の
は
当
た
り
前
や
と
思
っ
て
い
る
。そ
し
て

ま
た『
私
が
、私
が
』と
我
を
張
っ
て
生
き
て
い

る
。そ
れ
を
昔
の
人
は
恩
知
ら
ず
な
生
き
方
と

言
わ
れ
た
ん
や
ろ
う
な
」

「
親
鸞
と
い
う
人
は
、私
で
あ
る
こ
と
が
な
か

な
か
喜
べ
な
か
っ
た
人
や
っ
た
と
思
う
の
よ
。

た
ぶ
ん
生
き
る
の
が
辛
く
て
し
ょ
う
が
な
い
人

や
っ
た
の
よ
。そ
ん
な
人
が
法
然
と
い
う
人
を

と
お
し
て
教
え
に
出
あ
っ
て
、す
で
に
恵
ま
れ

て
い
た
、与
え
ら
れ
て
い
た
、支
え
ら
れ
て
も
い

た
、守
ら
れ
て
も
い
た
と
気
づ
か
れ
た
ん
や
ろ

う
な
。そ
し
て
、人
と
生
ま
れ
た
こ
と
、自
分
で

あ
る
こ
と
を
喜
ん
で
生
き
る
、い
わ
ば『
新
た

な
自
己
の
生
成
』が
起
こ
っ
た
ん
や
ろ
う
な
」

「
そ
れ
は
な
、教
え
に
出
あ
え
た
か
ら
勉
強
が

で
き
る
人
に
な
れ
た
と
か
、大
き
な
仕
事
を
し

て
偉
い
人
に
な
れ
た
と
か
で
は
な
い
。そ
の
前

に
、自
分
に
安
心
す
る
と
い
う
こ
と
が
整
っ
た

ん
よ
。だ
か
ら
、安
心
し
て
勉
強
も
し
、仕
事
も

す
る
こ
と
が
で
き
る
」

「
明
治
の
時
代
に
な
、『
人
事
を
尽
く
し
て
天

命
を
待
つ
』と
い
う
言
葉
が
も
て
は
や
さ
れ
て

い
た
時
に
、ち
が
う
、そ
う
じ
ゃ
な
い
！ 

親
鸞

さ
ん
が
出
あ
わ
れ
た
の
は『
天
命
に
安
ん
じ
て

人
事
を
尽
く
す
』道
や
と
言
わ
れ
た
の
が
…
」

「
清
沢
満
之
〜
」

「
す
ば
ら
し
い
。ま
ず
は
自
分
に
与
え
ら
れ
て

い
た
も
の（
天
命
）に
安
心
し
て
、で
き
る
こ

と
、や
る
べ
き
こ
と
に
全
力
で
取
り
組
む
と
い

う
こ
と
か
な
。こ
の
言
葉
に
出
あ
え
た
の
も
縁

で
あ
り
親
鸞
さ
ん
か
ら
の
恩
や
と
思
う
ね
ん
」

　今
の
私
は
生
ま
れ
る
前
か
ら
連
綿
と
続
く
縁

の
集
大
成
で
あ
り
、い
た
だ
い
て
き
た
さ
ま
ざ

ま
な
ご
恩
の
か
た
ま
り
と
し
て
存
在
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。そ
こ
に
、こ
の
私
を
生
か
そ
う
生

か
そ
う
と
す
る「
は
た
ら
き
」で
あ
る「
い
の

ち
」が
私
と
な
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

思
え
ば
気
づ
か
ぬ
こ
と
ば
か
り
。そ
ん
な
大
事

な
こ
と
す
ら
意
識
で
き
て
い
な
い
私
が「
恩
を

報
ら
さ
れ
る
」た
め
に
開
か
れ
る
の
が
報
恩
講

な
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。南
無
阿
弥
陀
仏

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
恩
」 ―

そ
し
て
今―

第
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回

　
1
2
6
2（
弘
長
2
）年
11
月
28
日
、親
鸞
聖
人
は
90
年
の
ご
生
涯
を

終
え
ら
れ
ま
し
た
。亡
く
な
る
前
の
ご
様
子
は
、曾
孫
の
覚
如
に
よ
っ
て
次
の

よ
う
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。

口
に
世
事
を
ま
じ
え
ず
、た
だ
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
を
の
ぶ
。声
に
余
言

を
あ
ら
わ
さ
ず
、も
っ
ぱ
ら
称
名
た
ゆ
る
こ
と
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　 

（『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』（『
御
伝
鈔
』）『
真
宗
聖
典
』七
三
六
頁
）

（
世
間
の
こ
と
は
口
に
さ
れ
ず
、た
だ
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
の
深
い
こ
と
を

述
べ
、他
の
こ
と
は
声
に
表
さ
ず
、ひ
た
す
ら
念
仏
を
称
え
て
絶
え
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）

　
入
滅
後
、ご
遺
体
は
東
山
の
延
仁
寺（
京
都
市
東
山
区
）で
火
葬
さ
れ
、

鳥
部
野
の
北
に
あ
る
大
谷
の
地
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
10
年
後
、吉
水

の
北
に
廟
堂
が
建
て
ら
れ
、聖
人
の
ご
影
像
が
安
置
さ
れ
ま
す
。こ
の
御
廟
は

覚
如
に
よ
っ
て「
本
願
寺
」と
名
付
け
ら
れ
、聖
人
を
慕
う
人
々
に
よ
っ
て
勤

め
ら
れ
て
い
た
御
命
日
の
集
い
が「
報
恩
講
」と
呼
ば
れ
、今
に
至
り
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
苦
し
み
悩
み
迷
う
こ
と
の
多
い
人
生
を
生
き
抜
か
れ
た
人

で
し
た
。と
同
時
に
、本
願
念
仏
の
教
え
に
出
あ
う
こ
と
で
、人
と
生
ま
れ
た

こ
と
の
意
味
を
確
か
め「
ほ
ん
と
う
に
生
き
る
道
」を
見
出
さ
れ
た
人
で
も
あ

り
ま
す
。

　
聖
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
8
5
0
年
余
り
が
経
ち
、お
別
れ
を
し
て
か
ら

7
6
0
年
ほ
ど
が
過
ぎ
た
今
も
、ご
本
山
を
は
じ
め
と
す
る
有
縁
の
寺
院
、

ま
た
、ご
家
庭
の
お
内
仏
の
前
で「
報
恩
講
」が
勤
ま
り
ま
す
。「
報
恩
講
」

に
出
あ
う
こ
と
を
と
お
し
て
、親
鸞
聖
人
に
出
あ
い
直
し
、自
分
の
人
生
に

恩
を
見
出
し「
あ
り
が
と
う
」と
言
え
る
生
き
方
を
し
て
い
る
の
か
と
問
う
こ
と

が
願
わ
れ
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

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

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

「
最

聴
聞
し
て
育
ち
あ
う

音
楽
と
反
戦
と
い
う
こ

と
が
、私
の
人
生
の
テ
ーマ

で
す
。こ
の
言
葉
は
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
紛
争
の
歴
史
の

中
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉

で
す
が
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
アの
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
昨
今
の
世

界
情
勢
を
目
の
当
た
り
に
し
、戦
争
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
と
い
う
思
い
か
ら
、最
近
で
は
こ
う
いっ
た
言
葉
を
紹
介
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　一
念
寺
に
は
、境
内
の
い
た
る

と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
の
言
葉
が

貼
り
出
さ
れ
て
い
る
。「
増
や
し

た
、と
い
う
よ
り
、た
だ
外
さ
な

か
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
け
ど
ね

…

」と
語
る
住
職
の
藤
守
博
さ

ん
は
、「
生
活
の
中
で
目
に
留

ま
っ
た
言
葉
を
お
寺
に
来
て
く

だ
さ
っ
た
方
に
紹
介
し
た
い
と

い
う
思
い
で
、こ
れ
ら
の
掲
示
物

を
作
っ
て
い
る
ん
で
す
」と
に
こ

や
か
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　一
つ
ひ
と
つ
見
て
い
く
と
、歌

詞
か
ら
抜
粋
し
た
言
葉
も
多

い
。「
私
の
青
春
時
代
の
ほ
と
ん

ど
は
音
楽
と
と
も
に
あ
り
ま
し

た
。浄
土
真
宗
の
学
び
の
中
で
、

「
正
信
偈
」も〝
う
た
〞だ
と
い
う

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。親
鸞
聖

人
の
教
え
が
時
代
を
超
え
て
歌

い
継
が
れ
る
こ
と
で
私
に
ま
で

届
い
た
と
い
う
こ
と
に
、い
の
ち

の
つ
な
が
り
を
感
じ
、感
動
し

た
こ
と
か
ら
、あ
ら
た
め
て
歌

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」と
の

こ
と
。

　そ
ん
な
藤
守
住
職
は
、「
も

く
ば
〜
ず
」
と
い
う
音
楽
グ

ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
お
寺
の
法
会
や
福
祉
施
設

で
精
力
的
に
演
奏
活
動
を
し
て

い
る
。お
寺
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
藤
守
住
職
の
伝
道
活
動
が

今
後
も
楽
し
み
だ
。

岐
阜
高
山
教
区
通
信
員

渡
邊 

陽
子

中
陳 

保
昌
さ
ん
（
78
歳
）

富
山
教
区
第
12
組

　本
傳
寺
門
徒

﹇
最
終
回
﹈

ち
ょ
う
も
ん

な
か

ぜ

や
す
ま
さ

ほ
ん
で
ん
じ

に
わ
た

し
ん

り
ゅ
う

いぬいふみ おいぬいふみ お

ひ

く
ち

せ

じ

ぶっ

し
ょ
う
み
ょ
う

と
ん

と
な

え
ん

び
ょ
う
ど
う

え
い
ぞ
う

よ
し
み
ず

に
ん

じ

と
り

べ

の

こ
え

で
ん

で
ん

ご

し
ょ
う

ね

よ

ご
ん

ま
ご

か
く
に
ょ

き
よ

ま
ん
し

ざ
わ

お
ん

ほ
う

え
ん

し
ょ
ほ
う
む

く
う

そ
ん
で
ん

し
ゃ
く

が

ぎ

ち
お
ん
い
ん

じ
ん

や
す

め
い

じ

て
ん

ね
ん

れ
ん
め
ん

し

し
ょ
う

あ
く

き

ゆ
え
ん

げ
ん

そ

し
ん

に
ん

いちいち

ふじふじもりもり ひろしひろし

じじねんねん

な
べ

よ
う
こ

わ
た
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い ま

乾 文雄乾 文雄
京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師

京都教区近江第5組
正念寺住職

大谷中学・高等学校講師
第5回

お
寺
の
掲
示
板
に
込
め
ら
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
、

今
月
の
言
葉
と
一
緒
に

毎
月
お
届
け
し
ま
す
。

住職 藤守　博住職 藤守　博

岐阜県高山市清見町三ツ谷542岐阜県高山市清見町三ツ谷542

一念寺
（岐阜高山教区 清見組）

一念寺
（岐阜高山教区 清見組）

お寺の掲示板お寺の掲示板

え
ん
え
ん
え
ん
え
ん
え
ん

が
悪
い
人
間
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と

あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
。し
か
し
、聞
け
ば
聞

く
ほ
ど
、う
な
ず
か
ざ
る
を
得
な
い
自
分
と

出
あ
い
ま
す
」と
、聞
法
を
通
し
て
自
分
自
身

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
実
感
し
て

い
る
と
い
う
。

　
世
話
役
を
し
て
い
る
組
の
同
朋
の
会
で
は
、

テ
キ
ス
ト
に「
正
信
偈
」を
用
い
、１
回
当
た
り

１
〜
3
句
ず
つ
丁
寧
に
学
び
を
深
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に「
源
信
章
」ま
で
読
み
進
め
て
き
た

が
、中
陳
さ
ん
は
近
ご
ろ
講
師
の
先
生
の
話
す

内
容
が
だ
ん
だ
ん
と
細
部
に
い
た
る
ま
で
わ

か
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
る
。「
私
た
ち
に
わ
か

り
や
す
い
よ
う
に
よ
く
考
え
て
工
夫
し
て
お
話

し
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
り
ま
せ

ん
。た
だ
、お
こ
が
ま
し
い
言
い
方
で
す
が
、聴

聞
す
る
者
が
い
て
こ
そ
の
相
乗
効
果
が
あ
る
と

も
思
い
ま
す
。僧
侶
の
方
の
伝
道
力
を
高
め
る

の
も
門
徒
の
大
切
な
役
割
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。こ
れ
か
ら
も
聴
聞
を
続
け
、僧
侶
と
門
徒

が
互
い
に
育
ち
あ
う
こ
と
の
で
き
る
お
寺
づ
く

り
を
し
て
い
き
た
い
で
す
」と
中
陳
さ
ん
。

　
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、中
陳
さ
ん
を
は
じ

め
ご
門
徒
の
み
な
さ
ん
が
聞
法
の
場
と
い
う
も

の
を
本
当
に
大
切
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ

て
き
た
。「
互
い
に
育
ち
あ

う
」と
い
う
頼
も
し
く
も
身

の
引
き
締
ま
る
お
言
葉
を

い
た
だ
き
、あ
ら
た
め
て
そ

の
よ
う
な
場
の
充
実
に
努

め
た
い
と
思
っ
た
。

富
山
教
区
通
信
員

庭
田 

龍
信 

　
組
の
同
朋
の
会
の
世

話
役
を
務
め
、お
寺
の
行

事
や
聞
法
会
、学
習
会
へ

と
熱
心
に
身
を
運
ぶ
中

陳
さ
ん
。も
と
も
と
時
宗

の
檀
家
で
あ
っ
た
が
、20
代
の
頃
に
関
東
か
ら

富
山
県
に
移
住
し
、そ
の
後
結
婚
を
機
に
浄
土

真
宗
に
改
宗
。こ
こ
か
ら
中
陳
さ
ん
の
真
宗
門

徒
と
し
て
の
歩
み
が
始
ま
っ
た
。

　
真
宗
門
徒
と
な
っ
て
み
て
、僧
侶
の
話
を
聞

け
る
機
会
が
頻
繁
に
あ
る
こ
と
や
、仏
事
の
際

に
参
列
者
が「
正
信
偈
」を
唱
和
す
る
姿
に
大
変

驚
か
れ
た
そ
う
だ
。「
お
通
夜
や
お
葬
式
に
も
参

列
し
て
き
ま
し
た
が
、そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一

度
も
経
験
が
あ
り
ま
せ
ん
。富
山
が
真
宗
王
国

と
呼
ば
れ
る
所
以
を
感
じ
ま
し
た
」と
当
時
の

感
動
を
語
る
。

　
中
陳
さ
ん
が
浄
土
真
宗
の
教
え
を
も
っ
と
詳

し
く
聞
き
た
い
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
、通
勤
途

中
の
ラ
ジ
オ
番
組
で
聞
い
た
親
鸞
聖
人
の
悪
人

正
機
説
。善
人
で
さ
え
も
極
楽
に
行
け
る
の
だ

か
ら
、悪
人
が
救
わ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
と
い
う
、お
よ
そ
一
般
的
な
善
悪
の
価
値
観

か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
言
葉
が
、ず
っ
と
頭
の

片
隅
に
残
っ
て
い
て
、定
年
後
に
自
然
と
お
寺
へ

足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　「
か
つ
て「
聞
法
は
全
部
自
分
の
こ
と
と
し
て

聞
き
な
さ
い
」と
教
わ
り
ま
し
た
。当
時
は
自
分

現在を きる

中陳保昌さん

学習会で意見を述べる中陳さん（右）於：長安寺浄
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
。

近
あ
ま
り
言
わ
な
く
な
っ
た
け
ど
、

『
自
分
探
し
の
旅
』っ
て
聞
い
た
こ
と

あ
る
？
」

「
あ
る
あ
る
〜
」

「
で
も
探
し
て
も
自
分
っ
て
無
い
よ
ね
」

「
？
？
？
」

「
仏
教
の
基
本
は
、こ
の
世
の
一
切
は
縁
に

よ
っ
て
起
こ
る
と
い
う『
縁
起
』や
っ
た
な
。だ

か
ら
、世
の
中
の
す
べ
て
の
も
の
ご
と
は
つ
な

が
り
あ
っ
て
い
て
、独
立
し
て
い
る
も
の
は
一

つ
も
な
い（
諸
法
無
我
）、あ
ら
ゆ
る
も
の
に
そ

れ
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
実
体
と
い
う
も
の

は
な
い（
空
）。去
年『
釈
尊
伝
』を
学
ん
だ
時

に
出
て
き
た
け
ど
、覚
え
て
る
か
な
？
」

「
た
ぶ
ん
・・・
」

「
…
と
い
う
こ
と
で
、自
分
探
し
を
し
て
み
た

と
こ
ろ
で
、自
分
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
自

分
な
ん
て
も
の
は
存
在
し
な
い
。時
に『
私
が
、

私
が
』
と
我
を
主
張
す
る
こ
と
が
あ
る
け
ど

な
、そ
ん
な
も
ん
無
人
島
行
っ
た
ら
な
、『
私
』

な
ん
て
言
う
て
も
意
味
が
な
い
。

覚
え
て
お
こ
う
。『
私
』と
言
え
る
の
は
自
分
の

こ
と
を『
あ
な
た
』と
言
っ
て
く
れ
る
人
が
そ

ば
に
い
て
初
め
て
成
り
立
つ
。実
に
あ
り
が
た

い
こ
と
な
の
よ
。だ
か
ら
自
分
探
し
を
し
て
見

え
て
く
る
の
は『
つ
な
が
り
』な
の
か
も
し
れ

な
い
な
。そ
れ
が
恩
の
正
体
か
も
な
」

「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
恩
て
、お
陰
と
か
あ
り
が

た
い
と
か
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

か
？
」

「
そ
の
と
お
り
よ
。私
が
今
こ
う
し
て
あ
る
こ

と
を
支
え
て
い
る
、ま
た
は
そ
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
心
が
向
い
た
そ
の
時
に
感
じ
る

思
い
が『
恩
』
。だ
か
ら
心
の
上
に
因
と
書
く

ん
や
ろ
う
な
」

「
古
い
イ
ン
ド
の
言
葉
で
は
、『
恩
』は『
カ
タ

ン
ニ
ュ
ー
』と
い
う
ら
し
い
。『
な
さ
れ
た
こ
と

を
知
る
』と
い
う
意
味
。ほ
ら
、法
然
さ
ん
の
お

寺
、知
恩
院
て
い
う
や
ろ
。法
然
さ
ん
の
恩
を

心
に
刻
ん
だ
人
た
ち
が
、忘
れ
た
ら
あ
か
ん
と

い
う
思
い
で
建
て
は
っ
た
ん
や
ろ
う
な
」

「
で
も
今
の
私
が
あ
る
た
め
に
な
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
に
、そ
れ
に
気
づ
か

な
い
の
が
私
た
ち
。今
の
自
分
が
こ
う
し
て
あ

る
の
は
当
た
り
前
や
と
思
っ
て
い
る
。そ
し
て

ま
た『
私
が
、私
が
』と
我
を
張
っ
て
生
き
て
い

る
。そ
れ
を
昔
の
人
は
恩
知
ら
ず
な
生
き
方
と

言
わ
れ
た
ん
や
ろ
う
な
」

「
親
鸞
と
い
う
人
は
、私
で
あ
る
こ
と
が
な
か

な
か
喜
べ
な
か
っ
た
人
や
っ
た
と
思
う
の
よ
。

た
ぶ
ん
生
き
る
の
が
辛
く
て
し
ょ
う
が
な
い
人

や
っ
た
の
よ
。そ
ん
な
人
が
法
然
と
い
う
人
を

と
お
し
て
教
え
に
出
あ
っ
て
、す
で
に
恵
ま
れ

て
い
た
、与
え
ら
れ
て
い
た
、支
え
ら
れ
て
も
い

た
、守
ら
れ
て
も
い
た
と
気
づ
か
れ
た
ん
や
ろ

う
な
。そ
し
て
、人
と
生
ま
れ
た
こ
と
、自
分
で

あ
る
こ
と
を
喜
ん
で
生
き
る
、い
わ
ば『
新
た

な
自
己
の
生
成
』が
起
こ
っ
た
ん
や
ろ
う
な
」

「
そ
れ
は
な
、教
え
に
出
あ
え
た
か
ら
勉
強
が

で
き
る
人
に
な
れ
た
と
か
、大
き
な
仕
事
を
し

て
偉
い
人
に
な
れ
た
と
か
で
は
な
い
。そ
の
前

に
、自
分
に
安
心
す
る
と
い
う
こ
と
が
整
っ
た

ん
よ
。だ
か
ら
、安
心
し
て
勉
強
も
し
、仕
事
も

す
る
こ
と
が
で
き
る
」

「
明
治
の
時
代
に
な
、『
人
事
を
尽
く
し
て
天

命
を
待
つ
』と
い
う
言
葉
が
も
て
は
や
さ
れ
て

い
た
時
に
、ち
が
う
、そ
う
じ
ゃ
な
い
！ 

親
鸞

さ
ん
が
出
あ
わ
れ
た
の
は『
天
命
に
安
ん
じ
て

人
事
を
尽
く
す
』道
や
と
言
わ
れ
た
の
が
…
」

「
清
沢
満
之
〜
」

「
す
ば
ら
し
い
。ま
ず
は
自
分
に
与
え
ら
れ
て

い
た
も
の（
天
命
）に
安
心
し
て
、で
き
る
こ

と
、や
る
べ
き
こ
と
に
全
力
で
取
り
組
む
と
い

う
こ
と
か
な
。こ
の
言
葉
に
出
あ
え
た
の
も
縁

で
あ
り
親
鸞
さ
ん
か
ら
の
恩
や
と
思
う
ね
ん
」

　今
の
私
は
生
ま
れ
る
前
か
ら
連
綿
と
続
く
縁

の
集
大
成
で
あ
り
、い
た
だ
い
て
き
た
さ
ま
ざ

ま
な
ご
恩
の
か
た
ま
り
と
し
て
存
在
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。そ
こ
に
、こ
の
私
を
生
か
そ
う
生

か
そ
う
と
す
る「
は
た
ら
き
」で
あ
る「
い
の

ち
」が
私
と
な
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

思
え
ば
気
づ
か
ぬ
こ
と
ば
か
り
。そ
ん
な
大
事

な
こ
と
す
ら
意
識
で
き
て
い
な
い
私
が「
恩
を

報
ら
さ
れ
る
」た
め
に
開
か
れ
る
の
が
報
恩
講

な
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。南
無
阿
弥
陀
仏

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
恩
」 ―

そ
し
て
今―
第
17
回

　
1
2
6
2（
弘
長
2
）年
11
月
28
日
、親
鸞
聖
人
は
90
年
の
ご
生
涯
を

終
え
ら
れ
ま
し
た
。亡
く
な
る
前
の
ご
様
子
は
、曾
孫
の
覚
如
に
よ
っ
て
次
の

よ
う
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。

口
に
世
事
を
ま
じ
え
ず
、た
だ
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
を
の
ぶ
。声
に
余
言

を
あ
ら
わ
さ
ず
、も
っ
ぱ
ら
称
名
た
ゆ
る
こ
と
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　 

（『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』（『
御
伝
鈔
』）『
真
宗
聖
典
』七
三
六
頁
）

（
世
間
の
こ
と
は
口
に
さ
れ
ず
、た
だ
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
の
深
い
こ
と
を

述
べ
、他
の
こ
と
は
声
に
表
さ
ず
、ひ
た
す
ら
念
仏
を
称
え
て
絶
え
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）

　
入
滅
後
、ご
遺
体
は
東
山
の
延
仁
寺（
京
都
市
東
山
区
）で
火
葬
さ
れ
、

鳥
部
野
の
北
に
あ
る
大
谷
の
地
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
10
年
後
、吉
水

の
北
に
廟
堂
が
建
て
ら
れ
、聖
人
の
ご
影
像
が
安
置
さ
れ
ま
す
。こ
の
御
廟
は

覚
如
に
よ
っ
て「
本
願
寺
」と
名
付
け
ら
れ
、聖
人
を
慕
う
人
々
に
よ
っ
て
勤

め
ら
れ
て
い
た
御
命
日
の
集
い
が「
報
恩
講
」と
呼
ば
れ
、今
に
至
り
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
苦
し
み
悩
み
迷
う
こ
と
の
多
い
人
生
を
生
き
抜
か
れ
た
人

で
し
た
。と
同
時
に
、本
願
念
仏
の
教
え
に
出
あ
う
こ
と
で
、人
と
生
ま
れ
た

こ
と
の
意
味
を
確
か
め「
ほ
ん
と
う
に
生
き
る
道
」を
見
出
さ
れ
た
人
で
も
あ

り
ま
す
。

　
聖
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
8
5
0
年
余
り
が
経
ち
、お
別
れ
を
し
て
か
ら

7
6
0
年
ほ
ど
が
過
ぎ
た
今
も
、ご
本
山
を
は
じ
め
と
す
る
有
縁
の
寺
院
、

ま
た
、ご
家
庭
の
お
内
仏
の
前
で「
報
恩
講
」が
勤
ま
り
ま
す
。「
報
恩
講
」

に
出
あ
う
こ
と
を
と
お
し
て
、親
鸞
聖
人
に
出
あ
い
直
し
、自
分
の
人
生
に

恩
を
見
出
し「
あ
り
が
と
う
」と
言
え
る
生
き
方
を
し
て
い
る
の
か
と
問
う
こ
と

が
願
わ
れ
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

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

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

「
最

聴
聞
し
て
育
ち
あ
う

音
楽
と
反
戦
と
い
う
こ

と
が
、私
の
人
生
の
テ
ーマ

で
す
。こ
の
言
葉
は
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
紛
争
の
歴
史
の

中
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉

で
す
が
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
アの
戦
争
を
は
じ
め
と
す
る
昨
今
の
世

界
情
勢
を
目
の
当
た
り
に
し
、戦
争
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
と
い
う
思
い
か
ら
、最
近
で
は
こ
う
いっ
た
言
葉
を
紹
介
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　一
念
寺
に
は
、境
内
の
い
た
る

と
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
の
言
葉
が

貼
り
出
さ
れ
て
い
る
。「
増
や
し

た
、と
い
う
よ
り
、た
だ
外
さ
な

か
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
け
ど
ね

…

」と
語
る
住
職
の
藤
守
博
さ

ん
は
、「
生
活
の
中
で
目
に
留

ま
っ
た
言
葉
を
お
寺
に
来
て
く

だ
さ
っ
た
方
に
紹
介
し
た
い
と

い
う
思
い
で
、こ
れ
ら
の
掲
示
物

を
作
っ
て
い
る
ん
で
す
」と
に
こ

や
か
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　一
つ
ひ
と
つ
見
て
い
く
と
、歌

詞
か
ら
抜
粋
し
た
言
葉
も
多

い
。「
私
の
青
春
時
代
の
ほ
と
ん

ど
は
音
楽
と
と
も
に
あ
り
ま
し

た
。浄
土
真
宗
の
学
び
の
中
で
、

「
正
信
偈
」も〝
う
た
〞だ
と
い
う

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。親
鸞
聖

人
の
教
え
が
時
代
を
超
え
て
歌

い
継
が
れ
る
こ
と
で
私
に
ま
で

届
い
た
と
い
う
こ
と
に
、い
の
ち

の
つ
な
が
り
を
感
じ
、感
動
し

た
こ
と
か
ら
、あ
ら
た
め
て
歌

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」と
の

こ
と
。

　そ
ん
な
藤
守
住
職
は
、「
も

く
ば
〜
ず
」
と
い
う
音
楽
グ

ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
お
寺
の
法
会
や
福
祉
施
設

で
精
力
的
に
演
奏
活
動
を
し
て

い
る
。お
寺
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
藤
守
住
職
の
伝
道
活
動
が

今
後
も
楽
し
み
だ
。

岐
阜
高
山
教
区
通
信
員

渡
邊 

陽
子

中
陳 

保
昌
さ
ん
（
78
歳
）

富
山
教
区
第
12
組

　本
傳
寺
門
徒

﹇
最
終
回
﹈

ち
ょ
う
も
ん

な
か

ぜ

や
す
ま
さ

ほ
ん
で
ん
じ

に
わ
た

し
ん

り
ゅ
う

いぬいふみ おいぬいふみ お

ひ

く
ち

せ

じ

ぶっ

し
ょ
う
み
ょ
う

と
ん

と
な

え
ん

び
ょ
う
ど
う

え
い
ぞ
う

よ
し
み
ず

に
ん

じ

と
り

べ

の

こ
え

で
ん

で
ん

ご

し
ょ
う

ね

よ

ご
ん

ま
ご

か
く
に
ょ

き
よ

ま
ん
し

ざ
わ

お
ん

ほ
う

え
ん

し
ょ
ほ
う
む

く
う

そ
ん
で
ん

し
ゃ
く

が

ぎ

ち
お
ん
い
ん

じ
ん

や
す

め
い

じ

て
ん

ね
ん

れ
ん
め
ん

し

し
ょ
う

あ
く

き

ゆ
え
ん

げ
ん

そ

し
ん

に
ん

いちいち

ふじふじもりもり ひろしひろし

じじねんねん

な
べ

よ
う
こ

わ
た

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

（Webカタログ掲載・商品動画配信中）

宛先

『同朋新聞』の感想をはじめ、
日々の思いなどをお寄せください。

読者のお便り募集

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上る 
東本願寺出版「同朋新聞編集係」

Eメール／shuppan@higashihonganji.or.jp
FAX／075-371-9211

◇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。
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真宗大谷派の寺院は全国各地に8,500カ寺以上あり、日々さまざまな営みの中で、お念仏の教えがひ

ろまっています。こうした浄土真宗の歴史は、釈尊以来の仏教の伝統を受け継ぎながら、直接的には親

鸞聖人のお墓所にその始まりを見ることができます。 

1262（弘長2）年11月28日に聖人がお亡くなりになると、東山の西、鳥部野の延仁寺で荼毘にふされ、

その後大谷の地に埋葬され、石塔が建てられました。 

10年後の1272（文永9）年、聖人とともに教えを聞いた門弟らが、聖人の末娘である覚信尼と相談し、

大谷の墳墓を改めました。そして吉水の地（現在の崇泰院）に廟堂を建立し、聖人の御影を安置し、そ

のご遺骨を移されました。これが聖人の御廟所の始まりです。

この御廟所には、親鸞聖人を慕い続ける多くの人々が全国から毎年参詣され、そこでお念仏の教えに

出遇えた慶びを新たに、それぞれの地元に帰られた後、お念仏の教えを聞き開き、さらにひろめていく

道場が建てられました。それが真宗寺院の礎となって、今日にまでつながる念仏の土壌が全国各地に

耕されていくことになり、1670（寛文10）年に、東本願寺の「大谷祖廟」が成立しました。

大谷祖廟成立以降、境内は大規

模な整備がなされていきます。特

に、元禄年間（1700年頃）に造営

された本堂・御廟唐門・惣門（現

在の北門）は、宗派が所有する建

物の中で、最も古い時代のもので

あり、また、文久年間（1860年頃）

には現在の総門、太鼓堂の建立

などの整備が行われています。

これまでの境内の拡張整備をと

おし、今日まで大谷祖廟が大谷の

地にあり続けるのも、聖人の明ら

かにされた念仏の教えに生きた

多くの御同朋によって護持されて

きたからです。

廟堂に跪ずきて涙を拭い、

遺骨を拝して腸を断つ。

入滅、年遙かなりといえども、

往詣挙りて未だ絶えず。
（「報恩講私記」『真宗聖典』七四二頁）

大谷祖廟には全国各地の寺院・ご門徒の方々が納骨されます。多くは親鸞聖人をお慕いし、
大谷祖廟で分骨される方や、お連れ合いや両親と一緒のお墓に納骨をしたいという方が、
日々納骨に来られます。また最近では、郷里のお墓についてやむを得ない事情から「墓じま
い」をされ、大谷祖廟に納骨される方もおられます。 
「納骨・永代経」・「申経」のお申し込み、お墓に関する相談がありましたら、大谷祖廟までお問い合わせください。
なお現在の大谷祖廟は、建物の老朽化をはじめ、参拝される方々にゆっくりと寛いでいただく空間がないのが
現状です。そのため、納骨に参拝される方々はもちろんのこと、日々参拝に訪れる方々にゆっくりとご参拝をいた
だけるよう、大谷祖廟の総合的な整備事業の取り組みを進めています。 

大谷祖廟では、大谷祖廟境内にある賀慶殿にて仏前結婚式を執り行うことができ
ます。大谷派寺院・門徒だけでなく、どなたでもお申込みいただけますのでお気軽に
大谷祖廟までご相談ください。  
なお、京都市内では「真宗大谷派 岡崎別院」でも仏前結婚式を執り行うことができ
ますので、岡崎別院での挙式を希望されます方は、岡崎別院までご相談ください。

※岡崎別院は現在総合整備事業に着工しているため、
　2024年6月から挙式を執り行うことができます。

大谷祖廟への納骨大谷祖廟への納骨

〒605-0071 
京都市東山区円山町477 

納骨受付時間：8:45～11：30、12:45～15:30　定休日：無

「仏前結婚式」 「仏前結婚式」 
宗祖親鸞聖人の墓所、大谷祖廟の南隣に位置する東大谷墓
地は、東本願寺の飛地境内地であり、真宗大谷派が管理運営
する墓地です。 
東大谷墓地では、随時、新規墓地を紹介しております（真宗
大谷派に所属する寺院・教会、僧侶、門徒並びに縁故者に限
る）。ご契約を検討の方は、ご相談、ご見学等、下記の東大谷
墓地事務所までお問い合わせください。   

【お問い合わせ先】  
東大谷墓地事務所  
電話：075-561-4167 受付時間：8:30～16:00 
定休日：祝日等を除く毎週木曜日

「東大谷墓地」 

亡き人をとおして
念仏の教えに出遇う仏法相続の場
亡き人をとおして
念仏の教えに出遇う仏法相続の場 大谷祖廟大谷祖廟
大谷祖廟の成り立ち大谷祖廟の成り立ち

仏前結婚式賀慶殿

墓地

総門 本堂

太鼓堂御廟唐門

（「廟堂創立」[『親鸞伝絵』康永本]／東本願寺蔵）

真宗本廟（東本願寺）の飛地境内地である大谷祖廟は
宗祖親鸞聖人の御廟所（墓所）です。大谷祖廟には、聖
人をはじめ、本願寺の歴代門首、全国各地の寺院・ご門
徒の方々のご遺骨が納められています。
本特集ではその成り立ちや境内建物について紹介します。

❶受付
毎日全国から多くの方々が

来所されます

❷勤行
納骨の前に本堂で
勤行があります

❸納骨
式務員が御廟所に
お骨をお納めします

別座接待
別座納骨（1等～3等）では
抹茶接待があります

お知らせ

電話：075-561-0777
問い合わせ先・案内図

⬇詳しくはこちら⬇

とり べ の

もんてい

びょう どう

ゆい こつ

にゅう めつ

おう げい こぞ いま た

とし はる

はい はらわた た

ひざま なみだ のご

かくしん に

よしみず ご えい

よろこ

ご びょうしょ

そうたいいん

えんにん じ だ び

でで ああ

が けいでん

げん ろく

ご びょうからもん そうもん

ぶんきゅう

とび ち けい だい ち

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
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今
月
の

法
話

　
も
し
三
日
の
い
の
ち
と
言
わ
れ
た
ら

ど
う
す
る
？

　
こ
の
問
い
か
け
は
、聞
法
学
習
会
の

座
談
の
場
で
、あ
る
先
輩
か
ら
投
げ
か

け
ら
れ
た
も
の
で
す
。人
生
の
中
で
こ
う

い
う
問
い
か
け
を
も
ら
う
こ
と
も
、普
段

自
分
の
こ
と
と
し
て
真
剣
に
考
え
る
こ

と
も
な
か
な
か
な
い
と
思
い
ま
す
。私
を

ふ
く
め
て
、そ
の
場
に
い
た
者
が
答
え
ら

れ
ず
に
黙
っ
て
考
え
て
い
る
と
、こ
の
問

い
か
け
に
具
体
的
に
答
え
て
く
れ
た
お

二
人
の
こ
と
を
先
輩
が
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。

　
一
人
は
わ
ん
ぱ
く
そ
う
な
中
学
生
の

男
の
子
で
、「
も
し
三
日
の
い
の
ち
と
言

わ
れ
た
ら
ど
う
す
る
？
一
日
目
は
こ
う

す
る
、二
日
目
は
こ
う
す
る
、三
日
目
は

と
、で
き
る
だ
け
具
体
的
に
答
え
て
ほ
し

い
」と
お
願
い
し
た
そ
う
で
す
。そ
う
し

た
ら
そ
の
子
は
、「
一
日
目
は
お
い
し
い

物
を
食
べ
る
」。「
二
日
目
は
い
き
た
い
と

こ
ろ
へ
行
く
」。一
日
目
と
二
日
目
は
比

較
的
早
く
答
え
て
く
れ
た
に
も
関
わ
ら

ず
、三
日
目
の
答
え
は
な
か
な
か
返
っ
て

き
ま
せ
ん
。下
を
向
い
て
黙
っ
て
し
ま
っ

た…

。そ
れ
で
、「
三
日
目
は
？
」と
も

う
一
度
た
ず
ね
た
ら
、「
気
が
ふ
れ

る
！
」と
真
っ
赤
な
顔
し
て
叫
ん
だ
そ

う
で
す…

。

　
も
う
一
人
は
、長
年
聞
法
さ
れ
て
い
る

お
婆
ち
ゃ
ん
に
、同
じ
よ
う
に
た
ず
ね
た

と
こ
ろ
、「
一
日
目
は
今
ま
で
聞
法
し
て

書
き
と
め
た
も
の
や
、仏
教
書
を
読

む
」。「
二
日
目
は
信
頼
し
て
い
る
先
生

に
会
い
に
行
く
」。で
は
も
し
、そ
の
先
生

が
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
た
ら…

と
問
い

返
し
た
ら
、「
た
だ
た
だ
念
仏
し
て
過
ご

し
ま
す
」。「
三
日
目
は
、畳
を（
両
手
で

か
き
む
し
る
）こ
う
や
っ
て
終
わ
っ
て
い
く

ん
で
し
ょ
う
ね
」と
、涙
を
ぼ
ろ
っ
と
流

さ
れ
た…

。そ
の
お
婆
ち
ゃ
ん
の
ど
う
し

て
み
よ
う
も
な
い
、あ
が
き
の
よ
う
な
畳

の
音
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
、先
輩
か
ら
聞

か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。私
に
は
、こ
の

お
二
人
の
声
が
、よ
く
ぞ
先
立
っ
て
こ
う

い
う
声
を
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
な
あ
と
、

も
の
す
ご
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
私
自
身
は
と
い
う
と
、こ
の
問

い
か
け
を
も
ら
っ
た
時
、一
日
目
、二
日

目
、三
日
目
と
具
体
的
に
何
を
す
る
か

が
思
い
浮
か
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、「
自

分
の
死
が
思
い
浮
か
ん
で
、真
っ
暗
闇
で

閉
ざ
さ
れ
る
、恐
怖
で
し
か
な
い
」と
答

え
ま
し
た
。夜
布
団
に
入
っ
て
、ぼ
お
ー
っ

と
し
て
い
る
と
、何
と
は
な
し
に
死
ぬ
と

い
う
こ
と
は
、自
分
が
こ
の
世
か
ら
消
え

る
と
い
う
こ
と
、何
と
も
い
え
な
い
恐
怖

に
襲
わ
れ
ま
す
。自
分
の
死
の
前
に
は
不

安
と
恐
怖
に
お
の
の
い
て
終
わ
っ
て
い
く

よ
う
な
自
分
自
身
と
い
う
も
の
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の「
も
し
三
日
の
い
の
ち
と
言
わ
れ

た
ら
ど
う
す
る
？
」と
い
う
問
い
か
け
は
、

表
面
の
着
飾
っ
た
も
の
が
は
ぎ
取
ら
れ

て
、自
分
自
身
と
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
に

さ
せ
ら
れ
る
問
い
か
け
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
こ
の
一
番
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
自
分
自
身
、つ
ま
り
、自
分
の
死
の
前

に
は
、ど
う
し
た
ら
い
い
ん
や
ど
う
し
た

ら
い
い
ん
や…

、助
け
て
く
れ
助
け
て
く

れ
と
、死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
我
が
身

を
問
題
に
し
な
い
で
、日
頃
住
職
と
し

て
、聞
い
て
知
っ
て
覚
え
た
仏
教
の
知

識
、分
別
で
、わ
か
っ
た
こ
と
と
し
て
人

に
向
か
っ
て
教
え
を
語
っ
て
い
ま
す
。そ

う
い
う
私
に
、「
も
し
三
日
の
い
の
ち
と

言
わ
れ
た
ら
ど
う
す
る
？
」と
い
う
問
い

か
け
は
、本
当
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
我
が
身
の
課
題
に
折
に
触
れ
て

向
き
合
わ
せ
、考
え
さ
せ
て
く
だ
さ
る

言
葉
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
そ
し
て
、中
学
生
の
子
が
、三
日
目

は…

「
気
が
ふ
れ
る
！
」と
真
っ
赤
な
顔

し
て
叫
ん
だ
。聞
法
さ
れ
て
い
る
お
婆

ち
ゃ
ん
の
自
分
の
最
後
、「
畳
を(

両
手
で

か
き
む
し
る)

こ
う
や
っ
て
終
わ
っ
て
い
く

ん
で
し
ょ
う
ね
」。こ
の
お
二
人
の
お
言

葉
も
、死
を
前
に
も
が
き
苦
し
む
し
か

な
い
自
分
の
姿
、私
の
事
実
を
言
い
当
て

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

聞
法
し
て
い
れ
ば
、死
の
問
題
も
何
と
か

な
る
だ
ろ
う
、自
分
の
死
を
引
き
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
無
意
識
に
思
っ
て

い
る
私
に「
油
断
あ
る
ま
じ
く
そ
う
ろ

う
、油
断
あ
る
ま
じ
く
そ
う
ろ
う
」と
い

う
呼
び
か
け
と
し
て
受
け
と
め
さ
せ
て

も
ら
い
ま
す
。 

　
私
の
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
い
、

「
自
分
の
死
の
前
に
は
、死
ん
で
も
死
に

き
れ
な
い
我
が
身
」と
い
う
一
大
事
を
、

何
度
呼
び
か
け
ら
れ
て
も
気
づ
け
ま
せ

ん
。自
分
の
一
大
事
の
問
題
に
な
り
ま
せ

ん
。そ
れ
ほ
ど
自
分
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ

と
、何
の
根
拠
も
な
い
の
に
我
が
身
を
頼

り
に
し
、仏
法
を
は
ね
つ
け
て
生
き
て
い
る

自
分
自
身
が
、聞
法
を
と
お
し
て
あ
き
ら

か
に
知
ら
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。 

　
教
え
を
聞
い
て
い
る
ふ
り
を
し
な
い

で
、背
い
て
い
る
私
の
中
身
を
大
事
に
聞

か
せ
て
も
ら
い
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

第38回
［最終回］

長浜教区 敦賀組 隆法寺 興法 慶実

もし三日のいのちと
　　　  言われたらどうする？

「
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

以前は、組門徒会員として男性
２人が選ばれることが多かった。

組門徒会員を選
定する際に１人以
上の女性を選定
することが規定さ
れました。

男性・女性１人ずつ選定

従来の選定方法で組門徒会
員２人を選定し、加えて女性
組門徒会員１人を選定

組門徒会の選定について
～男女共同参画に向けて～

なぜ特別措置条例が延長されたの？

し
か
し
！！

このたびの組門徒会員の改選にあたり、男女共同参画の趣旨を十分にご理解いただき、各お寺から１名以上の女性が選定されるよう、
引き続き、組門徒会への女性参画の促進のご協力をお願いいたします。

組門徒会って？

　真宗大谷派では、男女共同参画による宗門運営を推進するため、2014年1月に男
女共同参画推進会議が設置され、特に組門徒会への女性参画推進のため「男女共
同参画推進に向けた組門徒会員選定に関する特別措置条例」が制定されるなど取り
組みを進めてまいりました。
　このたび、宗会常会において本条例の期限を1期3年延長することとなり、来年３月
には本条例が施行されて以降、４回目の組門徒会員の改選が行われます。
　本特集では、あらためて男女両性で形づくる宗門運営の実現のため、組門徒会へ
のさらなる女性参画推進の取り組みについて紹介します。

　この条例は2014年に9年間の特別措置として制定されました。
満了時には各寺院・教会から自然に女性の組門徒会員が選出され、
女性の参画が宗門全体に深く浸透している環境になることが願わ
れていました。実際に女性の組門徒会員は増加し、女性比率は
5.4％（2012年）から、2021年の改正では32.9％となりました。

　宗門内では、「特別措置条例ではなく、男性1人、女性1人を選定するという条例を定めるべき」等、男女共同参画の推進に向
けて、さまざまな声が上がっています。このため、これまでいただいたさまざまな意見をふまえ、また教勢調査※の動向も見定め
て、改選により選出された各組門徒会員をはじめとしたそれぞれ当事者の方々からの声や、意識等を丁寧に聞き取って、今後の
さらなる男女共同参画の取り組みにつなげていくことが必要になります。

　2021年の改選でも教区間における女性組門
徒会員の割合は、5.7％（最少）～44.1％（最大）と
浸透率に大きな開きがあります。また、教区門徒
会（下記グラフ）や参議会議員といった役職者の
女性の割合の大きな変化には至りませんでした。

　組門徒会員は、門徒の代
表として組や寺院・教会の教
化活動の推進を担っていま
す。また、組門徒会員で構成
された組門徒会は、住職・教
会主管者で構成される組会
とともに組の運営を決定する
重要な役割を担っています。

なぜ女性組門徒会員の選出が必要なの？
　宗門全体の運営は、各教区から選ばれた議員で構成される「宗会」という議決機関で決定されます。宗会は、僧侶の議員で構成される
「宗議会」と門徒の議員で構成される「参議会」の二院制で成り立っています。
　また、教区の運営は「教区会」（住職・教会主管者の中から選挙で選ばれた議員と組長で構成）と「教区門徒会」（組門徒会から互選され
た門徒で構成）で決定され、組の運営は、「組会」と「組門徒会」で決定されます。
　組門徒会は、教区門徒
会と参議会の選出母体でも
あるため、組門徒会への女
性参画の推進が、男女共
同参画による宗門運営を
実現する基盤となります。

男女共同参画推進に向けた組門徒会員選定に関する
特別措置条例とは？
本条例は、女性の宗門運営への積極的な参画を実現する取り組みとして、制定されました。

　　とは・・・
組は、寺院・教会が同朋会運動の更
なる展開につながる教化活動がとも
にできるように構成された単位で、
現在、全国に393の組あります。

２０１２年 女性  5.4%

２０１5年 女性28.1%

２０１8年 女性32.5%

２０21年 女性32.9%

男性94.6%

男性71.9%

男性67.5%

男性67.1%

※教勢調査・・・社会状況に即した宗門の課題を把握するために、すべての寺院を対象に、宗門の現勢と教化活動の実態を調査する基幹調査。2024年1月に第8回教勢調査を実施。

お寺の所属門徒 組門徒会 教区門徒会 参議会

組

組門徒会員の男女比

２０１２年 女性2.1%

２０１5年 女性5.6%

２０１8年 女性6.4%

２０21年 女性8.8%

男性97.9%

男性94.4%

男性93.6%

男性91.2%

教区門徒会員の男女比

今後のさらなる男女共同参画に向けて

おき のり みよし
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「報恩のこころ」を基礎としたご法事のあり方を尋
ねる小冊子。

期間：開催中～12月28日（木）14時まで

亡き方は地獄に落ちているのか？
仏事冊子シリーズ第6弾

『亡き方を偲ぶ－報恩のこころ』
林　憲淳（著）

新書変形判　16頁
定価：110円（税込）

大好評 仏事冊子シリーズ
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今
月
の

法
話

　
も
し
三
日
の
い
の
ち
と
言
わ
れ
た
ら

ど
う
す
る
？

　
こ
の
問
い
か
け
は
、聞
法
学
習
会
の

座
談
の
場
で
、あ
る
先
輩
か
ら
投
げ
か

け
ら
れ
た
も
の
で
す
。人
生
の
中
で
こ
う

い
う
問
い
か
け
を
も
ら
う
こ
と
も
、普
段

自
分
の
こ
と
と
し
て
真
剣
に
考
え
る
こ

と
も
な
か
な
か
な
い
と
思
い
ま
す
。私
を

ふ
く
め
て
、そ
の
場
に
い
た
者
が
答
え
ら

れ
ず
に
黙
っ
て
考
え
て
い
る
と
、こ
の
問

い
か
け
に
具
体
的
に
答
え
て
く
れ
た
お

二
人
の
こ
と
を
先
輩
が
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。

　
一
人
は
わ
ん
ぱ
く
そ
う
な
中
学
生
の

男
の
子
で
、「
も
し
三
日
の
い
の
ち
と
言

わ
れ
た
ら
ど
う
す
る
？
一
日
目
は
こ
う

す
る
、二
日
目
は
こ
う
す
る
、三
日
目
は

と
、で
き
る
だ
け
具
体
的
に
答
え
て
ほ
し

い
」と
お
願
い
し
た
そ
う
で
す
。そ
う
し

た
ら
そ
の
子
は
、「
一
日
目
は
お
い
し
い

物
を
食
べ
る
」。「
二
日
目
は
い
き
た
い
と

こ
ろ
へ
行
く
」。一
日
目
と
二
日
目
は
比

較
的
早
く
答
え
て
く
れ
た
に
も
関
わ
ら

ず
、三
日
目
の
答
え
は
な
か
な
か
返
っ
て

き
ま
せ
ん
。下
を
向
い
て
黙
っ
て
し
ま
っ

た…

。そ
れ
で
、「
三
日
目
は
？
」と
も

う
一
度
た
ず
ね
た
ら
、「
気
が
ふ
れ

る
！
」と
真
っ
赤
な
顔
し
て
叫
ん
だ
そ

う
で
す…

。

　
も
う
一
人
は
、長
年
聞
法
さ
れ
て
い
る

お
婆
ち
ゃ
ん
に
、同
じ
よ
う
に
た
ず
ね
た

と
こ
ろ
、「
一
日
目
は
今
ま
で
聞
法
し
て

書
き
と
め
た
も
の
や
、仏
教
書
を
読

む
」。「
二
日
目
は
信
頼
し
て
い
る
先
生

に
会
い
に
行
く
」。で
は
も
し
、そ
の
先
生

が
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
た
ら…

と
問
い

返
し
た
ら
、「
た
だ
た
だ
念
仏
し
て
過
ご

し
ま
す
」。「
三
日
目
は
、畳
を（
両
手
で

か
き
む
し
る
）こ
う
や
っ
て
終
わ
っ
て
い
く

ん
で
し
ょ
う
ね
」と
、涙
を
ぼ
ろ
っ
と
流

さ
れ
た…

。そ
の
お
婆
ち
ゃ
ん
の
ど
う
し

て
み
よ
う
も
な
い
、あ
が
き
の
よ
う
な
畳

の
音
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
、先
輩
か
ら
聞

か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。私
に
は
、こ
の

お
二
人
の
声
が
、よ
く
ぞ
先
立
っ
て
こ
う

い
う
声
を
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
な
あ
と
、

も
の
す
ご
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
私
自
身
は
と
い
う
と
、こ
の
問

い
か
け
を
も
ら
っ
た
時
、一
日
目
、二
日

目
、三
日
目
と
具
体
的
に
何
を
す
る
か

が
思
い
浮
か
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、「
自

分
の
死
が
思
い
浮
か
ん
で
、真
っ
暗
闇
で

閉
ざ
さ
れ
る
、恐
怖
で
し
か
な
い
」と
答

え
ま
し
た
。夜
布
団
に
入
っ
て
、ぼ
お
ー
っ

と
し
て
い
る
と
、何
と
は
な
し
に
死
ぬ
と

い
う
こ
と
は
、自
分
が
こ
の
世
か
ら
消
え

る
と
い
う
こ
と
、何
と
も
い
え
な
い
恐
怖

に
襲
わ
れ
ま
す
。自
分
の
死
の
前
に
は
不

安
と
恐
怖
に
お
の
の
い
て
終
わ
っ
て
い
く

よ
う
な
自
分
自
身
と
い
う
も
の
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の「
も
し
三
日
の
い
の
ち
と
言
わ
れ

た
ら
ど
う
す
る
？
」と
い
う
問
い
か
け
は
、

表
面
の
着
飾
っ
た
も
の
が
は
ぎ
取
ら
れ

て
、自
分
自
身
と
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
に

さ
せ
ら
れ
る
問
い
か
け
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
こ
の
一
番
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
自
分
自
身
、つ
ま
り
、自
分
の
死
の
前

に
は
、ど
う
し
た
ら
い
い
ん
や
ど
う
し
た

ら
い
い
ん
や…

、助
け
て
く
れ
助
け
て
く

れ
と
、死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
我
が
身

を
問
題
に
し
な
い
で
、日
頃
住
職
と
し

て
、聞
い
て
知
っ
て
覚
え
た
仏
教
の
知

識
、分
別
で
、わ
か
っ
た
こ
と
と
し
て
人

に
向
か
っ
て
教
え
を
語
っ
て
い
ま
す
。そ

う
い
う
私
に
、「
も
し
三
日
の
い
の
ち
と

言
わ
れ
た
ら
ど
う
す
る
？
」と
い
う
問
い

か
け
は
、本
当
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
我
が
身
の
課
題
に
折
に
触
れ
て

向
き
合
わ
せ
、考
え
さ
せ
て
く
だ
さ
る

言
葉
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
そ
し
て
、中
学
生
の
子
が
、三
日
目

は…

「
気
が
ふ
れ
る
！
」と
真
っ
赤
な
顔

し
て
叫
ん
だ
。聞
法
さ
れ
て
い
る
お
婆

ち
ゃ
ん
の
自
分
の
最
後
、「
畳
を(

両
手
で

か
き
む
し
る)

こ
う
や
っ
て
終
わ
っ
て
い
く

ん
で
し
ょ
う
ね
」。こ
の
お
二
人
の
お
言

葉
も
、死
を
前
に
も
が
き
苦
し
む
し
か

な
い
自
分
の
姿
、私
の
事
実
を
言
い
当
て

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

聞
法
し
て
い
れ
ば
、死
の
問
題
も
何
と
か

な
る
だ
ろ
う
、自
分
の
死
を
引
き
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
無
意
識
に
思
っ
て

い
る
私
に「
油
断
あ
る
ま
じ
く
そ
う
ろ

う
、油
断
あ
る
ま
じ
く
そ
う
ろ
う
」と
い

う
呼
び
か
け
と
し
て
受
け
と
め
さ
せ
て

も
ら
い
ま
す
。 

　
私
の
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
い
、

「
自
分
の
死
の
前
に
は
、死
ん
で
も
死
に

き
れ
な
い
我
が
身
」と
い
う
一
大
事
を
、

何
度
呼
び
か
け
ら
れ
て
も
気
づ
け
ま
せ

ん
。自
分
の
一
大
事
の
問
題
に
な
り
ま
せ

ん
。そ
れ
ほ
ど
自
分
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ

と
、何
の
根
拠
も
な
い
の
に
我
が
身
を
頼

り
に
し
、仏
法
を
は
ね
つ
け
て
生
き
て
い
る

自
分
自
身
が
、聞
法
を
と
お
し
て
あ
き
ら

か
に
知
ら
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。 

　
教
え
を
聞
い
て
い
る
ふ
り
を
し
な
い

で
、背
い
て
い
る
私
の
中
身
を
大
事
に
聞

か
せ
て
も
ら
い
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

第38回
［最終回］

長浜教区 敦賀組 隆法寺 興法 慶実

もし三日のいのちと
　　　  言われたらどうする？

「
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

以前は、組門徒会員として男性
２人が選ばれることが多かった。

組門徒会員を選
定する際に１人以
上の女性を選定
することが規定さ
れました。

男性・女性１人ずつ選定

従来の選定方法で組門徒会
員２人を選定し、加えて女性
組門徒会員１人を選定

組門徒会の選定について
～男女共同参画に向けて～

なぜ特別措置条例が延長されたの？

し
か
し
！！

このたびの組門徒会員の改選にあたり、男女共同参画の趣旨を十分にご理解いただき、各お寺から１名以上の女性が選定されるよう、
引き続き、組門徒会への女性参画の促進のご協力をお願いいたします。

組門徒会って？

　真宗大谷派では、男女共同参画による宗門運営を推進するため、2014年1月に男
女共同参画推進会議が設置され、特に組門徒会への女性参画推進のため「男女共
同参画推進に向けた組門徒会員選定に関する特別措置条例」が制定されるなど取り
組みを進めてまいりました。
　このたび、宗会常会において本条例の期限を1期3年延長することとなり、来年３月
には本条例が施行されて以降、４回目の組門徒会員の改選が行われます。
　本特集では、あらためて男女両性で形づくる宗門運営の実現のため、組門徒会へ
のさらなる女性参画推進の取り組みについて紹介します。

　この条例は2014年に9年間の特別措置として制定されました。
満了時には各寺院・教会から自然に女性の組門徒会員が選出され、
女性の参画が宗門全体に深く浸透している環境になることが願わ
れていました。実際に女性の組門徒会員は増加し、女性比率は
5.4％（2012年）から、2021年の改正では32.9％となりました。

　宗門内では、「特別措置条例ではなく、男性1人、女性1人を選定するという条例を定めるべき」等、男女共同参画の推進に向
けて、さまざまな声が上がっています。このため、これまでいただいたさまざまな意見をふまえ、また教勢調査※の動向も見定め
て、改選により選出された各組門徒会員をはじめとしたそれぞれ当事者の方々からの声や、意識等を丁寧に聞き取って、今後の
さらなる男女共同参画の取り組みにつなげていくことが必要になります。

　2021年の改選でも教区間における女性組門
徒会員の割合は、5.7％（最少）～44.1％（最大）と
浸透率に大きな開きがあります。また、教区門徒
会（下記グラフ）や参議会議員といった役職者の
女性の割合の大きな変化には至りませんでした。

　組門徒会員は、門徒の代
表として組や寺院・教会の教
化活動の推進を担っていま
す。また、組門徒会員で構成
された組門徒会は、住職・教
会主管者で構成される組会
とともに組の運営を決定する
重要な役割を担っています。

なぜ女性組門徒会員の選出が必要なの？
　宗門全体の運営は、各教区から選ばれた議員で構成される「宗会」という議決機関で決定されます。宗会は、僧侶の議員で構成される
「宗議会」と門徒の議員で構成される「参議会」の二院制で成り立っています。
　また、教区の運営は「教区会」（住職・教会主管者の中から選挙で選ばれた議員と組長で構成）と「教区門徒会」（組門徒会から互選され
た門徒で構成）で決定され、組の運営は、「組会」と「組門徒会」で決定されます。
　組門徒会は、教区門徒
会と参議会の選出母体でも
あるため、組門徒会への女
性参画の推進が、男女共
同参画による宗門運営を
実現する基盤となります。

男女共同参画推進に向けた組門徒会員選定に関する
特別措置条例とは？
本条例は、女性の宗門運営への積極的な参画を実現する取り組みとして、制定されました。

　　とは・・・
組は、寺院・教会が同朋会運動の更
なる展開につながる教化活動がとも
にできるように構成された単位で、
現在、全国に393の組あります。

２０１２年 女性  5.4%

２０１5年 女性28.1%

２０１8年 女性32.5%

２０21年 女性32.9%

男性94.6%

男性71.9%

男性67.5%

男性67.1%

※教勢調査・・・社会状況に即した宗門の課題を把握するために、すべての寺院を対象に、宗門の現勢と教化活動の実態を調査する基幹調査。2024年1月に第8回教勢調査を実施。

お寺の所属門徒 組門徒会 教区門徒会 参議会

組

組門徒会員の男女比

２０１２年 女性2.1%

２０１5年 女性5.6%

２０１8年 女性6.4%

２０21年 女性8.8%

男性97.9%

男性94.4%

男性93.6%

男性91.2%

教区門徒会員の男女比

今後のさらなる男女共同参画に向けて
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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
Eメール：shinrankoryukan@higashihonganji.or.jp

組門徒会に関するお問い合わせ　組織部（TEL０７５－３７１－９１８７）

オリジナルポストカード
プレゼントキャンペーン

ご注文・お問い合わせは TEL：075-371-9189 東本願寺出版 　

『法語カレンダー』もしくは
随想集『今日のことば』をお
買い上げいただいた方に、法
語カレンダーに掲載されてい
る法語をデザインしたオリジ
ナルポストカードセットをプ
レゼントします。

私たちはなぜご法事をつとめるのか―
亡き方の願いに報い、自らの人生を見つめ直す
「報恩のこころ」を基礎としたご法事のあり方を尋
ねる小冊子。

期間：開催中～12月28日（木）14時まで

亡き方は地獄に落ちているのか？
仏事冊子シリーズ第6弾

『亡き方を偲ぶ－報恩のこころ』
林　憲淳（著）

新書変形判　16頁
定価：110円（税込）

大好評 仏事冊子シリーズ

※1回のご注文につき1つプレゼント。

新刊
『法語カレンダー』
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ご案内
真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

東本願寺 　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・御影堂・参拝接待所仏間
【時間】通常10時10分～／13時10分～　
逮夜日（12・27日）13時10分～  　　　御命日（28日）9時30分～
※その他、時間・会場を変更する場合があります。

参拝接待所ギャラリー　【時間】9時～16時 　
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中
「人権週間ギャラリー展」12月5日～24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、12月28日～1月8日
※2024年1月9日より、開館時間が全日9時～17時に変更になります。
12月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～
※休館日の他、20日、27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】♦12月3日…木越康（大谷大学教授）♦10日…井上円（新潟教区
淨泉寺住職）♦17日…三木朋哉（岐阜高山教区淨福寺住職）♦24日…
難波教行（教学研究所所員）♦31日…休会
交流ギャラリー（1階） 【期間】開催中～12月18日（月）　
「梅林秀行さんと歩く 東本願寺 水と緑の散歩道」展　
しんらん交流館 Tera School 【対象】小学1年生以上（2年生までは要保護者同伴）
【日時】毎週月曜日　18時～20時30分（1階 すみれの間）

隔週日曜日　14時～16時30分（1階 会議室ABC）   
土日は不定期でプログラミングコースやワークショップも開催しています。 https://teraschool.org/

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。

　母
と
長
男
の
お
骨
を
納
め
に
、10
月
に
、妻
と
娘
夫
婦
と
と

も
に
本
山
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

　実
は
８
月
に
、『
同
朋
新
聞
』の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
の
応
募
は
が

き
で
、真
宗
本
廟
収
骨
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、参
拝
接

待
所
の
職
員
さ
ん
か
ら
お
返
事
を
い
た
だ
き
、収
骨
を
渋
っ
て

い
た
気
持
ち
が
元
気
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。お
手
次
の
お
寺
さ
ん
に
お
世
話
に
な
って
無
事
に
収
骨
す
る

こ
と
が
で
き
、肩
の
荷
が
下
り
た
心
地
が
し
て
い
ま
す
。

　久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
東
本
願
寺
で
は
、建
物
の
大
き
さ
に
圧

倒
さ
れ
、白
洲
に
て
家
族
で
記
念
写
真
を
撮
る
時
、「
御
堂
が
大

き
す
ぎ
て
離
れ
な
い
と
全
景
が
入
ら
な
い
ね
」な
ど
と
話
し
て

い
ま
し
た
。

　京
都
か
ら
帰
っ
て
き
て
、家
の
お
内
仏
に
毎
日
手
を
合
わ
せ

る
日
々
を
送
って
い
ま
す
。

読者のお便り

滋
賀
県
長
浜
市
　
東
野 
敬
造（
72
歳
）

真
宗
本
廟
収
骨
へ

約15分

約15分

約25分

勤行後約1時間

約25分

お
便
り
募
集
『
同
朋
新
聞
』の
感
想
を
は
じ
め
、日
々
の
思
い
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

〒
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上
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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
。
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是
旃
陀
羅
問
題
に
関
す
る
教
区
説
明
会
開
催

　
10
月
6
日
に
東
京
教
区
、同
月
16
日
に
長
浜
教
区
で「
是
旃
陀

羅
問
題
に
関
す
る
教
区
説
明
会
」が
開
催
さ
れ
た
。こ
の
説
明
会

は
、是
旃
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
全
宗
門
的
に
課
題
の
共
有
を
図

る
た
め
、今
年
度
か
ら
全
教
区
に
開
催
を
呼
び
掛
け
て
い
る
も

の
。両
教
区
と
も
教
区
教
化
委
員
や
組
門
徒
会
員
等
の
役
職
者

を
中
心
に
広
く
参
加
を
呼
び
か
け
、東
京
教
区
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン

を
含
め
約
１
０
０
人
が
、長
浜
教
区
で
は
43
人
が
参
加
し
た
。

　
説
明
会
に
は
、解
放
運
動
推
進
本
部（
以
下
、本
部
）の
本
部

委
員
が
出
向
し
、学
習
冊
子『
是
旃
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
』を
手

が
か
り
と
し
て
、僧
侶
が『
観
無
量
寿
経
』に
説
か
れ
る「
是
旃
陀

羅
」を
誤
っ
た
解
釈
で
説
い
て

き
た
こ
と
で
、部
落
差
別
を
温

存
し
助
長
し
て
き
た
罪
責
が

あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。そ
の

う
え
で
、慚
愧
の
念
に
立
っ
た

新
た
な
読
み
方
に
つ
い
て
、本

部
で
作
成
し
た
学
習
ス
ラ
イ
ド

を
用
い
た
説
明
が
行
わ
れ
た
。

　
引
き
続
き
、是
旃
陀
羅
問
題

大
谷
祖
廟
報
恩
講―

宗
祖
の
教
え
を
確
か
め
合
う
機
縁―

　
9
月
27
日
か
ら
28
日
、宗
祖

親
鸞
聖
人
の
お
墓
所
で
あ
る

大
谷
祖
廟
に
お
い
て
、報
恩
講

が
勤
修
さ
れ
た
。大
谷
祖
廟
で

は
、毎
年
こ
の
期
間
に
門
首
、

新
門
、鍵
役
が
出
仕
し
、勤
め

ら
れ
る
。

　
27
日
は
、逮
夜
法
要
に
引
き

続
き
御
俗
姓
、御
伝
鈔
の
拝
読

が
あ
り
、28
日
に
は
日
中
法
要
後
、四
衢
亮
氏（
岐
阜
高
山
教

区
不
遠
寺
住
職
）よ
り
、「
信
心
を
う
れ
ば
あ
か
つ
き
に
な
る

が
ご
と
し
」と
い
う
講
題
の
も
と
法
話
が
あ
っ
た
。法
話
で
は
、

「
聖
人
は
、自
分
を
嘘
偽
る
こ
と
な
く
、欲
に
溺
れ
、名
誉
欲
に

も
溺
れ
る
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
自
身
の
姿
を『
教
行
信
証
』に

残
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
姿
は
、教
え
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

　
10
月
27
日
、渉
成
園
に
て
お
月
見

の
会「
渉
成
園
十
三
夜
」が
開
催
さ

れ
、約
1
7
0
人
が
参
加
し
た
。お

月
見
と
し
て
は
、十
五
夜
が
有
名
だ

が
、旧
暦
の
9
月
13
日
に
あ
た
る
十

三
夜
も
日
本
古
来
の
も
の
と
し
て
親

し
ま
れ
、ま
た
渉
成
園
が「
渉
成
園

十
三
景
」と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

ち
な
ん
だ
企
画
。

　
渉
成
園
内
に
大
き
く
広
が
る「
印

月
池
」は
、東
山
か
ら
上
る
月
影
を
水

面
に
映
す
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ
け

ら
れ
て
お
り
、そ
の
風
景
を
体
験
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、1
日
限
定
で
開

園
時
間
を
20
時
ま
で
延
長
し
、通
常

非
公
開
の「
閬
風
亭
」や
2
階
建
て
の

お
茶
室「
蘆
菴
」を
特
別
公
開
し
た
。

　「
閬
風
亭
」内
で
は
、お
ひ
が
し
さ

ん
門
前
未
来
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
画
事

業
者
で
あ
り
、東
本
願
寺
隣
に
位
置

す
る
ホ
テ
ル
カ
ン
ラ
の
協
力
に
よ
り
、

お
月
見
団
子
や
渉
成
園
十
三
景
に
ち

な
ん
で
13
種
の
具
材
を
使
っ
た
バ
ラ

寿
司
な
ど
飲

食
物
の
販
売

も
行
わ
れ

た
。ま
た
、「
庭

の
声
を
き
く
」

を
テ
ー
マ
に
、

柳
沢
英
輔
氏

（
音
文
化
研

究
者
・
京
都

大
学
大
学
院
特
任
助
教
）、太
田
陽
介

氏（
植
彌
加
藤
造
園
庭
園
部
庭
師
）、

松
田
亜
世
企
画
調
整
局
参
事
に
よ
る

ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
を
開
催
。渉
成
園
で

実
際
に
録
音
し
た
音
を
聞
き
な
が

ら
、音
文
化
研
究
者
・
庭
師
・
僧
侶
が

渉
成
園
を「
音
」と
い
う
視
点
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
考
え
を
披
露
し
た
。

　「
蘆
菴
」で
は
、2
階
か
ら
渉
成
園

全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、月
と

と
も
に
景
色
を
写
真
に
お
さ
め
る
姿

も
見
ら
れ
た
。

　
当
日
は
夕
方
ま
で
雷
雨
と
な
り

開
催
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、夜
に
は
雲

間
か
ら
き
れ
い
な
月
が
見
え
る
よ
う

に
な
り
、参
加
者
か
ら
は「
来
年
も

ぜ
ひ
渉
成
園
で
お
月
見
を
し
た
い
」

な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

　
な
お
、渉
成
園
で
は
10
月
28
日
か
ら

12
月
2
日
ま
で
秋
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

も
開
催
し
、多
く
の
方
が
訪
れ
て
い
る
。

さ
れ
た
自
分
自
身
の
姿
で
あ
る
。私
た
ち
も
自
分
の
都
合
に
よ

り
人
を
振
り
回
し
、時
に
は
自
分
自
身
も
振
り
回
さ
れ
て
い
る

身
で
あ
る
こ
と
を
、教
え
を
通
じ
、身
を
も
っ
て
学
ぶ
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
」と
語
ら
れ
た
。

　
な
お
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
中
止
し
て

い
た
抹
茶
接
待
も
今
年
か
ら
再
開
し
、1
0
0
人
を
超
え
る

方
が
参
拝
さ
れ
、満
堂
の
な
か
報

恩
講
が
勤
め
ら
れ
た
。

　
一
年
に
一
度
、お
迎
え
す
る
大
谷

祖
廟
の
報
恩
講
。お
念
仏
の
教
え

に
生
き
ら
れ
た
先
達
が
伝
え
て

く
だ
さ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
教
え

が
今
日
の
私
た
ち
に
伝
承
さ
れ
、

あ
ら
た
め
て
共
に
お
念
仏
の
教
え

を
確
か
め
合
う
機
縁
と
な
っ
た
。

に
関
す
る
各
教
区
の
取
り
組
み

の
現
状
が
報
告
さ
れ
た
。ま
た
、

説
明
会
を
終
え
た
教
区
に
お
い

て
は
、是
旃
陀
羅
問
題
へ
の
取
り

組
み
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
位

置
づ
け
、教
区
か
ら
組
へ
と
学
び

の
場
が
開
か
れ
て
い
く
た
め
に
、

各
教
区
で
協
議
を
し
て
い
た
だ

く
よ
う
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、

学
び
の
場
を
開
い
て
い
く
た
め
に
本
部
も
協
力
し
て
い
く
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
質
疑
応
答
で
は
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、是
旃
陀
羅

問
題
は
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
信
心
を
問
い
返
す
重
要
な
課

題
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　
説
明
会
は
、今
年
度
内
11
教
区
で
の
開
催
を
予
定
し
て
お

り
、今
後
全
教
区
で
実
施
す
る
予
定
。

※
是
旃
陀
羅
問
題
で
問
わ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、本
誌
２
０
２
１
年
11
月
号
〜

２
０
２
３
年
６
月
号
に
お
い
て
連
載
し
て
き
ま
し
た
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
学
習
冊
子『
是
旃
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
』は
無
償
で
配
布
し
て
お
り
ま
す
の
で
、お
読
み

に
な
り
た
い
方
は
、お
手
次
の
お
寺
や
最
寄
り
の
教
務
所
、ま
た
は
解
放
運
動
推
進
本

部（
0
7
5-

3
7
1-

9
2
4
7
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お寺での座談などのきっかけづくりに活用できる「真宗トーク」（対話コミュニケーショ
ンカード）のオンライン版体験会を開催します。ぜひお気軽にお申し込みください！

真宗教化センター寺院活性化支援室（寺院運営活性化支援担当）
メール　kyokacenter_shienshitsu@higashihonganji.or.jp
電　話　075-371-9208

❶2023年12月21日（木）18時30分～20時
❷2024年  1月24日（水）18時30分～20時
オンライン（Zoom）
真宗大谷派の僧侶・門徒
※スマートフォンが使え、それ以外のPC等でZoomに参加できる方

「真宗トーク」アプリを使ったオンラインの対話コミュニケーション体験会
各回12名（先着順）

2024年1月6日～3月18日 ※ただし3/1～3は公開休止
【1・2月】9：15～15：30（受付終了15時） 
【3　月】9：15～16：30（受付終了16時） 
大人（中学生以上）500円／小学生250円 ※予約不要
（別途、渉成園への入園に庭園維持寄付金500円が必要です。）

日時

場所

対象

内容

定員

お問い合わせ

詳細・お申込みはコチラ➡

お知らせ 第58回「京の冬の旅」特別公開
　京都の文化財などの魅力を伝え、ゆっくりと観光を楽しんでいただ
くためのキャンペーンとして、第58回を迎える「京の冬の旅」に、東本
願寺が今回も協力します。

渉成園 園林堂・閬風亭 特別公開 僧侶の案内による東本願寺諸殿案内
2024年1月6日～3月15日の毎週金・土曜
①9：30～10：30  ②12：30～13：30
小学生以上 2,000円 ※事前予約制

阿弥陀堂・御影堂・大寝殿・白書院

「京の冬の旅」の詳細は 京の冬の旅 　

期間

時間

料金

期間

時間

料金

案内コース

渉成園でお月見
「渉成園十三夜」

開　催

　東本願寺では、渉成園の園林堂・閬風亭を特別公開し、重要文化財
の指定を受けた東本願寺諸殿を僧侶が案内します。

（主催：京都市・京都市観光協会）

法要の様子

抹茶接待

東京教区

長浜教区

渉成園園内の様子

トークライブの様子

ぞ
う

け
い

の

ひ
が
し

ご

ぞ
く
し
ょ
う

ご
で
ん
し
ょ
う

い
ん

げ
つ

ろ
う

や
な
ぎ
さ
わお

お

す
け

ま
つ
だ

あ

せ
い

た
よ
う

え
い
す
け

ろ
あ
ん

ふ
う
て
い

ち

よ
つ
つ
じ
あ
き
ら

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

ざ
ん
き

ぜ

せ
ん

だ

ら

しょう せい えん

た
い

や

う
そ
い
つ
わ

ご注文・お問い合わせは TEL：075-371-9189 東本願寺出版 　

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

2024年１月号より

同朋新聞 が
リニューアル！
同朋新聞 が
リニューアル！

2024年1月号から『同朋新聞』がデザインを新たにリニューアルし、紙面

が12面から8面となります。

『同朋新聞』は宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要（2011年）をお迎え

するにあたり、御遠忌広報の充実を図るため、当初8面だった紙面を

2006年7月号から、12面に変更しました。御遠忌法要終了後も、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への広報を充実し

ていくため、引き続き12面でお届けしていました。

今春、慶讃法要が厳修されたことを受け、広報に特化した紙面を削減し、

当初の8面に紙面を戻します。

引き続き、充実した内容の紙面づくりを心掛けてまいりますので、新しい

『同朋新聞』をお楽しみください！

新連載が
スタート！

デザインを
一新！

『 』

宗派ホームページからも『同朋新聞』をご覧いただけます

渡邊愛子（文）  臂 美恵（絵）
A4変形判 68頁  定価：1,650円（税込）

『仏典の星ぼし』

仏典には、大人も子どもも親しみながら大切なことに
ふと気づかされる物語がたくさんあります。その中か
ら30話を厳選し、情感豊かな文章と鮮やかなイラスト
で描いた絵本です。

武田鉄矢・中島岳志・齋藤孝・姜尚中 他26名
四六判 372頁  定価：3,300円（税込）

『親鸞万華鏡』

親鸞に関心をもち、さまざまなジャンルで活躍する方々にイン
タビュー。現代を生きる30名の人々の多様な親鸞観に耳を傾
けます。生誕850年の時を経て、いま親鸞思想の豊かな可能
性を未来へ向けて解き放つ一冊。

『同朋新聞』の人気連載がついに書籍化！
新たな書下ろし2話をあわせて、全30話を収載

生誕850年の時を経て…
なぜ人々は親鸞を語り続けるのか？
各界著名人30名の多様な親鸞観

12/1
発売新刊
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ご案内
真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

東本願寺 　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・御影堂・参拝接待所仏間
【時間】通常10時10分～／13時10分～　
逮夜日（12・27日）13時10分～  　　　御命日（28日）9時30分～
※その他、時間・会場を変更する場合があります。

参拝接待所ギャラリー　【時間】9時～16時 　
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中
「人権週間ギャラリー展」12月5日～24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、12月28日～1月8日
※2024年1月9日より、開館時間が全日9時～17時に変更になります。
12月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～
※休館日の他、20日、27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】♦12月3日…木越康（大谷大学教授）♦10日…井上円（新潟教区
淨泉寺住職）♦17日…三木朋哉（岐阜高山教区淨福寺住職）♦24日…
難波教行（教学研究所所員）♦31日…休会
交流ギャラリー（1階） 【期間】開催中～12月18日（月）　
「梅林秀行さんと歩く 東本願寺 水と緑の散歩道」展　
しんらん交流館 Tera School 【対象】小学1年生以上（2年生までは要保護者同伴）
【日時】毎週月曜日　18時～20時30分（1階 すみれの間）

隔週日曜日　14時～16時30分（1階 会議室ABC）   
土日は不定期でプログラミングコースやワークショップも開催しています。 https://teraschool.org/

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。

　母
と
長
男
の
お
骨
を
納
め
に
、10
月
に
、妻
と
娘
夫
婦
と
と

も
に
本
山
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

　実
は
８
月
に
、『
同
朋
新
聞
』の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
の
応
募
は
が

き
で
、真
宗
本
廟
収
骨
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、参
拝
接

待
所
の
職
員
さ
ん
か
ら
お
返
事
を
い
た
だ
き
、収
骨
を
渋
っ
て

い
た
気
持
ち
が
元
気
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。お
手
次
の
お
寺
さ
ん
に
お
世
話
に
な
って
無
事
に
収
骨
す
る

こ
と
が
で
き
、肩
の
荷
が
下
り
た
心
地
が
し
て
い
ま
す
。

　久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
東
本
願
寺
で
は
、建
物
の
大
き
さ
に
圧

倒
さ
れ
、白
洲
に
て
家
族
で
記
念
写
真
を
撮
る
時
、「
御
堂
が
大

き
す
ぎ
て
離
れ
な
い
と
全
景
が
入
ら
な
い
ね
」な
ど
と
話
し
て

い
ま
し
た
。

　京
都
か
ら
帰
っ
て
き
て
、家
の
お
内
仏
に
毎
日
手
を
合
わ
せ

る
日
々
を
送
って
い
ま
す
。

読者のお便り

滋
賀
県
長
浜
市
　
東
野 

敬
造（
72
歳
）

真
宗
本
廟
収
骨
へ

約15分

約15分

約25分

勤行後約1時間

約25分

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
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是
旃
陀
羅
問
題
に
関
す
る
教
区
説
明
会
開
催

　
10
月
6
日
に
東
京
教
区
、同
月
16
日
に
長
浜
教
区
で「
是
旃
陀

羅
問
題
に
関
す
る
教
区
説
明
会
」が
開
催
さ
れ
た
。こ
の
説
明
会

は
、是
旃
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
全
宗
門
的
に
課
題
の
共
有
を
図

る
た
め
、今
年
度
か
ら
全
教
区
に
開
催
を
呼
び
掛
け
て
い
る
も

の
。両
教
区
と
も
教
区
教
化
委
員
や
組
門
徒
会
員
等
の
役
職
者

を
中
心
に
広
く
参
加
を
呼
び
か
け
、東
京
教
区
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン

を
含
め
約
１
０
０
人
が
、長
浜
教
区
で
は
43
人
が
参
加
し
た
。

　
説
明
会
に
は
、解
放
運
動
推
進
本
部（
以
下
、本
部
）の
本
部

委
員
が
出
向
し
、学
習
冊
子『
是
旃
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
』を
手

が
か
り
と
し
て
、僧
侶
が『
観
無
量
寿
経
』に
説
か
れ
る「
是
旃
陀

羅
」を
誤
っ
た
解
釈
で
説
い
て

き
た
こ
と
で
、部
落
差
別
を
温

存
し
助
長
し
て
き
た
罪
責
が

あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。そ
の

う
え
で
、慚
愧
の
念
に
立
っ
た

新
た
な
読
み
方
に
つ
い
て
、本

部
で
作
成
し
た
学
習
ス
ラ
イ
ド

を
用
い
た
説
明
が
行
わ
れ
た
。

　
引
き
続
き
、是
旃
陀
羅
問
題

大
谷
祖
廟
報
恩
講―

宗
祖
の
教
え
を
確
か
め
合
う
機
縁―

　
9
月
27
日
か
ら
28
日
、宗
祖

親
鸞
聖
人
の
お
墓
所
で
あ
る

大
谷
祖
廟
に
お
い
て
、報
恩
講

が
勤
修
さ
れ
た
。大
谷
祖
廟
で

は
、毎
年
こ
の
期
間
に
門
首
、

新
門
、鍵
役
が
出
仕
し
、勤
め

ら
れ
る
。

　
27
日
は
、逮
夜
法
要
に
引
き

続
き
御
俗
姓
、御
伝
鈔
の
拝
読

が
あ
り
、28
日
に
は
日
中
法
要
後
、四
衢
亮
氏（
岐
阜
高
山
教

区
不
遠
寺
住
職
）よ
り
、「
信
心
を
う
れ
ば
あ
か
つ
き
に
な
る

が
ご
と
し
」と
い
う
講
題
の
も
と
法
話
が
あ
っ
た
。法
話
で
は
、

「
聖
人
は
、自
分
を
嘘
偽
る
こ
と
な
く
、欲
に
溺
れ
、名
誉
欲
に

も
溺
れ
る
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
自
身
の
姿
を『
教
行
信
証
』に

残
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
姿
は
、教
え
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

　
10
月
27
日
、渉
成
園
に
て
お
月
見

の
会「
渉
成
園
十
三
夜
」が
開
催
さ

れ
、約
1
7
0
人
が
参
加
し
た
。お

月
見
と
し
て
は
、十
五
夜
が
有
名
だ

が
、旧
暦
の
9
月
13
日
に
あ
た
る
十

三
夜
も
日
本
古
来
の
も
の
と
し
て
親

し
ま
れ
、ま
た
渉
成
園
が「
渉
成
園

十
三
景
」と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

ち
な
ん
だ
企
画
。

　
渉
成
園
内
に
大
き
く
広
が
る「
印

月
池
」は
、東
山
か
ら
上
る
月
影
を
水

面
に
映
す
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ
け

ら
れ
て
お
り
、そ
の
風
景
を
体
験
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、1
日
限
定
で
開

園
時
間
を
20
時
ま
で
延
長
し
、通
常

非
公
開
の「
閬
風
亭
」や
2
階
建
て
の

お
茶
室「
蘆
菴
」を
特
別
公
開
し
た
。

　「
閬
風
亭
」内
で
は
、お
ひ
が
し
さ

ん
門
前
未
来
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
画
事

業
者
で
あ
り
、東
本
願
寺
隣
に
位
置

す
る
ホ
テ
ル
カ
ン
ラ
の
協
力
に
よ
り
、

お
月
見
団
子
や
渉
成
園
十
三
景
に
ち

な
ん
で
13
種
の
具
材
を
使
っ
た
バ
ラ

寿
司
な
ど
飲

食
物
の
販
売

も
行
わ
れ

た
。ま
た
、「
庭

の
声
を
き
く
」

を
テ
ー
マ
に
、

柳
沢
英
輔
氏

（
音
文
化
研

究
者
・
京
都

大
学
大
学
院
特
任
助
教
）、太
田
陽
介

氏（
植
彌
加
藤
造
園
庭
園
部
庭
師
）、

松
田
亜
世
企
画
調
整
局
参
事
に
よ
る

ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
を
開
催
。渉
成
園
で

実
際
に
録
音
し
た
音
を
聞
き
な
が

ら
、音
文
化
研
究
者
・
庭
師
・
僧
侶
が

渉
成
園
を「
音
」と
い
う
視
点
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
の
考
え
を
披
露
し
た
。

　「
蘆
菴
」で
は
、2
階
か
ら
渉
成
園

全
体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、月
と

と
も
に
景
色
を
写
真
に
お
さ
め
る
姿

も
見
ら
れ
た
。

　
当
日
は
夕
方
ま
で
雷
雨
と
な
り

開
催
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、夜
に
は
雲

間
か
ら
き
れ
い
な
月
が
見
え
る
よ
う

に
な
り
、参
加
者
か
ら
は「
来
年
も

ぜ
ひ
渉
成
園
で
お
月
見
を
し
た
い
」

な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

　
な
お
、渉
成
園
で
は
10
月
28
日
か
ら

12
月
2
日
ま
で
秋
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

も
開
催
し
、多
く
の
方
が
訪
れ
て
い
る
。

さ
れ
た
自
分
自
身
の
姿
で
あ
る
。私
た
ち
も
自
分
の
都
合
に
よ

り
人
を
振
り
回
し
、時
に
は
自
分
自
身
も
振
り
回
さ
れ
て
い
る

身
で
あ
る
こ
と
を
、教
え
を
通
じ
、身
を
も
っ
て
学
ぶ
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
」と
語
ら
れ
た
。

　
な
お
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
中
止
し
て

い
た
抹
茶
接
待
も
今
年
か
ら
再
開
し
、1
0
0
人
を
超
え
る

方
が
参
拝
さ
れ
、満
堂
の
な
か
報

恩
講
が
勤
め
ら
れ
た
。

　
一
年
に
一
度
、お
迎
え
す
る
大
谷

祖
廟
の
報
恩
講
。お
念
仏
の
教
え

に
生
き
ら
れ
た
先
達
が
伝
え
て

く
だ
さ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
教
え

が
今
日
の
私
た
ち
に
伝
承
さ
れ
、

あ
ら
た
め
て
共
に
お
念
仏
の
教
え

を
確
か
め
合
う
機
縁
と
な
っ
た
。

に
関
す
る
各
教
区
の
取
り
組
み

の
現
状
が
報
告
さ
れ
た
。ま
た
、

説
明
会
を
終
え
た
教
区
に
お
い

て
は
、是
旃
陀
羅
問
題
へ
の
取
り

組
み
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
位

置
づ
け
、教
区
か
ら
組
へ
と
学
び

の
場
が
開
か
れ
て
い
く
た
め
に
、

各
教
区
で
協
議
を
し
て
い
た
だ

く
よ
う
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、

学
び
の
場
を
開
い
て
い
く
た
め
に
本
部
も
協
力
し
て
い
く
こ
と

を
確
認
し
た
。

　
質
疑
応
答
で
は
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、是
旃
陀
羅

問
題
は
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
信
心
を
問
い
返
す
重
要
な
課

題
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　
説
明
会
は
、今
年
度
内
11
教
区
で
の
開
催
を
予
定
し
て
お

り
、今
後
全
教
区
で
実
施
す
る
予
定
。

※
是
旃
陀
羅
問
題
で
問
わ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、本
誌
２
０
２
１
年
11
月
号
〜

２
０
２
３
年
６
月
号
に
お
い
て
連
載
し
て
き
ま
し
た
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
学
習
冊
子『
是
旃
陀
羅
問
題
に
つ
い
て
』は
無
償
で
配
布
し
て
お
り
ま
す
の
で
、お
読
み

に
な
り
た
い
方
は
、お
手
次
の
お
寺
や
最
寄
り
の
教
務
所
、ま
た
は
解
放
運
動
推
進
本

部（
0
7
5-

3
7
1-

9
2
4
7
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お寺での座談などのきっかけづくりに活用できる「真宗トーク」（対話コミュニケーショ
ンカード）のオンライン版体験会を開催します。ぜひお気軽にお申し込みください！

真宗教化センター寺院活性化支援室（寺院運営活性化支援担当）
メール　kyokacenter_shienshitsu@higashihonganji.or.jp
電　話　075-371-9208

❶2023年12月21日（木）18時30分～20時
❷2024年  1月24日（水）18時30分～20時
オンライン（Zoom）
真宗大谷派の僧侶・門徒
※スマートフォンが使え、それ以外のPC等でZoomに参加できる方

「真宗トーク」アプリを使ったオンラインの対話コミュニケーション体験会
各回12名（先着順）

2024年1月6日～3月18日 ※ただし3/1～3は公開休止
【1・2月】9：15～15：30（受付終了15時） 
【3　月】9：15～16：30（受付終了16時） 
大人（中学生以上）500円／小学生250円 ※予約不要
（別途、渉成園への入園に庭園維持寄付金500円が必要です。）

日時

場所

対象

内容

定員

お問い合わせ

詳細・お申込みはコチラ➡

お知らせ 第58回「京の冬の旅」特別公開
　京都の文化財などの魅力を伝え、ゆっくりと観光を楽しんでいただ
くためのキャンペーンとして、第58回を迎える「京の冬の旅」に、東本
願寺が今回も協力します。

渉成園 園林堂・閬風亭 特別公開 僧侶の案内による東本願寺諸殿案内
2024年1月6日～3月15日の毎週金・土曜
①9：30～10：30  ②12：30～13：30
小学生以上 2,000円 ※事前予約制

阿弥陀堂・御影堂・大寝殿・白書院

「京の冬の旅」の詳細は 京の冬の旅 　

期間

時間

料金

期間

時間

料金

案内コース

渉成園でお月見
「渉成園十三夜」

開　催

　東本願寺では、渉成園の園林堂・閬風亭を特別公開し、重要文化財
の指定を受けた東本願寺諸殿を僧侶が案内します。

（主催：京都市・京都市観光協会）

法要の様子

抹茶接待

東京教区

長浜教区

渉成園園内の様子

トークライブの様子

ぞ
う

け
い

の

ひ
が
し

ご

ぞ
く
し
ょ
う

ご
で
ん
し
ょ
う

い
ん

げ
つ

ろ
う

や
な
ぎ
さ
わお

お

す
け

ま
つ
だ

あ

せ
い

た
よ
う

え
い
す
け

ろ
あ
ん

ふ
う
て
い

ち

よ
つ
つ
じ
あ
き
ら

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

ざ
ん
き

ぜ

せ
ん

だ

ら

しょう せい えん

た
い

や

う
そ
い
つ
わ

ご注文・お問い合わせは TEL：075-371-9189 東本願寺出版 　

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

2024年１月号より

同朋新聞 が
リニューアル！
同朋新聞 が
リニューアル！

2024年1月号から『同朋新聞』がデザインを新たにリニューアルし、紙面

が12面から8面となります。

『同朋新聞』は宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要（2011年）をお迎え

するにあたり、御遠忌広報の充実を図るため、当初8面だった紙面を

2006年7月号から、12面に変更しました。御遠忌法要終了後も、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への広報を充実し

ていくため、引き続き12面でお届けしていました。

今春、慶讃法要が厳修されたことを受け、広報に特化した紙面を削減し、

当初の8面に紙面を戻します。

引き続き、充実した内容の紙面づくりを心掛けてまいりますので、新しい

『同朋新聞』をお楽しみください！

新連載が
スタート！

デザインを
一新！

『 』

宗派ホームページからも『同朋新聞』をご覧いただけます

渡邊愛子（文）  臂 美恵（絵）
A4変形判 68頁  定価：1,650円（税込）

『仏典の星ぼし』

仏典には、大人も子どもも親しみながら大切なことに
ふと気づかされる物語がたくさんあります。その中か
ら30話を厳選し、情感豊かな文章と鮮やかなイラスト
で描いた絵本です。

武田鉄矢・中島岳志・齋藤孝・姜尚中 他26名
四六判 372頁  定価：3,300円（税込）

『親鸞万華鏡』

親鸞に関心をもち、さまざまなジャンルで活躍する方々にイン
タビュー。現代を生きる30名の人々の多様な親鸞観に耳を傾
けます。生誕850年の時を経て、いま親鸞思想の豊かな可能
性を未来へ向けて解き放つ一冊。

『同朋新聞』の人気連載がついに書籍化！
新たな書下ろし2話をあわせて、全30話を収載

生誕850年の時を経て…
なぜ人々は親鸞を語り続けるのか？
各界著名人30名の多様な親鸞観

12/1
発売新刊
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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）

慶讃法要　アーカイブ 　

9面

5面

4面

今月の法話

CONTENTS
2・3面 6・7面 8面

えんえん

-お寺の掲示板-

東本願寺YouTubeにて
慶讃法要の様子を一部
アーカイブ公開しています。

今月の写真 夕方の街を歩く親子
「私は大切に思っているけど、信じても、信じなくてもどちらでもいいよ」
大人であっても、子どもであっても、それぞれが信じる自由を持っています。
私たちはどのように宗教を信仰し、伝えていくべきでしょうか。（2・3面参照）

表紙写真：zhengqiang／ PIXTA（ピクスタ） ３面写真：まちゃー／ PIXTA（ピクスタ）

第38回

現在を きる

宗教を見つめる
松田 彩絵さん

人間といういのちの相

第17回［最終回］

［最終回］

第5回

親鸞聖人にであう

組門徒会員の選定について
～男女共同参画に向けて～

-大谷祖廟-

亡き人をとおして
念仏の教えに出遇う仏法相続の場

特集

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

奉仕団の話し合いでは、わきあいあいと
しつつも、各々の悩みやつまずきを

出しあって自分を振りかえるあたたかい時を
過ごすことができたと思います。

（50代 男性）

奉仕団の話し合いでは、わきあいあいと
しつつも、各々の悩みやつまずきを

出しあって自分を振りかえるあたたかい時を
過ごすことができたと思います。

（50代 男性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

参 加 費

2024年真宗本廟奉仕のご案内 真宗本廟奉仕を機に、
ぜひ           を受式ください。

入館状況については、研修部まで
お電話でお問い合わせください。 帰敬式

2 泊

2024年4月1日（月）～３日（水） 
1 泊

2024年4月1日（月）～２日（火） 

申込締切

宗祖親鸞聖人の御誕生を縁とした親鸞聖人御
誕生会（音楽法要）や全戦没者追弔法会等の
「春の法要参拝」を中心とした奉仕団です。

宗祖親鸞聖人の御誕生を縁とした親鸞聖人御
誕生会（音楽法要）や全戦没者追弔法会等の
「春の法要参拝」を中心とした奉仕団です。

◆春の法要奉仕団

2024年2月21日（水）

2 泊

2024年3月7日（木）～9日（土） 
1 泊

2024年3月7日（木）～8日（金） 

申込締切

春の法要を迎えるにあたって、真宗本廟
内の仏具のおみがきを中心とした奉仕
団です。

春の法要を迎えるにあたって、真宗本廟
内の仏具のおみがきを中心とした奉仕
団です。

◆真宗本廟おみがき奉仕団

2024年1月26日（金）

〈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。

一年を通じて、一般の奉仕団（寺院・門徒会等）の募集も受け付けています。詳しくは同朋会館HPをご確認ください。

同朋会館には、奉仕団
参加者向けのカフェ
（無料）がございます。
ぜひ上山いただき、お
仲間や他団体の方々
とともに、ホッと一息
つきませんか？

松
田
　彩
絵

カ
ル
ト
宗
教
と
他
の
宗
教
を
分
け
る
の
は

そ
こ
に
教
義
の
押
し
付
け
と
人
権
侵
害
が

あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

き
ょ
う
さ
ん

今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

クロスワードパズルを完成させよう！

答え
A B C D

1

5

4

7

8

10 11

12

9

32

「タテのカギ」「ヨコのカギ」それぞれの設問に答え、
クロスワードパズルを完成させましょう！　
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（日）（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

3

5

6

8

10

12

3

4

9

11

7

2

1 『親鸞聖人にであう』「〇〇水」の北に廟堂が建てられ、
親鸞聖人のご影像が安置されました。（5面）
『現在を生きる』今月は、「〇〇〇教区」通信員
庭田龍信さんが執筆しています。(4面)
カルト問題のご相談は、真宗大谷派「青少幼年〇〇〇〇」へ。
                                                         （11面枠下）
『人間といういのちの相』松田彩絵さんは、
「社会ふ〇〇〇」です。（2・3面）
9月27日から28日、「し〇〇そ親鸞聖人」のお墓所である
大谷祖廟において、報恩講が勤修されました。（10面）
第58回を迎える「〇〇〇〇冬の旅」に、
東本願寺が今回も協力します。（11面）
今月の『特集』は、「亡き人をとおして念仏の教えに出遇う
仏法相続の場ー大谷〇〇〇〇ー」です。（6・7面）

『男女共同参画に係る特別措置条例』は、「じ〇〇〇」の
宗門運営への積極的な参画を実現する取り組みとして、
制定されました。（8面）
「○○○○う大谷派」の寺院は全国各地に
8,500カ寺以上あります。（6・7面）
「真宗〇〇〇」（コミュニケーションカード）の
オンライン版体験会を開催します。（11面）
『親鸞聖人にであう』「清沢〇〇〇」先生は、親鸞聖人が
出あわれたのは『天命に安んじて人事を尽くす』道だと
言われました。（5面）
『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「〇〇〇教を見つめる」です。（2・3面）
真宗門徒として「帰敬式(おか〇〇り)」を受けましょう。
『「聞」ー今月の法話ー』今月の筆者は、
長浜教区の「興〇〇慶実」さんです。（9面）

◆慶讃法要に参拝した時、「人と生まれたことの意味をたずねていこう」という言葉の意味を何回も考えたことを思い出し、
   あらためて忘れられない経験ができたと思いました。（80代男性） 
◆『今月の法話　聞』今年生まれた娘との向き合い方、育て方を考えるよい機会となりました。ぶつかることもあると思いますが、ともに乗り越えていきたいです。（30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

（1・4・7面枠下）

◇「親鸞聖人にであう」（5面）、「今月の法話 聞」（9面）の連載は、今号で最終
回となります。「親鸞聖人にであう」では、乾先生と中高生の軽快な掛け合いか
ら、聖人のいただかれた教えとともに、あらためて自分自身を考えました。また、
「今月の法話 聞」では、毎号変わる執筆者のそれぞれの歩みの中で、真宗の教
えから自らを問われる姿勢を学びました。乾文雄先生、「聞」をご執筆いただい

た皆さまに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。来月号からリニューア
ルする『同朋新聞』もぜひお楽しみください。◇「もう年末か」と毎年驚いている
気がします。あっという間に過ぎてしまう日々だからこそ、立ち止まって自分自
身を振り返ることが大切なのでしょう。そのきっかけを『同朋新聞』にいただい
ているように思います。（古賀）

編集室
だより

東本願寺真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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