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慶讃特設サイト 　

現在を きる

＜第1期：4月8日＞

延塚知道氏小川一乘氏

第11回
親鸞聖人にであう

特集
［慶讃法要法話抄録］ 宗祖親鸞聖人

御誕生八百五十年・
立教開宗八百年慶讃法要

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

◆真宗本廟中学生・高校生奉仕団
8月7日（月）～９日（水）2 泊のみ

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

中学１年生から
高校３年生まで

6月28日（水）

対 象

申込締切

参 加 費

参 加 費

申込締切

【お問い合わせ】同朋会館・研修部 TEL：０７５-３７１-９１８５

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

・受け入れ状況などの情報は、同朋会館ホームページでご覧いただけます。
・ご入館される皆様に安心してお過ごしいただけるよう、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施し運営しています。
・具体的な対策については、同朋会館ホームページよりご確認いただけます。

入館状況については、研修部まで
お電話でお問い合わせください。

真宗本廟報恩講を迎えるにあたって、阿弥陀
堂や御影堂の仏具のおみがきを日程の中心と
した奉仕団です。

2 泊

11月1日（水）～3日（金）
1 泊

◆真宗本廟おみがき奉仕団

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

帰敬式

9月22日（金）

11月1日（水）～2日（木）

2 泊 1泊

◆真宗本廟報恩講奉仕団

真宗本廟報恩講の法要参拝を日程の中心とした奉
仕団です。
※満館になっている場合がありますので研修部までお 
　電話でお問合せください。
　（電話受付は各日９時から17時まで）

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

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

※上記は大人（15歳以上）の場合です。

お内仏の給仕の仕方や作法など
ていねいに教えていただき、
真宗門徒として背筋が
伸びたように感じます。
（70代　男性）

お内仏の給仕の仕方や作法など
ていねいに教えていただき、
真宗門徒として背筋が
伸びたように感じます。
（70代　男性）

「真宗本廟（東本願寺）
  彫刻ガイドマップ」発行

子どものつどい開催を
記念して打敷が採納

ほか

第32回

皆さまのおかげをもちまして、
慶讃法要が盛儀の内にお勤まりになりました。

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
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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！　
6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6月30日（金）（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6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 小川一乘氏は、「生かされるい〇〇尊し」という題で
法話されました。（2・3面）
「延〇〇〇〇〇〇」氏は、「光り輝く仏さまの世界に帰る」
という題で法話されました。（2・3面）
4月10日から29日まで南座において、
慶讃法要記念「若〇〇〇〇〇鸞」が上演されました。（7面）
渉成園では庭園がライトアップされるなか、
閬風亭において4月9日から14日まで「月夜し〇〇」が
開催されました。（7面）
お東さん広場では、期間中の平日は日替わりで
「キッ〇〇〇ー」が登場。
土日はマルシェも開催されました。（7面）
憩いのひろばでは、「対話のワー〇〇ョップ」と
伝統技術のワークショップが開催されました。（9面）

「子ども〇〇〇いin東本願寺」開催を記念して、
打敷が採納されました。(11面)
『聞ー今月の法話ー』今月のタイトルは、「言葉の〇〇ら
ー学生との関わりの中で思うことー」です。（10面）
『読者のお便り』今月のタイトルは、「〇〇〇〇〇い一日
ー慶讃法要にお参りしてー」です。（11面）
宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要は、
4月8日に第一期の「〇〇〇〇」を迎えました。（2・3面）
『現在を生きる』今月は、九州教区の「石松〇〇〇ろ」さんと
梅子さんを紹介しています。（4面）
慶讃法要をご縁に「〇〇〇俳句」の募集が行われ、
全国より2,153句の応募がありました。（8面）
『親鸞聖人にであう』親鸞聖人は35歳の時、
「愚禿〇〇〇親鸞」と名のられたとも言われています。 (5面)
『親鸞聖人にであう』今月のタイトルは、「「深」ー己の〇〇に
深く確かめるー」です。(5面)

◆『御同朋・御同行からの問いかけ』の記事を題材に座談をしました。これからも「是旃陀羅」の課題を
   提起し続けていただきたいです。（60代男性）
◆ぶっきょうの言葉はむずかしいです。クロスワードは楽しかったです。（8歳女性）

読者のこえ
3月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

4
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、
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ぜ

応募はコチラ

◇3月25日から4月29日まで慶讃法要が勤まり、さまざまな催しがありました
（6-9面）。私は法要の様子を記録するために、境内各所で取材・撮影をしていま
した。五色幕で彩られた両堂や、国内外から参拝に来られた大勢の方々のにぎわ
いを写真におさめながら、これから何十年何百年先、この法要を経験した人がい
なくなっても、写真を見た後の人が、私たちが大切にした今という時に思いを馳

せてくれるのだろうと思いました。◇法要のご法話で、「人は必ず死んでいかなく
てはならない。その時に、財産や地位など何かを持っていくことはできない。でも、
願いや祈りや生きた意味など、何かを残していくことはできる。それが人間の力で
はないでしょうか」というお話がありました。先の人びとが残してくださったもの、
そして私が残したい願いは何か、これからも考えていきたいと思います。（古賀）

編集室
だより

東本願寺
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ど
う
ぼ
う
し
ん
ぶ
ん



ま
れ
た
実
に
大
切
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

　し
か
し
、私
た
ち
は
大
切
な
教
え
に
遇
い
、お
念

仏
の
教
え
に
生
き
た
い
と
決
心
し
て
も
、自
分
の

欲
に
突
き
動
か
さ
れ
て
生
き
る
他
は
あ
り
ま
せ

ん
。『
大
経
』に
は
、私
た
ち
の
念
仏
生
活
が
説
か

れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。「
三
毒
五
悪
段
」

（
善
悪
段
）と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。三
毒
と

は
、貪
欲
、瞋
恚
、愚
痴
の
煩
悩
の
こ
と
で
す
。貪

欲
は
、物
に
執
着
す
る
心
で
す
。財
産
が
な
け
れ

ば
そ
れ
を
憂
う
る
。反
対
に
財
産
が
あ
っ
て
も
、い

つ
か
な
く
な
る
の
で
は
と
苦
し
む
。ま
た
、ど
ん
な

に
愛
し
合
っ
て
い
る
家
族
で
も
、最
後
に
は
別
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み（
愛
別
離
苦
）、そ
の

ほ
か
生
活
の
中
の
苦
し
み
が
、貪
欲
の
と
こ
ろ
に

実
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　瞋
恚
と
は
、腹
を
立
て
る
こ
と
で
す
。幼
い
こ
ろ

の
記
憶
は
四
歳
く
ら
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
は
自
我
は
な
い
の
で
、「
私
」も「
他
人
」

も
な
い
一
如
の
世
界
で
す
。で
す
か
ら
人
は
み
な
、

仏
さ
ま
の
世
界
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。と
こ

ろ
が
四
歳
く
ら
い
で「
私
が
」と
い
う
自
我
が
生
ま

れ
た
途
端
に
仏
さ
ま
の
世
界
を
忘
れ
て
、「
私
」を

中
心
に
す
る
世
界
に
逆
転
し
ま
す
。そ
れ
だ
け
が

そ
う
私
た
ち
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
釈

尊
で
す
。そ
の
お
覚
り
の
智
慧
を
、阿
弥
陀
如
来

は
ご
本
願
と
し
て
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
。そ
の
こ

と
に
深
い
感
動
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
た
の
が
、親

鸞
聖
人
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　親
鸞
聖
人
は
、生
か
さ
れ
て
い
る
い
の
ち
を
生

き
な
が
ら
、思
い
ど
お
り
に
生
き
よ
う
と
す
る
自

分
の
身
を
、「
不
浄
造
悪
の
身
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。常
に
釈
尊
の
お
覚
り
に
背
き
、自
分
の
思
い

ど
お
り
に
生
き
よ
う
と
す
る
自
我
・
我
執
か
ら
解

放
さ
れ
ず
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
深
く
深
く
悲
し

ま
れ
ま
し
た
。

　『歎
異
抄
』の
中
に「
な
ご
り
お
し
く
お
も
え
ど

も
、娑
婆
の
縁
つ
き
て
、ち
か
ら
な
く
し
て
お
わ
る

と
き
に
、か
の
土
へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り
」（『
真
宗

聖
典
』六
三
〇
頁
）と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。娑
婆

の
縁
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
こ
こ
に
生
か
さ
れ
て
い

ま
す
が
、も
っ
と
こ
の
世
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
く

て
名
残
惜
し
く
思
っ
て
も
、私
を
私
た
ら
し
め
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
ご
縁
が
尽
き
果
て
た
な
ら
ば
、

お
浄
土
へ
と
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
と
。

そ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
を
通
し
て
親

鸞
聖
人
は
釈
尊
の
教
え
に
出
遇
わ
れ
た
の
で
す
。

　こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
高
僧
和
讃
』の
中
の
善

導
大
師
を
た
た
え
る
ご
和
讃
の
最
後
に
、親
鸞
聖

人
は
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

弘
誓
の
ち
か
ら
を
か
ぶ
ら
ず
は

い
ず
れ
の
と
き
に
か
娑
婆
を
い
で
ん

仏
恩
ふ
か
く
お
も
い
つ
つ

つ
ね
に
弥
陀
を
念
ず
べ
し

ど
の
ご
縁
の
中
で
、た
だ
今
、こ
こ
に
お
座
り
に

な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
仏

説
阿
弥
陀
経
』に「
青
色
青
光
、黄
色
黄
光
、赤
色

赤
光
、白
色
白
光
」（『
真
宗
聖
典
』一
二
六
頁
）と
説

か
れ
て
い
ま
す
。私
た
ち
の
い
の
ち
は
、青
い
色
は

青
く
光
り
、黄
色
い
色
は
黄
色
く
光
り
、赤
い
色
は

赤
く
光
り
、白
い
色
は
白
く
光
る
。そ
れ
ぞ
れ
の
色

は
、比
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
色
と
し
て
、今
、光
り

輝
い
て
い
る
。百
人
い
れ
ば
、百
種
類
の
色
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
輝
い
て
光
っ
て
い
る
。そ
う
い
う
一
つ
ひ

と
つ
の
い
の
ち
を
私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。比
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
い
の
ち
を
、ご
縁

の
ま
ま
に
今
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
。そ
の
こ
と
に

深
い
感
動
を
持
っ
て
、「
唯
我
独
尊
」と
し
て
生
き

る
者
と
な
れ
。こ
れ
が
釈
尊
の
教
え
の
基
本
で
す
。

　た
だ
、私
た
ち
は
な
か
な
か
そ
う
は
な
れ
ま
せ

ん
。今
日
よ
り
も
明
日
へ
と
、明
日
に
夢
を
持
っ
て

生
き
よ
う
と
し
ま
す
。し
か
し
、明
日
は
な
い
の
で

す
。明
日
に
な
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
の
で

す
。私
を
私
た
ら
し
め
て
い
る
す
べ
て
の
ご
縁
に

よ
っ
て「
唯
我
独
尊
」と
し
て
生
き
、そ
の
ご
縁
が

尽
き
れ
ば
お
浄
土
へ
と
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

娑
婆
永
劫
の
苦
を
す
て
て

浄
土
無
為
を
期
す
る
こ
と

本
師
釈
迦
の
ち
か
ら
な
り

長
時
に
慈
恩
を
報
ず
べ
し

（『
真
宗
聖
典
』四
九
七
頁
）

　「た
だ
今
の
こ
の
瞬
間
の
い
の
ち
に
対
す
る
深

い
感
動
を
持
っ
て
生
き
よ
」と
い
う
釈
尊
の
教
え

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
は
、

そ
の
教
え
を
私
た
ち
の
上
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
。そ
の
釈
尊
の
ご
恩
を
深
く
思
い
な
が
ら
、お

念
仏
申
す
べ
し
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　釈
尊
が
誕
生
さ
れ
、そ
の
教
え
が
仏
教
と
し
て

人
類
の
も
の
と
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、私
た
ち
が
阿

弥
陀
如
来
の
ご
本
願
に
遇
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。そ
の
釈
尊
の
ご
恩
を
深
く
思
い
な
が
ら
、私
た

ち
は
お
念
仏
を
申
す
べ
き
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に

親
鸞
聖
人
は
善
導
大
師
を
た
た
え
る
中
で
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　私
た
ち
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
、そ
し
て
、一

瞬
、一
瞬
の
い
の
ち
に
感
動
を
持
っ
て
生
か
さ
せ

て
も
ら
い
、そ
の
ご
縁
が
尽
き
果
て
た
ら
お
浄
土

へ
と
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。明
日
往
生

す
る
か
も
し
れ
な
い
身
で
あ
る
私
が
、た
だ
今
こ

う
し
て
皆
さ
ん
と
お
会
い
し
て
い
る
こ
と
は
、ど

ん
な
に
す
ご
い
出
来
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。「
た

だ
今
」に
感
動
を
持
つ
。「
生
か
さ
れ
る
い
の
ち
尊

し
」と
、い
の
ち
に
対
し
て
手
を
合
わ
せ
、自
然
と

口
か
ら
出
て
く
る
の
が「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
い
う

お
念
仏
な
の
で
し
ょ
う
。そ
こ
に
親
鸞
聖
人
の
教

え
の
基
本
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色
で「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」

と
し
て
生
き
て
い
ま
す
。「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」で
は
あ

り
ま
せ
ん
。オ
ン
リ
ー
ワ
ン
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

い
の
ち
を
生
か
さ
れ
生
き
て
い
る
の
で
す
。比
べ

る
こ
と
の
で
き
な
い
、誰
に
も
代
わ
っ
て
も
ら
う

こ
と
の
で
き
な
い
た
だ
一
つ
の
い
の
ち
を
そ
れ
ぞ

れ
が「
唯
我
独
尊
」と
し
て
生
き
て
い
る
。た
だ
今

の
こ
の
私
の
い
の
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
光
り
輝
い
て

い
る
。そ
う
い
う
意
味
で
平
等
な
の
で
す
。で
す
か

ら
、「
唯
我
独
尊
」（
為
無
上
尊
）と
は
、釈
尊
が
自

分
だ
け
が
尊
い
と
宣
言
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、生

き
と
し
生
け
る
者
す
べ
て
が
一
人
ひ
と
り
尊
い
と

い
う
意
味
を
示
さ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
ご
縁
が
今
、た
だ
今
の

私
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。何
か
一
つ
ご
縁

が
欠
け
て
も
こ
こ
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。そ

れ
な
の
に
今
こ
こ
に
い
る
で
は
な
い
か
。そ
の
こ

と
に
深
い
感
動
を
も
っ
て
生
き
よ
と
い
う
ご
本
願

を
い
た
だ
い
て
生
か
さ
せ
て
も
ら
う
。親
鸞
聖
人

は
そ
う
い
う
釈
尊
に
よ
る
い
の
ち
へ
の
目
覚
め
を

阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
を
通
し
て
い
た
だ
か
れ
た

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

い
時
間
で
す
か
ら
十
分
な
お
話
は
で
き
ま

せ
ん
が
、「
人
間
と
は
何
か
」「
本
当
に
生

き
る
意
味
と
は
何
か
」を
た
ず
ね
て
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

　親
鸞
聖
人
が
立
脚
地
と
さ
れ
た『
大
無
量
寿

経
』（『
大
経
』）で
は
、人
間
は
貪
欲
、瞋
恚
、愚
痴

の
三
毒
の
煩
悩
の
固
ま
り
で
あ
る
と
説
か
れ
ま

す
。お
釈
迦
さ
ま
は
、人
間
は
煩
悩
の
固
ま
り
だ

か
ら
、そ
れ
を
超
え
て
往
き
な
さ
い
と
教
え
て
い

ま
す
。繰
り
返
さ
れ
る
争
い
と
殺
戮
。そ
れ
に
象

徴
さ
れ
る
人
間
の
愚
か
さ
を
超
え
て
、仏
に
な
る

道
に
立
て
と
教
え
誡
め
ら
れ
る
の
で
す
。仏
に
な

る
と
は
、「
私
」を
中
心
に
し
た
相
対
分
別
を
超
え

る
こ
と
で
す
。「
い
い
か
悪
い
か
、勝
つ
か
負
け
る

か
」と
、比
べ
る
こ
と
を
超
え
る
道
、そ
れ
が
仏
道

で
す
。何
者
に
も
比
べ
る
必
要
が
な
い
と
は
、私
が

私
で
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。誰
と
も
代
わ

る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
の
人
生
に
手
を
合
わ
せ

て
、あ
り
が
た
か
っ
た
、う
れ
し
か
っ
た
と
い
え
る

道
、そ
れ
が
仏
に
成
る
道
で
す
。で
す
か
ら
人
間
と

は
何
か
と
い
う
の
な
ら
ば
、欲
の
固
ま
り
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
欲
を
超
え
て
、人
間
以
上
の
仏
に

成
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、自
殺
や
戦
争

を
超
え
る
道
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
、人
と
し
て
生

光
り
輝
く
仏
さ
ま
の
世
界
に
帰
る

延
塚 

知
道
氏 

（
真
宗
大
谷
派
講
師
、九
州
教
区
昭
光
寺
） 

於

：

阿
弥
陀
堂

生
か
さ
れ
る
い
の
ち
尊
し

小
川 

一
乘
氏 

（
真
宗
大
谷
派
講
師
、北
海
道
教
区
西
照
寺
） 

於

：

御
影
堂

正
し
い
と
思
い
込
ん
で
、思
い
に
反
す
れ
ば
腹
を

立
て
ま
す
。人
間
は
仏
さ
ま
の
世
界
を
忘
れ
て
真

理
を
知
ら
な
い
か
ら
、自
分
の
育
っ
た
環
境
が
物

差
し
に
な
り
ま
す
。生
ま
れ
た
場
所
が
違
う
だ
け

で
争
い
の
元
に
な
り
、時
に
は
殺
し
合
い
に
ま
で

な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　こ
の
貪
欲
・
瞋
恚
の
煩
悩
は
、「
欲
を
張
り
す
ぎ

た
」と
か「
喧
嘩
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
」と
、時
々

反
省
が
で
き
ま
す
。と
こ
ろ
が
愚
痴
の
煩
悩
は
、深

い
自
己
執
着
の
こ
と
で
す
。貪
欲
・
瞋
恚
を
い
く
ら

反
省
し
て
も
、反
省
し
て
い
る
土
台
が
自
力
で
す
か

ら
、反
省
が
届
か
な
い
ほ
ど
深
い
の
で
す
。こ
れ
は

阿
弥
陀
の
智
慧
で
し
か
見
抜
け
ま
せ
ん
。親
鸞
聖

人
は
そ
れ
を「
凡
夫
と
い
う
は
、無
明
煩
悩
わ
れ
ら

が
み
に
み
ち
み
ち
て
、欲
も
お
お
く
、い
か
り
、は
ら

だ
ち
、そ
ね
み
、ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、ひ
ま
な
く

し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、き

え
ず
、た
え
ず
」（『
一
念
多
念
文
意
』『
真
宗
聖
典
』

五
四
五
頁
）と
、『
大
経
』の
教
え
の
通
り
仰
い
ま
す
。

　こ
の
煩
悩
を
持
っ
た
人
間
を
何
と
か
し
て
救
い

た
い
と
、立
ち
上
が
っ
た
の
が
法
蔵
菩
薩
で
す
。

『
大
経
』の「
勝
行
段
」で
は「
不
可
思
議
の
兆
載
永

劫
に
お
い
て
、菩
薩
の
無
量
の
徳
行
を
積
植
し
て
、

欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
」（『
真
宗
聖
典
』二

七
頁
）と
始
ま
り
ま
す
。

　「欲
覚
」と
は
貪
欲
の
こ
と
で
す
。「
瞋
覚
」と
は

瞋
恚
の
こ
と
で
す
。「
害
覚
」と
は
愚
痴
の
こ
と
で

す
。人
間
を
救
う
た
め
に
、法
蔵
菩
薩
は
三
毒
を

超
え
た
真
実
の
心
で
、永
遠
に
修
行
を
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
で
す
。こ
の
よ
う
に
こ
こ
は
、三
毒
の
煩

悩
と
対
応
し
な
が
ら
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　貪
欲
で
は
、「
少
欲
知
足
」（
欲
を
少
な
く
し
て
、

足
る
こ
と
を
知
り
な
さ
い
）と
説
か
れ
ま
す
。瞋
恚

で
は
、「
和
顔
愛
語
」（
和
や
か
な
顔
を
し
て
、優
し

い
言
葉
を
か
け
あ
っ
て
生
き
て
い
き
な
さ
い
）と

説
か
れ
ま
す
。愚
痴
は
如
来
の
智
慧
で
し
か
見
抜

け
な
い
の
で
、「
恭
敬
三
宝
」（
称
名
念
仏
）が
説
か

れ
ま
す
。で
す
か
ら
、こ
の
三
つ
が
念
仏
生
活
の
生

活
規
範
に
な
り
ま
す
。今
日
か
ら
、こ
の
三
つ
を

守
っ
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　と
こ
ろ
が
、そ
れ
が
難
し
い
の
で
す
。特
に
自
己

執
着
の
根
性
、愚
痴
の
煩
悩
は
底
抜
け
に
深
い
。

せ
っ
か
く
お
念
仏
に
目
を
開
い
て
も
、い
つ
の
間

に
か
そ
れ
を
、自
分
の
手
柄
に
植
え
直
す
の
で
す
。

第
二
十
・
植
諸
徳
本
の
願
は
、「
た
と
い
我
、仏
を

得
ん
に
、十
方
の
衆
生
、我
が
名
号
を
聞
き
て
、念

を
我
が
国
に
係
け
て
、も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
植
え

て
、心
を
至
し
回
向
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と

欲
わ
ん
に
、果
遂
せ
ず
ん
ば
、正
覚
を
取
ら
じ
」

（『
大
経
』『
真
宗
聖
典
』一
八
頁
）と
誓
わ
れ
ま
す
。

　お
念
仏
に
救
わ
れ
た
と
し
て
も
、こ
ん
な
煩
悩
の

身
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
、反
省
が
生
ま
れ
ま
す
。

煩
悩
を
超
え
よ
う
と
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、い
つ

の
間
に
か
仏
に
な
る
こ
と
ま
で
自
分
で
決
め
よ
う

と
す
る
の
で
す
。そ
れ
を
仏
さ
ま
の
智
慧
は「
諸
々

の
徳
本
を
植
え
る
」と
見
抜
い
て
い
る
の
で
す
。

　さ
ら
に「
果
遂
せ
ず
ん
ば
、正
覚
を
取
ら
じ
」と

誓
う
の
で
す
か
ら
、私
た
ち
が
仏
に
成
る
こ
と
は
、

仏
さ
ま
の
方
の
お
仕
事
で
す
。お
念
仏
の
教
え
に

救
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、如
来
の
仕
事
を
盗
む

な
。『
大
経
』最
後
の「
智
慧
段
」で
は
、仏
法
を
握

り
し
め
た
そ
の
手
を
離
し
な
さ
い
。群
萌
の
一
人

に
返
っ
て
、た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
第
十
八
願
の
大
き

な
世
界
を
仰
ぐ
者
に
な
り
な
さ
い
と
説
か
れ
ま

す
。そ
こ
に
群
萌
の
救
い
と
し
て
の『
大
経
』が
、完

成
し
て
い
く
の
で
す
。

　さ
て
、ど
な
た
が
先
に
い
の
ち
終
わ
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。親
鸞
聖
人
は
、こ
の
娑
婆
は
名
残
惜
し

い
。け
れ
ど
も
、い
の
ち
を
終
わ
れ
ば「
か
の
土
へ
は

ま
い
る
べ
き
な
り
」と
い
わ
れ
ま
す
。お
互
い
に
死

の
前
に
立
て
ば
、少
々
勉
強
し
た
こ
と
な
ど
吹
っ

飛
ん
で
、た
だ
一
人
の
凡
夫
に
返
り「
死
ぬ
の
は
嫌

だ
」と
畳
を
た
た
い
て
、泣
く
ほ
か
は
な
い
の
で
す
。

　し
か
し
一
方
で
は
、病
気
の
苦
し
さ
、痛
さ
と
い

う
肉
体
か
ら
解
放
さ
れ
て
、仏
さ
ま
の
大
き
な
い

の
ち
の
世
界
に
帰
っ
て
い
く
。自
我
か
ら
も
解
放
さ

れ
て
、本
当
に
自
由
な
光
り
輝
く
智
慧
海
に
帰
っ

て
い
く
。死
の
前
に
立
て
ば
、煩
悩
の
身
に
泣
き
、晴

れ
晴
れ
と
仏
さ
ま
の
世
界
を
仰
ぐ
ほ
か
は
な
い
。そ

こ
に
、人
間
の
ぎ
り
ぎ
り
の
救
い
が
あ
る
の
で
す
。

　宗
祖
の
教
え
に
遇
え
て
よ
か
っ
た
。い
の
ち
終

わ
っ
て
い
く
こ
と
が
、暗
く
苦
し
い
、悲
し
い
だ
け

で
は
な
く
て
、必
ず
明
る
い
仏
さ
ま
の
世
界
に

帰
っ
て
い
く
の
だ
。そ
う
い
う
大
き
な
教
え
を
い

た
だ
い
た
こ
と
が
、ど
ん
な
に
あ
り
が
た
い
こ
と

か
と
思
い
ま
す
。

日
、四
月
八
日
は
、釈
尊
が
誕
生
さ
れ
た

日
で
す
。釈
尊
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
時
、

七
歩
あ
ゆ
ま
れ
、天
と
地
を
指
さ
し
て
、「
天
上
天

下
唯
我
独
尊（
た
だ
わ
れ
独
り
尊
し
）」と
仰
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
仏

説
無
量
寿
経
』で
は
、「
吾
當
於
世
、為
無
上
尊
」

（『
真
宗
聖
典
』二
〜
三
頁
）と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　釈
尊
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
、七
歩
あ
ゆ
ま
れ
ま
し

た
。そ
れ
は
、六
歩
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
、す
な

わ
ち
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
と
い
う

六
道（
迷
い
の
世
界
）を
超
え
て
覚
り
の
世
界
に
立

た
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。そ
し
て
、

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」と
宣
言
さ
れ
た
。

　こ
の
誕
生
偈
に
は
仏
教
の
最
も
基
本
的
な
教

え
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
は
、

「
生
か
さ
れ
る
い
の
ち
尊
し
」と
、た
だ
今
こ
の
瞬

間
の
い
の
ち
に
対
す
る
深
い
感
動
を
持
っ
て
生
き

る
者
と
な
る
。そ
れ
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
ご

縁
の
中
で
た
だ
今
生
か
さ
れ
て
い
る
。釈
尊
は
、そ

う
い
う
い
の
ち
の
事
実
へ
の
目
覚
め
を「
唯
我
独

尊
」（
為
無
上
尊
）と
表
明
さ
れ
た
の
で
す
。

　日
頃
、自
分
で
生
き
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い

る
私
た
ち
で
す
が
、す
べ
て
は
ご
縁
の
ま
ま
な
の
で

す
。皆
さ
ん
お
一
人
お
一
人
も
、数
え
切
れ
な
い
ほ
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い ま

～是旃陀羅の課題～

御同朋
御同行
からの問いかけ

せんぜ らだ

おん どう ぎょう

おん どう ぼう

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

ぶっ

む

ら

りょうじゅきょう ぎょう ぜ

せん だ

せつかん

かん

第1９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

[最終回］

ま
な
寺
院
の
総
代
と
顔
を
合
わ
せ
て
の
交
流

が
で
き
た
こ
と
は
、と
て
も
楽
し
か
っ
た
」と

目
を
輝
か
せ
て
語
っ
て
く
れ
た
。

　
そ
ん
な
敏
弘
さ
ん
と
共
に
、ご
門
徒
同
士

の
ご
縁
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
と
な
っ
て
い
る
の

が
妻
の
梅
子
さ
ん
。周
り
か
ら「
梅
ち
ゃ
ん
」

と
呼
ば
れ
、親
し
ま
れ
て
い
る
。

　「
他
人
に
話
せ
な
い
よ
う
な
話
も
、よ
く

前
坊
守
に
聞
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。私

に
と
っ
て
お
寺
は
、ど
ん
な
問
題
も
受
け
と

め
て
く
れ
る
救
わ
れ
る
場
所
で
す
。前
坊
守

と
共
に
西
光
寺
を
楽
し
く
心
が
解
け
合
う

場
所
に
し
た
い
と
思
い
、旅
行
や
食
事
会
な

ど
の
交
流
の
場
を
企
画
し
て
、た
く
さ
ん
の

ご
門
徒
と
出
か
け
た
こ
と
は
良
い
思
い
出

で
す
」と
梅
子
さ
ん
は
懐
か
し
む
よ
う
に

語
っ
た
。

　
ま
た
、住
職
が
着
用
す
る
襦
袢
は
梅
子

さ
ん
が
手
縫
い
し
た
も
の
。梅
子
さ
ん
は

「
私
の
で
き
る
こ
と
は
こ
れ
く
ら
い
だ
か

ら
」と
、晒
を
使
っ
て
歴
代
住
職
の
体
型
に

合
わ
せ
た
襦
袢
を
縫
っ
て
き
た
。そ
の
襦
袢

は
本
当
に
着
心
地
が
良
い
と
住
職
に
も
評

判
だ
。

　
現
在
３
代
目
世
代
と
な
る
西
光
寺
に
も
、

新
た
に
石
松
夫
妻
の
よ
う
な
熱
心
な
ご
門

徒
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。「
お

寺
」と
は
、ご
門
徒
と
共
に
歩
み
育
ん
で
い
く

も
の
だ
と
あ
ら

た
め
て
感
じ
る

取
材
と
な
っ
た
。

九
州
教
区
通
信
員

本
田 

智
子

　
石
松
さ
ん
ご
夫

妻
は
、ご
縁
が
あ
り

西
光
寺
総
代
を
28

年
間
続
け
ら
れ
た
。

今
で
も
73
年
前
に

開
基
さ
れ
た
西
光

寺
の
初
代
住
職
か

ら
現
住
職
ま
で
３

代
に
渡
っ
て
ご
縁
が
続
く
。

　「
お
寺
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
わ
か
ら
な

い
ま
ま
足
を
運
ん
だ
日
の
こ
と
を
思
い
出
す

な
ぁ
」と
語
る
の
は
、石
松
敏
弘
さ
ん
。「
当

時
、初
代
住
職
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、自

分
の
心
の
中
を
見
透
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

不
思
議
と
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
」と

振
り
返
る
。

　「
そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、お
寺
に
足
を

運
ぶ
機
会
が
自
然
と
増
え
、初
代
住
職
と
た

く
さ
ん
話
す
よ
う
に
な
っ
た
。そ
こ
か
ら
関

係
性
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
う
。ま

た
、２
代
目
の
坊
守
さ
ん
の
必
死
に
が
ん

ば
っ
て
い
る
姿
を
見
て
、自
分
も
西
光
寺
の

役
に
立
つ
こ
と
を
し
た
い
、西
光
寺
を
盛
り

上
げ
た
い
と
思
っ
た
」と
。後
に
、初
代
住
職

か
ら「
こ
の
西
光
寺
を
頼
む
」と
言
わ
れ
、定

年
退
職
を
機
に
総
代
の
就
任
を
決
め
ら
れ

た
そ
う
だ
。「
総
代
就
任
の
間
、２
代
目
住
職

と
共
に
組
門
徒
会
な
ど
に
も
行
き
、さ
ま
ざ

現在を きる

梅子さんが手縫いした襦袢

石松敏弘さん・梅子さん

　
本
欄
で
は
︑﹃
仏
説
観
無
量
寿
経
﹄

の﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
語
が
も
つ
差
別
性

に
対
し
て
︑そ
の
問
題
性
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
︑私
た
ち
は
ど
う
応
答
し
て
い

く
の
か
を
問
う
て
い
く
こ
と
を
目
的

に
︑さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
た
ず
ね

て
き
ま
し
た
︒

　
こ
れ
ま
で
も
紹
介
し
て
き
ま
し
た

が
︑最
後
に
あ
ら
た
め
て
次
の
言
葉
を

取
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
︒

﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
教
説
部
分
は
︑被

差
別
者
に
と
って
は
や
り
き
れ
な

い
ほ
ど
︑心
に
痛
み
を
感
じ
る

︵
小
森
龍
邦﹃
親
鸞
思
想
に
魅
せ
ら
れ
て
﹄︶

　
宗
門
で
は
︑こ
の
訴
え
か
ら
︑読
誦

の
こ
と
が
大
き
な
関
心
事
と
な
り
ま

し
た
︒﹁
読
ま
れ
る
と
痛
い
と
い
う
の
だ

か
ら
読
め
な
い
﹂と
い
う
声
が
あ
り
ま

す
が
︑﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題
を
提
起
し

た
人
び
と
は
︑﹁
同
情
﹂は
求
め
て
い
な

い
の
で
す
︒こ
の
場
合
か
ら
考
え
る﹁
読

め
な
い
﹂と
い
う
声
は
︑﹁
同
情
﹂の
域
を

超
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
︒し
か
し
な
が
ら
︑こ
の
ま
ま
読

み
続
け
る
こ
と
は
︑こ
の
１
０
０
年
の

間
︑課
題
を
放
置
し
続
け
て
き
た
こ
と

と
同
じ
に
な
って
し
ま
い
ま
す
︒

　
大
切
な
の
は
︑こ
の
課
題
を
通
し

て
︑旃
陀
羅︵
チ
ャン
ダ
ー
ラ
︶に
対
す

る
差
別
︑そ
し
て
︑部
落
差
別
を
克
服

し
て
い
く
視
座
を
︑あ
ら
ゆ
る
教
学
・

教
化
の
歩
み
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く

こ
と
で
す
︒現
実
に
あ
る
被
差
別
者
の

痛
み
か
ら
︑自
分
の
中
に
あ
る
差
別
性

を
信
仰
の
課
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い

く
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で
す
︒

　
１
９
６
２
年
に
始
ま
っ
た
同
朋
会

運
動
は
︑﹃
現
代
の
聖
典
︱
観
無
量
寿

経
序
分
︱
﹄を
テ
キ
ス
ト
と
し
︑経
典

の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た

め
に
︑漢
字
仮
名
交
じ
り
の
延
べ
書
き

に
し
て
門
徒
に
手
渡
し
て
き
ま
し
た
︒

そ
の
中
に
出
て
く
る﹁
是
旃
陀
羅
﹂に
つ

い
て
︑こ
れ
ま
で
僧
侶・門
徒
と
と
も
に

考
え
て
こ
な
か
っ
た
責
任
を
今
こ
そ
果

た
す
べ
き
時
な
の
で
す
︒﹁
是
旃
陀
羅
﹂

の
課
題
と
は
︑ま
さ
に
同
朋
会
運
動
を

再
生
す
る
こ
と
で
あ
り
︑そ
の
こ
と
が
︑

御
同
朋・御
同
行
か
ら
の
問
い
か
け
への

確
か
な
応
答
と
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思

い
ま
す
︒

真
宗
の
未
来

解
放
運
動
推
進
本
部

0
7
5
　3
7
1
　9
2
4
7

kaiho@
higashihonganji.or.jp

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
。

然
さ
ん
の
教
え
っ
て
ど
ん
な
ん

や
っ
た
？
」

「
他
の
修
行
は
い
ら
な
い
。
念
仏
だ
け
」

「
あ
れ
や
、愚
か
者
が
救
わ
れ
る
」

「
す
ば
ら
し
い
。覚
え
て
い
て
く
れ
て
う
れ

し
い
。大
事
な
こ
と
や
か
ら
、も
う
一
度
き

ち
ん
と
整
理
し
よ
う
」

　法
然
さ
ん
が
仏
教
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、

父
の
遺
言
で
あ
る「
す
べ
て
の
人
が
、共
に
た

す
け
あ
っ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
道
」で

し
た
。45
歳
で
善
導
さ
ん
の
言
葉
に
出
あ
い
、

そ
の
道
が
阿
弥
陀
と
い
う
仏
さ
ま
に
よ
っ
て

開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。そ
れ
が

浄
土
の
教
え
で
す
。そ
の
教
え
に
依
っ
て
、本

願
を
信
じ
念
仏
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
往
く
も

の
に
な
ろ
う
と
願
わ
れ
た
の
で
す
。親
鸞
さ

ん
が
そ
の
法
然
さ
ん
か
ら
聞
い
た
の
は「
浄

土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す（
浄

土
の
教
え
に
生
き
る
人
は
、自
ら
の
愚
か
さ

に
立
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
）」（『
末
燈
鈔
』『
真

宗
聖
典
』六
〇
三
頁
）と
い
う
教
え
で
し
た
。

「
救
わ
れ
る
の
は
誰
か
。そ
れ
を
法
然
さ
ん

は
愚
者
と
言
い
、親
鸞
さ
ん
は
悪
人
と

言
っ
た
。決
し
て
学
力
や
知
識
が
な
い
人

を
愚
者
と
言
っ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、悪

い
こ
と
を
す
る
人
を
悪
人
と
言
っ
た
の
で

は
な
い
と
思
う
」

「
最
近
、自
分
の
こ
と
は
自
分
で
ど
う
に
か

で
き
る
と
思
っ
て
い
る
う
ち
は
そ
の
人
は
善

人
で
、自
分
の
力
で
は
こ
の
自
分
は
ど
う
し

よ
う
も
で
き
な
い
と
思
え
た
人
が
悪
人
な
の

で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
よ
。自
分
で
自
分

を
徹
頭
徹
尾
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
か
、縁
さ

え
整
っ
た
ら
思
っ
て
も
み
な
い
よ
う
な
嘘
を

つ
い
た
り
、ご
ま
か
し
た
り
、人
を
傷
つ
け
た

り
し
て
し
ま
う
の
が
私
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に

立
て
た
人
が
悪
人
な
の
と
ち
ゃ
う
か
な
と
」

「
普
段
は
み
ん
な
自
制
心
と
か
が
あ
っ
て
、こ

れ
は
あ
か
ん
と
思
え
た
ら
、欲
も
怒
り
も
抑

え
ら
れ
る
ん
や
け
ど
、で
も
そ
ん
な
自
分
を

抑
え
る
心
が
な
ぜ
か
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
っ

て
、な
ん
で
あ
ん
な
こ
と
し
た
ん
や
ろ
う
っ

て
経
験
な
い
？
ち
ょ
っ
と
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
お
う
か
」

　4
、5
人
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
5
分

ほ
ど
話
し
て
も
ら
っ
た
あ
と
、A
君
が
発

表
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
小
学
校
の
時
や
け
ど
、
友
達
と
家
で

ゲ
ー
ム
し
て
た
。
最
初
は
楽
し
か
っ
た
け

ど
、
何
回
や
っ
て
も
勝
て
な
く
な
っ
て
き

て
、し
か
も
負
け
た
ら
小
ば
か
に
さ
れ
だ

し
て
、切
れ
て
し
ま
っ
て
も
う
帰
れ
と
言
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
次
の
日
か
ら
な
ん
か
ぎ

く
し
ゃ
く
し
て
、そ
れ
以
来
遊
ば
ん
よ
う

に
な
っ
た
。
無
茶
苦
茶
仲
良
か
っ
た
の
に
」

「
そ
う
か
あ
。言
い
に
く
い
こ
と
を
よ
う
言

う
て
く
れ
た
な
。み
ん
な
も
知
っ
て
る
よ
う

に
、A
君
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
め
っ
ち
ゃ

え
え
や
つ
や
ん
か（
笑
）。み
ん
な
話
聞
い

て
び
っ
く
り
し
た
ん
ち
ゃ
う
？
」

「
で
も
な
、そ
う
い
う
こ
と
や
ね
ん
。い
い

人
や
か
ら
他
人
を
傷
つ
け
な
い
と
は
限
ら

な
い
の
よ
。み
ん
な
に
も
、も
ち
ろ
ん
私
に

も
、な
ん
で
あ
ん
な
こ
と
し
た
ん
や
ろ
う
っ

て
経
験
は
あ
る
と
思
う
。そ
れ
で
も
さ
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、自
分
は
気
を
つ
け
れ
ば

次
は
大
丈
夫
と
思
っ
て
な
い
？ 

あ
れ
は
た

ま
た
ま
で
あ
っ
て
、も
う
二
度
と
同
じ
こ
と

は
や
ら
か
さ
な
い
と
思
っ
て
な
い
？
」

「
厳
し
い
よ
う
や
け
ど
、そ
う
思
っ
て
い
る

う
ち
は
善
人
な
ん
や
ろ
な
〜
。ほ
ん
で
も
っ

て
救
わ
れ
難
い
ん
や
ろ
う
な
〜
。親
鸞
さ

ん
も
、そ
ん
な
救
わ
れ
が
た
い
自
分
を
見

続
け
た
ん
や
ろ
う
な
あ
」

「
と
こ
ろ
で
、浄
土
っ
て
な
ん
や
ろ
？
」

　親
鸞
聖
人
は
、悪
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ

浄
土
に
生
ま
れ
往
く
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
教
え
を
、自
己
の
内
に
何
度
も
何
度
も

問
い
た
ず
ね
て
い
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
孤
独
な
求
道
を
続
け
る
う
ち
に
、親

鸞
さ
ん
に
と
っ
て
大
切
な
出
あ
い
が
整
い

ま
す
。そ
れ
は
近
く
で
、そ
の
日
を
一
生
懸

命
に
生
活
す
る
人
た
ち〝
い
な
か
の
人
び

と
〞と
の
出
あ
い
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
深
」

 ―

己
の
内
に

　
　
　
深
く
確
か
め
る―

第
11
回

　
1
2
0
7（
承
元
元
）年
、35
歳
に
な
っ
た
親
鸞
聖
人

は
、流
罪
の
地
で
あ
る
越
後
の
国
府（
現
在
の
新
潟
県
上

越
市
）に
着
き
ま
し
た
。国
が
認
め
る
僧
侶
と
し
て
の
資
格

を
奪
わ
れ
世
俗
の
名
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、も
は
や

自
分
は
僧
で
も
な
け
れ
ば
俗
で
も
な
い（
非
僧
非
俗
）と
し

て
、こ
の
頃
か
ら「
愚
禿
釋
親
鸞
」と
名
の
ら
れ
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
愚
」は
自
身
の
愚
か
さ
に
立
っ
て
生
き
る
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。「
禿
」は
髪
を

そ
り
落
と
し
た
頭
の
こ
と
で
す
が
、あ
る
先
生
は
、そ
り
落

と
し
た
後
に
少
し
生
え
て
き
て
い
る
状
態
を
も
指
し
、そ
こ

か
ら「
僧
で
も
俗
で
も
な
い
中
途
半
端
な
存
在
」と
い
う
意

味
で
も
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
釋
」は
、国
の
定
め
る

身
分
と
し
て
は
中
途
半
端
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、お

釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
し
て
教
え
に
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
表

明
な
の
で
し
ょ
う
。

　
都
を
追
わ
れ
た
ど
り
着
い
た
地
は
、冬
に
は
日
本
海
か

ら
冷
た
い
風
が
吹
き
つ
け
大
雪
が
舞
い
、夏
に
は
荒
涼
と
し

た
大
地
を
強
い
日
差
し
が
照
り
つ
け
る
と
いっ
た
、お
そ
ら

く
は
聖
人
の
想
像
を
超
え
る
ほ
ど
の
厳
し
い
環
境
だ
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。そ
の
よ
う
な
地
で
、
今
一
度
立
ち
止
ま
っ

て
、法
然
上
人
か
ら
い
た
だ
い
た
教
え
を
自
己
の
内
に
、深

く
深
く
確
か
め
る
日
々
を
送
ら
れ
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
。

「
法

共
に
歩
み
育
む石

松 

敏
弘
さ
ん
（
89
歳
）

梅
子
さ
ん
（
83
歳
）

九
州
教
区 

福
岡
組 

西
光
寺
門
徒

連
載
は
終
了
し
ま
す
が
、引
き
続
き
皆
さ

ま
と
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。ご
意
見
・
ご
感
想
は
こ
ち
ら
ま
で
。

８
月
号
よ
り

「
縁
―
お
寺
の
掲
示
板
―
」を
連
載
し
ま
す
。

い
し
ま
つ

と
し

ひ
ろ

う
め

こ

う
め

じ
ゅ
ば
ん

さ
ら
し

じ

さ
い
こ
う

ぶ
っ
せ
つ

ぜ

ら

ど
く
じ
ゅ

じ
ょ
ぶ
ん

せ
ん

こ
も
り
た
つ
く
に

だ

か
ん
む

じ
ゅ

り
ょ
う

き
ょ
う

だ

ほ
ん

と
も
こ

いぬいふみ おいぬいふみ お

る

ざ
い

え
ち

ご

こ
く

せ

ぞ
く

と
く

お
ろ

し
ゃ

ほ
う
ね
ん

こ
う

か

し
ん
ら
ん

ぐ

ふ

し
ゃ
く

り
ょ
う

ね
ん

お
ろ

ぶ
つ

し
ん

ぜ
ん

あ

み

ど

だ ど
う

よ

ゆ

ぐ
し
ゃ

ま
っ

し
ょ
う

じ
ょ
う

ほ
ん

が
ん

と
う

ぐ
ど
う

あ
く

て
っ
と
う
て
つ
び

に
ん
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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.237通信員リレーリポート

い ま

～是旃陀羅の課題～

御同朋
御同行
からの問いかけ

せんぜ らだ

おん どう ぎょう

おん どう ぼう

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

ぶっ

む

ら

りょうじゅきょう ぎょう ぜ

せん だ

せつかん

かん

第1９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

[最終回］

ま
な
寺
院
の
総
代
と
顔
を
合
わ
せ
て
の
交
流

が
で
き
た
こ
と
は
、と
て
も
楽
し
か
っ
た
」と

目
を
輝
か
せ
て
語
っ
て
く
れ
た
。

　
そ
ん
な
敏
弘
さ
ん
と
共
に
、ご
門
徒
同
士

の
ご
縁
を
つ
な
ぐ
架
け
橋
と
な
っ
て
い
る
の

が
妻
の
梅
子
さ
ん
。周
り
か
ら「
梅
ち
ゃ
ん
」

と
呼
ば
れ
、親
し
ま
れ
て
い
る
。

　「
他
人
に
話
せ
な
い
よ
う
な
話
も
、よ
く

前
坊
守
に
聞
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。私

に
と
っ
て
お
寺
は
、ど
ん
な
問
題
も
受
け
と

め
て
く
れ
る
救
わ
れ
る
場
所
で
す
。前
坊
守

と
共
に
西
光
寺
を
楽
し
く
心
が
解
け
合
う

場
所
に
し
た
い
と
思
い
、旅
行
や
食
事
会
な

ど
の
交
流
の
場
を
企
画
し
て
、た
く
さ
ん
の

ご
門
徒
と
出
か
け
た
こ
と
は
良
い
思
い
出

で
す
」と
梅
子
さ
ん
は
懐
か
し
む
よ
う
に

語
っ
た
。

　
ま
た
、住
職
が
着
用
す
る
襦
袢
は
梅
子

さ
ん
が
手
縫
い
し
た
も
の
。梅
子
さ
ん
は

「
私
の
で
き
る
こ
と
は
こ
れ
く
ら
い
だ
か

ら
」と
、晒
を
使
っ
て
歴
代
住
職
の
体
型
に

合
わ
せ
た
襦
袢
を
縫
っ
て
き
た
。そ
の
襦
袢

は
本
当
に
着
心
地
が
良
い
と
住
職
に
も
評

判
だ
。

　
現
在
３
代
目
世
代
と
な
る
西
光
寺
に
も
、

新
た
に
石
松
夫
妻
の
よ
う
な
熱
心
な
ご
門

徒
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。「
お

寺
」と
は
、ご
門
徒
と
共
に
歩
み
育
ん
で
い
く

も
の
だ
と
あ
ら

た
め
て
感
じ
る

取
材
と
な
っ
た
。

九
州
教
区
通
信
員

本
田 

智
子

　
石
松
さ
ん
ご
夫

妻
は
、ご
縁
が
あ
り

西
光
寺
総
代
を
28

年
間
続
け
ら
れ
た
。

今
で
も
73
年
前
に

開
基
さ
れ
た
西
光

寺
の
初
代
住
職
か

ら
現
住
職
ま
で
３

代
に
渡
っ
て
ご
縁
が
続
く
。

　「
お
寺
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
わ
か
ら
な

い
ま
ま
足
を
運
ん
だ
日
の
こ
と
を
思
い
出
す

な
ぁ
」と
語
る
の
は
、石
松
敏
弘
さ
ん
。「
当

時
、初
代
住
職
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、自

分
の
心
の
中
を
見
透
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

不
思
議
と
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
」と

振
り
返
る
。

　「
そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、お
寺
に
足
を

運
ぶ
機
会
が
自
然
と
増
え
、初
代
住
職
と
た

く
さ
ん
話
す
よ
う
に
な
っ
た
。そ
こ
か
ら
関

係
性
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
う
。ま

た
、２
代
目
の
坊
守
さ
ん
の
必
死
に
が
ん

ば
っ
て
い
る
姿
を
見
て
、自
分
も
西
光
寺
の

役
に
立
つ
こ
と
を
し
た
い
、西
光
寺
を
盛
り

上
げ
た
い
と
思
っ
た
」と
。後
に
、初
代
住
職

か
ら「
こ
の
西
光
寺
を
頼
む
」と
言
わ
れ
、定

年
退
職
を
機
に
総
代
の
就
任
を
決
め
ら
れ

た
そ
う
だ
。「
総
代
就
任
の
間
、２
代
目
住
職

と
共
に
組
門
徒
会
な
ど
に
も
行
き
、さ
ま
ざ

現在を きる

梅子さんが手縫いした襦袢

石松敏弘さん・梅子さん

　
本
欄
で
は
︑﹃
仏
説
観
無
量
寿
経
﹄

の﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
語
が
も
つ
差
別
性

に
対
し
て
︑そ
の
問
題
性
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
︑私
た
ち
は
ど
う
応
答
し
て
い

く
の
か
を
問
う
て
い
く
こ
と
を
目
的

に
︑さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
た
ず
ね

て
き
ま
し
た
︒

　
こ
れ
ま
で
も
紹
介
し
て
き
ま
し
た

が
︑最
後
に
あ
ら
た
め
て
次
の
言
葉
を

取
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
︒

﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
教
説
部
分
は
︑被

差
別
者
に
と
って
は
や
り
き
れ
な

い
ほ
ど
︑心
に
痛
み
を
感
じ
る

︵
小
森
龍
邦﹃
親
鸞
思
想
に
魅
せ
ら
れ
て
﹄︶

　
宗
門
で
は
︑こ
の
訴
え
か
ら
︑読
誦

の
こ
と
が
大
き
な
関
心
事
と
な
り
ま

し
た
︒﹁
読
ま
れ
る
と
痛
い
と
い
う
の
だ

か
ら
読
め
な
い
﹂と
い
う
声
が
あ
り
ま

す
が
︑﹁
是
旃
陀
羅
﹂の
課
題
を
提
起
し

た
人
び
と
は
︑﹁
同
情
﹂は
求
め
て
い
な

い
の
で
す
︒こ
の
場
合
か
ら
考
え
る﹁
読

め
な
い
﹂と
い
う
声
は
︑﹁
同
情
﹂の
域
を

超
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
︒し
か
し
な
が
ら
︑こ
の
ま
ま
読

み
続
け
る
こ
と
は
︑こ
の
１
０
０
年
の

間
︑課
題
を
放
置
し
続
け
て
き
た
こ
と

と
同
じ
に
な
って
し
ま
い
ま
す
︒

　
大
切
な
の
は
︑こ
の
課
題
を
通
し

て
︑旃
陀
羅︵
チ
ャン
ダ
ー
ラ
︶に
対
す

る
差
別
︑そ
し
て
︑部
落
差
別
を
克
服

し
て
い
く
視
座
を
︑あ
ら
ゆ
る
教
学
・

教
化
の
歩
み
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く

こ
と
で
す
︒現
実
に
あ
る
被
差
別
者
の

痛
み
か
ら
︑自
分
の
中
に
あ
る
差
別
性

を
信
仰
の
課
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い

く
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で
す
︒

　
１
９
６
２
年
に
始
ま
っ
た
同
朋
会

運
動
は
︑﹃
現
代
の
聖
典
︱
観
無
量
寿

経
序
分
︱
﹄を
テ
キ
ス
ト
と
し
︑経
典

の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た

め
に
︑漢
字
仮
名
交
じ
り
の
延
べ
書
き

に
し
て
門
徒
に
手
渡
し
て
き
ま
し
た
︒

そ
の
中
に
出
て
く
る﹁
是
旃
陀
羅
﹂に
つ

い
て
︑こ
れ
ま
で
僧
侶・門
徒
と
と
も
に

考
え
て
こ
な
か
っ
た
責
任
を
今
こ
そ
果

た
す
べ
き
時
な
の
で
す
︒﹁
是
旃
陀
羅
﹂

の
課
題
と
は
︑ま
さ
に
同
朋
会
運
動
を

再
生
す
る
こ
と
で
あ
り
︑そ
の
こ
と
が
︑

御
同
朋・御
同
行
か
ら
の
問
い
か
け
への

確
か
な
応
答
と
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思

い
ま
す
︒

真
宗
の
未
来

解
放
運
動
推
進
本
部

0
7
5
　3
7
1
　9
2
4
7

kaiho@
higashihonganji.or.jp

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
。

然
さ
ん
の
教
え
っ
て
ど
ん
な
ん

や
っ
た
？
」

「
他
の
修
行
は
い
ら
な
い
。
念
仏
だ
け
」

「
あ
れ
や
、愚
か
者
が
救
わ
れ
る
」

「
す
ば
ら
し
い
。覚
え
て
い
て
く
れ
て
う
れ

し
い
。大
事
な
こ
と
や
か
ら
、も
う
一
度
き

ち
ん
と
整
理
し
よ
う
」

　法
然
さ
ん
が
仏
教
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、

父
の
遺
言
で
あ
る「
す
べ
て
の
人
が
、共
に
た

す
け
あ
っ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
道
」で

し
た
。45
歳
で
善
導
さ
ん
の
言
葉
に
出
あ
い
、

そ
の
道
が
阿
弥
陀
と
い
う
仏
さ
ま
に
よ
っ
て

開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。そ
れ
が

浄
土
の
教
え
で
す
。そ
の
教
え
に
依
っ
て
、本

願
を
信
じ
念
仏
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
往
く
も

の
に
な
ろ
う
と
願
わ
れ
た
の
で
す
。親
鸞
さ

ん
が
そ
の
法
然
さ
ん
か
ら
聞
い
た
の
は「
浄

土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す（
浄

土
の
教
え
に
生
き
る
人
は
、自
ら
の
愚
か
さ

に
立
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
）」（『
末
燈
鈔
』『
真

宗
聖
典
』六
〇
三
頁
）と
い
う
教
え
で
し
た
。

「
救
わ
れ
る
の
は
誰
か
。そ
れ
を
法
然
さ
ん

は
愚
者
と
言
い
、親
鸞
さ
ん
は
悪
人
と

言
っ
た
。決
し
て
学
力
や
知
識
が
な
い
人

を
愚
者
と
言
っ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、悪

い
こ
と
を
す
る
人
を
悪
人
と
言
っ
た
の
で

は
な
い
と
思
う
」

「
最
近
、自
分
の
こ
と
は
自
分
で
ど
う
に
か

で
き
る
と
思
っ
て
い
る
う
ち
は
そ
の
人
は
善

人
で
、自
分
の
力
で
は
こ
の
自
分
は
ど
う
し

よ
う
も
で
き
な
い
と
思
え
た
人
が
悪
人
な
の

で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
よ
。自
分
で
自
分

を
徹
頭
徹
尾
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
か
、縁
さ

え
整
っ
た
ら
思
っ
て
も
み
な
い
よ
う
な
嘘
を

つ
い
た
り
、ご
ま
か
し
た
り
、人
を
傷
つ
け
た

り
し
て
し
ま
う
の
が
私
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に

立
て
た
人
が
悪
人
な
の
と
ち
ゃ
う
か
な
と
」

「
普
段
は
み
ん
な
自
制
心
と
か
が
あ
っ
て
、こ

れ
は
あ
か
ん
と
思
え
た
ら
、欲
も
怒
り
も
抑

え
ら
れ
る
ん
や
け
ど
、で
も
そ
ん
な
自
分
を

抑
え
る
心
が
な
ぜ
か
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
っ

て
、な
ん
で
あ
ん
な
こ
と
し
た
ん
や
ろ
う
っ

て
経
験
な
い
？
ち
ょ
っ
と
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
お
う
か
」

　4
、5
人
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
5
分

ほ
ど
話
し
て
も
ら
っ
た
あ
と
、A
君
が
発

表
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
小
学
校
の
時
や
け
ど
、
友
達
と
家
で

ゲ
ー
ム
し
て
た
。
最
初
は
楽
し
か
っ
た
け

ど
、
何
回
や
っ
て
も
勝
て
な
く
な
っ
て
き

て
、し
か
も
負
け
た
ら
小
ば
か
に
さ
れ
だ

し
て
、切
れ
て
し
ま
っ
て
も
う
帰
れ
と
言
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
次
の
日
か
ら
な
ん
か
ぎ

く
し
ゃ
く
し
て
、そ
れ
以
来
遊
ば
ん
よ
う

に
な
っ
た
。
無
茶
苦
茶
仲
良
か
っ
た
の
に
」

「
そ
う
か
あ
。言
い
に
く
い
こ
と
を
よ
う
言

う
て
く
れ
た
な
。み
ん
な
も
知
っ
て
る
よ
う

に
、A
君
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
め
っ
ち
ゃ

え
え
や
つ
や
ん
か（
笑
）。み
ん
な
話
聞
い

て
び
っ
く
り
し
た
ん
ち
ゃ
う
？
」

「
で
も
な
、そ
う
い
う
こ
と
や
ね
ん
。い
い

人
や
か
ら
他
人
を
傷
つ
け
な
い
と
は
限
ら

な
い
の
よ
。み
ん
な
に
も
、も
ち
ろ
ん
私
に

も
、な
ん
で
あ
ん
な
こ
と
し
た
ん
や
ろ
う
っ

て
経
験
は
あ
る
と
思
う
。そ
れ
で
も
さ
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、自
分
は
気
を
つ
け
れ
ば

次
は
大
丈
夫
と
思
っ
て
な
い
？ 

あ
れ
は
た

ま
た
ま
で
あ
っ
て
、も
う
二
度
と
同
じ
こ
と

は
や
ら
か
さ
な
い
と
思
っ
て
な
い
？
」

「
厳
し
い
よ
う
や
け
ど
、そ
う
思
っ
て
い
る

う
ち
は
善
人
な
ん
や
ろ
な
〜
。ほ
ん
で
も
っ

て
救
わ
れ
難
い
ん
や
ろ
う
な
〜
。親
鸞
さ

ん
も
、そ
ん
な
救
わ
れ
が
た
い
自
分
を
見

続
け
た
ん
や
ろ
う
な
あ
」

「
と
こ
ろ
で
、浄
土
っ
て
な
ん
や
ろ
？
」

　親
鸞
聖
人
は
、悪
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ

浄
土
に
生
ま
れ
往
く
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
教
え
を
、自
己
の
内
に
何
度
も
何
度
も

問
い
た
ず
ね
て
い
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
孤
独
な
求
道
を
続
け
る
う
ち
に
、親

鸞
さ
ん
に
と
っ
て
大
切
な
出
あ
い
が
整
い

ま
す
。そ
れ
は
近
く
で
、そ
の
日
を
一
生
懸

命
に
生
活
す
る
人
た
ち〝
い
な
か
の
人
び

と
〞と
の
出
あ
い
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
深
」

 ―

己
の
内
に

　
　
　
深
く
確
か
め
る―

第
11
回

　
1
2
0
7（
承
元
元
）年
、35
歳
に
な
っ
た
親
鸞
聖
人

は
、流
罪
の
地
で
あ
る
越
後
の
国
府（
現
在
の
新
潟
県
上

越
市
）に
着
き
ま
し
た
。国
が
認
め
る
僧
侶
と
し
て
の
資
格

を
奪
わ
れ
世
俗
の
名
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、も
は
や

自
分
は
僧
で
も
な
け
れ
ば
俗
で
も
な
い（
非
僧
非
俗
）と
し

て
、こ
の
頃
か
ら「
愚
禿
釋
親
鸞
」と
名
の
ら
れ
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
愚
」は
自
身
の
愚
か
さ
に
立
っ
て
生
き
る
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。「
禿
」は
髪
を

そ
り
落
と
し
た
頭
の
こ
と
で
す
が
、あ
る
先
生
は
、そ
り
落

と
し
た
後
に
少
し
生
え
て
き
て
い
る
状
態
を
も
指
し
、そ
こ

か
ら「
僧
で
も
俗
で
も
な
い
中
途
半
端
な
存
在
」と
い
う
意

味
で
も
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
釋
」は
、国
の
定
め
る

身
分
と
し
て
は
中
途
半
端
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、お

釈
迦
さ
ま
の
弟
子
と
し
て
教
え
に
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
表

明
な
の
で
し
ょ
う
。

　
都
を
追
わ
れ
た
ど
り
着
い
た
地
は
、冬
に
は
日
本
海
か

ら
冷
た
い
風
が
吹
き
つ
け
大
雪
が
舞
い
、夏
に
は
荒
涼
と
し

た
大
地
を
強
い
日
差
し
が
照
り
つ
け
る
と
いっ
た
、お
そ
ら

く
は
聖
人
の
想
像
を
超
え
る
ほ
ど
の
厳
し
い
環
境
だ
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。そ
の
よ
う
な
地
で
、
今
一
度
立
ち
止
ま
っ

て
、法
然
上
人
か
ら
い
た
だ
い
た
教
え
を
自
己
の
内
に
、深

く
深
く
確
か
め
る
日
々
を
送
ら
れ
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
。

「
法

共
に
歩
み
育
む石

松 

敏
弘
さ
ん
（
89
歳
）

梅
子
さ
ん
（
83
歳
）

九
州
教
区 

福
岡
組 

西
光
寺
門
徒

連
載
は
終
了
し
ま
す
が
、引
き
続
き
皆
さ

ま
と
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。ご
意
見
・
ご
感
想
は
こ
ち
ら
ま
で
。

８
月
号
よ
り

「
縁
―
お
寺
の
掲
示
板
―
」を
連
載
し
ま
す
。

い
し
ま
つ

と
し

ひ
ろ

う
め

こ

う
め

じ
ゅ
ば
ん

さ
ら
し

じ

さ
い
こ
う

ぶ
っ
せ
つ

ぜ

ら

ど
く
じ
ゅ

じ
ょ
ぶ
ん

せ
ん

こ
も
り
た
つ
く
に

だ

か
ん
む

じ
ゅ

り
ょ
う

き
ょ
う

だ

ほ
ん

と
も
こ

いぬいふみ おいぬいふみ お

る

ざ
い

え
ち

ご

こ
く

せ

ぞ
く

と
く

お
ろ

し
ゃ

ほ
う
ね
ん

こ
う

か

し
ん
ら
ん

ぐ

ふ

し
ゃ
く

り
ょ
う

ね
ん

お
ろ

ぶ
つ

し
ん

ぜ
ん

あ

み

ど

だ ど
う

よ

ゆ

ぐ
し
ゃ

ま
っ

し
ょ
う

じ
ょ
う

ほ
ん

が
ん

と
う

ぐ
ど
う

あ
く

て
っ
と
う
て
つ
び

に
ん
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宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要 

厳
修

　3
月
25
日
か
ら
4
月
29
日
ま
で
、宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十

年
・立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。期
間
中
、約
10
万

人
が
参
拝
。全
国
各
地
、そ
し
て
海
外
か
ら
も
多
く
の
人
び
と
が
慶
讃
法

要
を
ご
縁
に
真
宗
本
廟
に
集
い
ま
し
た
。と
も
ど
も
に
法
要
に
出
あ
え
た

喜
び
を
確
か
め
、両
堂
に「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
声
が
響
き
わ
た
り
ま
し
た
。

　第
1
期
、第
2
期
の
結
願
法
要
で
の
参
堂
列
は
大
寝
殿
か
ら
両
堂
ま
で

を
練
り
歩
く
庭
儀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。法
要
へ
の
出
仕
者
や
宗
派
関

係
者
を
は
じ
め
、全
国
か
ら
2
0
0
人
を
こ
え
る
稚
児
が
参
加
し
ま
し
た
。

　列
は
正
午
に
大
寝
殿
か
ら
大
玄
関
を
出
発
。水
堀
に
沿
っ
て
御
影
堂

門
に
入
り
、両
堂
に
入
堂
し
ま
し
た
。4
月
8
日
の
第
1
期
結
願
法
要

で
は
、雨
の
影
響
に
よ
り
途
中
か
ら
順
路
を
変
更
。高
廊
下
か
ら
両
堂

の
縁
を
通
り
入
堂
し
ま
し
た
。そ
の
後
、慶
讃
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
の
披
露
、

内
局
挨
拶
に
続
き
、両
堂
に
お
い
て
第
1
期
は
延
塚
知
道
氏（
九
州
教

区
）と
小
川
一
乘
氏（
北
海
道
教
区
）、第
2
期
は
本
多
弘
之
氏（
東
京
教

区
）と
池
田
勇
諦
氏（
三
重
教
区
）の
法
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　ま
た
、法
要
中
と
法
要
後
に
白
洲
の「
舞
楽
台
」に
て
第
1
期
は
名
古

屋
楽
舞
会
、第
2
期
は
金
沢
澄
音
会
に
よ
る
舞
楽
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

慶
讃
法
要
を
振
り
返
る
番
組
を
東
本
願
寺
公
式

YouTube

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

●今日はあいにくの雨でしたが、雨だったから
こそ、ほかにすることを気にかけずにゆっくり
参拝できました。（岐阜県）

●お斎、とてもおいしかったです。普段は食が細
くてなかなか食べられないのですが、皆さん
と一緒だったからでしょうか、全部いただき
ました。お寺でもお斎の場を再開できればい
いな。（滋賀県）

●昔、東本願寺のお堀などで遊んでいた時のこ
とを懐かしく思い出しました。お東さん広場
が今後いろんな形で活用されてほしいです。
（京都市）

●念願の慶讃法要にお参りすることができまし
た。お誘いくださったご住職に感謝です。国
立博物館での親鸞展も時間が足りないほど
でした。（富山県）

●Beautiful！（It）made me cry.（阿弥陀堂が
とても美しくて涙が出ました）（海外）

参拝者の声

帰
敬
式

　各
日
の
法
要
後
に
は
帰
敬
式
が
執
行

さ
れ
、期
間
中
1
，5
2
3
人
が
受
式

し
、仏
弟
子
の
名
の
り
を
あ
げ
ま
し
た
。

　4
月
20
日
の
法
要
参
拝
後
に
北
米

開
教
区
の
ご
門
徒
9
人
も
受
式
し
ま
し

た
。イ
レ
イ
ン
・
バ
ー
ボ
ッ
ト
さ
ん
は
親

子
で
受
式
。イ
レ
イ
ン
さ
ん
は「
50
年
前

の
慶
讃
法
要
に
お
参
り
し
て
、再
び
50

年
後
、慶
讃
法
要
に
来
ま
し
た
。今
度
は
50
年
前
に
記
念
で
頂
い
た

念
珠
を
持
っ
て
、娘
と
一
緒
に
。そ
し
て
帰
敬
式
を
受
け
ま
し
た
」と
。

娘
の
ヘ
ザ
ー
・
バ
ー
ボ
ッ
ト
さ

ん
は「「
法
名
は
死
ん
で
か
ら

で
は
な
く
、生
き
て
い
る
う

ち
に
い
た
だ
く
名
前
だ
よ
」と

母
か
ら
聞
い
て
、生
き
て
い
る

間
に
と
、母
と
2
人
で
こ
の

機
会
に
一
緒
に
受
け
ま
し

た
」と
話
し
ま
し
た
。

供
茶
・
讃
仰
茶
会

　4
月
14
日
、慶
讃
法
要
讃
仰
行

事
と
し
て
、「
供
茶
」及
び「
讃
仰
茶

会
」が
開
か
れ
ま
し
た
。本
願
寺
第

12
代
教
如
上
人
が
千
利
休
と
親

交
が
厚
か
っ
た
こ
と
か
ら
、東
本

願
寺
は
京
都
の
茶
の
湯
の
文
化
と

深
く
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。御
影

堂
に
お
い
て
、茶
道
裏
千
家 

千
宗

室
家
元
の
奉
仕
に
よ
り
供
茶
が
行

わ
れ
、御
真
影
に
濃
茶
、薄
茶
二
服

の
茶
を
お
供
え
さ
れ
ま
し
た
。

　讃
仰
茶
会
は
、桜
下
亭
が
濃
茶
席
、白
書
院
に
薄
茶
席
が
設
け
ら

れ
、2
4
0
人
が
参
加
し
ま
し
た
。茶
道
裏
千
家
今
日
庵
、淡
交
会
京

都
四
支
部
学
校
茶
道
連
絡
協
議
会
が
席
主
を
務
め
、宗
派
学
校
連
合

会
加
盟
校
茶
道
部
員
の
学
生
・
生
徒
の
協
力
も
あ
り
ま
し
た
。

お
東
さ
ん
広
場

　3
月
25
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
お
東
さ
ん
広

場
」で
は
、期
間
中
の
平
日
は
日
替
わ
り
で
キ
ッ
チ

ン
カ
ー
が
登
場
。土
日
は
マ
ル
シ
ェ
も
開
催
さ
れ
、

ベ
ン
チ
で
食
を
楽
し
み
な
が
ら
休
憩
さ
れ
る
方
の

姿
も
。ま
た
、ヨ
ガ
や
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
も
開
か
れ
、緑
豊
か
で
開
放
的
な
広

場
に
多
く
の
方
が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

お
買
い
物
広
場

　多
く
の
方
が
参
拝
に
来
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、常

設
に
加
え
、鐘
楼
北
側
に
は
臨
時
お
買
い
物
広
場

も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。東
本
願
寺
発
行
の
書
籍
を

は
じ
め
法
要
期
間
限
定
デ
ザ
イ
ン
の
グ
ッ
ズ
も
販

売
。上
山
の
思
い
出
に
ふ
る
さ
と
へ
お
土
産
を
買

い
求
め
る
方
々
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

同
朋
会
館

　同
朋
会
館
で
は
法
要
期
間
中
、法
要
参
拝
を
中

心
と
し
た「
慶
讃
法
要
奉
仕
団
」を
開
催
。讃
仰
期

間
は
宗
祖
の
御
旧
跡（
比
叡
山
）を
訪
ね
る「
讃
仰

奉
仕
団
」も
開
催
さ
れ
、あ
わ
せ
て
33
団
体
3
2
1

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　ま
た
、讃
仰
パ
ネ
ル
展「
親
鸞
聖
人
と
家
族
の
歩
み
」

が
あ
り
、カ
フ
ェ
も
併
設
。奉
仕
団
参
加
者
や
法
要
参

拝
者
が
ほ
っ
と
一
息
。交
流
の
場
に
も
な
り
ま
し
た
。

大
谷
祖
廟

　親
鸞
聖
人
の
御
廟
所（
墓
所
）で
あ
る
大

谷
祖
廟
で
は
、職
員
に
よ
る
境
内
の
案
内
の

ほ
か
、パ
ネ
ル
を
設
置
し
、大
谷
祖
廟
の
歴

史
を
説
明
。法
要
期
間
中
は
1
7
8
団
体

4
，9
0
6
人
が
参
拝
。4
月
1
日
か
ら
8

日
は
大
谷
祖
廟
花
ま
つ
り
が
行
わ
れ
、ぬ

り
絵
や
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
も
あ
り
ま
し
た
。

親
鸞
展
―
来
館
者
は
5
万
人
に
―

　3
月
25
日
か
ら
京
都
国
立
博
物
館
で
は
じ
ま
っ
た「
親
鸞
―
生

涯
と
名
宝
―
」は
、開
館
か
ら
24
日
目
の
4
月
21
日
に
来
館
者
数

が
5
万
人
に
達
し
ま
し
た
。記
念
セ
レ
モ
ニ
ー
で
は
松
本
伸
之
館

長
か
ら
5
万
人
目
の
来
館
者
と
な
っ
た
梅
溪
里
和
さ
ん（
東
京
教

区
聞
明
寺
坊
守
）へ
、記
念
品
の
贈
呈
が
行

わ
れ
ま
し
た
。法
要
に
参
拝
し
慶
讃
寄
席
を

観
覧
後
、博
物
館
へ
来
場
さ
れ
た
梅
溪
さ

ん
。「
以
前
、東
京
の
展
示
で
親
鸞
聖
人
の
直

筆
の
文
字
の
気
迫
に
感
激
し
、ま
た
見
た
い

と
思
っ
て
来
ま
し
た
。思
い
が
け
な
い
ご
縁

を
い
た
だ
き
ま
し
た
」と
話
し
ま
し
た
。

南
座
4
月
特
別
公
演
「
若
き
日
の
親
鸞
」

　4
月
10
日
か
ら
29
日
ま
で
、南
座（
京
都
市
東
山
区
）に
お
い
て
、

慶
讃
法
要
記
念「
若
き
日
の
親
鸞
」が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。五
木
寛

之
著『
親
鸞
』（
講
談
社
刊
）よ
り「
青
春
篇
」を
原
作
と
し
て
舞
台

化
。主
演
の
藤
山
扇
治
郎
さ
ん
、恵
信
尼
役
の
は
い
だ
し
ょ
う
こ
さ

ん
ら
が
、動
乱
の
京
都
に
生
ま
れ
生
き
る
喜
び
と
は
何
か
を
問
い

た
ず
ね
る
若
き
親
鸞
の
物
語
を
演
じ
ま
し
た
。

渉
成
園

　渉
成
園
で
は
、「
E
N
+
E
N
+
G
A
R
D
E
N

（
エ
ン
エ
ン
ガ
ー
デ
ン
）」と
題
し
庭
園
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
を
は
じ
め
、カ
フ
ェ
や
ヨ
ガ
な
ど
、さ
ま
ざ

ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。閬
風
亭
で
は
4
月
9
日
か

ら
14
日
ま
で「
月
夜
書
屋
」が
開
催
さ
れ
、あ
た
た
か

な
光
の
中
、思
い
思
い
の
本
を
読
み
な
が
ら
く
つ
ろ

ぐ
人
び
と
の
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
、22
日
に

は
金
沢
を
中
心
に
活
動
す
る
コ
ー
ラ
ス
ユ
ニ
ッ
ト

「
V
O
X
O
F
J
O
Y
」の
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ

れ
、夕
刻
の
渉
成
園
に
美
し
い
歌
声
が
響
き
ま
し
た
。

⬆南座『若き日の親鸞』©松竹

⬆南座『若き日の親鸞』
藤山扇治郎©松竹

南座『若き日の親鸞』
はいだしょうこ©松竹⬇

慶讃法要限定『真宗大谷派勤行集』も販売
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ょ
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慶
讃
法
要
を
ご
縁
に
記
念
俳
句
の
募
集
が
行
わ
れ
、全
国
よ
り
4
9
5
人
の
方
々
か
ら
親

鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
は
じ
め
、現
代
ま
で
浄
土
真
宗
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
歴
史
や
願
い
へ
の

思
い
を
込
め
た
2
，1
5
3
句
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。大
賞
、特
選
、入
選
作
品
は
、慶
讃

法
要
期
間
中
境
内
高
廊
下
に
掲
示
さ
れ
、た
く
さ
ん
の
参
拝
者
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
賞
を
受
賞
さ
れ
た
4
人
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　高
廊
下
、参
拝
接
待
所
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、視
聴
覚
ホ
ー
ル
を
会
場
に
、慶

讃
テ
ー
マ
館
が
開
設
さ
れ
、さ
ま
ざ
ま
な
展
示
や
催
し
が
行
わ
れ
ま
し

た
。「
宗
祖
親
鸞
聖
人
」展
で
は
、聖
人
の
生
涯
を
通
し
て
慶
讃
テ
ー
マ
を

考
え
る
パ
ネ
ル
展
示
の
ほ
か
、青
蓮
院
よ
り
特
別
に
お
借
り
し
た
親
鸞

聖
人
お
得
度
の
剃
刀
を
展
示
。「
親
鸞
画
展
」で
は
、井
上
雄
彦
氏
、早
川

鉄
兵
氏
、山
口
晃
氏
の
三
氏
が
描
く
そ
れ
ぞ
れ
の
親
鸞
を
展
示
し
ま
し

た
。「
正
信
偈
」書
写
コ
ー
ナ
ー
で
は
期
間
中
、さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の
方
が

「
正
信
偈
」の
一
文
字
一
文
字
を
書
写
し
、計
3
，3
6
0
人
の
方
の
手
に

よ
っ
て
4
つ
の「
み
ん
な
で
作
る「
正
信
偈
」」が
完
成
し
ま
し
た
。慶
讃
寄

席
で
は
、桂
小
春
團
治
さ
ん
に
よ
る
真
宗
落
語「
親
鸞
で
行
こ
う
」が
1

日
2
回
上
演（
計
60
公
演
）さ
れ
、約
1
万
人
が
来
場
し
ま
し
た
。そ
の

う
ち
4
公
演
は
日
本
語
に
加
え
て
、英
語
、ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
翻
訳
さ

れ
た
落
語
の
字
幕
公
演
と
し
、海
外
の
方
々
も
落
語
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　4
月
13
日
、し
ん
ら
ん
交
流
館
に
て「『
教

行
信
証
』〈
坂
東
本
〉公
開
講
演
会
」が
開
催

さ
れ
、「
聞
思
の
人
・
宗
祖
親
鸞
聖
人
―『
坂

東
本
教
行
信
証
』を
通
し
て
―
」を
講
題
に
、

三
木
彰
円
氏（
聖
教
編
纂
室
特
別
編
纂
研
究
員
・
大
谷
大
学
教
授
）に

よ
る
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。三
木
氏
は
親
鸞
聖
人
の
筆
跡
を
た
ど
り

な
が
ら
、聖
人
の
思
い
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、「
文
字
一
つ
ひ
と
つ
の
筆

の
運
び
を
は
じ
め
と
し
て
、そ
の
す
べ
て
が
私
た
ち
に
示
す
の
は
、真

の
宗
に
よ
っ
て
生
涯
を
尽
く
さ
れ
た
聖
人
の
お
姿
で
あ
る
。一
人
ひ
と

り
が
親
鸞
聖
人
の
筆
跡
に
ぜ
ひ
ふ
れ
て
ほ
し
い
。聖
人
が
大
切
に
さ
れ
た
言
葉
を
聞
き
、目
で
追
う
こ

と
を
通
し
て
、聖
人
が
私
に
と
っ
て
具
体
的
な
存
在
と
な
る
の
で
は
な
い
か
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。

慶
讃
テ
ー
マ
館

『
教
行
信
証
』〈
坂
東
本
〉公
開
講
演
会

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
記
念
俳
句

大
賞
受
賞
者
の
コ
メ
ン
ト

大
阪
府 

河
辺
さ
ち
子

慶
讃
の
法
会
に
侍
る
花
衣

思
い
も
よ
ら
な
い
受
賞
に
驚
き
ま
し
た
。元
宗
務
総
長
の
安
原

先
生
に
選
ん
で
い
た
だ
い
た
こ
と
、そ
し
て
、慶
讃
法
要
と
い
う
記

念
す
べ
き
時
に
句
を
詠
む
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
本
当
に
う
れ

し
く
、仏
恩
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。こ
の
句
は
渉
成
園
の
四
季
に

な
ぞ
ら
え
て
作
っ
た
句
で
す
。渉
成
園
は
京
都
駅
か
ら
も
近
く
、

た
び
た
び
足
を
運
ん
で
い
ま
す
。私
に
とっ
て
そ
の
都
度
い
ろ
ん
な
景

色
を
見
せ
て
く
れ
る
大
切
な
場
所
で
す
。

石
川
県 

村
上
秀
吾

か
け
が
へ
の
な
き

　
　
　
命
継
ぎ
蘖
ゆ
る

大
賞
を
受
賞
し
た
と
聞
い
て
と
て
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
し
、こ
ん
な

あ
り
が
た
い
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。定
年
退
職
後
、何
か
始

め
た
い
と
思
って
た
ま
た
ま
の
ぞ
い
た
地
元
の
文
化
セ
ン
タ
ー
で
俳
句
の

先
生
に
出
あ
っ
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。昨
年
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
俳
句
」

の
伝
統
を
受
け
継
い
で
こ
ら
れ
た
稲
畑
汀
子
先
生
の
訃
報
を
聞

き
、先
生
に
思
い
を
込
め
て
、も
と
も
と
趣
味
だ
っ
た
山
歩
き
で
目
に

し
て
い
た
倒
木
か
ら
の
力
強
い
芽
吹
き（
蘖
）の
様
子
が
思
い
起
こ
さ

れ
、今
回
の
句
を
詠
み
ま
し
た
。た
っ
た
17
音
で
大
き
な
世
界
を
描

け
る
こ
と
が
俳
句
の
魅
力
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

真宗大谷派同和関係寺院協議会 慶讃法要記念大会真宗大谷派同和関係寺院協議会 慶讃法要記念大会
　4月12日、しんらん交流館において、「あなた人間忘れていませんか？―共に、朋に、友に生き
遇いましょう―」をテーマに、真宗大谷派同和関係寺院協議会慶讃法要記念大会が開催され、
約150人が参加しました。大会では谷元昭信さんの記念講
演「全国水平社創立100年の今日的意味と部落解放への展
望―部落問題克服にむけた課題と宗教者への期待―」があ
りました。その後、御影堂門前・お東さん広場にてSHINGO
★西成さんとDJ FUKUさんによる記念ライブ「人間を忘れ
ない！」があり、多くの方でにぎわいました。

真宗大谷派坊守会連盟 慶讃法要記念大会真宗大谷派坊守会連盟 慶讃法要記念大会
　4月11日、御影堂において真宗大谷派坊守会連盟慶讃法要記
念大会が行われ、約800人が参加しました。大会では、山崎龍明さ
ん（武蔵野大学名誉教授）を講師としてお迎えし、「苦難の中で輝く
「信」―親鸞聖人と恵信尼さまのお手紙を通して―」を講題に、記
念講演がありました。お寺に身を置く坊守自らが、教えに我が身を
照らし問い続け、今を生きることを確かめあう大会となりました。

真宗大谷派
大谷婦人会慶讃法要

　4月9日、御影堂において真宗大谷派大谷婦人会慶讃
法要（音楽法要）が行われ、約900人が参加しました。法
要前に執行された大谷裕新門剃刀による帰敬式では、
多くの子どもたちが受式。子どもたちは音楽法要で供
華の役を務めました。
　法要と大会にあたり、大谷サチカ会長から日本語・英語・
ポルトガル語での挨拶がありました。続いて、池田勇諦さ
ん（真宗大谷派講師・同朋大学名誉教授）を講師に迎え、
「『とどけようナンマンダブ』の使命感」を講題に記念法話
が行われました。また、「お東さん広場」では、9、10日に全国
の会員が製作した手
作りアームカバーや
コースター、バック等の
販売を行う「大谷婦人
会手づくり市」（チャリ
ティー）も行われました。

［ 関係団体の行事 ］

憩いのひろば 子どものひろば憩いのひろば 子どものひろば
　境内南側では、法要期間中、「憩いのひろば」「子どものひろば」が開かれました。「憩いのひろば」では「わたしと
であう つながりにたずねる 仏の願いにうなずく」をテーマに「対話のワークショップ」と「伝統技術のワーク
ショップ」が行われ、参拝者同士の交流が深められました。また「メッセージウオール“ひとこと”」には、参拝され
た方々のたくさんの思いが寄せられました。
　「伝統技術のワークショップ」では、東本願寺を支える職人の協力により、瓦粘土の型押し、ミニ畳づくり、錺金
具づくり、念珠づくりなどが行われ、体験を通して職人の技にふれました。また、「井波彫刻師による東本願寺の
彫刻ガイドツアー」も実施。参加者は彫刻の一つひとつを見ながら、明治の先人たちの思いを受けつぐ井波彫刻
師の案内を興味深く聞き入っていました。
　「子どものひろば」には、東本願寺キャラクター「鸞恩くん」「蓮ちゃん」「あかほ
んくん」の大型バルーンや「特大さがしもの絵本パネル」を設置。たくさんの子
どもたちが体いっぱいに遊びました。また、法要期間中の毎週土曜日に
は、紙芝居や絵本の読
み聞かせが行われ、子
どもも大人も軽やかな
語り口での上演を楽し
みました。

安
原
葉
撰

稲
畑
廣
太
郎
撰

新
潟
県 

蝗
一

歎
異
抄
そ
の
果
深
き
虫
の
闇

ま
さ
か
自
分
の
句
が
選
ば
れ
る
と
は
思
い
も
よ
ら
ず
、驚
い
て
い
ま
す
。

趣
味
の
写
真
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
入
れ
た
い
と
思
っ
て
始
め
た
俳
句
。

知
り
合
い
の
勧
め
で
今
回
の
募
集
を
知
り
ま
し
た
。10
年
前
に
推
進

員
養
成
講
座
を
受
講
し
、そ
の
ご
縁
で
学
習
会
へ
足
を
運
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。そ
こ
で』

歎
異
抄
』に
ふ
れ
、何
度
読
ん
で
も
奥
深
い
と

感
じ
た
思
い
を
込
め
ま
し
た
。4
月
に
は
法
要
に
参
拝
す
る
こ
と
も
で

き
ま
し
た
。投
句
も
、参
拝
も
一
人
の
力
だ
け
で
は
で
き
な
い
こ
と
。ご

縁
に
よ
って
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

神
奈
川
県 

陌
間
み
ど
り

坊
守
の
笑
顔

      

ま
ぶ
し
き
白
障
子

『
同
朋
新
聞
』11
月
号
の
募
集
記
事
を
見
て
応
募
し
ま
し
た
。賞

を
い
た
だ
け
て
驚
き
ま
し
た
し
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。こ
の
句
は

日
頃
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
お
手
次
寺
の
前
坊
守
さ
ん
を
モ
デ
ル

に
詠
み
ま
し
た
。長
い
お
付
き
合
い
で
、楽
し
い
時
は
と
も
に
笑
い
、苦

し
い
時
は
と
も
に
泣
い
て
く
だ
さ
る
方
で
す
。お
寺
に
行
く
と
いつ
も
心

が
温
か
く
な
り
ま
す
。受
賞
を
き
っか
け
に
10
年
ぶ
り
に
東
本
願
寺
に

参
拝
し
、自
分
の
背
丈
よ
り
も
大
き
い
パ
ネ
ル
で
展
示
さ
れ
て
い
る
の

を
拝
見
し
て
と
て
も
感
激
し
ま
し
た
。お
手
次
の
お
寺
さ
ん
と
の
ご
縁

の
お
か
げ
で
す
。こ
れ
か
ら
も
俳
句
を
楽
し
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

坊
城
俊
樹
撰

星
野
高
士
撰

大谷スカウト連合協議会
結成65周年記念
「公開講演会」

真宗大谷派教誨師・篤志面接委員会
「真宗教誨150年記念式典」
「慶讃記念公開講座」

公益社団法人
大谷保育協会 
親子で集う
子育てセミナー

　4月22日、しんらん交流館において、
「今一度、自分（あなた）と再会してみま
せんか？」をテーマに公益社団法人大谷
保育協会 親子で集う子育てセミナーが
開催され、150人が参加しました。講演
会は料理研究家の土井善晴さん、シン
ポジウムはお笑いコンビクワバタオハラ
のくわばたりえさんの両者にて行われま
した。セミナーとあわせて、会場隣の大
谷保育園において、3歳以上の子どもを
対象に「子ども
のブース 防
災ワークショッ
プ」も併催され
ました。

　4月24日25日、しんらん交流館にて「真宗大谷派教
誨師・篤志面接委員会研修会」が開催され、日程中に
は「真宗教誨150年記念式典」「慶讃記念公開講座」が
行われました。この式典は、真宗大谷派の僧侶が刑事
施設での教誨活動を開始して150年の節目を記念し、
その歩みと更生保護・矯正教育の現場に願われること
を確かめるものとして開催しました。
　式典後の公開講座では、俳優の宇梶剛士さんから「転
んだら、どう起きる？」と題した講演があり、ご自身の生い
立ちや少年時代の体験が話されました。講演に続き、藤
元雅文さん（大谷大学准教授）司会のもと、宇梶さんと、
新川隆教さん（大阪教区西向
寺住職・教誨師）の対談が行
われ、「つまづいても、歩みだ
すことのできる社会」を願い、
そのために何が大切かにつ
いて語りあわれました。

　4月29日、しんらん交流館にて「探しものは何
ですか？-これまで・今・これから-」をテーマに、
慶讃事業・大谷スカウト連合協議会結成65周年
記念事業の一事業として「公開講演会」が行わ
れ、大谷スカウトのリーダーを対象に一般聴講者
も含め約180人が参加しました。講師の姜尚中
さん（熊本県立劇場館長兼理事長、鎮西学院大
学学長）から「リーダーは「半歩前」を行けばよい」
をテーマに講演が行われました。今という時代を
子どもたちとどう生きるのか。また、この時代に
求められるリーダーとは何なのかについて話さ
れました。日頃
から子どもと接
するリーダーに
とって大変示唆
に富んだ講演
会となりました。

慶讃法要をご縁に、関係団体による
さまざまな催事が行われました。

き
ょ
う

ぎ
ょ
う
し
ん

ば
ん
ど
う
ぼ
ん

も
ん
し

し
ょ
う

あ
き
ま
る

ま
こ
と

む
ね

らんおん れん

い
な

は
た

て
い

こ

ゆう

く

か

こ
は
る
だ
ん
じ

ひ
こ
ば
え

かんさんじゅん

かざり

［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

（9） （8）2023年（令和5年）6月1日 2023年（令和5年）6月1日  第787号   第787号 朋新聞同朋新聞同



ご案内

今
月
の

法
話

真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

東本願寺 　詳しくは、真宗大谷派ホームページまで

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

参拝接待所ギャラリー　【時間】9時～16時 　
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中
「非戦と平等の源流をたずねて」　開催中～7月26日

しんらん交流館 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地

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

6月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（6月12日は10時～）
※毎週火曜日は休会、その他都合により休会する場合があります。

6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】♦6月4日…休会♦11日…休会♦18日…休会

♦25日…大窪康充（金沢教区浄土寺住職）
交流ギャラリー（1階）
6月中旬まで休止　
しんらん交流館 Tera School 【場所】1階 すみれの間
【日時】毎週月・金曜日　18時30分～20時30分
【対象】小学3年生～高校3年生　※幼児教室もあります。   http://www.teraschool.jp

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

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

◇

◇

◇

◇

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

慶讃法要ご参拝の思い出を『同朋新聞』に残しませんか？
ご参拝の感想、写真などをぜひお寄せください。お待ちしております！

※住所・氏名・年齢・電話番号を明記してお送りください。
※掲載する際は、文章を添削・抜粋することがあります。
※お送りいただいた写真は返却できません。ご了承ください。

応募は
コチラ

〒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』参拝の思い出係
メール  higashihonganjishuppan@gmail.com

宛先

　
母
の
三
回
忌
を
終
え
、3
月
末
に
夫
と
東
本
願
寺
へ
収
骨
に
行
き
ま
し

た
。そ
し
て
、桜
が
綺
麗
に
咲
く
中
、慶
讃
法
要
と
い
う
素
晴
ら
し
い
法
要

と
出
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ご
法
話
を
聞
き
、話
さ
れ
る
言
葉
が
と
て
も
や
さ
し
かっ
た
こ
と
が
心
に

残
って
い
ま
す
。今
ま
で
難
し
い
と
感
じ
て
い
た
法
話
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ

り
ま
し
た
。ま
た
、東
本
願
寺
前
の
バ
ス
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
や
、収
骨
の
受
付
、

お
堂
の
中
な
ど
で
は
ス
タ
ッフ
の
方
々
が
案
内
を
し
て
く
だ
さって
い
ま
し
た

が
、そ
の
声
掛
け
も
と
て
も
丁
寧
で
し
た
。特
に
、お
堂
内
の
案
内
係
の
方
が

腰
を
落
と
し
て
話
さ
れ
、綺
麗
な
所
作
だっ
た
と
印
象
に
残
って
い
ま
す
。

　
大
勢
の
方
々
と
の
優
し
い
触
れ
合
い
に
と
て
も
気
持
ち
よ
く
一
日
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
、う
れ
し
い
気
持
ち
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。ま
た
京
都
へ

お
参
り
に
行
け
る
よ
う
に
、体
に
気
を
つ
け
た
い
と
思
って
お
り
ま
す
。

読者のお便り

愛
知
県
西
尾
市

　織
田 

恵
美
子（
73
歳
）

気
持
ち
の
よ
い
一
日

　―
慶
讃
法
要
に
お
参
り
し
て
―

―境内の彫刻の魅力を伝える
　　　　　　　初のリーフレット―

子どものつどいin東本願寺開催を
記念して打敷が採納

―親鸞聖人八百回御遠忌（2061年）には
「東本願寺は子ども会活動が活発な教団」であることを願い―

　慶讃法要期間中の「井波彫刻師による
東本願寺の彫刻ガイドツアー」実施に合わ
せ、東本願寺の彫刻の見どころを紹介する
リーフレットを発行した。
　現在の東本願寺の彫刻は、彫刻主任を
務めた岩倉理八氏（富山県南砺市井波出
身）をはじめ、井波・尾張・京都を中心とす
る彫刻師による明治期のもの。リーフレッ
トでは、両堂の内陣と外陣の間にある唐狭
間（欄間）の迫力満点の彫刻をはじめ、蟇
股や手挟、木鼻といった各建築部位に彫ら

れた繊細な彫刻、普段は鳩避けの網に隠れて見落としがちな御
影堂門に施された2匹の龍や、草木の浮彫が施された非常に珍
しい虹梁などを井波彫刻協同組合の協力を得て解説している。
　また、東本願寺と井波別院瑞泉寺の彫刻関連年表も掲載。江
戸時代に東本願寺の御用彫刻師に弟子入りしたことからはじ
まった井波彫刻は、明治期の東本願寺再建事業で全国の彫刻師
と腕を競い合ったことでさらに洗練され、その技が瑞泉寺の太
子堂に結実した歴史が概観できる。

※「東本願寺の彫刻ガイドマップ」のダウンロードは
（なお、「井波彫刻師による東本願寺の彫刻ガイドツアー」
の動画も後日、同ページからご覧いただけます）

　4月7日、慶讃事業「子どものつどい
in東本願寺」の開催を記念し、本つど
いを企画・運営したスタッフから打敷
が採納された。打敷は山吹色。色とり
どりの花 と々ともに東本願寺キャラク
ターが刺繍されており、5月5日の子
どものつどいで荘厳された。今後は毎
年11月23日に開催している「子ども

報恩講のつどい」をはじめ、青少幼年とともに勤まる法要や催事の際に荘厳する予定。

『四季折々 東本願寺めぐり』を販売
―東本願寺の四季の移ろいがひとつに―

　3月25日より、冊子『四季折  々東本願寺めぐり』（編集・発行：読
売新聞大阪本社）の販売を開始している。
　本冊子は、『読売新聞』（大阪本社版・夕刊）にて2022年4月から
2023年2月まで計20回連載されていた写真や記事を基に編集・発
行されたもの。東本願寺の境内をはじめ、報恩講や春の法要、得度
などの年中行事のほか、飛地境内地の渉成園、親鸞聖人のお墓所で
ある大谷祖廟、また東本願寺を支える職人などの様子を写真と共に
紹介している。参拝記念やお土産としてぜひご購入いただきたい。

Ｂ5判・48頁・オールカラー・660円（税込）
お買い求めは東本願寺出版（TEL：075-371-9189）まで

数量
限定

こちら

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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　紙
幅
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都
合
上
、掲
載
時
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添
削
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抜
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た
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く
場
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が
あ
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ま
す
。

E
メ
ー
ル
／shuppan@

higashihonganji.or.jp

　

F
A
X
／
0
7
5-

3
7
1-

9
2
1
1

宛 先

5月5日に石川県能登地方を震源とする最大震度６強の地震が発生しました。同地域では、
昨年6月の地震でも被災されており、今回も能登教区（珠洲市）を中心に被害がありました。
最新の被害状況などは、宗派ホームページをご覧ください。
また、下記の口座にて救援金を募っております。皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

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

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

　
数
年
前
か
ら
、お
寺
の
掲
示
板
に
注
目

が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

幾
度
も
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
、関

係
書
籍
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。掲
示
板

に
掲
げ
ら
れ
る
短
い
法
語
に
、心
を
ぐ
っ

と
つ
か
ま
れ
る
人
が
そ
れ
だ
け
た
く
さ
ん

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　
近
年
で
は
、新
聞
に
も
掲
載
さ
れ「
の

ぞ
み
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、ひ
か
り
は
あ
り

ま
す
」と
い
う
言
葉
が
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
は
心
理
学
者
の

河
合
隼
雄
さ
ん
が
、夜
遅
い
時
間
に
新
幹

線
に
乗
ろ
う
と
し
て
、駅
員
さ
ん
か
ら
言

わ
れ
た
言
葉
だ
そ
う
で
す
。「
の
ぞ
み
号

は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
が
、ひ
か
り
号
な
ら

ま
だ
あ
り
ま
す
」と
い
う
意
味
で
駅
員
さ

ん
は
言
っ
た
の
で
す
が
、河
合
さ
ん
は
そ

の
時
の
切
迫
し
た
状
況
と
重
な
っ
て「
希

望（
の
ぞ
み
）を
失
っ
て
も
、光（
ひ
か
り
）

は
ま
だ
あ
る
」と
い
う
意
味
で
捉
え
て
、

素
晴
ら
し
い
言
葉
だ
と
感
激
し
た
そ
う

で
す
。

　
こ
れ
が
お
寺
の
掲
示
板
に
掲
げ
ら
れ
る

と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
ひ
か
り
」は
阿
弥

陀
仏
の
ど
ん
な
者
も
見
捨
て
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
摂
取
不
捨
の
光
明
に
重
な

り
ま
す
。た
と
え
人
生
に
希
望
を
失
っ
た

と
し
て
も
、決
し
て
阿
弥
陀
仏
は
見
捨
て

る
こ
と
が
な
い
、こ
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
読
む
者
に
訴
え
か
け
る
言
葉
と
な

る
で
し
ょ
う
。言
葉
は
、そ
れ
が
発
せ
ら
れ

た
場
所
や
状
況
や
受
け
手
の
心
理
状
況

と
結
び
つ
い
て
、特
別
な
意
味
と
力
を
生

み
出
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
い

ま
す
。

　
さ
て
、京
都
の
大
谷
大
学
に
も
入
り
口

に
伝
道
掲
示
板
が
あ
り
、月
替
わ
り
で
法

語
が
掲
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、そ
の
言

葉
の
解
説
文
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
大
学
の「
人
間
学
」と
い
う
名
の

授
業
で
、こ
の
法
語
に
学
ぶ
授
業
を
行
う

と
と
も
に
、一
つ
の
取
り
組
み
を
続
け
て
い

ま
す
。そ
れ
は
、こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
て
き

た
言
葉
の
中
で
、特
に
心
に
残
っ
て
い
る
言

葉
を
取
り
上
げ
て
、そ
の
理
由
を
よ
く
考

え
て
説
明
す
る
と
い
う
提
出
課
題
を
設

け
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
学
生
た
ち
は
真
摯
に
こ
の
課
題
に
取
り

組
ん
で
く
れ
ま
す
。こ
れ
ま
で
の
人
生
を

振
り
返
り
言
葉
を
見
出
す
人
も
い
れ
ば
、

こ
れ
を
機
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
手
に

し
て
選
ぶ
人
も
い
ま
す
。百
人
い
て
も
同

じ
言
葉
が
上
が
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
ば
、取
り
上
げ
た
言

葉
に
は
、そ
の
人
の
人
生
や
課
題
が
反
映

し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。選
ん
だ
理
由

を
知
る
と
、そ
の
言
葉
が
過
去
の
成
功
体

験
や
失
敗
体
験
、喪
失
体
験
な
ど
と
結
び

つ
い
て
い
た
り
、現
在
の
自
分
自
身
の
課

題
と
結
び
つ
い
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
見

え
て
き
ま
す
。で
す
の
で
、人
生
経
験
や

課
題
が
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
よ
う
に
、そ

れ
に
結
び
つ
く
言
葉
の
選
び
も
多
様
に
な

る
の
で
し
ょ
う
。言
葉
の
選
び
に
学
生
の

リ
ア
ル
な
姿
が
見
え
る
か
の
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、こ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、学

生
た
ち
は
特
別
な
言
葉
と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
、自
分
自
身
に
対
す
る
理
解
を
深

め
た
り
、生
き
方
を
学
ん
で
い
る
こ
と
に

も
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
つ
、私
自
身
感
銘
を
受
け
た
事
例
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。あ
る
学
生
は

次
の
言
葉
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

何
も
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
の
な
い
人
に

出
会
っ
た
こ
と
は
な
い

　
こ
れ
は
、か
の
有
名
な
ガ
リ
レ
オ・ガ
リ
レ

イ
の
言
葉
で
す
。こ
の
学
生
は
あ
る
友
人
と

の
関
係
に
悩
む
中
で
、こ
の
言
葉
に
出
会
っ

た
そ
う
で
す
。そ
し
て
、こ
の
言
葉
に
導
か

れ
て
、友
人
と
の
関
係
を
て
い
ね
い
に
見
つ

め
直
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、友
人
だ
け

で
な
く
自
分
自
身
に
も
問
題
点
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
、自
身
の
成
長
に
つ
な
が
っ
た

と
い
う
体
験
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
し

て
、最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べて
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
と
出
会
っ
て
か
ら
、ど
ん
な

に
価
値
観
が
合
わ
な
く
て
も
、嫌
だ

な
と
感
じ
る
こ
と
が
多
く
て
も
、そ

の
人
と
の
出
会
い
そ
の
も
の
が
自
分

に
と
っ
て
の
学
び
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
先
の
人
生

で
も
、こ
の
言
葉
を
大
切
に
し
て
人

と
付
き
合
っ
て
、向
き
合
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
ど
う
で
し
ょ
う
か
。私
た
ち
は
社
会
生

活
を
営
む
中
で
、価
値
観
が
異
な
る
多
様

な
人
び
と
と
出
会
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。当
然
、考
え
の
合
う
人
、気
の

合
う
人
と
ば
か
り
だ
け
出
会
う
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。そ
こ
に
人
間

関
係
を
生
き
る
こ
と
の
難
し
さ
が
あ
る
の

で
す
が
、ど
の
出
会
い
も
自
分
に
と
っ
て
の

学
び
で
あ
る
と
い
う
受
け
止
め
が
可
能
に

な
れ
ば
、出
会
い
に
向
け
て
、一
歩
踏
み
出

す
勇
気
も
生
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。あ
ら
ゆ
る
人
び
と
と
の
出
会
い
の
可

能
性
を
開
く
見
解
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
学
生
た
ち
が
選
ん
で
く
る
言
葉
の
多
く

は
、仏
教
、真
宗
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、人
間
の
生
き
方
に
直
接
関
わ
る
言
葉

で
あ
れ
ば
、そ
れ
も
法
語
と
い
う
べ
き
も
の

で
し
ょ
う
。学
生
の
選
ぶ
法
語
と
、自
分
自

身
の
生
き
方
を
見
つ
め
る
中
か
ら
生
ま
れ

る
学
生
の
言
葉
に
、な
る
ほ
ど
と
教
え
ら
れ

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。法
語
を

巡
っ
て
生
ま
れ
る
こ
の
学
び
を
多
く
の
人
と

共
有
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

第32回

三重教区 三重組 安正寺 山田　恵文

言葉の力
―学生との関わりの中で思うこと―

「
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

お待ち
しています！！

お

だ

み

え

こ

いわくら り はち なんと

から さ

ま らん ま

また た き ばなばさみ

かえる

ずいせん じ

こうりょう

やま だ けい ぶん

か
わ
い
は
や
お

せ
っ
し
ゅ
ふ

し
ん
し

し
ゃ

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

東本願寺池の平青少幼年センター50周年記念行事のご案内東本願寺池の平青少幼年センター50周年記念行事のご案内
1973年、親鸞聖人御誕生八百年・立教開宗七百五十年記念事業として創
立されたセンターが50周年を迎えるにあたり、式典・イベントを開催します。
子どもから大人まで楽しめるイベントがたくさん。ぜひお越しください！

1973年、親鸞聖人御誕生八百年・立教開宗七百五十年記念事業として創
立されたセンターが50周年を迎えるにあたり、式典・イベントを開催します。
子どもから大人まで楽しめるイベントがたくさん。ぜひお越しください！

2023年6月24日(土)～25日(日)
24日：50周年記念式典・ホタル鑑賞の夕べ
25日：50周年記念マルシェ（飲食、雑貨、遊びなど）

2023年6月24日(土)～25日(日)
24日：50周年記念式典・ホタル鑑賞の夕べ
25日：50周年記念マルシェ（飲食、雑貨、遊びなど）

東本願寺池の平青少幼年センター
〒949-2112 新潟県妙高市関川2283
            

東本願寺池の平青少幼年センター
〒949-2112 新潟県妙高市関川2283
            

お問い合わせは高田教務所までお問い合わせは高田教務所まで

TEL：0255-86-2801　
FAX：0255-86-2846
TEL：0255-86-2801　
FAX：0255-86-2846

TEL：025-524-3913TEL：025-524-3913※24日の入場は宗門関係者のみ、25日はどなたでも入場できます（無料）。※24日の入場は宗門関係者のみ、25日はどなたでも入場できます（無料）。
※24日・25日は、センターへの宿泊はできません。※24日・25日は、センターへの宿泊はできません。

チラシは
こちらから

漫才法話「えしんりょう」、ライブ（「マリキータwith ariko」、
「NIGA Duo Flumen」）、各種展示など
漫才法話「えしんりょう」、ライブ（「マリキータwith ariko」、
「NIGA Duo Flumen」）、各種展示など

期　　間　
会　　場

開催内容　

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）

（11）  第787号   第787号 （10）2023年（令和5年）6月1日 2023年（令和5年）6月1日朋新聞同朋新聞同



ご案内

今
月
の

法
話

真宗本廟（東本願寺境内）京都市下京区烏丸通七条上る

◇

◇
◇
◇

東本願寺 　詳しくは、真宗大谷派ホームページまで

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

参拝接待所ギャラリー　【時間】9時～16時 　
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中
「非戦と平等の源流をたずねて」　開催中～7月26日

しんらん交流館 京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地

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

6月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（6月12日は10時～）
※毎週火曜日は休会、その他都合により休会する場合があります。

6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】♦6月4日…休会♦11日…休会♦18日…休会

♦25日…大窪康充（金沢教区浄土寺住職）
交流ギャラリー（1階）
6月中旬まで休止　
しんらん交流館 Tera School 【場所】1階 すみれの間
【日時】毎週月・金曜日　18時30分～20時30分
【対象】小学3年生～高校3年生　※幼児教室もあります。   http://www.teraschool.jp

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

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

◇

◇

◇

◇

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

慶讃法要ご参拝の思い出を『同朋新聞』に残しませんか？
ご参拝の感想、写真などをぜひお寄せください。お待ちしております！

※住所・氏名・年齢・電話番号を明記してお送りください。
※掲載する際は、文章を添削・抜粋することがあります。
※お送りいただいた写真は返却できません。ご了承ください。

応募は
コチラ

〒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』参拝の思い出係
メール  higashihonganjishuppan@gmail.com

宛先

　
母
の
三
回
忌
を
終
え
、3
月
末
に
夫
と
東
本
願
寺
へ
収
骨
に
行
き
ま
し

た
。そ
し
て
、桜
が
綺
麗
に
咲
く
中
、慶
讃
法
要
と
い
う
素
晴
ら
し
い
法
要

と
出
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ご
法
話
を
聞
き
、話
さ
れ
る
言
葉
が
と
て
も
や
さ
し
かっ
た
こ
と
が
心
に

残
って
い
ま
す
。今
ま
で
難
し
い
と
感
じ
て
い
た
法
話
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ

り
ま
し
た
。ま
た
、東
本
願
寺
前
の
バ
ス
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
や
、収
骨
の
受
付
、

お
堂
の
中
な
ど
で
は
ス
タ
ッフ
の
方
々
が
案
内
を
し
て
く
だ
さって
い
ま
し
た

が
、そ
の
声
掛
け
も
と
て
も
丁
寧
で
し
た
。特
に
、お
堂
内
の
案
内
係
の
方
が

腰
を
落
と
し
て
話
さ
れ
、綺
麗
な
所
作
だっ
た
と
印
象
に
残
って
い
ま
す
。

　
大
勢
の
方
々
と
の
優
し
い
触
れ
合
い
に
と
て
も
気
持
ち
よ
く
一
日
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
、う
れ
し
い
気
持
ち
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。ま
た
京
都
へ

お
参
り
に
行
け
る
よ
う
に
、体
に
気
を
つ
け
た
い
と
思
って
お
り
ま
す
。

読者のお便り

愛
知
県
西
尾
市

　織
田 

恵
美
子（
73
歳
）

気
持
ち
の
よ
い
一
日

　―
慶
讃
法
要
に
お
参
り
し
て
―

―境内の彫刻の魅力を伝える
　　　　　　　初のリーフレット―

子どものつどいin東本願寺開催を
記念して打敷が採納

―親鸞聖人八百回御遠忌（2061年）には
「東本願寺は子ども会活動が活発な教団」であることを願い―

　慶讃法要期間中の「井波彫刻師による
東本願寺の彫刻ガイドツアー」実施に合わ
せ、東本願寺の彫刻の見どころを紹介する
リーフレットを発行した。
　現在の東本願寺の彫刻は、彫刻主任を
務めた岩倉理八氏（富山県南砺市井波出
身）をはじめ、井波・尾張・京都を中心とす
る彫刻師による明治期のもの。リーフレッ
トでは、両堂の内陣と外陣の間にある唐狭
間（欄間）の迫力満点の彫刻をはじめ、蟇
股や手挟、木鼻といった各建築部位に彫ら

れた繊細な彫刻、普段は鳩避けの網に隠れて見落としがちな御
影堂門に施された2匹の龍や、草木の浮彫が施された非常に珍
しい虹梁などを井波彫刻協同組合の協力を得て解説している。
　また、東本願寺と井波別院瑞泉寺の彫刻関連年表も掲載。江
戸時代に東本願寺の御用彫刻師に弟子入りしたことからはじ
まった井波彫刻は、明治期の東本願寺再建事業で全国の彫刻師
と腕を競い合ったことでさらに洗練され、その技が瑞泉寺の太
子堂に結実した歴史が概観できる。

※「東本願寺の彫刻ガイドマップ」のダウンロードは
（なお、「井波彫刻師による東本願寺の彫刻ガイドツアー」
の動画も後日、同ページからご覧いただけます）

　4月7日、慶讃事業「子どものつどい
in東本願寺」の開催を記念し、本つど
いを企画・運営したスタッフから打敷
が採納された。打敷は山吹色。色とり
どりの花 と々ともに東本願寺キャラク
ターが刺繍されており、5月5日の子
どものつどいで荘厳された。今後は毎
年11月23日に開催している「子ども

報恩講のつどい」をはじめ、青少幼年とともに勤まる法要や催事の際に荘厳する予定。

『四季折々 東本願寺めぐり』を販売
―東本願寺の四季の移ろいがひとつに―

　3月25日より、冊子『四季折  々東本願寺めぐり』（編集・発行：読
売新聞大阪本社）の販売を開始している。
　本冊子は、『読売新聞』（大阪本社版・夕刊）にて2022年4月から
2023年2月まで計20回連載されていた写真や記事を基に編集・発
行されたもの。東本願寺の境内をはじめ、報恩講や春の法要、得度
などの年中行事のほか、飛地境内地の渉成園、親鸞聖人のお墓所で
ある大谷祖廟、また東本願寺を支える職人などの様子を写真と共に
紹介している。参拝記念やお土産としてぜひご購入いただきたい。

Ｂ5判・48頁・オールカラー・660円（税込）
お買い求めは東本願寺出版（TEL：075-371-9189）まで

数量
限定

こちら

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

〒
6
0
0-

8
5
0
5 

京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
七
条
上
る 

東
本
願
寺
出
版「
同
朋
新
聞
編
集
係
」

◆
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記
し
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

　紙
幅
の
都
合
上
、掲
載
時
は
添
削
・
抜
粋
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

E
メ
ー
ル
／shuppan@

higashihonganji.or.jp

　

F
A
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／
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宛 先

5月5日に石川県能登地方を震源とする最大震度６強の地震が発生しました。同地域では、
昨年6月の地震でも被災されており、今回も能登教区（珠洲市）を中心に被害がありました。
最新の被害状況などは、宗派ホームページをご覧ください。
また、下記の口座にて救援金を募っております。皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

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

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

　
数
年
前
か
ら
、お
寺
の
掲
示
板
に
注
目

が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

幾
度
も
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
、関

係
書
籍
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。掲
示
板

に
掲
げ
ら
れ
る
短
い
法
語
に
、心
を
ぐ
っ

と
つ
か
ま
れ
る
人
が
そ
れ
だ
け
た
く
さ
ん

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　
近
年
で
は
、新
聞
に
も
掲
載
さ
れ「
の

ぞ
み
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、ひ
か
り
は
あ
り

ま
す
」と
い
う
言
葉
が
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
は
心
理
学
者
の

河
合
隼
雄
さ
ん
が
、夜
遅
い
時
間
に
新
幹

線
に
乗
ろ
う
と
し
て
、駅
員
さ
ん
か
ら
言

わ
れ
た
言
葉
だ
そ
う
で
す
。「
の
ぞ
み
号

は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
が
、ひ
か
り
号
な
ら

ま
だ
あ
り
ま
す
」と
い
う
意
味
で
駅
員
さ

ん
は
言
っ
た
の
で
す
が
、河
合
さ
ん
は
そ

の
時
の
切
迫
し
た
状
況
と
重
な
っ
て「
希

望（
の
ぞ
み
）を
失
っ
て
も
、光（
ひ
か
り
）

は
ま
だ
あ
る
」と
い
う
意
味
で
捉
え
て
、

素
晴
ら
し
い
言
葉
だ
と
感
激
し
た
そ
う

で
す
。

　
こ
れ
が
お
寺
の
掲
示
板
に
掲
げ
ら
れ
る

と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
ひ
か
り
」は
阿
弥

陀
仏
の
ど
ん
な
者
も
見
捨
て
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
摂
取
不
捨
の
光
明
に
重
な

り
ま
す
。た
と
え
人
生
に
希
望
を
失
っ
た

と
し
て
も
、決
し
て
阿
弥
陀
仏
は
見
捨
て

る
こ
と
が
な
い
、こ
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
読
む
者
に
訴
え
か
け
る
言
葉
と
な

る
で
し
ょ
う
。言
葉
は
、そ
れ
が
発
せ
ら
れ

た
場
所
や
状
況
や
受
け
手
の
心
理
状
況

と
結
び
つ
い
て
、特
別
な
意
味
と
力
を
生

み
出
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
い

ま
す
。

　
さ
て
、京
都
の
大
谷
大
学
に
も
入
り
口

に
伝
道
掲
示
板
が
あ
り
、月
替
わ
り
で
法

語
が
掲
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、そ
の
言

葉
の
解
説
文
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公

開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
大
学
の「
人
間
学
」と
い
う
名
の

授
業
で
、こ
の
法
語
に
学
ぶ
授
業
を
行
う

と
と
も
に
、一
つ
の
取
り
組
み
を
続
け
て
い

ま
す
。そ
れ
は
、こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
て
き

た
言
葉
の
中
で
、特
に
心
に
残
っ
て
い
る
言

葉
を
取
り
上
げ
て
、そ
の
理
由
を
よ
く
考

え
て
説
明
す
る
と
い
う
提
出
課
題
を
設

け
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
学
生
た
ち
は
真
摯
に
こ
の
課
題
に
取
り

組
ん
で
く
れ
ま
す
。こ
れ
ま
で
の
人
生
を

振
り
返
り
言
葉
を
見
出
す
人
も
い
れ
ば
、

こ
れ
を
機
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
手
に

し
て
選
ぶ
人
も
い
ま
す
。百
人
い
て
も
同

じ
言
葉
が
上
が
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
ば
、取
り
上
げ
た
言

葉
に
は
、そ
の
人
の
人
生
や
課
題
が
反
映

し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。選
ん
だ
理
由

を
知
る
と
、そ
の
言
葉
が
過
去
の
成
功
体

験
や
失
敗
体
験
、喪
失
体
験
な
ど
と
結
び

つ
い
て
い
た
り
、現
在
の
自
分
自
身
の
課

題
と
結
び
つ
い
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
見

え
て
き
ま
す
。で
す
の
で
、人
生
経
験
や

課
題
が
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
よ
う
に
、そ

れ
に
結
び
つ
く
言
葉
の
選
び
も
多
様
に
な

る
の
で
し
ょ
う
。言
葉
の
選
び
に
学
生
の

リ
ア
ル
な
姿
が
見
え
る
か
の
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、こ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、学

生
た
ち
は
特
別
な
言
葉
と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
、自
分
自
身
に
対
す
る
理
解
を
深

め
た
り
、生
き
方
を
学
ん
で
い
る
こ
と
に

も
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
つ
、私
自
身
感
銘
を
受
け
た
事
例
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。あ
る
学
生
は

次
の
言
葉
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

何
も
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
の
な
い
人
に

出
会
っ
た
こ
と
は
な
い

　
こ
れ
は
、か
の
有
名
な
ガ
リ
レ
オ・ガ
リ
レ

イ
の
言
葉
で
す
。こ
の
学
生
は
あ
る
友
人
と

の
関
係
に
悩
む
中
で
、こ
の
言
葉
に
出
会
っ

た
そ
う
で
す
。そ
し
て
、こ
の
言
葉
に
導
か

れ
て
、友
人
と
の
関
係
を
て
い
ね
い
に
見
つ

め
直
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、友
人
だ
け

で
な
く
自
分
自
身
に
も
問
題
点
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
、自
身
の
成
長
に
つ
な
が
っ
た

と
い
う
体
験
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。そ
し

て
、最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べて
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
と
出
会
っ
て
か
ら
、ど
ん
な

に
価
値
観
が
合
わ
な
く
て
も
、嫌
だ

な
と
感
じ
る
こ
と
が
多
く
て
も
、そ

の
人
と
の
出
会
い
そ
の
も
の
が
自
分

に
と
っ
て
の
学
び
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
先
の
人
生

で
も
、こ
の
言
葉
を
大
切
に
し
て
人

と
付
き
合
っ
て
、向
き
合
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
ど
う
で
し
ょ
う
か
。私
た
ち
は
社
会
生

活
を
営
む
中
で
、価
値
観
が
異
な
る
多
様

な
人
び
と
と
出
会
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。当
然
、考
え
の
合
う
人
、気
の

合
う
人
と
ば
か
り
だ
け
出
会
う
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。そ
こ
に
人
間

関
係
を
生
き
る
こ
と
の
難
し
さ
が
あ
る
の

で
す
が
、ど
の
出
会
い
も
自
分
に
と
っ
て
の

学
び
で
あ
る
と
い
う
受
け
止
め
が
可
能
に

な
れ
ば
、出
会
い
に
向
け
て
、一
歩
踏
み
出

す
勇
気
も
生
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。あ
ら
ゆ
る
人
び
と
と
の
出
会
い
の
可

能
性
を
開
く
見
解
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
学
生
た
ち
が
選
ん
で
く
る
言
葉
の
多
く

は
、仏
教
、真
宗
の
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、人
間
の
生
き
方
に
直
接
関
わ
る
言
葉

で
あ
れ
ば
、そ
れ
も
法
語
と
い
う
べ
き
も
の

で
し
ょ
う
。学
生
の
選
ぶ
法
語
と
、自
分
自

身
の
生
き
方
を
見
つ
め
る
中
か
ら
生
ま
れ

る
学
生
の
言
葉
に
、な
る
ほ
ど
と
教
え
ら
れ

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。法
語
を

巡
っ
て
生
ま
れ
る
こ
の
学
び
を
多
く
の
人
と

共
有
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

第32回

三重教区 三重組 安正寺 山田　恵文

言葉の力
―学生との関わりの中で思うこと―

「
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

お待ち
しています！！

お

だ

み

え

こ

いわくら り はち なんと

から さ

ま らん ま

また た き ばなばさみ

かえる

ずいせん じ

こうりょう

やま だ けい ぶん

か
わ
い
は
や
お

せ
っ
し
ゅ
ふ

し
ん
し

し
ゃ

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

東本願寺池の平青少幼年センター50周年記念行事のご案内東本願寺池の平青少幼年センター50周年記念行事のご案内
1973年、親鸞聖人御誕生八百年・立教開宗七百五十年記念事業として創
立されたセンターが50周年を迎えるにあたり、式典・イベントを開催します。
子どもから大人まで楽しめるイベントがたくさん。ぜひお越しください！

1973年、親鸞聖人御誕生八百年・立教開宗七百五十年記念事業として創
立されたセンターが50周年を迎えるにあたり、式典・イベントを開催します。
子どもから大人まで楽しめるイベントがたくさん。ぜひお越しください！

2023年6月24日(土)～25日(日)
24日：50周年記念式典・ホタル鑑賞の夕べ
25日：50周年記念マルシェ（飲食、雑貨、遊びなど）

2023年6月24日(土)～25日(日)
24日：50周年記念式典・ホタル鑑賞の夕べ
25日：50周年記念マルシェ（飲食、雑貨、遊びなど）

東本願寺池の平青少幼年センター
〒949-2112 新潟県妙高市関川2283
            

東本願寺池の平青少幼年センター
〒949-2112 新潟県妙高市関川2283
            

お問い合わせは高田教務所までお問い合わせは高田教務所まで

TEL：0255-86-2801　
FAX：0255-86-2846
TEL：0255-86-2801　
FAX：0255-86-2846

TEL：025-524-3913TEL：025-524-3913※24日の入場は宗門関係者のみ、25日はどなたでも入場できます（無料）。※24日の入場は宗門関係者のみ、25日はどなたでも入場できます（無料）。
※24日・25日は、センターへの宿泊はできません。※24日・25日は、センターへの宿泊はできません。

チラシは
こちらから

漫才法話「えしんりょう」、ライブ（「マリキータwith ariko」、
「NIGA Duo Flumen」）、各種展示など
漫才法話「えしんりょう」、ライブ（「マリキータwith ariko」、
「NIGA Duo Flumen」）、各種展示など

期　　間　
会　　場

開催内容　

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）

（11）  第787号   第787号 （10）2023年（令和5年）6月1日 2023年（令和5年）6月1日朋新聞同朋新聞同
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慶讃特設サイト 　

現在を きる

＜第1期：4月8日＞

延塚知道氏小川一乘氏

第11回
親鸞聖人にであう

特集
［慶讃法要法話抄録］ 宗祖親鸞聖人

御誕生八百五十年・
立教開宗八百年慶讃法要

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

◆真宗本廟中学生・高校生奉仕団
8月7日（月）～９日（水）2 泊のみ

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

中学１年生から
高校３年生まで

6月28日（水）

対 象

申込締切

参 加 費

参 加 費

申込締切

【お問い合わせ】同朋会館・研修部 TEL：０７５-３７１-９１８５

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

・受け入れ状況などの情報は、同朋会館ホームページでご覧いただけます。
・ご入館される皆様に安心してお過ごしいただけるよう、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施し運営しています。
・具体的な対策については、同朋会館ホームページよりご確認いただけます。

入館状況については、研修部まで
お電話でお問い合わせください。

真宗本廟報恩講を迎えるにあたって、阿弥陀
堂や御影堂の仏具のおみがきを日程の中心と
した奉仕団です。

2 泊

11月1日（水）～3日（金）
1 泊

◆真宗本廟おみがき奉仕団

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

帰敬式

9月22日（金）

11月1日（水）～2日（木）

2 泊 1泊

◆真宗本廟報恩講奉仕団

真宗本廟報恩講の法要参拝を日程の中心とした奉
仕団です。
※満館になっている場合がありますので研修部までお 
　電話でお問合せください。
　（電話受付は各日９時から17時まで）

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

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

※上記は大人（15歳以上）の場合です。

お内仏の給仕の仕方や作法など
ていねいに教えていただき、
真宗門徒として背筋が
伸びたように感じます。
（70代　男性）

お内仏の給仕の仕方や作法など
ていねいに教えていただき、
真宗門徒として背筋が
伸びたように感じます。
（70代　男性）

「真宗本廟（東本願寺）
  彫刻ガイドマップ」発行

子どものつどい開催を
記念して打敷が採納

ほか

第32回

皆さまのおかげをもちまして、
慶讃法要が盛儀の内にお勤まりになりました。

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！　
6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6月30日（金）（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6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

8

7

9

7

12

11

10

5

1 小川一乘氏は、「生かされるい〇〇尊し」という題で
法話されました。（2・3面）
「延〇〇〇〇〇〇」氏は、「光り輝く仏さまの世界に帰る」
という題で法話されました。（2・3面）
4月10日から29日まで南座において、
慶讃法要記念「若〇〇〇〇〇鸞」が上演されました。（7面）
渉成園では庭園がライトアップされるなか、
閬風亭において4月9日から14日まで「月夜し〇〇」が
開催されました。（7面）
お東さん広場では、期間中の平日は日替わりで
「キッ〇〇〇ー」が登場。
土日はマルシェも開催されました。（7面）
憩いのひろばでは、「対話のワー〇〇ョップ」と
伝統技術のワークショップが開催されました。（9面）

「子ども〇〇〇いin東本願寺」開催を記念して、
打敷が採納されました。(11面)
『聞ー今月の法話ー』今月のタイトルは、「言葉の〇〇ら
ー学生との関わりの中で思うことー」です。（10面）
『読者のお便り』今月のタイトルは、「〇〇〇〇〇い一日
ー慶讃法要にお参りしてー」です。（11面）
宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要は、
4月8日に第一期の「〇〇〇〇」を迎えました。（2・3面）
『現在を生きる』今月は、九州教区の「石松〇〇〇ろ」さんと
梅子さんを紹介しています。（4面）
慶讃法要をご縁に「〇〇〇俳句」の募集が行われ、
全国より2,153句の応募がありました。（8面）
『親鸞聖人にであう』親鸞聖人は35歳の時、
「愚禿〇〇〇親鸞」と名のられたとも言われています。 (5面)
『親鸞聖人にであう』今月のタイトルは、「「深」ー己の〇〇に
深く確かめるー」です。(5面)

◆『御同朋・御同行からの問いかけ』の記事を題材に座談をしました。これからも「是旃陀羅」の課題を
   提起し続けていただきたいです。（60代男性）
◆ぶっきょうの言葉はむずかしいです。クロスワードは楽しかったです。（8歳女性）

読者のこえ
3月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

4
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

は
B

る
C

か
D

ぜ

応募はコチラ

◇3月25日から4月29日まで慶讃法要が勤まり、さまざまな催しがありました
（6-9面）。私は法要の様子を記録するために、境内各所で取材・撮影をしていま
した。五色幕で彩られた両堂や、国内外から参拝に来られた大勢の方々のにぎわ
いを写真におさめながら、これから何十年何百年先、この法要を経験した人がい
なくなっても、写真を見た後の人が、私たちが大切にした今という時に思いを馳

せてくれるのだろうと思いました。◇法要のご法話で、「人は必ず死んでいかなく
てはならない。その時に、財産や地位など何かを持っていくことはできない。でも、
願いや祈りや生きた意味など、何かを残していくことはできる。それが人間の力で
はないでしょうか」というお話がありました。先の人びとが残してくださったもの、
そして私が残したい願いは何か、これからも考えていきたいと思います。（古賀）

編集室
だより

東本願寺
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