
9

朋
新
聞

同

代表者　木越　渉

September 2023Vol. 790

Dobo Shimbun

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

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

慶讃特設サイト 　

今月の写真 空に向かって咲く彼岸花
「いのちより大切な仕事はありません」と呼びかけ、過労死に対して取り組む寺西笑子さん。
いのちの営みの中で、自らの想像を超えて生を受けている私たち。
一人ひとりのいのちを大切にするとは―。そのことをあらためて問い、語りあうことが
求められている（2・3面参照）。

9面

5面

4面

今月の法話
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-お寺の掲示板-

寺西  笑子

人はロボットではありません

意思をもった一人の人間であり

家族にとっては かけがえのない大切ないのちなのです

aruma / PIXTA写真：

第35回

現在を きる

いのちより
大切な仕事はない
寺西　笑子さん

人間といういのちの相

第14回

第2回

親鸞聖人にであう

―真宗門徒であることの原点

木越渉  ×  宮下晴輝

帰敬式法座の
取り組み

私にとっての慶讃法要（上）

特集 対談

宗務総長 教学研究所長

【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。

奉仕団に参加して、
様々な学びを得ることができました。

特に諸殿拝観では様々な話をうかがうなかで、
先人たちの願いを感じることができました。

（30代 男性）

奉仕団に参加して、
様々な学びを得ることができました。

特に諸殿拝観では様々な話をうかがうなかで、
先人たちの願いを感じることができました。

（30代 男性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

参 加 費

申込締切

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。

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

帰敬式

9月22日（金）

11月1日（水）～2日（木）

申込締切

歳末、両堂の1年分の埃を竹の棒と大
きな団扇を使って外へ扇ぎだし、新しい
年をお迎えする準備を行う「お煤払い」
に参加する奉仕団です。

2 泊

12月19日（火）～21日（木）
1 泊

12月19日（火）～20日（水）

◆真宗本廟お煤払い奉仕団

11月9日（木）

申込締切 10月11日（水）

2 泊 1泊

◆真宗本廟報恩講奉仕団

真宗本廟報恩講の法要参拝を日程の中心とした奉仕
団です。

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。

通年を通し、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。

訂正とお詫び 8月号「現在を生きる」に誤表記がありました。右記のとおり訂正し謹んでお詫びいたします。 4面2段目8行目　誤「夜半に嵐も」 → 正「夜半に嵐の」

き
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今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

クロスワードパズルを完成させよう！
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「タテのカギ」「ヨコのカギ」それぞれの設問に答え、
クロスワードパズルを完成させましょう！　
9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9月30日（土）（当日消印有効）です。

はがきと同様に必ず上記❶❷❸を記入し、「件名」に「同朋新聞9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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2 6月24日から25日、「〇〇〇〇〇〇青少幼年センター
50周年記念イベント」が開催されました。（11面）
「人間と〇〇〇のちの相」今月は、
寺西笑子さんのインタビューです。（2・3面）
『縁ーお寺の掲示板ー』今月は、東北教区の
「正きょ〇〇」さんの掲示板を紹介しています。（4面）
新潟教区、富山教区、「小〇〇〇〇聖寺教区」が
発足しました。（10面）
『「聞」ー今月の法話ー』今月のタイトルは、
「「大悲」をいただく〇〇〇び」です。（9面）
木越渉宗務総長と宮下晴輝教学研究所長との対談テーマは、
「私に〇〇〇の慶讃法要」です。（8面）

「縁ーお寺の〇〇〇板ー」今月は、東北教区通信員
藤原了さんが執筆しています。(4面)

『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「いのちより〇〇〇〇な仕事はない」です。（2・3面）

「親〇〇聖人にであう」今月のタイトルは、
「「伝」ー伝えるということ 伝わるということー」です。(5面)

帰敬式を受式されると、仏弟子としての名告りである
「ほ〇〇〇〇」が授与されます。（6・7面）

『現在を生きる』今月のテーマは、
「大切なのは南無阿〇〇〇〇」です。（4面）

「ク〇〇ワードパズル」へのご応募お待ちしています。（12面）

◆『御同朋・御同行からの問いかけ』最終回とのこと、残念です。私の中に少なからずある差別の心を
　考えさせていただきました。（70代男性） 
◆『特集』慶讃法要の記録を次世代の人に残したいと思ってアルバムを作っています。
　今月号の同朋新聞も一緒にタイムボックスに入れておこうと思います。（50代女性）

読者のこえ
6月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

7
月
号
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ク
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ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
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え
は
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応募はコチラ

◇東本願寺の参拝接待所から御影堂までをつなぐ高廊下の壁には、筆で書かれ
た宗派の諸先生方の言葉がいくつか並べて掲げられています。その法語を参拝
に来られた方々がじっとご覧になっている姿をよく目にします。私も通るたびに
何気なく目を向けますが、その時々で目に留まる言葉が変わることに面白さを感
じています。◇先月号から、新連載「縁―お寺の掲示板―」がスタートしました

（4面）。全国のお寺で掲示されている法語を紹介し、その言葉に込められた思い
や、法語の掲示にどんな思いを込めて取り組んでおられるのかをお伝えしていま
す。皆さんもぜひ、お手次のお寺やお近くのお寺の掲示板の前で少し足を止め、
法語をじっくり味わってみませんか。私も毎月の連載でさまざまな言葉と出あっ
ていくことを楽しみにしています。（古賀）

編集室
だより

新ホームページ新ホームページオープン！！ 東本願寺出版  
これまでの販売サイト「TOMOぶっく」と情報発信サイト「東本願寺出版HP」が1つにまとまり、よりご利用しやすくなります！

東本願寺御本尊は本山からお受けしましょう

10月1日

見やすい！

買いやすい！

お  得！

スマートフォン・タブレットに対応！

新しいHPでは……新しいHPでは……

お買い物で使えるポイントが付く！

クレジット決済に対応。
書籍の試し読みもできる！

※10/1から「TOMOぶっく」
　が新HPに切り換わります。

誠に申し訳ございませんが、
すでに「TOMOぶっく」で会
員登録いただいている方は、
新HPで、再度ご登録いただき
ますようお願い申しあげます。

ぜひ、ご利用ください！

【お願い】

  第790号 （12）2023年（令和5年）9月1日朋新聞同（1）  第790号 2023年（令和5年）9月1日（毎月1日発行）朋新聞同
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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」

　
夫
は
日
頃
か
ら
長
時
間
労
働
で
、ほ
と
ん
ど

休
ん
で
お
ら
ず
、亡
く
な
る
2
、3
カ
月
前
か
ら

様
子
が
変
で
し
た
。し
か
し
、会
社
で
何
が
あっ

た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。葬
儀
の
後
、会
社
に

ご
挨
拶
に
行
く
と
、泣
い
て
謝
っ
た
社
長
と
上

司
の
態
度
は
豹
変
し
て
い
ま
し
た
。職
場
の
人

に
会
社
で
何
が
あっ
た
の
か
聞
い
て
も「
こ
こ
で

働
い
て
い
る
以
上
は
会
社
に
不
利
な
こ
と
は
言

え
な
い
」と
い
う
返
事
だ
け
で
、誰
も
会
って
く

れ
な
い
し
、電
話
を
し
て
も
切
ら
れ
ま
し
た
。

　
夫
の
自
殺
は
仕
事
が
原
因
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
と
思
い
、一
人
で
労
働
基
準
監
督
署

に
行
き
ま
し
た
。そ
こ
で
は
、弁
護
士
を
通
し

て
の
相
談
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。労
働
問
題

に
詳
し
い
弁
護
士
に
相
談
す
る
と
、現
在
、国

は
自
殺
を
労
災
と
認
め
な
い
し
、精
神
障
害

の
認
定
基
準
は
な
い
と
言
わ
れ
、「
証
拠
は
あ

り
ま
す
か
。証
言
者
は
い
ま
す
か
。そ
れ
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、裁
判
を
し
て
も
厳
し
い
で

す
よ
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。証
拠
を
持
た
な
い

私
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、1
年

余
り
何
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。「
何
で
死

ん
だ
ん
や
」と
夫
を
責
め
、「
な
ぜ
夫
を
救
え

̶
̶

過
労
死
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
経
緯
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　
今
か
ら
27
年
前
の
1
9
9
6
年
2
月
、当

時
49
歳
で
飲
食
店
の
店
長
を
し
て
い
た
夫
が

過
労
自
殺
し
ま
し
た
。私
は
47
歳
。長
男
は

20
歳
の
大
学
2
年
生
、次
男
は
14
歳
の
中
学

2
年
生
で
し
た
。こ
の
日
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン

デ
ー
で
、朝
出
か
け
る
夫
に
大
き
な
ハ
ー
ト
型

の
チ
ョコ
レ
ー
ト
を
手
渡
し
ま
し
た
。い
つ
も
な

ら
笑
顔
を
返
し
て
く
れ
る
の
に
、こ
の
日
は
元

気
の
な
い
後
ろ
姿
を
見
送
っ
た
の
が
夫
と
の

別
れ
に
な
り
ま
し
た
。深
夜
2
時
頃
、近
く
の

病
院
か
ら
電
話
が
あ
り
、駆
け
つ
け
る
と
、夫

は
自
ら
命
を
絶
ち
、亡
く
なって
い
ま
し
た
。

　
夫
の
会
社
の
社
長
と
上
司
は
、横
た
わって

い
る
夫
の
枕
元
で「
テ
ラ
さ
ん
悪
か
っ
た
。許

し
て
く
れ
」と
泣
い
て
謝
り
ま
し
た
。私
は
会

社
で
何
か
あ
っ
た
こ
と
を
直
感
し
ま
し
た
が
、

気
が
動
転
し
て
そ
れ
以
上
聞
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

な
か
っ
た
ん
や
」と
自
分
を
責
め
、涙
の
乾
く

日
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
1
年
を
過
ぎ
た
頃
、わ
ず
か
な
望
み
を
か
け

て「
全
国
一
斉
過
労
死
1
1
0
番
」に
電
話
し

ま
し
た
。同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
が
、後
に

続
く
言
葉
が
違
っ
た
の
で
す
。「
自
殺
も
仕
事

が
原
因
な
ら
労
災
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
。一

緒
に
が
ん
ば
り
ま
せ
ん
か
」。そ
の
言
葉
が
、私

の
勇
気
の
源
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、労
災

申
請
への
準
備
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。証
言
や

資
料
を
集
め
、夫
が
亡
く
なっ
た
3
年
後
に
労

災
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど

そ
の
半
年
後
、（
旧
）労
働
省
は
精
神
障
害・自

殺
に
係
わ
る
判
断
指
針
を
策
定
し
、要
件
に

当
て
は
ま
れ
ば
労
災
認
定
す
る
と
い
う
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
定
め
ま
し
た
。そ
れ
を
見
た
時
、

自
分
よ
り
もっと
大
変
だっ
た
時
代
か
ら
あ
き

ら
め
ず
に
裁
判
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
ご
遺
族

と
弁
護
士
の
存
在
に
気
づ
い
た
の
で
す
。結
果

だ
け
で
な
く
、そ
こ
に
至
る
過
程
が
大
切
で
あ

り
、認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
な
ら
や
ろ
う
、

認
め
ら
れ
な
い
な
ら
諦
め
よ
う
と
簡
単
に
考
え

て
い
た
自
分
を
恥
じ
ま
し
た
。そ
し
て
、2
年
の

歳
月
を
か
け
て
審
理
さ
れ
、夫
の
自
殺
が
労
働

基
準
監
督
署
に
労
災
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
労
災
認
定
さ
れ
た
か
ら
と
いって
、会
社
に

責
任
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。会

社
に
対
し
て
、こ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
る
か

尋
ね
る
と「
確
か
に
国
は
労
災
と
認
め
た
か
も

し
れ
な
い
。し
か
し
、会
社
か
ら
は
長
時
間
労

働
を
命
令
し
て
い
な
い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
店

長
で
あ
る
寺
西
さ
ん
は
仕
事
の
裁
量
権
が
あっ

た
の
に
、勝
手
に
働
い
て
勝
手
に
死
ん
だ
の
で
、

会
社
に
は
責
任
は
な
い
」と
い
う
回
答
で
し
た
。

　
こ
れ
で
は
、懸
命
に
働
い
た
夫
は
報
わ
れ
な

い
。反
省
し
な
い
会
社
は
ま
た
犠
牲
者
を
出

す
と
思
い
、京
都
地
裁
に
提
訴
し
ま
し
た
。夫

の
労
働
時
間
は
１
日
12
時
間
以
上
、１
カ
月

3
5
6
時
間
。休
み
は
月
2
回
し
か
取
れ
ず
、

年
間
4
、0
0
0
時
間
。普
通
の
人
の
2
倍
も

働
い
て
い
た
の
で
す
。さ
ら
に
、売
り
上
げ
の
ノ

ルマ
を
達
成
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
連
日
社

長
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、過
度
の
叱
責
を
受
け
て

い
ま
し
た
。ま
た
、役
職
を
店
長
か
ら
得
意
と

す
る
調
理
師
に
戻
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
時
、

人
格
を
否
定
す
る
よ
う
な
言
葉
を
受
け
て
い

ま
し
た
。度
重
な
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
続

け
た
夫
は
、心
身
共
に
疲
弊
し
て
、う
つ
病
を

発
症
、悪
化
し
て
、飛
び
降
り
自
殺
を
し
た
こ

と
が
裁
判
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
地
裁
で
は
全
面
的
に
会
社
の
責
任
だ
と
い

う
判
決
を
い
た
だ
き
、最
終
的
に
大
阪
高
裁

で
和
解
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。終
わ
っ
て

み
れ
ば
、夫
が
亡
く
な
って
か
ら
10
年
9
カ
月

の
月
日
が
経
って
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、亡
く
なっ
た
夫
は
二
度
と
生
き
返

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。真
面
目
で
責
任
感
の

強
い
人
が
過
労
死
す
る
。過
労
死
と
は
理
不
尽

な
出
来
事
で
す
。2
0
0
8
年
か
ら
は「
全
国

過
労
死
を
考
え
る
家
族
の
会
」の
代
表
世
話

人
と
し
て
の
活
動
も
加
わ
り
ま
し
た
。夫
は
ど

う
し
た
ら
亡
く
な
ら
ず
に
済
ん
だ
の
か
。そ
の
こ

と
を
考
え
、行
動
す
る
こ
と
が
私
の
生
涯
の
仕

事
で
す
。家
族
思
い
だった
夫
か
ら「
二
人
の
息

子
に
俺
と
同
じ
轍
を
踏
ま
す
な
」と
言
わ
れ
た

よ
う
で
、夫
か
ら
の
宿
題
だ
と
思って
い
ま
す
。

̶
̶

寺
西
さ
ん
が
こ
の
問
題
に
関
わ
ら
れ

る
以
前
か
ら
も
、過
労
死
は
問
題
に
な
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
過
労
死
と
い
う
言
葉
が
広
く
使
わ
れ
、問

題
に
な
り
始
め
た
の
は
、1
9
8
0
年
代
後

半
、バ
ブ
ル
経
済
の
頃
で
す
。経
済
大
国
に

な
っ
た
日
本
で
は
、長
時
間
労
働
が
蔓
延
し
、

過
労
死
が
続
発
し
ま
し
た
。1
9
8
8
年
に

弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
に
よ
り
、初
め
て「
過

労
死
1
1
0
番
全
国
ネ
ッ
ト
」と
い
う
電
話

相
談
窓
口
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。初
回
は
電

話
が
鳴
り
や
ま
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。こ
の
電

話
相
談
を
通
し
て
各
地
に
家
族
の
会
が
で

き
、仲
間
同
士
の
つ
な
が
り
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
1
9
9
1
年
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
な
っ

て
結
成
さ
れ
た
の
が「
全
国
過
労
死
を
考
え

る
家
族
の
会
」で
す
。励
ま
し
て
く
れ
る
同
じ

境
遇
の
仲
間
た
ち
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
、10

年
闘
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
って
い
ま
す
。

̶
̶

「K
aroshi

」と
い
う
言
葉
が
国
際
語

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、国
際
的
に
も
過
労
死

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
2
0
1
1
年
か
ら
、家
族
の
会
で
は
過
労

死
を
な
く
す
た
め
の
法
律
を
作
る
活
動
を
始

め
ま
し
た
。海
外
か
ら
日
本
の
働
き
方
は
ど
の

よ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
、国
連
は
こ
の
事
実

を
知
って
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ

り
、偶
然
、そ
の
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
方

の
紹
介
に
よって
、国
連
の
社
会
権
規
約
委
員

会
で
過
労
死
の
実
態
に
つ
い
て
お
話
を
す
る

機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
の
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、日
本
政
府
へ
長
時
間
労
働
を
規
制

す
る
よ
う
国
連
勧
告
が
出
さ
れ
た
の
で
す
。そ

の
後
、議
員
立
法
で「
過
労
死
等
防
止
対
策

推
進
法
」が
2
0
1
4
年
に
成
立
。そ
の
翌

年
に
韓
国
へ
行
き
、日
本
の
現
状
を
お
話
し
た

時
の
こ
と
で
す
。日
本
で
は
長
時
間
労
働
し
て

も
、サ
ー
ビ
ス
残
業
や
、残
業
時
間
の
過
少
申

告
を
強
制
さ
れ
る
と
いっ
た
、給
与
に
反
映
さ

れ
な
い
働
き
方
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
話

す
と
、「
な
ぜ
給
料
を
も
ら
え
な
い
の
に
残
業

す
る
の
か
」と
質
問
を
受
け
ま
し
た
。「
韓
国

で
も
過
労
死
が
多
い
は
ず
な
の
に
ど
こ
が
違

う
の
で
す
か
」と
尋
ね
る
と「
韓
国
で
は
賃
金

が
低
い
た
め
に
、少
し
で
も
多
く
労
働
し
て
収

入
を
得
る
必
要
が
あ
る
。残
業
代
が
出
な
い

会
社
を
な
ぜ
辞
め
な
い
の
だ
」と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。何
度
も
説
明
し
た
の
で
す
が
、理
解

し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。フ
ラ
ン
ス
、ス
イ

ス
で
話
し
た
際
も
同
じ
で
し
た
。海
外
で
は
、

多
く
の
賃
金
を
得
る
た
め
に
過
剰
に
働
く
こ

と
が
過
労
死
に
つ
な
が
る
の
で
す
が
、日
本
で

は
賃
金
に
反
映
さ
れ
な
い
働
き
方
が
過
労
死

に
つ
な
が
る
。過
労
死
に
至
る
過
程
が
異
な
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。現
在
、国
際
的
に
事

業
を
展
開
す
る
企
業
に
は
、人
権
を
尊
重
し
、

働
く
人
た
ち
の
働
き
が
い
と
働
き
や
す
さ
を

感
じ
ら
れ
る
労
働
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、労
働
に
対
す
る
考

え
方
が
日
本
独
特
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

̶
̶

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
な
の
で

し
ょ
う
か
。

　
働
く
こ
と
は
生
活
の
安
定
や
、暮
ら
し
を
豊

か
に
す
る
た
め
に
あ
る
と
思
って
い
ま
す
。日
本

人
の
特
性
と
し
て
、真
面
目
で
責
任
感
の
強
い

人
が
多
い
。夫
も
そ
う
で
し
た
。労
働
の
対
価

を
得
る
こ
と
は
労
働
す
る
者
の
権
利
と
し
て

あ
る
は
ず
な
の
に
、休
む
間
を
惜
し
ん
だ
り
、

自
分
の
し
ん
ど
さ
を
横
に
置
い
た
り
す
る
。自

己
を
犠
牲
に
し
て
会
社
や
社
会
に
尽
く
す
こ

と
が
美
徳
と
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。仕
事
と
闘
って
い
る
、そ
ん
な
夫
の
姿
が

思
い
出
さ
れ
ま
す
。そ
こ
に
は「
強
制
さ
れ
た

自
発
性
」も
存
在
し
ま
す
。言
わ
れ
た
こ
と
以

上
に
、会
社
が
何
を
求
め
て
い
る
か
を
察
知
し

て
自
発
的
に
動
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
、仕
事
を

が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
思
い
が
か
す
め
取
ら
れ
て

い
く
の
で
す
。ま
た
、私
た
ち
は
バ
ブ
ル
経
済
の

時
代
を
通
り
抜
け
て
き
ま
し
た
。高
度
経
済

成
長
の
た
め
に
、が
ん
ば
れ
ば
、が
ん
ばっ
た
分

の
成
果
が
得
ら
れ
る
。会
社
だ
け
で
な
く
、社

会
全
体
が
と
に
か
く
が
ん
ば
れ
ば
報
わ
れ
る
と

い
う
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。今
は
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。私
た
ち
が
そ
う
いった
感
覚
か
ら

抜
け
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

̶
̶

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
人
び
と
が
働
き
な

が
ら
、社
会
全
体
が
つ
な
が
っ
て
動
い
て
い

る
。そ
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。

そ
の
基
本
に
あ
る「
働
く
」と
い
う
こ
と
が
、

い
の
ち
を
削
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
日
本
の

状
況
が
あ
る
の
で
す
ね
。

　
運
輸
業
界
の
ド
ラ
イ
バ
ー
の
長
時
間
労
働

→

過
労
自
殺
で
夫
を
亡
く
し
て

10
年
間
の
闘
い

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

を
改
善
す
る
た
め
に
、働
き
方
改
革
関
連
法

に
よ
って
2
0
2
4
年
4
月
か
ら
勤
務
時
間

の
上
限
の
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が「
物
流

の
2
0
2
4
年
問
題
」と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
一
定

の
規
制
を
し
て
も
、結
局
、消
費
者
が
24
時
間

営
業
を
求
め
た
り
、注
文
し
た
も
の
が
安
く
、

早
く
届
く
こ
と
を
求
め
た
り
す
る
。私
た
ち
が

享
受
す
る
便
利
さ
の
反
対
側
に
は
、過
度
な

競
争
が
生
ま
れ
て
い
た
り
、過
重
労
働
を
強
い

ら
れ
て
い
る
他
者
の
存
在
が
あ
る
の
で
す
。消

費
者
で
あ
る
私
た
ち
の
意
識
も
変
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、労
働
者
と
企
業
は
対
等
な
関
係
で

あ
る
は
ず
な
の
に
、利
益
を
優
先
す
る
あ
ま

り
、本
人
の
意
思
に
関
係
な
く
、人
間
を
原

価
計
算
の
一
つ
と
考
え
、利
潤
追
求
の
た
め

の
道
具
や
材
料
と
し
て
見
て
し
ま
って
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。企
業
に
と
って
は
、労
働
者
は
一

つ
の
駒
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、人
は
ロ

ボ
ッ
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。意
思
を
も
っ
た
一

人
の
人
間
で
あ
り
、家
族
に
と
っ
て
は
、か
け

が
え
の
な
い
大
切
な
い
の
ち
な
の
で
す
。

̶
̶

経
済
優
先
と
い
う
、人
間
の
思
い
だ
け

で
物
事
を
進
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
悲
し
み

を
生
む
根
元
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
社
会
で
、制
度
や
環
境
を
整
え

て
い
く
重
要
性
を
感
じ
る
と
と
も
に
、私
が

ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
を
知
ら
さ

れ
て
い
く
歩
み
の
大
切
さ
を
思
い
ま
す
。私

た
ち
が
こ
の
問
題
を
他
人
事
と
せ
ず
、自
分

の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
る
に
は
、ど
う
い

う
姿
勢
や
問
題
意
識
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。

　
毎
年
、厚
生
労
働
省
か
ら「
過
労
死
等
に

関
す
る
労
災
請
求
件
数
」が
公
表
さ
れ
ま

→

1949年京都市生まれ。1996年に夫を過労自殺によって
亡くす。1999年に労働基準監督署へ労災申請。2001年に
労災認定。同年に「京都労災被災者家族の会」代表。2008
年から「全国過労死を考える家族の会」代表世話人を務
める。

寺
西 

笑
子
さ
ん

●

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「K
aroshi

」。日
本
が
発
出
し
、国
際
語
に
ま
で
な
っ
た
言
葉
で
す
。よ
り

よ
く
生
き
る
た
め
に
経
済
的
な
基
盤
を
築
き
、生
き
が
い
に
な
る「
働
く
」

と
い
う
こ
と
が
い
つ
の
間
に
か
過
重
な
負
担
と
な
り
、命
を
奪
う
こ
と
に

な
る「
過
労
死
」。過
労
自
殺
で
夫
を
亡
く
さ
れ
、10
年
余
り
の
時
間
を
か

け
て
労
災
認
定
、裁
判
で
の
勝
訴
を
得
た
寺
西
笑
子
さ
ん
。「
全
国
過
労

い
の
ち
よ
り

大
切
な
仕
事
は
な
い

死
を
考
え
る
家
族
の
会
」代
表
世
話
人
も
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。過
労
死

が
な
く
な
ら
な
い
状
況
を
少
し
で
も
変
え
た
い
。「
い
の
ち
よ
り
大
切
な

仕
事
は
あ
り
ま
せ
ん
」と
、さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
寺
西

さ
ん
の
お
話
か
ら
、人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

す
。そ
こ
に
出
て
く
る
数
字
は
氷
山
の
一
角
で

す
。労
災
認
定
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
か
ら
申

請
を
諦
め
る
人
に
た
く
さ
ん
出
会
っ
て
き
ま

し
た
。家
族
が
真
面
目
に
一
生
懸
命
働
い
て
、

い
の
ち
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
、申
請
の
過

程
で
一
生
懸
命
生
き
て
き
た
事
実
が
証
明
で

き
ず
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。相
談

を
通
し
て「
諦
め
な
い
で
も
う
一
歩
踏
み
出

し
ま
せ
ん
か
」と
声
を
か
け
て
も「
も
う
い
い

で
す
」と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
の
で
す
。お
話
を
聞

い
て
い
て
本
当
に
や
り
き
れ
な
い
思
い
が
し
ま

す
。法
律
が
作
ら
れ
て
も
、ま
っ
た
く
い
い
影

響
が
出
て
い
な
い
事
実
が
本
当
に
悔
し
く
て

な
り
ま
せ
ん
。私
た
ち
の
人
や
い
の
ち
に
対
す

る
考
え
方
の
ゆ
が
み
が
、過
労
死
と
い
う
形

で
露
出
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。過
労
死

は
労
働
環
境
を
整
え
る
こ
と
で
防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。い
の
ち
よ
り
大
切
な
仕
事
は
あ

り
ま
せ
ん
。悲
惨
な
過
労
死
を
繰
り
返
さ
な

い
た
め
に
、一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
い
の
ち
と

大
切
な
人
の
い
の
ち
を
守
る
こ
と
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
を
こ
れ
か
ら
も
共
に
考
え
、伝
え

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　（
了
）

韓国弁護士会シンポジウム（2015年）

高校での啓発授業

す
が
た

す
が
た

に
し

て
ら

え
み

こ

て
つ
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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2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 諏訪 秀一住職 諏訪 秀一

福島県会津若松市花春町7‐1福島県会津若松市花春町7‐1

正敎寺
（東北教区 会津組）

正敎寺
（東北教区 会津組）

お寺の掲示板お寺の掲示板

え
ん
え
ん
え
ん
え
ん
え
ん

　
そ
の
後
、野
本
さ
ん
は
独
立
し
て
建
築
設

計
事
務
所
を
開
業
。現
在
は
仕
事
を
さ
れ
な

が
ら
九
州
教
区
門
徒
会
副
会
長・熊
本
西
組

門
徒
会
長
・
熊
本
西
組（
城
南
ブ
ロ
ッ
ク
）同

朋
の
会
推
進
員
連
絡
協
議
会「
蓮
の
会
」副

会
長
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
役
職
を
引
き
受

け
、多
忙
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

　
お
連
れ
合
い
の
介
護
も
さ
れ
る
中
、野
本
さ

ん
の
原
動
力
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、「
実
家
を

初
め
て
離
れ
、東
京
に
仕
事
に
行
く
こ
と
に

な
っ
た
時
、母
か
ら「
ど
こ
に
い
て
も
あ
な
た
は

真
宗
大
谷
派
よ
」と
言
わ
れ
た
。そ
れ
は
た
ぶ

ん
、ど
こ
に
い
て
も
お
念
仏
を
忘
れ
な
い
で
ね
、

と
い
う
意
味
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思

う
」。野
本
さ
ん
は
こ
の
言
葉
を
ず
っ
と
大
切
に

し
、「
私
は
本
当
の
真
宗
門
徒
と
な
り
得
て
い

る
の
か
」と
い
う
こ
と
を
課
題
に
し
て
、日
々
の

生
活
の
中
で
問
い
続
け
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
最
後
に「
自
分
に
は
っ
き
り
と
帰
る
場
所
、

拠
り
所
が
あ
る
。や
っ
ぱ
り
大
切
な
の
は
南
無

阿
弥
陀
仏
で
す
よ
」と
、語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
野

本
さ
ん
。

　
お
念
仏
の
教
え
を
生
活
の
中
心
と
し
、自

ら
開
き
、手
渡
し
て
い
こ
う
と
は
た
ら
き
続
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
野
本
さ
ん
の
姿
に
、心
を

打
た
れ
、身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
た
。ま

た
、取
材
の
中
で
、野
本
さ
ん
の
存
在
そ
の
も

の
が「
南
無
阿
弥
陀
仏

に
出
遇
っ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
呼
び
か
け
だ

と
強
く
感
じ
た
。

九
州
教
区
通
信
員

竹
﨑 

桂
一 

　「
私
は
、真
宗
大
谷

派
」。そ
う
力
強
く
お
っ

し
ゃ
る
の
は
證
明
寺
の

責
任
役
員
を
務
め
て

い
る
野
本
伸
一
さ
ん
。

　
野
本
さ
ん
は
鹿
児

島
県
の
霧
島
山
の
麓
に
あ
る
湧
水
町
で
自
然

に
囲
ま
れ
な
が
ら
育
っ
た
。そ
の
後
、仕
事

の
関
係
で
熊
本
県
に
転
居
し
、25
年
前
の

1
9
9
8
年
に
現
在
の
お
手
次
寺
で
あ
る
證

明
寺
の
前
住
職
、隈
部
襲
丸
さ
ん
に
出
会
う
。

映
画
チ
ケ
ッ
ト
を
も
ら
い
に
お
寺
を
訪
ね
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、前
住
職
と
の
交
流
が
始

ま
っ
た
と
の
こ
と
。

　
お
寺
の
法
座
な
ど
の
行
事
に
身
を
運
ん
だ

時
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
前
住
職

に
は
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
か
け
て
も
ら
っ
た
そ

う
で
、中
で
も
心
に
残
っ
て
い
る
言
葉
が「
あ
る

が
ま
ま
」「
あ
ま
り
飾
ら
な
い
で
」「
人
生
は
思

い
通
り
に
な
ら
ん
」の
3
つ
だ
と
い
う
。

　
人
生
の
転
機
は
、長
年
勤
め
て
い
た
建
築

会
社
が
定
年
間
近
で
倒
産
し
て
し
ま
っ
た
時

だ
と
い
う
。そ
ん
な
中
で
、「
人
生
は
思
い
通
り

に
な
ら
ん
」と
前
住
職
に
か
け
ら
れ
た
言
葉
を

思
い
出
し
、そ
の
時
も
不
思
議
と
齷
齪
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
そ
う
。こ
の
経
験
が
自
分
の
人

生
を
確
か
め
る
き
っ
か
け
に
な
り
、「
難
し
い

と
感
じ
る
面
も
あ
る
が
、真
宗
の
教
え
は
誰

に
で
も
開
か
れ
て
い
る
」と
感
じ
た
そ
う
だ
。

現在を きる

野本伸一さん（ご自宅にて）

野
本
さ
ん
の
初
心
の
書

前
住
職（
隈
部
襲
丸
氏
）の
遺
稿
集

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
。

言
ゲ
ー
ム
や
っ
た
こ
と
あ
る
？
」

「
あ
る
〜
！
小
学
校
の
お
楽
し
み
会

で
よ
く
や
っ
た
。
最
後
は
も
う
ぐ
だ
ぐ
だ
〜
」

「
そ
う
や
ね
ん
。あ
れ
の
面
白
い
と
こ
ろ

は
、最
後
の
人
に
伝
わ
っ
た
と
き
に
は
な
ん

で
そ
ん
な
伝
わ
り
方
す
る
か
な
〜
と
思
う

く
ら
い
、と
ん
で
も
な
い
内
容
に
な
っ
て
届

い
て
し
ま
う
と
こ
よ
ね
」

「
そ
れ
と
似
て
い
て
な
、こ
れ
は
笑
い
事
で

は
な
い
ね
ん
け
ど
、残
念
な
が
ら
釈
尊
の

大
事
な『
伝
言
』も
な
、時
代
や
国
、言
語

や
文
化
、価
値
観
が
違
う
こ
と
で
、そ
れ
ら

を
も
と
に
理
解
さ
れ
て
は
伝
え
直
さ
れ
て

き
た
。ま
た
数
え
き
れ
な
い
人
の
独
自
の

受
け
と
め
も
含
ま
れ
て
再
発
信
さ
れ
て
い

た
か
ら
、本
当
の
こ
と
と
本
当
で
は
な
い
こ

と
が
ど
う
し
て
も
入
り
混
じ
っ
て
伝
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
仕
方
な
い
こ
と
や

と
思
う
ね
ん
」

「
私
た
ち
は
自
分
の
都
合
で
人
の
話
を
聞

い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
ね
。こ
な
い
だ

も
う
ち
の
連
れ
合
い
に『
帰
り
が
遅
く
な

る
。で
も
晩
御
飯
は
食
べ
た
い
』と
伝
え
た

ん
や
け
ど
、帰
っ
た
ら
ご
飯
な
か
っ
た
。ど

う
や
ら
食
べ
た
い
の
い
が
伝
わ
ら
な
く
て
、

も
う
食
べ
た
と
思
わ
れ
た
。心
の
中
で
食
べ

て
帰
っ
て
き
て
〜
と
思
っ
て
た
ん
や
て
」

「
・・・
」

「
話
を
戻
す
と
、そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
？
」

「
親
鸞
さ
ん
⁉
」

「
残
念
。そ
の
前
に
…
」

「
法
然
さ
ん
！
」

「
正
解
！
法
然
さ
ん
は
、自
分
に
ま
で
届
い

た
教
え
で
は
愚
か
な
自
分
は
救
わ
れ
な
い
。

こ
ん
な
私
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
喜
ん
で
、

さ
ら
に
は
皆
と
共
に
助
け
合
っ
て
生
き
て
い

け
る
人
と
な
る
教
え
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
や

と
尋
ね
て
い
か
れ
た
。そ
し
て
中
国
の
善
導

さ
ん
の
言
葉
に
出
あ
い
、『
こ
こ
に
あ
っ
た

〜
』と
な
っ
た
。ほ
ん
で『
あ
れ
も
こ
れ
も
』

と
な
っ
て
い
た
の
を『
あ
れ
か
こ
れ
か
』と

選
び
取
っ
て
い
か
れ
た
。で
も
、自
分
の
と

こ
ろ
に
届
い
た
伝
言
こ
そ
が
正
し
い
と
信

じ
る
人
た
ち
は
ど
う
思
っ
た
と
思
う
？
」

「
怒
り
出
す
人
が
出
て
き
ま
す
よ
ね
⁉
」

「
そ
の
通
り
！ 

自
分
が
正
し
い
と
思
っ
て
た

教
え
を『
そ
れ
は
違
う
、捨
て
な
さ
い
』と

言
わ
れ
た
ら
、『
法
然
さ
ん
勝
手
な
こ
と
言

う
な
。間
違
っ
て
い
る
の
は
あ
ん
た
や
』と

言
う
の
も
無
理
は
な
い
よ
ね
」

「
し
か
も
、法
然
さ
ん
か
ら
の
直
接
の
伝
言

を
、自
分
勝
手
に
受
け
と
め
る
人
も
い
た
。

そ
れ
で
、法
然
さ
ん
は
都
か
ら
追
い
出
さ

れ
た
。親
鸞
さ
ん
も
流
さ
れ
は
る
ね
ん
」

「
親
鸞
さ
ん
は
法
然
さ
ん
の
教
え
を『
こ
の

私
に
は
こ
の
道
し
か
な
い
』と
受
け
取
ら

れ
た
。そ
し
て
法
然
さ
ん
と
別
れ
て
か
ら

は
、そ
の
教
え
を
自
分
の
と
こ
ま
で
届
け
て

く
れ
は
っ
た
日
本
や
中
国
、イ
ン
ド
の
偉
い

お
坊
さ
ん
た
ち
か
ら
釈
尊
へ
と
ず
〜
っ
と

辿
っ
て
確
か
め
て
い
か
れ
た
。そ
の
確
か
め

を
書
い
た
の
が『
教
行
信
証
』と
い
う
書
物

や
ね
ん
け
ど
、そ
れ
は
ま
た
今
度
」

「
そ
ん
な
時
に
山
伏
の
弁
円
さ
ん
に
出
会

う
ね
ん
。弁
円
さ
ん
は
、苦
を
取
り
除
く
こ

と
で
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
教
え
で
も
っ

て
人
を
救
お
う
と
し
て
い
て
、そ
れ
に
頼
る

多
く
の
人
が
い
た
。一
方
、親
鸞
さ
ん
は
苦

を
大
事
な
こ
と
に
出
あ
う
大
切
な
縁
と
受

け
と
め
て
生
き
て
は
っ
て
ん
」

「
だ
か
ら
、東
本
願
寺
に
は
、魔
よ
け
の
お

札
も
願
い
が
叶
う
お
守
り
も
な
い
。あ
っ
た

ら
儲
か
る
や
ろ
う
な
〜
と
も
思
う
け
ど
な

い
。で
も
、弱
い
私
た
ち
は
受
験
の
前
と

か
、病
気
に
な
っ
た
り
と
か
し
た
ら
求
め
て

し
ま
う
こ
と
あ
る
よ
ね
。そ
ん
な
私
ら
に
親

鸞
さ
ん
は
、私
は
念
仏
一
つ
に
立
つ
け
ど
、

ど
う
す
る
か
は『
面
々
の
御
は
か
ら
い
な

り（
皆
さ
ん
の
自
由
で
す
よ
）』と
言
わ
れ

た
。さ
あ
、ど
う
す
る
？
」

　弁
円
は
、親
鸞
聖
人
の
生
き
る
姿
そ
の

も
の
に
確
か
な
教
え
を
感
得
し
た
の
で

し
ょ
う
。そ
の
教
え
の
確
か
さ
が
理
屈
で
は

な
く「
本
当
に
生
き
る
人
」の
姿
に
よ
っ
て

伝
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
伝
」

―

伝
え
る
と
い
う
こ
と

　
　
伝
わ
る
と
い
う
こ
と―

第
14
回

　
関
東
に
着
い
た
親
鸞
聖
人
は
、常
陸
国
小
島（
茨
城

県
下
妻
市
）に
草
庵
を
か
ま
え
数
年
を
過
ご
さ
れ
ま
し

た
。そ
の
後
、常
陸
か
ら
下
総
国（
千
葉
県
北
部
）、下
野

国（
栃
木
県
）と
、本
願
念
仏
の
教
え
を
自
己
の
内
に
深

く
確
か
め
な
が
ら
、人
び
と
に
広
く
伝
え
る
と
い
う
20
年
を

過
ご
さ
れ
ま
す
。

　
小
島
を
あ
と
に
し
て
稲
田（
茨
城
県
笠
間
市
）に
移
ら

れ
た
頃
の
お
話
で
す
。当
時
の
関
東
で
は
呪
術
的
な
宗
教

や
完
全
に
呪
術
化
し
て
し
ま
っ
た
仏
教
が
広
ま
っ
て
お
り
、

近
く
の
板
敷
山（
同
石
岡
市
）に
は
、弁
円
と
い
う
山
伏
が

い
ま
し
た
。祈
祷
に
よ
り
災
い
や
苦
し
み
を
取
り
除
き
、人

に
幸
せ
を
与
え
る
と
い
う
教
え
を
説
い
て
、多
く
の
信
者
を

集
め
て
い
た
の
で
す
。し
か
し
、聖
人
の
説
く
本
願
念
仏
の

教
え
は
苦
を
取
り
除
く
の
で
は
な
く
、苦
を
き
っ
か
け
と
し

て
本
当
に
大
事
な
こ
と
に
気
づ
き
、た
と
え
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
こ
と
が
多
く
と
も
、そ
の
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と

で
、喜
ん
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
道
で
し
た
。

　
信
者
が
聖
人
の
も
と
に
集
ま
り
は
じ
め
、自
ら
の
立
場

が
脅
か
さ
れ
る
と
感
じ
た
弁
円
は
、危
害
を
加
え
る
べ
く
稲

田
の
草
庵
に
乗
り
込
み
ま
す
。し
か
し
、そ
こ
に
い
た
の
は
、

ま
る
で
親
し
い
友
を
出
迎
え
る
よ
う
に
穏
や
か
な
表
情
を

し
た
聖
人
で
し
た
。す
べ
て
を
包
み
込
む
よ
う
な
優
し
い
お

姿
に
ふ
れ
、弁
円
の
敵
意
は
失
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

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

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

「
伝

大
切
な
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏

以
前
、「
愚
か
者
め
が
！
」

と
他
人
を
責
め
た
て
る
国

会
議
員
が
話
題
と
な
り
ま

し
た
。人
は
誰
も
愚
か
者
に

な
ど
な
り
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
縁
が
あ
れ
ば
間
違
い
を
犯

し
て
し
ま
う
の
が
人
間
で
す
。親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の「
浄
土

宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」と
い
う
言
葉
を
大
切
に
さ
れ

ま
し
た
。「
往
生
」と
は
阿
弥
陀
如
来
の
世
界
で
あ
る
浄
土
に
生
ま

れ
る
こ
と
で
す
。仏
が
自
分
の
思
い
通
り
に
生
き
よ
う
と
し
て
も
生

き
ら
れ
な
い
愚
か
さ
を
持
つ
私
た
ち
を
こ
そ
救
い
取
り
た
い
と
願
い

を
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
、こ
の
言
葉
を
選
び
ま
し
た
。

　
福
島
県
会
津
若
松
市
の
一
角
に

位
置
す
る
正
敎
寺
。訪
問
し
て
す

ぐ
、駐
車
場
と
墓
地
の
間
に
設
置

さ
れ
た
掲
示
板
が
目
に
入
っ
た
。２

０
０
６
年
に
寺
院
の
役
員
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
と
い
う
掲
示
板
は
、前

住
職
の
代
に
は
寺
院
の
行
事
や
催

し
の
お
知
ら
せ
を
掲
示
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
と
い
う
。そ
の
後
、現

在
の
住
職
で
あ
る
秀
一
さ
ん
が
、

法
語
に
込
め
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
の

教
え
の
精
神
を
誰
に
で
も
伝
わ
る

よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
た
い
と
い

う
想
い
か
ら
２
０
１
９
年
に
法
語
の

掲
載
を
始
め
た
。

　
最
初
の
う
ち
は
言
葉
だ
け
を

載
せ
て
い
た
が
、意
味
を
知
り
た

い
と
い
う
声
を
受
け
て
解
説
文
も

一
緒
に
載
せ
始
め
た
と
い
う
。月
ご

と
に
言
葉
を
考
え
て
書
き
入
れ
る

が
、う
ま
く
浮
か
ば
な
い
時
も
あ

る
。自
分
な
り
の
受
け
と
め
を
２

５
０
字
程
度
の
短
い
言
葉
で
表
現

す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
て
い

る
そ
う
だ
。

　「
世
間
の
中
に
教
え
に
通
ず
る

よ
う
な
言
葉
が
急
に
出
て
く
る
こ

と
が
あ
る
。そ
ん
な
言
葉
を
発
信

し
て
、困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
悩
ん
で
い

る
人
の
支
え
に
な
れ
ば
と
思
う
。

そ
の
上
で
浄
土
真
宗
っ
て
い
い
な
と

思
っ
て
も
ら
え
れ
ば
う
れ
し
い
で

す
ね
」と
秀
一
さ
ん
は
語
っ
て
い
た
。

東
北
教
区
通
信
員

　藤
原 

了

野
本 

伸
一
さ
ん
（
74
歳
）

九
州
教
区 

熊
本
西
組 

證
明
寺
門
徒

の

も
と

し
ん

い
ち

き
り

ゆ
う

く
ま

よ

あ
く
せ
く

す
い

し
ま
さ
ん

べ
つ
ぐ
ま
る

ふ
も
と

ち
ょ
う

ど
こ
ろ

し
ょ
う
み
ょ
う

ざ
き

た
け

け
い
い
ち

いぬいふみ おいぬいふみ お

で
ん

し
ゃ
く

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

そ
ん

た
ど

し
ん

め
ん
め
ん

お
ん

か
ん
と
く

お
ろ

ぜ
ん
ど
う

●

●

お
し
え

じ
ひ
た
ち
の
く
に

し
も
ふ
さ
の
く
に

し
も
つ
け
の

お

じ
ま

そ
う

く
に

い
な

い
た
じ
きき

と
う

べ
ん
ね
ん

や
ま
ぶ
し

や
ま

じ
ゅ
じ
ゅ
つ

お
び
や

だ

あ
ん

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

ほ
う
ね
ん

しょうしょう

すす わわ いちいち

じじきょうきょう

しゅうしゅう
り
ょ
う

わ
ら

ふ
じ
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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2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 諏訪 秀一住職 諏訪 秀一

福島県会津若松市花春町7‐1福島県会津若松市花春町7‐1

正敎寺
（東北教区 会津組）

正敎寺
（東北教区 会津組）

お寺の掲示板お寺の掲示板

え
ん
え
ん
え
ん
え
ん
え
ん

　
そ
の
後
、野
本
さ
ん
は
独
立
し
て
建
築
設

計
事
務
所
を
開
業
。現
在
は
仕
事
を
さ
れ
な

が
ら
九
州
教
区
門
徒
会
副
会
長・熊
本
西
組

門
徒
会
長
・
熊
本
西
組（
城
南
ブ
ロ
ッ
ク
）同

朋
の
会
推
進
員
連
絡
協
議
会「
蓮
の
会
」副

会
長
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
役
職
を
引
き
受

け
、多
忙
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

　
お
連
れ
合
い
の
介
護
も
さ
れ
る
中
、野
本
さ

ん
の
原
動
力
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、「
実
家
を

初
め
て
離
れ
、東
京
に
仕
事
に
行
く
こ
と
に

な
っ
た
時
、母
か
ら「
ど
こ
に
い
て
も
あ
な
た
は

真
宗
大
谷
派
よ
」と
言
わ
れ
た
。そ
れ
は
た
ぶ

ん
、ど
こ
に
い
て
も
お
念
仏
を
忘
れ
な
い
で
ね
、

と
い
う
意
味
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思

う
」。野
本
さ
ん
は
こ
の
言
葉
を
ず
っ
と
大
切
に

し
、「
私
は
本
当
の
真
宗
門
徒
と
な
り
得
て
い

る
の
か
」と
い
う
こ
と
を
課
題
に
し
て
、日
々
の

生
活
の
中
で
問
い
続
け
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
最
後
に「
自
分
に
は
っ
き
り
と
帰
る
場
所
、

拠
り
所
が
あ
る
。や
っ
ぱ
り
大
切
な
の
は
南
無

阿
弥
陀
仏
で
す
よ
」と
、語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
野

本
さ
ん
。

　
お
念
仏
の
教
え
を
生
活
の
中
心
と
し
、自

ら
開
き
、手
渡
し
て
い
こ
う
と
は
た
ら
き
続
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
野
本
さ
ん
の
姿
に
、心
を

打
た
れ
、身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
た
。ま

た
、取
材
の
中
で
、野
本
さ
ん
の
存
在
そ
の
も

の
が「
南
無
阿
弥
陀
仏

に
出
遇
っ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
呼
び
か
け
だ

と
強
く
感
じ
た
。

九
州
教
区
通
信
員

竹
﨑 

桂
一 

　「
私
は
、真
宗
大
谷

派
」。そ
う
力
強
く
お
っ

し
ゃ
る
の
は
證
明
寺
の

責
任
役
員
を
務
め
て

い
る
野
本
伸
一
さ
ん
。

　
野
本
さ
ん
は
鹿
児

島
県
の
霧
島
山
の
麓
に
あ
る
湧
水
町
で
自
然

に
囲
ま
れ
な
が
ら
育
っ
た
。そ
の
後
、仕
事

の
関
係
で
熊
本
県
に
転
居
し
、25
年
前
の

1
9
9
8
年
に
現
在
の
お
手
次
寺
で
あ
る
證

明
寺
の
前
住
職
、隈
部
襲
丸
さ
ん
に
出
会
う
。

映
画
チ
ケ
ッ
ト
を
も
ら
い
に
お
寺
を
訪
ね
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、前
住
職
と
の
交
流
が
始

ま
っ
た
と
の
こ
と
。

　
お
寺
の
法
座
な
ど
の
行
事
に
身
を
運
ん
だ

時
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
前
住
職

に
は
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
か
け
て
も
ら
っ
た
そ

う
で
、中
で
も
心
に
残
っ
て
い
る
言
葉
が「
あ
る

が
ま
ま
」「
あ
ま
り
飾
ら
な
い
で
」「
人
生
は
思

い
通
り
に
な
ら
ん
」の
3
つ
だ
と
い
う
。

　
人
生
の
転
機
は
、長
年
勤
め
て
い
た
建
築

会
社
が
定
年
間
近
で
倒
産
し
て
し
ま
っ
た
時

だ
と
い
う
。そ
ん
な
中
で
、「
人
生
は
思
い
通
り

に
な
ら
ん
」と
前
住
職
に
か
け
ら
れ
た
言
葉
を

思
い
出
し
、そ
の
時
も
不
思
議
と
齷
齪
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
そ
う
。こ
の
経
験
が
自
分
の
人

生
を
確
か
め
る
き
っ
か
け
に
な
り
、「
難
し
い

と
感
じ
る
面
も
あ
る
が
、真
宗
の
教
え
は
誰

に
で
も
開
か
れ
て
い
る
」と
感
じ
た
そ
う
だ
。

現在を きる

野本伸一さん（ご自宅にて）

野
本
さ
ん
の
初
心
の
書

前
住
職（
隈
部
襲
丸
氏
）の
遺
稿
集

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
。

言
ゲ
ー
ム
や
っ
た
こ
と
あ
る
？
」

「
あ
る
〜
！
小
学
校
の
お
楽
し
み
会

で
よ
く
や
っ
た
。
最
後
は
も
う
ぐ
だ
ぐ
だ
〜
」

「
そ
う
や
ね
ん
。あ
れ
の
面
白
い
と
こ
ろ

は
、最
後
の
人
に
伝
わ
っ
た
と
き
に
は
な
ん

で
そ
ん
な
伝
わ
り
方
す
る
か
な
〜
と
思
う

く
ら
い
、と
ん
で
も
な
い
内
容
に
な
っ
て
届

い
て
し
ま
う
と
こ
よ
ね
」

「
そ
れ
と
似
て
い
て
な
、こ
れ
は
笑
い
事
で

は
な
い
ね
ん
け
ど
、残
念
な
が
ら
釈
尊
の

大
事
な『
伝
言
』も
な
、時
代
や
国
、言
語

や
文
化
、価
値
観
が
違
う
こ
と
で
、そ
れ
ら

を
も
と
に
理
解
さ
れ
て
は
伝
え
直
さ
れ
て

き
た
。ま
た
数
え
き
れ
な
い
人
の
独
自
の

受
け
と
め
も
含
ま
れ
て
再
発
信
さ
れ
て
い

た
か
ら
、本
当
の
こ
と
と
本
当
で
は
な
い
こ

と
が
ど
う
し
て
も
入
り
混
じ
っ
て
伝
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
仕
方
な
い
こ
と
や

と
思
う
ね
ん
」

「
私
た
ち
は
自
分
の
都
合
で
人
の
話
を
聞

い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
ね
。こ
な
い
だ

も
う
ち
の
連
れ
合
い
に『
帰
り
が
遅
く
な

る
。で
も
晩
御
飯
は
食
べ
た
い
』と
伝
え
た

ん
や
け
ど
、帰
っ
た
ら
ご
飯
な
か
っ
た
。ど

う
や
ら
食
べ
た
い
の
い
が
伝
わ
ら
な
く
て
、

も
う
食
べ
た
と
思
わ
れ
た
。心
の
中
で
食
べ

て
帰
っ
て
き
て
〜
と
思
っ
て
た
ん
や
て
」

「
・・・
」

「
話
を
戻
す
と
、そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
？
」

「
親
鸞
さ
ん
⁉
」

「
残
念
。そ
の
前
に
…
」

「
法
然
さ
ん
！
」

「
正
解
！
法
然
さ
ん
は
、自
分
に
ま
で
届
い

た
教
え
で
は
愚
か
な
自
分
は
救
わ
れ
な
い
。

こ
ん
な
私
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
喜
ん
で
、

さ
ら
に
は
皆
と
共
に
助
け
合
っ
て
生
き
て
い

け
る
人
と
な
る
教
え
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
や

と
尋
ね
て
い
か
れ
た
。そ
し
て
中
国
の
善
導

さ
ん
の
言
葉
に
出
あ
い
、『
こ
こ
に
あ
っ
た

〜
』と
な
っ
た
。ほ
ん
で『
あ
れ
も
こ
れ
も
』

と
な
っ
て
い
た
の
を『
あ
れ
か
こ
れ
か
』と

選
び
取
っ
て
い
か
れ
た
。で
も
、自
分
の
と

こ
ろ
に
届
い
た
伝
言
こ
そ
が
正
し
い
と
信

じ
る
人
た
ち
は
ど
う
思
っ
た
と
思
う
？
」

「
怒
り
出
す
人
が
出
て
き
ま
す
よ
ね
⁉
」

「
そ
の
通
り
！ 

自
分
が
正
し
い
と
思
っ
て
た

教
え
を『
そ
れ
は
違
う
、捨
て
な
さ
い
』と

言
わ
れ
た
ら
、『
法
然
さ
ん
勝
手
な
こ
と
言

う
な
。間
違
っ
て
い
る
の
は
あ
ん
た
や
』と

言
う
の
も
無
理
は
な
い
よ
ね
」

「
し
か
も
、法
然
さ
ん
か
ら
の
直
接
の
伝
言

を
、自
分
勝
手
に
受
け
と
め
る
人
も
い
た
。

そ
れ
で
、法
然
さ
ん
は
都
か
ら
追
い
出
さ

れ
た
。親
鸞
さ
ん
も
流
さ
れ
は
る
ね
ん
」

「
親
鸞
さ
ん
は
法
然
さ
ん
の
教
え
を『
こ
の

私
に
は
こ
の
道
し
か
な
い
』と
受
け
取
ら

れ
た
。そ
し
て
法
然
さ
ん
と
別
れ
て
か
ら

は
、そ
の
教
え
を
自
分
の
と
こ
ま
で
届
け
て

く
れ
は
っ
た
日
本
や
中
国
、イ
ン
ド
の
偉
い

お
坊
さ
ん
た
ち
か
ら
釈
尊
へ
と
ず
〜
っ
と

辿
っ
て
確
か
め
て
い
か
れ
た
。そ
の
確
か
め

を
書
い
た
の
が『
教
行
信
証
』と
い
う
書
物

や
ね
ん
け
ど
、そ
れ
は
ま
た
今
度
」

「
そ
ん
な
時
に
山
伏
の
弁
円
さ
ん
に
出
会

う
ね
ん
。弁
円
さ
ん
は
、苦
を
取
り
除
く
こ

と
で
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
教
え
で
も
っ

て
人
を
救
お
う
と
し
て
い
て
、そ
れ
に
頼
る

多
く
の
人
が
い
た
。一
方
、親
鸞
さ
ん
は
苦

を
大
事
な
こ
と
に
出
あ
う
大
切
な
縁
と
受

け
と
め
て
生
き
て
は
っ
て
ん
」

「
だ
か
ら
、東
本
願
寺
に
は
、魔
よ
け
の
お

札
も
願
い
が
叶
う
お
守
り
も
な
い
。あ
っ
た

ら
儲
か
る
や
ろ
う
な
〜
と
も
思
う
け
ど
な

い
。で
も
、弱
い
私
た
ち
は
受
験
の
前
と

か
、病
気
に
な
っ
た
り
と
か
し
た
ら
求
め
て

し
ま
う
こ
と
あ
る
よ
ね
。そ
ん
な
私
ら
に
親

鸞
さ
ん
は
、私
は
念
仏
一
つ
に
立
つ
け
ど
、

ど
う
す
る
か
は『
面
々
の
御
は
か
ら
い
な

り（
皆
さ
ん
の
自
由
で
す
よ
）』と
言
わ
れ

た
。さ
あ
、ど
う
す
る
？
」

　弁
円
は
、親
鸞
聖
人
の
生
き
る
姿
そ
の

も
の
に
確
か
な
教
え
を
感
得
し
た
の
で

し
ょ
う
。そ
の
教
え
の
確
か
さ
が
理
屈
で
は

な
く「
本
当
に
生
き
る
人
」の
姿
に
よ
っ
て

伝
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

親
鸞
聖
人
に

で
あ
う

「
伝
」

―

伝
え
る
と
い
う
こ
と

　
　
伝
わ
る
と
い
う
こ
と―

第
14
回

　
関
東
に
着
い
た
親
鸞
聖
人
は
、常
陸
国
小
島（
茨
城

県
下
妻
市
）に
草
庵
を
か
ま
え
数
年
を
過
ご
さ
れ
ま
し

た
。そ
の
後
、常
陸
か
ら
下
総
国（
千
葉
県
北
部
）、下
野

国（
栃
木
県
）と
、本
願
念
仏
の
教
え
を
自
己
の
内
に
深

く
確
か
め
な
が
ら
、人
び
と
に
広
く
伝
え
る
と
い
う
20
年
を

過
ご
さ
れ
ま
す
。

　
小
島
を
あ
と
に
し
て
稲
田（
茨
城
県
笠
間
市
）に
移
ら

れ
た
頃
の
お
話
で
す
。当
時
の
関
東
で
は
呪
術
的
な
宗
教

や
完
全
に
呪
術
化
し
て
し
ま
っ
た
仏
教
が
広
ま
っ
て
お
り
、

近
く
の
板
敷
山（
同
石
岡
市
）に
は
、弁
円
と
い
う
山
伏
が

い
ま
し
た
。祈
祷
に
よ
り
災
い
や
苦
し
み
を
取
り
除
き
、人

に
幸
せ
を
与
え
る
と
い
う
教
え
を
説
い
て
、多
く
の
信
者
を

集
め
て
い
た
の
で
す
。し
か
し
、聖
人
の
説
く
本
願
念
仏
の

教
え
は
苦
を
取
り
除
く
の
で
は
な
く
、苦
を
き
っ
か
け
と
し

て
本
当
に
大
事
な
こ
と
に
気
づ
き
、た
と
え
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
こ
と
が
多
く
と
も
、そ
の
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と

で
、喜
ん
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
道
で
し
た
。

　
信
者
が
聖
人
の
も
と
に
集
ま
り
は
じ
め
、自
ら
の
立
場

が
脅
か
さ
れ
る
と
感
じ
た
弁
円
は
、危
害
を
加
え
る
べ
く
稲

田
の
草
庵
に
乗
り
込
み
ま
す
。し
か
し
、そ
こ
に
い
た
の
は
、

ま
る
で
親
し
い
友
を
出
迎
え
る
よ
う
に
穏
や
か
な
表
情
を

し
た
聖
人
で
し
た
。す
べ
て
を
包
み
込
む
よ
う
な
優
し
い
お

姿
に
ふ
れ
、弁
円
の
敵
意
は
失
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

浄
土
真
宗
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
。

大
谷
中
・
高
等
学
校﹇
京
都
﹈で

生
徒
と
と
も
に
学
ば
れ
て
い
る
乾
さ
ん
と
、

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

「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」を

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。

「
伝

大
切
な
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏

以
前
、「
愚
か
者
め
が
！
」

と
他
人
を
責
め
た
て
る
国

会
議
員
が
話
題
と
な
り
ま

し
た
。人
は
誰
も
愚
か
者
に

な
ど
な
り
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
縁
が
あ
れ
ば
間
違
い
を
犯

し
て
し
ま
う
の
が
人
間
で
す
。親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の「
浄
土

宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」と
い
う
言
葉
を
大
切
に
さ
れ

ま
し
た
。「
往
生
」と
は
阿
弥
陀
如
来
の
世
界
で
あ
る
浄
土
に
生
ま

れ
る
こ
と
で
す
。仏
が
自
分
の
思
い
通
り
に
生
き
よ
う
と
し
て
も
生

き
ら
れ
な
い
愚
か
さ
を
持
つ
私
た
ち
を
こ
そ
救
い
取
り
た
い
と
願
い

を
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
、こ
の
言
葉
を
選
び
ま
し
た
。

　
福
島
県
会
津
若
松
市
の
一
角
に

位
置
す
る
正
敎
寺
。訪
問
し
て
す

ぐ
、駐
車
場
と
墓
地
の
間
に
設
置

さ
れ
た
掲
示
板
が
目
に
入
っ
た
。２

０
０
６
年
に
寺
院
の
役
員
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
と
い
う
掲
示
板
は
、前

住
職
の
代
に
は
寺
院
の
行
事
や
催

し
の
お
知
ら
せ
を
掲
示
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
と
い
う
。そ
の
後
、現

在
の
住
職
で
あ
る
秀
一
さ
ん
が
、

法
語
に
込
め
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
の

教
え
の
精
神
を
誰
に
で
も
伝
わ
る

よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
た
い
と
い

う
想
い
か
ら
２
０
１
９
年
に
法
語
の

掲
載
を
始
め
た
。

　
最
初
の
う
ち
は
言
葉
だ
け
を

載
せ
て
い
た
が
、意
味
を
知
り
た

い
と
い
う
声
を
受
け
て
解
説
文
も

一
緒
に
載
せ
始
め
た
と
い
う
。月
ご

と
に
言
葉
を
考
え
て
書
き
入
れ
る

が
、う
ま
く
浮
か
ば
な
い
時
も
あ

る
。自
分
な
り
の
受
け
と
め
を
２

５
０
字
程
度
の
短
い
言
葉
で
表
現

す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
て
い

る
そ
う
だ
。

　「
世
間
の
中
に
教
え
に
通
ず
る

よ
う
な
言
葉
が
急
に
出
て
く
る
こ

と
が
あ
る
。そ
ん
な
言
葉
を
発
信

し
て
、困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
悩
ん
で
い

る
人
の
支
え
に
な
れ
ば
と
思
う
。

そ
の
上
で
浄
土
真
宗
っ
て
い
い
な
と

思
っ
て
も
ら
え
れ
ば
う
れ
し
い
で

す
ね
」と
秀
一
さ
ん
は
語
っ
て
い
た
。

東
北
教
区
通
信
員

　藤
原 

了

野
本 

伸
一
さ
ん
（
74
歳
）

九
州
教
区 

熊
本
西
組 

證
明
寺
門
徒

の

も
と

し
ん

い
ち

き
り

ゆ
う

く
ま

よ

あ
く
せ
く

す
い

し
ま
さ
ん

べ
つ
ぐ
ま
る

ふ
も
と

ち
ょ
う

ど
こ
ろ

し
ょ
う
み
ょ
う

ざ
き

た
け

け
い
い
ち

いぬいふみ おいぬいふみ お

で
ん

し
ゃ
く

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

そ
ん

た
ど

し
ん

め
ん
め
ん

お
ん

か
ん
と
く

お
ろ

ぜ
ん
ど
う

●

●

お
し
え

じ
ひ
た
ち
の
く
に

し
も
ふ
さ
の
く
に

し
も
つ
け
の

お

じ
ま

そ
う

く
に

い
な

い
た
じ
きき

と
う

べ
ん
ね
ん

や
ま
ぶ
し

や
ま

じ
ゅ
じ
ゅ
つ

お
び
や

だ

あ
ん

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

ほ
う
ね
ん

しょうしょう

すす わわ いちいち

じじきょうきょう

しゅうしゅう
り
ょ
う

わ
ら

ふ
じ

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

同朋新聞 9月号（2023/9/1）
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の
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心
か
ら
拝
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で
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義
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一
一
〇
円
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ぼ
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カ
レ
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ダ
ー
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語
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説
書
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帰敬式法座とは？帰敬式法座とは？
　この法座は、帰敬式の受式に至る学びの場として、また
既に帰敬式を受式されている方へのさらなる学びの場と
して、「礼拝・聞法・正信・帰依三宝」などをテーマに、仏弟子と

して学び・歩み出す機縁となることを願い開催しています。

　帰敬式は「おかみそり」とも言われ、仏（真

実の教えに目覚めた人）・法（仏の教え）・僧

（教えに依って生きる人びとの集まり）の三宝

に帰依し、親鸞聖人があきらかにされた教え

に自らの人生を問いたずね、真宗門徒として

新たな人生を歩みだすことを誓う大切な儀

式です。帰敬式を受式されますと、仏弟子とし

ての名告りである「法名」が授与されます。

ワークショップ
（山陽教区）高山別院での

帰敬式
（岐阜高山教区）

教区での取り組みの紹介

帰敬式法座参加者の声紹介帰敬式法座参加者の声紹介

今後の帰敬式法座の
展開について

今後の帰敬式法座の
展開について

本山指定の中から、4教区の取り組みをご紹介します。

北海道教区
『念仏申す生活を
～真宗門徒の生活

実践』の活用

東京教区
離れた場所でも

  学びを深められるよう
リモート開催

東京ブロック
[参加者61人＋
YouTube視聴者]

　帰敬式が家庭での真宗仏事の回復の
一助になること、また、別院のさまざま
な行事や活動に参加いただき、聞法を重
ねるきっかけとなることを願い開催しま
した。法座では、帰依三宝の生活や法
名、「正信偈」、お内仏のお給仕につい

　真宗会館をメイン会場、横浜別院と甲府別院をサテライト会場
として、講義をYouTubeでライブ配信しました。その後各会場で
は、帰敬式を受式された方の感話や、講義を受けての座談を行い
ました。最終回は真宗会館で勤まった教区報恩講に参加者が一
堂に会し、お参りの後、帰敬式を受
式しました。講義の映像は、各寺院
での帰敬式でも活用できるよう、
「真宗大谷派東京教区YouTube
チャンネル」にて公開しています。

函館別院ブロック
[参加者40人]

最終回では、別院報恩講において帰
敬式を受式しました。法座終了後も、
当初の願いを受けて、継続した聞法の
場が開かれています。

て丁寧に学びました。日程中、別院の仏
具のおみがきを実施したところ、参加者
からは「おみがきの体験もできて楽しく
学べました」という声が聞かれました。

今後は教区が主体となり、組・寺院等を単

位とした帰敬式法座を開催してまいります。

開催にあたり、特に、門徒と僧侶がともに「仏弟

子」として出会いなおし、共に学び、共に歩む求道者としての出会いが

開かれることが願われています。

また、門徒が積極的にスタッフや受講者として参加いただくことで、門

徒と僧侶の「共創」が生まれ、組の共同教化の充実や、各寺院における

「同朋の会」の結成・充実、報恩講や子ども会等の寺院教化の活

性化に繋がることも期待しています。

法座を通して帰敬式を受式し、仏弟子として歩み出

すことにより、あらためて“真宗門徒の生活”を

習ってみませんか。

真宗大谷派東京教区
YouTubeチャンネル

教区報恩講参拝（真宗会館）

お勤めの練習（九州教区）

参加者に配布された
「仏・法・僧カード」（スタッフ作成）

お内仏のお給仕と
荘厳の説明
（能登教区）

茶話会（座談）

各住職による
剃刀の儀

長浜教区 子どもも
大人も、ともに

学ぶ場長浜ブロック
[参加者34人]

　長浜教区で開かれている日曜
学校や子ども会の結成率の高さ
に注目し、「親子」もしくは「祖父
母と孫」の二世代が、仏事を大切

四国教区 同朋の会
推進講座へと繋がる

法座として開催
東讃第１組ブロック

[参加者34人]

　新型コロナの影響により休止
を余儀なくされた同朋の会推進
講座の新たな第一歩（再スター
ト）として、「帰敬式（法名授与）を
受けて真宗門徒の生活を送りま
しょう」をテーマに、“新たな人の
育成と養成に資する教化事業”と

の仏事」や、「なぜ正信偈を勤めるのか」な
どを、子どもと大人がともに学びました。ま
た、法座に参加した子どもたちには毎回
「仏・法・僧カード」を渡し、「次回も行きた
い」と思えるような工夫も。途中、新型コロ
ナの影響により、開催時期や形態を大きく
変更することになりましたが、スタッフが
何度も打ち合わせを行い、無事、最終回を
真宗本廟(同朋会館)において開催し、帰敬
式を受式
しました。

して、3カ年度計画の1年度目として実施しました。
　各回にテーマを設け、スタッフが法話を行い、その後の茶話会（座談）で
は、参加者が真宗門徒の生活を確かめました。最終回には、参加者の所属
寺の住職執行による帰敬式が合同で行われました。

にすることの意味を学ぶ場となること
を願い開催しました。法座ではスタッ
フが制作した短編動画の視聴や子ど
もに伝わりやすい法話を通して「日常

同朋会館（研修部・帰敬式実践運動推進事務室）　TEL075-371-9185 / FAX075-371-9201

以前から関心があった帰敬式。

法座をとおして、帰敬式について

詳しいことを学んだうえで

帰敬式を受式でき、よかったです。

母が別院で帰敬式を受式していたので、

「帰敬式」という言葉は知っていました。

たまたま法座のことを知り参加しました。

知っているようで知らないことがたくさんあり、

これからもっといろいろなことを

学んでいきたいと思いました。

今回の法座で帰敬式を受けるという

決心はつかなかったが、

以前よりも帰敬式受式に対して

前向きな気持ちになれました。

昼食は名物の「同朋会館カレー」

本山宮御殿で実施したレクリエーション

長浜別院の大門楼上で
熱心に法話を聞く子どもたち

長浜別院でのレクリエーション
（巨大オセロめくり）

帰敬式について

「帰敬式法座」の
取り組み

僧侶と門徒が共にお勤めを練習

同朋会館ＨＰ

詳しくはこちら➡

おみがきをしながら仏具の説明を受ける

サテライト会場で
YouTube配信を
視聴している
様子（横浜別院）函館別院報恩講での帰敬式

各住職による法名伝達

【帰敬式全般に関するお問い合わせ】

　真宗大谷派では、真宗門徒の生活を確かめ、教えに生きる“人”の誕生を願い、
2017年から「帰敬式法座」の取り組みを全国の各教区で行っています。
　このたび、本山指定の帰敬式法座が終了しますので、本山指定の取り組みの一部
をご紹介いたします。

ぶつ

ほう

さん ぼう

き え

な の ほうみょう

そう

よ

き ほう ざしききょう

しょうらい はい もん ぽう しん き え さん ぼう

き えん

ぶつ で し

しん げしょう ない きゅう じぶつ

にん

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう 教え・人 出遇いなおしは真宗本廟奉仕から
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今
月
の

法
話

　「
私
は
マ
マ
の
せ
い
で
自
己
肯
定
感
が

持
て
な
い
人
間
に
な
っ
た
。マ
マ
か
ら
の

愛
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
」こ
れ
は
、私
が

十
八
歳
の
娘
に
実
際
に
言
わ
れ
た
言
葉

で
す
。

　
娘
は
生
来
、対
人
関
係
が
う
ま
く
築

け
ず
、人
と
話
す
こ
と
が
苦
手
と
い
う
特

性
が
あ
り
、生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
ま

す
。小
中
学
校
で
は
通
常
校
内
の
特
別

支
援
学
級
に
在
籍
し
て
い
ま
し
た
。

　
私
は
娘
に
社
会
性
を
身
に
つ
け
て
ほ
し

い
、そ
の
た
め
に
は
学
校
に
行
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
、医
療
機
関
・
学
校
・
行
政
と
何

度
も
相
談
を
重
ね
、保
護
者
向
け
の
勉

強
会
に
も
た
び
た
び
足
を
運
び
、こ
の
こ

と
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
ま

し
た
。し
か
し
、冒
頭
の
言
葉
が
娘
の
気

持
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

　
娘
は
こ
う
続
け
ま
し
た
。「
マ
マ
は
何

が
あ
っ
て
も
学
校
に
行
か
せ
よ
う
と
し

た
。学
校
に
行
き
た
く
な
い
日
が
あ
っ
て

も
、そ
の
自
由
を
認
め
て
く
れ
な
か
っ
た
。

小
さ
い
頃
か
ら
自
分
の
意
志
が
尊
重
さ

れ
て
い
な
い
と
感
じ
、そ
の
せ
い
で
自
己

肯
定
感
が
持
て
な
い
。こ
れ
は
マ
マ
の
育

て
方
の
せ
い
だ
」と
。

　
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
の
私
の
シ
ョッ

ク
は
、ご
想
像
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
、学
校
で
は
娘
へ
の
万
全
の
支
援
体

制
が
整
っ
て
い
る
。だ
か
ら
、遅
刻
や
早

退
は
あ
っ
て
も
学
校
に
行
く
こ
と
。そ
し

て
学
校
に
行
け
た
と
い
う
達
成
感
の
積

み
重
ね
が
自
己
肯
定
感
に
も
つ
な
が
る

と
信
じ
、こ
れ
が
愛
情
だ
と
疑
わ
ず
娘
に

接
し
て
き
た
の
で
す
。と
こ
ろ
が
、そ
れ
は

違
う
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。こ

の
娘
の
告
白
に
、私
は
目
の
前
が
真
っ
暗

に
な
る
一
方
、不
思
議
と
目
の
前
に
一
筋

の
光
が
差
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
も
な

り
ま
し
た
。な
ぜ
な
ら
、娘
の
あ
る
が
ま

ま
を
肯
定
で
き
て
い
な
い
我
が
身
の
事

実
に
気
づ
い
た
か
ら
で
す
。

　
　
大
悲
無
倦
常
照
我

　
　
　
　
　
　  

（『
真
宗
聖
典
』二
〇
七
頁
）

　
親
鸞
聖
人
は「
正
信
偈
」の
中
で「
大

悲
倦
き
こ
と
な
く
、常
に
我
を
照
し
た
ま

う
」と
う
た
わ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。元
々

は
源
信
僧
都
が『
往
生
要
集
』の
中
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
お
言
葉
で
す
。「
大
悲
」と

は
、文
字
だ
け
を
見
る
と
非
常
に
暗
い
印

象
で
す
が
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
平
等

に
開
か
れ
た
阿
弥
陀
様
の
世
界
の
こ
と

で
あ
り
、私
に
は
と
て
つ
も
な
く
大
き

な
喜
び
に
満
ち
た
言
葉
と
し
て
響
い
て

き
ま
す
。

　
私
は
娘
に
対
し
て
費
や
し
た
時
間
と

労
力
、愛
情
へ
の
見
返
り
や
成
果
を
求
め

て
い
ま
し
た
。私
の
愛
情
が
正
当
に
評
価

さ
れ
た
か
っ
た
の
で
す
。し
か
し
、こ
れ
ら

は
す
べ
て
私
の
物
差
し
で
し
か
な
か
っ
た

の
で
す
。「
大
悲
無
倦
常
照
我
」と
は
、

「
仏
の
大
悲
は
見
捨
て
る
こ
と
な
く
、常

に
我
が
身
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
」と
い

う
意
味
で
す
。人
間
は
ど
こ
ま
で
も
自
己

中
心
的
で
、自
身
の
行
為
に
対
し
て
見
返

り
や
正
当
な
評
価
を
求
め
る
存
在
で
す
。

こ
の
人
と
し
て
の
在
り
方
を
思
い
知
ら
さ

れ
、人
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
そ
の
も
の

が
大
き
な
悲
し
み
を
背
負
っ
て
い
る
と
気

づ
か
さ
れ
た
時
、身
の
事
実
に
対
す
る
深

い
う
な
ず
き
の
中
か
ら
沸
き
上
が
る
大
き

な
喜
び
の
言
葉
、そ
れ
が「
南
無
阿
弥
陀

仏
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、阿
弥

陀
様
の
世
界
と
は
、こ
の
世
界
の
ど
こ
か

に
実
体
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、身

の
事
実
へ
の
自
覚
か
ら
転
じ
ら
れ
た
見
方

な
の
で
は
な
い
か
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　
慶
讃
テ
ー
マ「
南
無
阿
弥
陀
仏
　
人

と
生
ま
れ
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ

う
」と
は
、大
悲
に
照
ら
さ
れ
た
我
が
身

の
事
実
に
ど
こ
ま
で
も
向
き
合
い
続
け

よ
う
、と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
五
月
に
、何
と
し
て
も
真
宗
本
廟

に
お
参
り
し
て「
親
鸞
展
」を
見
た
い
と

思
い
、新
潟
県
か
ら
日
帰
り
で
京
都
を
訪

れ
ま
し
た
。学
生
時
代
に
京
都
に
住
ん
で

い
た
時
に
は
大
き
な
歴
史
的
建
造
物
の

本
山
と
い
う
認
識
で
し
か
な
か
っ
た
と
こ

ろ
が
、今
で
は
ど
う
し
て
も
尋
ね
た
い
真

宗
本
廟
＝
真
実
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
だ

さ
る
と
こ
ろ
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。『
歎
異

抄
』第
二
条
に「
お
の
お
の
十
余
か
国
の

さ
か
い
を
こ
え
て
」と
あ
る
よ
う
に
、八
百

年
前
に
は
幾
日
も
か
け
て
、い
く
つ
も
の

国
境
を
越
え
て
多
く
の
方
が
お
参
り
さ

れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。そ
れ
が
今
で
は
日

帰
り
で
行
け
て
、YouT

ube

の
ラ
イ
ブ

配
信
で
も
法
要
に
お
会
い
で
き
る
時
代
で

す
。し
か
し
、時
代
は
変
わ
っ
て
も
人
間
の

真
実
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
が
娘
の
た
め
に
愛
情
だ
と
信
じ
て

や
っ
て
き
た
こ
と
と
、娘
が
本
当
に
望
ん

で
い
た
こ
と
、ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
し
ょ

う
か
。そ
れ
は
、ど
ち
ら
も
正
し
く
て
、ど

ち
ら
も
正
し
く
な
い
、そ
う
、正
解
は
な

い
の
だ
と
思
い
ま
す
。な
ぜ
な
ら
、私
た

ち
人
間
は
、自
分
の
置
か
れ
た
境
遇
で
自

分
の
物
差
し
で
し
か
物
事
を
量
れ
な
い
、

そ
の
よ
う
な
業
を
背
負
っ
て
人
と
し
て
生

ま
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　
私
は
我
が
子
の
存
在
か
ら
、「
大
悲
無

倦
常
照
我
」の
世
界
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。私
と
娘
は
こ
れ
か
ら
も
ぶ
つ
か
り
続

け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。し
か
し
、最
も
近

く
て
最
も
遠
い
娘
の
存
在
を
有
り
難
く

い
た
だ
き
な
が
ら
、お
念
仏
の
生
活
を

送
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「大悲」をいただく喜び

「
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
。

真
宗
本
廟
で
は
、3
月
25
日
か
ら
4
月
29
日
に
か
け
て「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年・

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
」が
厳
修
さ
れ
、5
月
5
日
に
は「
子
ど
も
の
つ
ど
い
」が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。真
宗
本
廟
で
勤
ま
っ
た
慶
讃
法
要
の
意
義
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、今
後
各
教
区
で

慶
讃
法
要
が
勤
ま
る
こ
と
を
願
い
、木
越
渉
宗
務
総
長
と
宮
下
晴
輝
教
学
研
究
所
長
と
の

対
談
を
、今
号
か
ら
二
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
ま
す
。

ち
ょ
う
も
ん

を
す
る「
同
朋
唱
和
」の
伝
統
は
、百
年
前
の
立

教
開
宗
七
百
年
紀
念
法
要
の
時
か
ら
新
た
に
始

ま
っ
た
よ
う
で
す
。

木
越

　そ
う
で
す
ね
。そ
し
て
、こ
の
た
び
の
慶
讃

法
要
で
は
、宗
門
の
歴
史
上
で
初
め
て
、阿
弥
陀
堂
・

御
影
堂
の
両
堂
で
同
時
に
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。

宮
下

　阿
弥
陀
堂
に
は
、阿
弥
陀
仏
を
中
心

に
、法
と
し
て
の
本
願
が
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
本
願
か
ら
釈
尊
を
は
じ
め
と
す
る
諸
仏
が

生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、『
無
量
寿
経
』に

よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、諸
仏
と
し
て

の
親
鸞
聖
人
と
出
遇
っ
て
い
く
場
所
が
御
影
堂

で
す
ね
。そ
し
て
、そ
の
親
鸞
聖
人
の
浄
土
真
宗

の
教
え
が
、ま
さ
に
諸
仏
を
生
み
出
す
阿
弥
陀

仏
の
本
願
を
教
え
て
く
だ
さ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。浄
土
と
は
、諸
仏
を
生
み
出
す
場
所
で
あ
る

と
。そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
か
め
る
両
堂

で
の
お
勤
め
で
し
た
ね
。

木
越
　浄
土
真
宗
の
教
え
は「
念
仏
申
せ
」と
い

う
明
瞭
な
も
の
で
す
。し
か
し
、そ
の「
念
仏
申

せ
」と
い
う
教
え
に
対
し
、す
ぐ
に「
は
い
」と
反

応
で
き
な
い
の
が
私
で
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
な

私
で
あ
る
こ
と
を
、両
堂
で
多
く
の
方
々
と
共

に
お
勤
め
を
す
る
こ
と
で
気
づ
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。堂
内
に
鳴
り
響
く
念
仏
の
中
で
、共

に
念
仏
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
身
と
な
る
。法
要

に
お
参
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
こ
と
を
体

験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

木
越

　慶
讃
法
要
は
、宗
祖
の
御
誕
生
と
共
に

立
教
開
宗
を
機
縁
と
す
る
も
の
で
す
が
、立
教

な
さ
い
」と
言
い
当
て
た
と
い
う
教
説
が
あ
り
ま

す
。「
道
を
求
め
て
来
た
」と
い
う
の
は
、教
え
ら

れ
て
初
め
て
気
づ
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

木
越

　こ
の
た
び
の
法
要
で
は
、広
い
御
堂
に

参
ら
れ
、座
っ
て
ホ
ッ
と
し
た
時
に
、そ
の
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。そ
し
て「
お
の
お
の
」で
す
か

ら
、一
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。自

分
一
人
の
求
道
心
で
来
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、周
囲
の
人
び
と
や
環
境
に
押
し
出
さ
れ
て

来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。法
要
に
参
る

こ
と
を
と
お
し
て
、深
い
つ
な
が
り
と
い
う
も
の

を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

宮
下

　今
回
の
法
要
で
は
、両
堂
に
響
き
渡
る

「
正
信
偈
」が
印
象
的
で
し
た
が
、出
仕
し
た
僧

侶
だ
け
で
な
く
、参
拝
し
た
皆
で
一
同
に
お
勤
め

開
宗
と
い
う
の
は『
教
行
信
証
』を
と
お
し
て
宗

祖
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
思

い
ま
す
。宗
祖
直
筆
の『
教
行
信
証
』で
あ
る「
坂

東
本
」は
、関
東
の
御
同
行
が
守
り
抜
か
れ
、現

在
は
当
派
が
所
蔵
し
、慶
讃
期
間
中
に
は
京
都

国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た「
親
鸞
生
涯
と
名

宝
」展
に
も
出
展
さ
れ
ま
し
た
。宗
祖
が
三
十
年

間
お
手
も
と
に
置
き
、筆
を
入
れ
ら
れ
続
け
た

「
坂
東
本
」の
肉
筆
を
と
お
し
て
、私
自
身
の
聞

法
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
ま
す
。例
え
ば「
行
巻
」

の
標
挙
の
文
の
と
こ
ろ
は
、も
と
も
と
は「
真
実

の
行

　選
択
の

行
」と
書
か
れ
て

い
た
と
こ
ろ
に

「
浄
土
」「
本
願
」

と
書
き
加
え
ら

れ
、「
浄
土
真
実

の
行

　選
択
本

願
の
行
」と
な
っ

て
い
ま
す
。私
は

そ
の
肉
筆
を
見

た
時
に
衝
撃
を

受
け
ま
し
た
。そ
れ
ま
で「
真
実
、真
実
」と
当
た

り
前
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、宗
祖
は
浄

土
が
な
け
れ
ば
真
実
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ

と
を
、こ
の
よ
う
に
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、私
に
注
意
を
促
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

宮
下

　参
拝
接
待
所
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は「
慶
讃

テ
ー
マ
館
」が
催
さ
れ
、そ
こ
に「
坂
東
本
」の「
正

信
偈
」部
分
の
写
真
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
、そ
れ
を
見
に
来
ら
れ
た
あ
る
ご
門
徒

が
、「
正
信
偈
」の
随
所
に
た
く
さ
ん
線
が
引
か
れ

た
り
、書
き
直
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
に
気
づ
い

て
、係
の
職
員
に「
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
間
違
わ

れ
た
の
で
す
ね
」と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。確
か
に

そ
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、親
鸞
聖
人
は
何
度

も
書
き
換
え
て
は
思
索
を
す
る
と
い
う
こ
と
を

重
ね
ら
れ
て
、伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
を

考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

木
越
　「坂
東
本
」『
教
行
信
証
』は
、宗
祖
の
七
百

五
十
回
御
遠
忌
の
際
に
御
修
復
が
な
さ
れ
、影
印

本
が
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、展
示
や
出
版
物

を
と
お
し
て
、宗
門
の
よ
り
多
く
の
僧
侶
・
門
徒
の

方
々
に
、実
際
に
親
鸞
聖
人
の
肉
筆
に
出
遇
っ
て

い
た
だ
き
、ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
注
意
を
な
さ
っ
て

お
ら
れ
る
の
か
、私
た
ち
が
唱
え
て
い
る
正
信
偈

は
、ど
れ
ほ
ど
多
く
の
ご
苦
労
や
思
索
の
深
ま
り

を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
、ぜ
ひ
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮
下
　そ
の
一
方
で
、こ
の
た
び
の
慶
讃
記
念
と

し
て
刊
行
さ
れ
た『
宗
祖
親
鸞
聖
人
著
作
集
一
』

に
は
、「
坂
東
本
」『
教
行
信
証
』の
書
き
下
し
文

が
、す
べ
て
に
ル
ビ
を
振
っ
て
収
め
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、誰
も
が
求
め
れ
ば

「
坂
東
本
」『
教
行
信
証
』を
読
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。や
は
り
声
に
出
し
て

読
ま
な
け
れ
ば
、心
に
は
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。つ

い
に
こ
こ
ま
で
来
た
か
と
、大
変
あ
り
が
た
く

思
っ
て
い
ま
す
。立
教
開
宗
と
い
う
の
は『
教
行

信
証
』に
尽
き
る
わ
け
で
す
か
ら
、親
鸞
聖
人
が

『
教
行
信
証
』を
書
か
れ
た
意
義
を
、こ
れ
か
ら

も
共
に
尋
ね
続
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。（

続
く
）

私
に
と
っ
て
の
慶
讃
法
要

       ―
真
宗
門
徒
で
あ
る
こ
と
の
原
点
（
上
）

木
越
　私
は
法
要
の
毎
座
の
お
勤
め
が
終
わ
っ

た
後
、御
影
堂
門
に
立
っ
て
、お
参
り
の
方
を
お

見
送
り
し
た
の
で
す
が
、帰
っ
て
行
か
れ
る
方
の

表
情
が
非
常
に
明
る
か
っ
た
の
で
す
ね
。慶
讃

法
要
を
迎
え
る
ま
で
の
約
三
年
間
、私
た
ち
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
っ
て
、非
常

に
窮
屈
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

お
参
り
の
時
間
は
、コ
ロ
ナ
の
苦
難
か
ら
解
放

さ
れ
る
よ
う
な
時
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ま
し
た
。ま
た
、こ
の
法
要
は
、お
寺
に
集

う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
、集
っ
て
人
と

会
う
こ
と
の
喜
び
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
機

会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

宮
下

　慶
讃
法
要
に
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の

方
々
が
お
参
り
に
な
ら
れ
、「
真
宗
の
原
風
景
」

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
触
れ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。皆
さ
ん
は
、何
を
求
め
て
集
ま
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。『
歎
異
抄
』の「
お
の
お
の
十
余

か
国
の
さ
か
い
を
こ
え
て
」と
い
う
言
葉
も
思
い

起
こ
さ
れ
ま
す
が
、誘
わ
れ
て
来
ら
れ
た
方
も
い

た
で
し
ょ
う
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
動
機
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。そ
の
こ
と
に

つ
い
て
親
鸞
聖
人
は「
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い

き
か
ん
が
た
め
な
り
」と
言
わ
れ
ま
す
が
、そ
れ

は
誰
も
が
実
は「
道
を
求
め
て
来
た
の
だ
」と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。『
阿
含
経
』の
中
に
も
、

釈
尊
の
も
と
に
来
た
傲
慢
な
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ

（
婆
羅
門
）に
対
し
、釈
尊
が「
あ
な
た
は
自
分
の

慢
心
を
養
う
た
め
に
こ
こ
に
来
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。道
を
求
め
て
来
た
、そ
の
心
を
養
い

木
越 

渉 

宗
務
総
長 

宮
下 

晴
輝 

教
学
研
究
所
長

『
教
行
信
証
』を
と
お
し
て
宗
祖
を
感
じ
る

真
宗
の
原
風
景

両
堂
同
時
の
お
勤
め

対
談

おお ふじ み ほ

だ
い
ひ

む
け
ん

わ
れ

げ
ん

お
う

よ
う

し
ん
そ
う
ず

が

じ
ょ
う

き
ょ
う
さ
ん

し
ょ
う

た
ん
に

は
か

ご
う

じ
ょ
う

し
ゅ
う

も
の
う

し
ょ
う

きみ
や
し
た

せ
い

き

ご
し

わ
た
る

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

し
ん

き
ょ
う
さ
ん

き
ゅ
う
く
つ

し
ょ
う

た
ん

じ
ょ
う

お
う

き
ょ
う

し
ゃ
く

あ

そ
ん

ご
う

ば
ま
ん
し
ん ら

も
ん

ま
ん

ご
ん

ご
く
ら
く

に

き
ょ
う
せ
つ

し
ょ
う

ど
う
ぼ
う

り
ょ
う

き
ょ
う

ぎ
ょ
う

ひ
ょ
う

じ
ゃ
く

せ
ん

こ

も
ん

え
い
い
ん

ぼ
ん

ぎ
ょ
う
の
ま
き

む

じ
ゅ

し
ょ
ぶ
つ

ば
ん

ど
う
ぼ
ん

ど
う

わ

き
ゅ
う
ど
う
し
ん
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今
月
の

法
話

　「
私
は
マ
マ
の
せ
い
で
自
己
肯
定
感
が

持
て
な
い
人
間
に
な
っ
た
。マ
マ
か
ら
の

愛
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
」こ
れ
は
、私
が

十
八
歳
の
娘
に
実
際
に
言
わ
れ
た
言
葉

で
す
。

　
娘
は
生
来
、対
人
関
係
が
う
ま
く
築

け
ず
、人
と
話
す
こ
と
が
苦
手
と
い
う
特

性
が
あ
り
、生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
ま

す
。小
中
学
校
で
は
通
常
校
内
の
特
別

支
援
学
級
に
在
籍
し
て
い
ま
し
た
。

　
私
は
娘
に
社
会
性
を
身
に
つ
け
て
ほ
し

い
、そ
の
た
め
に
は
学
校
に
行
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
、医
療
機
関
・
学
校
・
行
政
と
何

度
も
相
談
を
重
ね
、保
護
者
向
け
の
勉

強
会
に
も
た
び
た
び
足
を
運
び
、こ
の
こ

と
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
ま

し
た
。し
か
し
、冒
頭
の
言
葉
が
娘
の
気

持
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

　
娘
は
こ
う
続
け
ま
し
た
。「
マ
マ
は
何

が
あ
っ
て
も
学
校
に
行
か
せ
よ
う
と
し

た
。学
校
に
行
き
た
く
な
い
日
が
あ
っ
て

も
、そ
の
自
由
を
認
め
て
く
れ
な
か
っ
た
。

小
さ
い
頃
か
ら
自
分
の
意
志
が
尊
重
さ

れ
て
い
な
い
と
感
じ
、そ
の
せ
い
で
自
己

肯
定
感
が
持
て
な
い
。こ
れ
は
マ
マ
の
育

て
方
の
せ
い
だ
」と
。

　
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
の
私
の
シ
ョッ

ク
は
、ご
想
像
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
、学
校
で
は
娘
へ
の
万
全
の
支
援
体

制
が
整
っ
て
い
る
。だ
か
ら
、遅
刻
や
早

退
は
あ
っ
て
も
学
校
に
行
く
こ
と
。そ
し

て
学
校
に
行
け
た
と
い
う
達
成
感
の
積

み
重
ね
が
自
己
肯
定
感
に
も
つ
な
が
る

と
信
じ
、こ
れ
が
愛
情
だ
と
疑
わ
ず
娘
に

接
し
て
き
た
の
で
す
。と
こ
ろ
が
、そ
れ
は

違
う
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。こ

の
娘
の
告
白
に
、私
は
目
の
前
が
真
っ
暗

に
な
る
一
方
、不
思
議
と
目
の
前
に
一
筋

の
光
が
差
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
も
な

り
ま
し
た
。な
ぜ
な
ら
、娘
の
あ
る
が
ま

ま
を
肯
定
で
き
て
い
な
い
我
が
身
の
事

実
に
気
づ
い
た
か
ら
で
す
。

　
　
大
悲
無
倦
常
照
我

　
　
　
　
　
　  
（『
真
宗
聖
典
』二
〇
七
頁
）

　
親
鸞
聖
人
は「
正
信
偈
」の
中
で「
大

悲
倦
き
こ
と
な
く
、常
に
我
を
照
し
た
ま

う
」と
う
た
わ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。元
々

は
源
信
僧
都
が『
往
生
要
集
』の
中
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
お
言
葉
で
す
。「
大
悲
」と

は
、文
字
だ
け
を
見
る
と
非
常
に
暗
い
印

象
で
す
が
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
平
等

に
開
か
れ
た
阿
弥
陀
様
の
世
界
の
こ
と

で
あ
り
、私
に
は
と
て
つ
も
な
く
大
き

な
喜
び
に
満
ち
た
言
葉
と
し
て
響
い
て

き
ま
す
。

　
私
は
娘
に
対
し
て
費
や
し
た
時
間
と

労
力
、愛
情
へ
の
見
返
り
や
成
果
を
求
め

て
い
ま
し
た
。私
の
愛
情
が
正
当
に
評
価

さ
れ
た
か
っ
た
の
で
す
。し
か
し
、こ
れ
ら

は
す
べ
て
私
の
物
差
し
で
し
か
な
か
っ
た

の
で
す
。「
大
悲
無
倦
常
照
我
」と
は
、

「
仏
の
大
悲
は
見
捨
て
る
こ
と
な
く
、常

に
我
が
身
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
」と
い

う
意
味
で
す
。人
間
は
ど
こ
ま
で
も
自
己

中
心
的
で
、自
身
の
行
為
に
対
し
て
見
返

り
や
正
当
な
評
価
を
求
め
る
存
在
で
す
。

こ
の
人
と
し
て
の
在
り
方
を
思
い
知
ら
さ

れ
、人
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
そ
の
も
の

が
大
き
な
悲
し
み
を
背
負
っ
て
い
る
と
気

づ
か
さ
れ
た
時
、身
の
事
実
に
対
す
る
深

い
う
な
ず
き
の
中
か
ら
沸
き
上
が
る
大
き

な
喜
び
の
言
葉
、そ
れ
が「
南
無
阿
弥
陀

仏
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、阿
弥

陀
様
の
世
界
と
は
、こ
の
世
界
の
ど
こ
か

に
実
体
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、身

の
事
実
へ
の
自
覚
か
ら
転
じ
ら
れ
た
見
方

な
の
で
は
な
い
か
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　
慶
讃
テ
ー
マ「
南
無
阿
弥
陀
仏
　
人

と
生
ま
れ
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ

う
」と
は
、大
悲
に
照
ら
さ
れ
た
我
が
身

の
事
実
に
ど
こ
ま
で
も
向
き
合
い
続
け

よ
う
、と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
五
月
に
、何
と
し
て
も
真
宗
本
廟

に
お
参
り
し
て「
親
鸞
展
」を
見
た
い
と

思
い
、新
潟
県
か
ら
日
帰
り
で
京
都
を
訪

れ
ま
し
た
。学
生
時
代
に
京
都
に
住
ん
で

い
た
時
に
は
大
き
な
歴
史
的
建
造
物
の

本
山
と
い
う
認
識
で
し
か
な
か
っ
た
と
こ

ろ
が
、今
で
は
ど
う
し
て
も
尋
ね
た
い
真

宗
本
廟
＝
真
実
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
だ

さ
る
と
こ
ろ
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。『
歎
異

抄
』第
二
条
に「
お
の
お
の
十
余
か
国
の

さ
か
い
を
こ
え
て
」と
あ
る
よ
う
に
、八
百

年
前
に
は
幾
日
も
か
け
て
、い
く
つ
も
の

国
境
を
越
え
て
多
く
の
方
が
お
参
り
さ

れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。そ
れ
が
今
で
は
日

帰
り
で
行
け
て
、YouT

ube

の
ラ
イ
ブ

配
信
で
も
法
要
に
お
会
い
で
き
る
時
代
で

す
。し
か
し
、時
代
は
変
わ
っ
て
も
人
間
の

真
実
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
が
娘
の
た
め
に
愛
情
だ
と
信
じ
て

や
っ
て
き
た
こ
と
と
、娘
が
本
当
に
望
ん

で
い
た
こ
と
、ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
し
ょ

う
か
。そ
れ
は
、ど
ち
ら
も
正
し
く
て
、ど

ち
ら
も
正
し
く
な
い
、そ
う
、正
解
は
な

い
の
だ
と
思
い
ま
す
。な
ぜ
な
ら
、私
た

ち
人
間
は
、自
分
の
置
か
れ
た
境
遇
で
自

分
の
物
差
し
で
し
か
物
事
を
量
れ
な
い
、

そ
の
よ
う
な
業
を
背
負
っ
て
人
と
し
て
生

ま
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

　
私
は
我
が
子
の
存
在
か
ら
、「
大
悲
無

倦
常
照
我
」の
世
界
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。私
と
娘
は
こ
れ
か
ら
も
ぶ
つ
か
り
続

け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。し
か
し
、最
も
近

く
て
最
も
遠
い
娘
の
存
在
を
有
り
難
く

い
た
だ
き
な
が
ら
、お
念
仏
の
生
活
を

送
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「大悲」をいただく喜び

「
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
。

真
宗
本
廟
で
は
、3
月
25
日
か
ら
4
月
29
日
に
か
け
て「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年・

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
」が
厳
修
さ
れ
、5
月
5
日
に
は「
子
ど
も
の
つ
ど
い
」が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。真
宗
本
廟
で
勤
ま
っ
た
慶
讃
法
要
の
意
義
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、今
後
各
教
区
で

慶
讃
法
要
が
勤
ま
る
こ
と
を
願
い
、木
越
渉
宗
務
総
長
と
宮
下
晴
輝
教
学
研
究
所
長
と
の

対
談
を
、今
号
か
ら
二
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
し
ま
す
。

ち
ょ
う
も
ん

を
す
る「
同
朋
唱
和
」の
伝
統
は
、百
年
前
の
立

教
開
宗
七
百
年
紀
念
法
要
の
時
か
ら
新
た
に
始

ま
っ
た
よ
う
で
す
。

木
越

　そ
う
で
す
ね
。そ
し
て
、こ
の
た
び
の
慶
讃

法
要
で
は
、宗
門
の
歴
史
上
で
初
め
て
、阿
弥
陀
堂
・

御
影
堂
の
両
堂
で
同
時
に
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。

宮
下

　阿
弥
陀
堂
に
は
、阿
弥
陀
仏
を
中
心

に
、法
と
し
て
の
本
願
が
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
本
願
か
ら
釈
尊
を
は
じ
め
と
す
る
諸
仏
が

生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、『
無
量
寿
経
』に

よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、諸
仏
と
し
て

の
親
鸞
聖
人
と
出
遇
っ
て
い
く
場
所
が
御
影
堂

で
す
ね
。そ
し
て
、そ
の
親
鸞
聖
人
の
浄
土
真
宗

の
教
え
が
、ま
さ
に
諸
仏
を
生
み
出
す
阿
弥
陀

仏
の
本
願
を
教
え
て
く
だ
さ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。浄
土
と
は
、諸
仏
を
生
み
出
す
場
所
で
あ
る

と
。そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
か
め
る
両
堂

で
の
お
勤
め
で
し
た
ね
。

木
越
　浄
土
真
宗
の
教
え
は「
念
仏
申
せ
」と
い

う
明
瞭
な
も
の
で
す
。し
か
し
、そ
の「
念
仏
申

せ
」と
い
う
教
え
に
対
し
、す
ぐ
に「
は
い
」と
反

応
で
き
な
い
の
が
私
で
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
な

私
で
あ
る
こ
と
を
、両
堂
で
多
く
の
方
々
と
共

に
お
勤
め
を
す
る
こ
と
で
気
づ
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。堂
内
に
鳴
り
響
く
念
仏
の
中
で
、共

に
念
仏
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
身
と
な
る
。法
要

に
お
参
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
こ
と
を
体

験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

木
越

　慶
讃
法
要
は
、宗
祖
の
御
誕
生
と
共
に

立
教
開
宗
を
機
縁
と
す
る
も
の
で
す
が
、立
教

な
さ
い
」と
言
い
当
て
た
と
い
う
教
説
が
あ
り
ま

す
。「
道
を
求
め
て
来
た
」と
い
う
の
は
、教
え
ら

れ
て
初
め
て
気
づ
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

木
越

　こ
の
た
び
の
法
要
で
は
、広
い
御
堂
に

参
ら
れ
、座
っ
て
ホ
ッ
と
し
た
時
に
、そ
の
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。そ
し
て「
お
の
お
の
」で
す
か

ら
、一
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。自

分
一
人
の
求
道
心
で
来
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、周
囲
の
人
び
と
や
環
境
に
押
し
出
さ
れ
て

来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。法
要
に
参
る

こ
と
を
と
お
し
て
、深
い
つ
な
が
り
と
い
う
も
の

を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

宮
下

　今
回
の
法
要
で
は
、両
堂
に
響
き
渡
る

「
正
信
偈
」が
印
象
的
で
し
た
が
、出
仕
し
た
僧

侶
だ
け
で
な
く
、参
拝
し
た
皆
で
一
同
に
お
勤
め

開
宗
と
い
う
の
は『
教
行
信
証
』を
と
お
し
て
宗

祖
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
思

い
ま
す
。宗
祖
直
筆
の『
教
行
信
証
』で
あ
る「
坂

東
本
」は
、関
東
の
御
同
行
が
守
り
抜
か
れ
、現

在
は
当
派
が
所
蔵
し
、慶
讃
期
間
中
に
は
京
都

国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た「
親
鸞
生
涯
と
名

宝
」展
に
も
出
展
さ
れ
ま
し
た
。宗
祖
が
三
十
年

間
お
手
も
と
に
置
き
、筆
を
入
れ
ら
れ
続
け
た

「
坂
東
本
」の
肉
筆
を
と
お
し
て
、私
自
身
の
聞

法
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
ま
す
。例
え
ば「
行
巻
」

の
標
挙
の
文
の
と
こ
ろ
は
、も
と
も
と
は「
真
実

の
行

　選
択
の

行
」と
書
か
れ
て

い
た
と
こ
ろ
に

「
浄
土
」「
本
願
」

と
書
き
加
え
ら

れ
、「
浄
土
真
実

の
行

　選
択
本

願
の
行
」と
な
っ

て
い
ま
す
。私
は

そ
の
肉
筆
を
見

た
時
に
衝
撃
を

受
け
ま
し
た
。そ
れ
ま
で「
真
実
、真
実
」と
当
た

り
前
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、宗
祖
は
浄

土
が
な
け
れ
ば
真
実
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ

と
を
、こ
の
よ
う
に
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、私
に
注
意
を
促
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

宮
下

　参
拝
接
待
所
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は「
慶
讃

テ
ー
マ
館
」が
催
さ
れ
、そ
こ
に「
坂
東
本
」の「
正

信
偈
」部
分
の
写
真
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
、そ
れ
を
見
に
来
ら
れ
た
あ
る
ご
門
徒

が
、「
正
信
偈
」の
随
所
に
た
く
さ
ん
線
が
引
か
れ

た
り
、書
き
直
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
に
気
づ
い

て
、係
の
職
員
に「
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
間
違
わ

れ
た
の
で
す
ね
」と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。確
か
に

そ
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、親
鸞
聖
人
は
何
度

も
書
き
換
え
て
は
思
索
を
す
る
と
い
う
こ
と
を

重
ね
ら
れ
て
、伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
を

考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

木
越
　「坂
東
本
」『
教
行
信
証
』は
、宗
祖
の
七
百

五
十
回
御
遠
忌
の
際
に
御
修
復
が
な
さ
れ
、影
印

本
が
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、展
示
や
出
版
物

を
と
お
し
て
、宗
門
の
よ
り
多
く
の
僧
侶
・
門
徒
の

方
々
に
、実
際
に
親
鸞
聖
人
の
肉
筆
に
出
遇
っ
て

い
た
だ
き
、ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
注
意
を
な
さ
っ
て

お
ら
れ
る
の
か
、私
た
ち
が
唱
え
て
い
る
正
信
偈

は
、ど
れ
ほ
ど
多
く
の
ご
苦
労
や
思
索
の
深
ま
り

を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
、ぜ
ひ
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮
下
　そ
の
一
方
で
、こ
の
た
び
の
慶
讃
記
念
と

し
て
刊
行
さ
れ
た『
宗
祖
親
鸞
聖
人
著
作
集
一
』

に
は
、「
坂
東
本
」『
教
行
信
証
』の
書
き
下
し
文

が
、す
べ
て
に
ル
ビ
を
振
っ
て
収
め
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、誰
も
が
求
め
れ
ば

「
坂
東
本
」『
教
行
信
証
』を
読
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。や
は
り
声
に
出
し
て

読
ま
な
け
れ
ば
、心
に
は
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。つ

い
に
こ
こ
ま
で
来
た
か
と
、大
変
あ
り
が
た
く

思
っ
て
い
ま
す
。立
教
開
宗
と
い
う
の
は『
教
行

信
証
』に
尽
き
る
わ
け
で
す
か
ら
、親
鸞
聖
人
が

『
教
行
信
証
』を
書
か
れ
た
意
義
を
、こ
れ
か
ら

も
共
に
尋
ね
続
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。（

続
く
）

私
に
と
っ
て
の
慶
讃
法
要

       ―

真
宗
門
徒
で
あ
る
こ
と
の
原
点
（
上
）

木
越
　私
は
法
要
の
毎
座
の
お
勤
め
が
終
わ
っ

た
後
、御
影
堂
門
に
立
っ
て
、お
参
り
の
方
を
お

見
送
り
し
た
の
で
す
が
、帰
っ
て
行
か
れ
る
方
の

表
情
が
非
常
に
明
る
か
っ
た
の
で
す
ね
。慶
讃

法
要
を
迎
え
る
ま
で
の
約
三
年
間
、私
た
ち
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
っ
て
、非
常

に
窮
屈
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

お
参
り
の
時
間
は
、コ
ロ
ナ
の
苦
難
か
ら
解
放

さ
れ
る
よ
う
な
時
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ま
し
た
。ま
た
、こ
の
法
要
は
、お
寺
に
集

う
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
、集
っ
て
人
と

会
う
こ
と
の
喜
び
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
機

会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

宮
下

　慶
讃
法
要
に
は
本
当
に
た
く
さ
ん
の

方
々
が
お
参
り
に
な
ら
れ
、「
真
宗
の
原
風
景
」

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
触
れ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。皆
さ
ん
は
、何
を
求
め
て
集
ま
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。『
歎
異
抄
』の「
お
の
お
の
十
余

か
国
の
さ
か
い
を
こ
え
て
」と
い
う
言
葉
も
思
い

起
こ
さ
れ
ま
す
が
、誘
わ
れ
て
来
ら
れ
た
方
も
い

た
で
し
ょ
う
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
動
機
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。そ
の
こ
と
に

つ
い
て
親
鸞
聖
人
は「
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い

き
か
ん
が
た
め
な
り
」と
言
わ
れ
ま
す
が
、そ
れ

は
誰
も
が
実
は「
道
を
求
め
て
来
た
の
だ
」と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。『
阿
含
経
』の
中
に
も
、

釈
尊
の
も
と
に
来
た
傲
慢
な
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ

（
婆
羅
門
）に
対
し
、釈
尊
が「
あ
な
た
は
自
分
の

慢
心
を
養
う
た
め
に
こ
こ
に
来
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。道
を
求
め
て
来
た
、そ
の
心
を
養
い

木
越 

渉 

宗
務
総
長 

宮
下 

晴
輝 

教
学
研
究
所
長

『
教
行
信
証
』を
と
お
し
て
宗
祖
を
感
じ
る

真
宗
の
原
風
景

両
堂
同
時
の
お
勤
め

対
談

おお ふじ み ほ

だ
い
ひ

む
け
ん

わ
れ

げ
ん

お
う

よ
う

し
ん
そ
う
ず

が

じ
ょ
う

き
ょ
う
さ
ん

し
ょ
う

た
ん
に

は
か

ご
う

じ
ょ
う

し
ゅ
う

も
の
う

し
ょ
う

きみ
や
し
た

せ
い

き

ご
し

わ
た
る

き
ょ
う
ぎ
ょ
う

し
ょ
う

し
ん

き
ょ
う
さ
ん

き
ゅ
う
く
つ

し
ょ
う

た
ん

じ
ょ
う

お
う

き
ょ
う

し
ゃ
く

あ

そ
ん

ご
う

ば
ま
ん
し
ん ら

も
ん

ま
ん

ご
ん

ご
く
ら
く

に

き
ょ
う
せ
つ

し
ょ
う

ど
う
ぼ
う

り
ょ
う

き
ょ
う

ぎ
ょ
う

ひ
ょ
う

じ
ゃ
く

せ
ん

こ

も
ん

え
い
い
ん

ぼ
ん

ぎ
ょ
う
の
ま
き

む

じ
ゅ

し
ょ
ぶ
つ

ば
ん

ど
う
ぼ
ん

ど
う

わ

き
ゅ
う
ど
う
し
ん

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／
shuppan@higashihonganji.or.jp
FAX／075-371-9211
〒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」
◇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

『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

（9） （8）2023年（令和5年）9月1日 2023年（令和5年）9月1日  第790号   第790号 朋新聞同朋新聞同
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●○印＝教務支所所在地

奄美

田
高

山
高

豊
日

本
熊

岡
高

東京

東北
北海道

能登 富
山 新

潟
金沢

小松大聖寺

長浜

京都

山陽

四国
九州

福井
岐阜高山

岡崎

名古屋
大垣

三
重

大
阪

沖縄

●

●

●

●
●

●
●

●●
●
●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

奥羽

大聖寺

沖縄開教本部
（準開教区）

福岡

長崎

鹿児島

■全国教区別地図　2023年7月1日現在

●印＝教務所所在地・開教監督部所在地
●○印＝教務支所所在地

奄美

田
高

山
高

豊
日

本
熊

岡
高

東京

東北
北海道

能登 富
山 新

潟
金沢

小松大聖寺

長浜

京都

山陽

四国
九州

福井
岐阜高山

岡崎

名古屋
大垣

三
重

大
阪

沖縄

●

●

●

●
●

●
●

●●
●
●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

奥羽

大聖寺

沖縄開教本部
（準開教区）

福岡

長崎

鹿児島

■全国教区別地図　2023年7月1日現在

●印＝教務所所在地・開教監督部所在地
●○印＝教務支所所在地

奄美

田
高

山
高

豊
日

本
熊

岡
高

東京

東北
北海道

能登 富
山 新

潟
金沢

小松大聖寺

長浜

京都

山陽

四国
九州

福井
岐阜高山

岡崎

名古屋
大垣

三
重

大
阪

沖縄

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・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、「渉成園展」開催中～10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

9月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（27日10時～）
※毎週火曜日、24日は休会、その他都合により休会する場合があります。

9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】♦9月3日…蓮岡修（絵本屋きんだあらんど店主）♦10日…武田浩学
（公益財団法人中村元東方研究所非常勤研究員）♦17日…休会♦24日…休会
交流ギャラリー（1階） 【時間】開館時間に同じ
「梅林秀行さんと歩く 東本願寺 水と緑の散歩道」展　
【期間】10月4日（水）～12月18日（月）　
しんらん交流館 Tera School 【場所】1階 すみれの間
【日時】毎週月・金曜日　18時30分～20時30分
【対象】小学3年生～高校3年生　※幼児教室もあります。   http://www.teraschool.jp

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

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

◇

◇

◇

◇

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

　『
同
朋
新
聞
』２
０
２
３
年
６
月
号
の
７
面
、

慶
讃
法
要
期
間
中
の
帰
敬
式
の
記
事
の
中
に

「
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
」と
い
う
言
葉
が
載
っ

て
い
た
の
を
読
み
、50
年
以
上
前
に
お
か
み
そ

り
を
受
け
た
こ
と
を
思
い
返
し
ま
し
た
。

　
私
の
家
は
代
々
大
谷
派
の
お
寺
の
門
徒

で
、両
親
も
帰
敬
式
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

そ
の
影
響
で
私
も
受
け
た
い
と
思
い
、や
っ
と

機
会
に
恵
ま
れ
て
受
式
し
ま
し
た
。式
が
終

わ
る
と
、そ
の
時
に
抱
え
て
い
た
思
い
が
吹
っ

切
れ
た
よ
う
な
、一
つ
荷
物
を
下
ろ
せ
た
よ

う
な
心
地
が
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
私
も
仏
弟
子
の
一
人
だ
と
い
う
こ
と
を

ゆ
っ
く
り
考
え
て
み
ま
し
た
。同
じ
方
向
を

向
い
た
方
々
と
共
に
、広
い
世
界
に
身
を
置

い
て
い
る
こ
と
を
思
い
な
が
ら
手
を
合
わ
せ

て
お
り
ま
す
。

読者のお便り

福
島
県
郡
山
市 

帰
山
久
子（
73
歳
）

帰
敬
式
を
受
け
て

約15分

約15分

約25分

勤行後約1時間

約25分

教区及び組の改編

　宗門では社会環境が激変していく時代にあって、将来にわたってお念仏の教えを手渡していく教化・
財政づくりのため、「教区及び組の改編」を進めています。
　2023年6月、宗派の最高議決機関である宗会において、新潟県内の三条・高田教区、富山県内の富山・
高岡教区、石川県内の小松・大聖寺教区の新教区発足についての議決がなされ、7月1日付で新潟教区、
富山教区、小松大聖寺教区が発足しました。また、九州教区の「久留米組」と「三井東組」が合併し、新た
に「久留米三井組」が発足しました。これにより、全国20教区、393カ組体制となりました。

～一カ寺に聞法の場を開く～

　新潟教区では、一カ
寺、組、教区等の教化組
織がそれぞれ連動し、
「一カ寺に聞法の場を開
く」ことに集約されるよ
う、教化事業を展開して
いきます。

　また、旧三条教務所を「新潟
教務所」、旧高田教務所を「高
田教務事務所」とし、高田教務
事務所では、金員の取り扱いを
除いた従来通りの教務所事務
を行います。
※高田教務事務所では、授与物、諸願事、
出版物は取次業務のみとなります。

～「人の育成」を
　教化の柱とする～

　富山教区では一人の念
仏者の誕生をめざし、教
化本部長を中心とした教
化本部体制を構築し、
様々な人と人の交流を通
して教区人が主体となる
教区教化に取り組みます。

　また、旧富山教務所を「富山
教務所」、旧高岡教務所を「高
岡教務支所」とし、高岡教務所
支所では、相続講奨励、総合相
談、諸願事等、従来通りの教務
所事務を行います。

新潟教区ホームページ

小松大聖寺教区ホームページ

～御講の維持と発展強化へ～

　小松大聖寺教区では
両教区に連綿と受け継
がれてきた相続講（御
講）制度を、改編により
一層発展強化すべく、新
教区において施策が考
えられています。

　また、旧小松教務所を「小松
大聖寺教務所」、旧大聖寺教務
所を「大聖寺教務支所」とし、大
聖寺教務支所では所員が出向
して相続講事務（相続講金の収
納）等を取り扱います。
※大聖寺教務支所では、授与物や法人事
務、諸願事等は取り扱いません。

富山教区ホームページ

「新潟教区」「
富山教区」「小松大聖寺教区」発足！

九州教区「久留米三井組」誕生！

新潟
教区

小松
大聖寺
教区

富山
教区

「行財政改革検討委員会協議進捗報告」に関する
アンケートへご協力ください

　9月1日から10月31日まで、「行財政改革検討委員
会協議進捗報告」（8月号11面掲載）に関するアン
ケートを実施します。
　今後の行財政改革推進のため、報告書をお読みに
なった感想やご意見をぜひお寄せください。

アンケートは
こちらから⬇

報告書は
こちらから⬇

宗務改革推進本部  電話：075-371-9222お問い合わせ

2023年7月の大雨によって、九州、東北をはじめ全国各地で被害に遭わ
れました寺院・教会、ご門徒並びに被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い
申しあげます。  真宗大谷派（東本願寺）

加藤未唯選手 東本願寺を訪問
　7月21日、本年6月の全仏オープン・混合ダ
ブルスで優勝したプロテニスプレイヤー、加藤
未唯選手が東本願寺を訪問。木越渉宗務総長
から記念品が贈られた。加藤選手は、七日講会
員 植彌加藤造園（株）の加藤大貴会長のご息
女で、幼い頃、ご両親と一緒に東本願寺を訪れ
ていたそうだ。「本日は歓迎していただいて嬉しいです。皆さんの応援の
おかげで、混合ダブルスで優勝することができました。次は女子ダブル
スで優勝します。今後とも応援よろしくお願いします」と喜びを語った。

　6月24日から25日、池の平青少幼年センター（新潟県妙高市）において「池の平青少幼年セ
ンター50周年記念イベント」が開催され、両日あわせて約500人が参加した。
　24日にはセンターの芝生の広場で50周年記念式典が開催され、木越渉宗務総長から「こ
のセンターは念仏申す仲間のご縁を深めていく大切な場であり、次の世代に受け継がれるこ
とができるよう皆さんと協力していきたい」と挨拶があった。また、夕方のレセプションでは大
谷裕新門から初めてお越しになった感想を「四季あふれる自然豊かな場所に宗派の研修施設
があるということに大変驚き、ここにこれまで数多の方々のお念仏の声が響きわたり、仏さま
の教えが培われてきた歴史に思いを馳せ、感銘をうけました」と述べられた。

　25日の「50周年記念マルシェ」では、全国の青少幼年団
体や地元の福祉団体などが多数出店し、大人も子どもも
自然の中で楽しみながら、50周年を祝った。また、館内では
50年の歩みの展示を行い、たくさんの写真を親子3代で確
認する姿もあった。参加者、スタッフともにこれまでの歩み
を確かめ、次世代へとつなげていく大きな節目となった。

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業
「池の平青少幼年センター50周年記念イベント」開催

真宗本廟での
慶讃法要を終えて

宗務総長の
メッセージ動画を公開

　本年3月25日（土）から4月29日（土）ま
で真宗本廟（東本願寺）で厳修された
「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教
開宗八百年慶讃法要」を終えて、木越渉
宗務総長からのメッセージ動画を公開
しました。ぜひご覧ください。

動画は
こちら⬇

きょう さん

大谷裕新門挨拶

スキー汁のふるまい賑わうマルシェ
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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） 御本尊は本山からお受けしましょう

月刊『同朋』購入限定
プレゼントキャンペーン

大人お斎の
冥加金の改定について

月刊『同朋』で表紙絵をご担当いただいている北村人さん
（絵本作家＆イラストレーター）の書き下ろしイラストを
デザインしたグッズをご用意しました！

年間購読：4,200円（税込・送料込）　1冊：400円（税込・送料別）

9月1日（金）～10月31日（火）

ご注文
お問い合わせは

東本願寺へのご参拝の折には、
ぜひお斎をお召し上がりください

TEL：075-371-9189
詳しい書籍情報は 東本願寺出版 　

詳
し
く
は

⬇ 近年の物価高
騰などの事由に
より、お斎の冥加
金を2023年10月
1日より下記のとおり改定いたします。
★子どもお斎（3歳から8歳くらいまで、1人
1,000円）の冥加金の変更はありません。

改定後（23.10/1～）
4,000円

改定前
3,000円

お斎冥加金 (大人お一人あたり)

（11）  第790号   第790号 （10）2023年（令和5年）9月1日 2023年（令和5年）9月1日朋新聞同朋新聞同



ご案内

●

●

●

●
●

●
●

●●
●
●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

奥羽

大聖寺

沖縄開教本部
（準開教区）

福岡

長崎

鹿児島

■全国教区別地図　2023年7月1日現在

●印＝教務所所在地・開教監督部所在地
●○印＝教務支所所在地

奄美

田
高

山
高

豊
日

本
熊

岡
高

東京

東北
北海道

能登 富
山 新

潟
金沢

小松大聖寺

長浜

京都

山陽

四国
九州

福井
岐阜高山

岡崎

名古屋
大垣

三
重

大
阪

沖縄

●

●

●

●
●

●
●

●●
●
●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

奥羽

大聖寺

沖縄開教本部
（準開教区）

福岡

長崎

鹿児島

■全国教区別地図　2023年7月1日現在

●印＝教務所所在地・開教監督部所在地
●○印＝教務支所所在地

奄美

田
高

山
高

豊
日

本
熊

岡
高

東京

東北
北海道

能登 富
山 新

潟
金沢

小松大聖寺

長浜

京都

山陽

四国
九州

福井
岐阜高山

岡崎

名古屋
大垣

三
重

大
阪

沖縄

●

●

●

●
●

●
●

●●
●
●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

奥羽

大聖寺

沖縄開教本部
（準開教区）

福岡

長崎

鹿児島

■全国教区別地図　2023年7月1日現在

●印＝教務所所在地・開教監督部所在地
●○印＝教務支所所在地

奄美

田
高

山
高

豊
日

本
熊

岡
高

東京

東北
北海道

能登 富
山 新

潟
金沢

小松大聖寺

長浜

京都

山陽

四国
九州

福井
岐阜高山

岡崎

名古屋
大垣

三
重

大
阪

沖縄

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・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、「渉成園展」開催中～10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

9月の定例法話 【場所】1階 すみれの間　
【時間】毎日14時～（27日10時～）
※毎週火曜日、24日は休会、その他都合により休会する場合があります。

9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】♦9月3日…蓮岡修（絵本屋きんだあらんど店主）♦10日…武田浩学
（公益財団法人中村元東方研究所非常勤研究員）♦17日…休会♦24日…休会
交流ギャラリー（1階） 【時間】開館時間に同じ
「梅林秀行さんと歩く 東本願寺 水と緑の散歩道」展　
【期間】10月4日（水）～12月18日（月）　
しんらん交流館 Tera School 【場所】1階 すみれの間
【日時】毎週月・金曜日　18時30分～20時30分
【対象】小学3年生～高校3年生　※幼児教室もあります。   http://www.teraschool.jp

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

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

◇

◇

◇

◇

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

　『
同
朋
新
聞
』２
０
２
３
年
６
月
号
の
７
面
、

慶
讃
法
要
期
間
中
の
帰
敬
式
の
記
事
の
中
に

「
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
」と
い
う
言
葉
が
載
っ

て
い
た
の
を
読
み
、50
年
以
上
前
に
お
か
み
そ

り
を
受
け
た
こ
と
を
思
い
返
し
ま
し
た
。

　
私
の
家
は
代
々
大
谷
派
の
お
寺
の
門
徒

で
、両
親
も
帰
敬
式
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

そ
の
影
響
で
私
も
受
け
た
い
と
思
い
、や
っ
と

機
会
に
恵
ま
れ
て
受
式
し
ま
し
た
。式
が
終

わ
る
と
、そ
の
時
に
抱
え
て
い
た
思
い
が
吹
っ

切
れ
た
よ
う
な
、一
つ
荷
物
を
下
ろ
せ
た
よ

う
な
心
地
が
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
私
も
仏
弟
子
の
一
人
だ
と
い
う
こ
と
を

ゆ
っ
く
り
考
え
て
み
ま
し
た
。同
じ
方
向
を

向
い
た
方
々
と
共
に
、広
い
世
界
に
身
を
置

い
て
い
る
こ
と
を
思
い
な
が
ら
手
を
合
わ
せ

て
お
り
ま
す
。

読者のお便り

福
島
県
郡
山
市 

帰
山
久
子（
73
歳
）

帰
敬
式
を
受
け
て

約15分

約15分

約25分

勤行後約1時間

約25分

教区及び組の改編

　宗門では社会環境が激変していく時代にあって、将来にわたってお念仏の教えを手渡していく教化・
財政づくりのため、「教区及び組の改編」を進めています。
　2023年6月、宗派の最高議決機関である宗会において、新潟県内の三条・高田教区、富山県内の富山・
高岡教区、石川県内の小松・大聖寺教区の新教区発足についての議決がなされ、7月1日付で新潟教区、
富山教区、小松大聖寺教区が発足しました。また、九州教区の「久留米組」と「三井東組」が合併し、新た
に「久留米三井組」が発足しました。これにより、全国20教区、393カ組体制となりました。

～一カ寺に聞法の場を開く～

　新潟教区では、一カ
寺、組、教区等の教化組
織がそれぞれ連動し、
「一カ寺に聞法の場を開
く」ことに集約されるよ
う、教化事業を展開して
いきます。

　また、旧三条教務所を「新潟
教務所」、旧高田教務所を「高
田教務事務所」とし、高田教務
事務所では、金員の取り扱いを
除いた従来通りの教務所事務
を行います。
※高田教務事務所では、授与物、諸願事、
出版物は取次業務のみとなります。

～「人の育成」を
　教化の柱とする～

　富山教区では一人の念
仏者の誕生をめざし、教
化本部長を中心とした教
化本部体制を構築し、
様々な人と人の交流を通
して教区人が主体となる
教区教化に取り組みます。

　また、旧富山教務所を「富山
教務所」、旧高岡教務所を「高
岡教務支所」とし、高岡教務所
支所では、相続講奨励、総合相
談、諸願事等、従来通りの教務
所事務を行います。

新潟教区ホームページ

小松大聖寺教区ホームページ

～御講の維持と発展強化へ～

　小松大聖寺教区では
両教区に連綿と受け継
がれてきた相続講（御
講）制度を、改編により
一層発展強化すべく、新
教区において施策が考
えられています。

　また、旧小松教務所を「小松
大聖寺教務所」、旧大聖寺教務
所を「大聖寺教務支所」とし、大
聖寺教務支所では所員が出向
して相続講事務（相続講金の収
納）等を取り扱います。
※大聖寺教務支所では、授与物や法人事
務、諸願事等は取り扱いません。

富山教区ホームページ

「新潟教区」「
富山教区」「小松大聖寺教区」発足！

九州教区「久留米三井組」誕生！

新潟
教区

小松
大聖寺
教区

富山
教区

「行財政改革検討委員会協議進捗報告」に関する
アンケートへご協力ください

　9月1日から10月31日まで、「行財政改革検討委員
会協議進捗報告」（8月号11面掲載）に関するアン
ケートを実施します。
　今後の行財政改革推進のため、報告書をお読みに
なった感想やご意見をぜひお寄せください。

アンケートは
こちらから⬇

報告書は
こちらから⬇

宗務改革推進本部  電話：075-371-9222お問い合わせ

2023年7月の大雨によって、九州、東北をはじめ全国各地で被害に遭わ
れました寺院・教会、ご門徒並びに被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い
申しあげます。  真宗大谷派（東本願寺）

加藤未唯選手 東本願寺を訪問
　7月21日、本年6月の全仏オープン・混合ダ
ブルスで優勝したプロテニスプレイヤー、加藤
未唯選手が東本願寺を訪問。木越渉宗務総長
から記念品が贈られた。加藤選手は、七日講会
員 植彌加藤造園（株）の加藤大貴会長のご息
女で、幼い頃、ご両親と一緒に東本願寺を訪れ
ていたそうだ。「本日は歓迎していただいて嬉しいです。皆さんの応援の
おかげで、混合ダブルスで優勝することができました。次は女子ダブル
スで優勝します。今後とも応援よろしくお願いします」と喜びを語った。

　6月24日から25日、池の平青少幼年センター（新潟県妙高市）において「池の平青少幼年セ
ンター50周年記念イベント」が開催され、両日あわせて約500人が参加した。
　24日にはセンターの芝生の広場で50周年記念式典が開催され、木越渉宗務総長から「こ
のセンターは念仏申す仲間のご縁を深めていく大切な場であり、次の世代に受け継がれるこ
とができるよう皆さんと協力していきたい」と挨拶があった。また、夕方のレセプションでは大
谷裕新門から初めてお越しになった感想を「四季あふれる自然豊かな場所に宗派の研修施設
があるということに大変驚き、ここにこれまで数多の方々のお念仏の声が響きわたり、仏さま
の教えが培われてきた歴史に思いを馳せ、感銘をうけました」と述べられた。

　25日の「50周年記念マルシェ」では、全国の青少幼年団
体や地元の福祉団体などが多数出店し、大人も子どもも
自然の中で楽しみながら、50周年を祝った。また、館内では
50年の歩みの展示を行い、たくさんの写真を親子3代で確
認する姿もあった。参加者、スタッフともにこれまでの歩み
を確かめ、次世代へとつなげていく大きな節目となった。

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業
「池の平青少幼年センター50周年記念イベント」開催

真宗本廟での
慶讃法要を終えて

宗務総長の
メッセージ動画を公開

　本年3月25日（土）から4月29日（土）ま
で真宗本廟（東本願寺）で厳修された
「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教
開宗八百年慶讃法要」を終えて、木越渉
宗務総長からのメッセージ動画を公開
しました。ぜひご覧ください。

動画は
こちら⬇
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大谷裕新門挨拶

スキー汁のふるまい賑わうマルシェ
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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） 御本尊は本山からお受けしましょう

月刊『同朋』購入限定
プレゼントキャンペーン

大人お斎の
冥加金の改定について

月刊『同朋』で表紙絵をご担当いただいている北村人さん
（絵本作家＆イラストレーター）の書き下ろしイラストを
デザインしたグッズをご用意しました！

年間購読：4,200円（税込・送料込）　1冊：400円（税込・送料別）

9月1日（金）～10月31日（火）

ご注文
お問い合わせは

東本願寺へのご参拝の折には、
ぜひお斎をお召し上がりください

TEL：075-371-9189
詳しい書籍情報は 東本願寺出版 　

詳
し
く
は

⬇ 近年の物価高
騰などの事由に
より、お斎の冥加
金を2023年10月
1日より下記のとおり改定いたします。
★子どもお斎（3歳から8歳くらいまで、1人
1,000円）の冥加金の変更はありません。

改定後（23.10/1～）
4,000円

改定前
3,000円

お斎冥加金 (大人お一人あたり)

（11）  第790号   第790号 （10）2023年（令和5年）9月1日 2023年（令和5年）9月1日朋新聞同朋新聞同
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代表者　木越　渉

September 2023Vol. 790

Dobo Shimbun

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

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

慶讃特設サイト 　

今月の写真 空に向かって咲く彼岸花
「いのちより大切な仕事はありません」と呼びかけ、過労死に対して取り組む寺西笑子さん。
いのちの営みの中で、自らの想像を超えて生を受けている私たち。
一人ひとりのいのちを大切にするとは―。そのことをあらためて問い、語りあうことが
求められている（2・3面参照）。

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-

寺西  笑子

人はロボットではありません

意思をもった一人の人間であり

家族にとっては かけがえのない大切ないのちなのです

aruma / PIXTA写真：

第35回

現在を きる

いのちより
大切な仕事はない
寺西　笑子さん

人間といういのちの相

第14回

第2回

親鸞聖人にであう

―真宗門徒であることの原点

木越渉  ×  宮下晴輝

帰敬式法座の
取り組み

私にとっての慶讃法要（上）

特集 対談

宗務総長 教学研究所長

【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。

奉仕団に参加して、
様々な学びを得ることができました。

特に諸殿拝観では様々な話をうかがうなかで、
先人たちの願いを感じることができました。

（30代 男性）

奉仕団に参加して、
様々な学びを得ることができました。

特に諸殿拝観では様々な話をうかがうなかで、
先人たちの願いを感じることができました。

（30代 男性）

真宗本廟奉仕
参加者の声を
ご紹介

参 加 費

申込締切

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。

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

帰敬式

9月22日（金）

11月1日（水）～2日（木）

申込締切

歳末、両堂の1年分の埃を竹の棒と大
きな団扇を使って外へ扇ぎだし、新しい
年をお迎えする準備を行う「お煤払い」
に参加する奉仕団です。

2 泊

12月19日（火）～21日（木）
1 泊

12月19日（火）～20日（水）

◆真宗本廟お煤払い奉仕団

11月9日（木）

申込締切 10月11日（水）

2 泊 1泊

◆真宗本廟報恩講奉仕団

真宗本廟報恩講の法要参拝を日程の中心とした奉仕
団です。

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。

通年を通し、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。

訂正とお詫び 8月号「現在を生きる」に誤表記がありました。右記のとおり訂正し謹んでお詫びいたします。 4面2段目8行目　誤「夜半に嵐も」 → 正「夜半に嵐の」

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

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！　
9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9月30日（土）（当日消印有効）です。

はがきと同様に必ず上記❶❷❸を記入し、「件名」に「同朋新聞9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

5

6

8

9

11

4

6

10

7

3

2 6月24日から25日、「〇〇〇〇〇〇青少幼年センター
50周年記念イベント」が開催されました。（11面）
「人間と〇〇〇のちの相」今月は、
寺西笑子さんのインタビューです。（2・3面）
『縁ーお寺の掲示板ー』今月は、東北教区の
「正きょ〇〇」さんの掲示板を紹介しています。（4面）
新潟教区、富山教区、「小〇〇〇〇聖寺教区」が
発足しました。（10面）
『「聞」ー今月の法話ー』今月のタイトルは、
「「大悲」をいただく〇〇〇び」です。（9面）
木越渉宗務総長と宮下晴輝教学研究所長との対談テーマは、
「私に〇〇〇の慶讃法要」です。（8面）

「縁ーお寺の〇〇〇板ー」今月は、東北教区通信員
藤原了さんが執筆しています。(4面)

『人間といういのちの相』今月のタイトルは、
「いのちより〇〇〇〇な仕事はない」です。（2・3面）

「親〇〇聖人にであう」今月のタイトルは、
「「伝」ー伝えるということ 伝わるということー」です。(5面)

帰敬式を受式されると、仏弟子としての名告りである
「ほ〇〇〇〇」が授与されます。（6・7面）

『現在を生きる』今月のテーマは、
「大切なのは南無阿〇〇〇〇」です。（4面）

「ク〇〇ワードパズル」へのご応募お待ちしています。（12面）

◆『御同朋・御同行からの問いかけ』最終回とのこと、残念です。私の中に少なからずある差別の心を
　考えさせていただきました。（70代男性） 
◆『特集』慶讃法要の記録を次世代の人に残したいと思ってアルバムを作っています。
　今月号の同朋新聞も一緒にタイムボックスに入れておこうと思います。（50代女性）

読者のこえ
6月号を
読んで（ （

メールでも応募できます‼

7
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

う
B

み
C

の
D

ひ

応募はコチラ

◇東本願寺の参拝接待所から御影堂までをつなぐ高廊下の壁には、筆で書かれ
た宗派の諸先生方の言葉がいくつか並べて掲げられています。その法語を参拝
に来られた方々がじっとご覧になっている姿をよく目にします。私も通るたびに
何気なく目を向けますが、その時々で目に留まる言葉が変わることに面白さを感
じています。◇先月号から、新連載「縁―お寺の掲示板―」がスタートしました

（4面）。全国のお寺で掲示されている法語を紹介し、その言葉に込められた思い
や、法語の掲示にどんな思いを込めて取り組んでおられるのかをお伝えしていま
す。皆さんもぜひ、お手次のお寺やお近くのお寺の掲示板の前で少し足を止め、
法語をじっくり味わってみませんか。私も毎月の連載でさまざまな言葉と出あっ
ていくことを楽しみにしています。（古賀）

編集室
だより

新ホームページ新ホームページオープン！！ 東本願寺出版  
これまでの販売サイト「TOMOぶっく」と情報発信サイト「東本願寺出版HP」が1つにまとまり、よりご利用しやすくなります！

東本願寺御本尊は本山からお受けしましょう

10月1日

見やすい！

買いやすい！

お  得！

スマートフォン・タブレットに対応！

新しいHPでは……新しいHPでは……

お買い物で使えるポイントが付く！

クレジット決済に対応。
書籍の試し読みもできる！

※10/1から「TOMOぶっく」
　が新HPに切り換わります。

誠に申し訳ございませんが、
すでに「TOMOぶっく」で会
員登録いただいている方は、
新HPで、再度ご登録いただき
ますようお願い申しあげます。

ぜひ、ご利用ください！

【お願い】

  第790号 （12）2023年（令和5年）9月1日朋新聞同（1）  第790号 2023年（令和5年）9月1日（毎月1日発行）朋新聞同
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