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今
月
の
写
真

真
宗
本
廟
で
は
、

1
月
1
日
か
ら
7
日
ま
で

修
正
会
が
勤
ま
り
ま
す
。
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　真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）の
御
影
堂
で
十
人
ほ
ど

の
外
国
の
人
た
ち
と
出
会
い
、通
訳
ら
し
き
人
が
私

に
質
問
し
て
き
ま
し
た
。初
め
て
こ
の
お
寺
に
来
た
の

で
、仏
様
や
由
緒
、建
物
に
つ
い
て
説
明
し
て
ほ
し
い

と
の
こ
と
。そ
れ
に
応
え
て
私
は
、真
宗
門
徒
の
帰
依

処
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
し
て
説
明
し
て
み
ま
し
た
。

　「こ
こ
は
全
て
の
真
宗
門
徒
の
帰
依
処
で
あ
る
真

宗
本
廟
で
、ご
本
尊
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
阿
弥

陀
堂
、そ
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
い
わ
れ
を
よ
く
聴

き
念
仏
申
す
身
に
な
れ
と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
る
宗

祖
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
を
正
面
に
仰
ぐ
御
影
堂
が

あ
り
ま
す
。い
わ
ば
御
影
堂
は
聞
法
の
道
場
で
す
。両

堂
は
約
四
百
年
の
間
に
四
回
の
大
火
で
全
焼
し
、私

た
ち
が
今
居
る
こ
の
両
堂
は
百
三
十
年
ほ
ど
前
に
十

数
年
の
歳
月
を
か
け
て
再
建
さ
れ
、特
に
御
影
堂
は

木
造
建
築
と
し
て
は
世
界
最
大
級
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
」と
。

　こ
の
説
明
を
初
め
て
聞
い
た
外
国
の
人
た
ち
は
、

ど
こ
ま
で
理
解
で
き
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、そ
の

中
の
一
人
が
次
の
こ
と
を
再
び
質
問
し
て
き
ま
し
た
。

「
阿
弥
陀
堂
と
比
べ
て
御
影
堂
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
大

き
い
の
で
す
か
？
」。私
は
即
座
に
応
え
ま
し
た
。「
世

界
中
の
人
々
か
ら
来
て
い
た
だ
き
、本
願
念
仏
の
教

え
を
聴
い
て
念
仏
者
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
」と
。
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この紙面では、さまざまな人をとおして、現代社会の抱える課題や人間そのものについて考え、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」の学びを深めていきたいと思います。
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そ
の
た
め
、帰
国
す
る
と
彼
に
も
危
険
が
及

ぶ
可
能
性
が
あ
り
、難
民
申
請
を
既
に
4
回

行
っ
て
い
ま
す
が
、今
も
認
定
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。し
か
し
、昨
年
改
正
さ
れ
た「
入
国
管
理

法
」は
、3
回
目
以
降
の
難
民
申
請
が
、強
制

送
還
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、私
た
ち

支
援
者
も
危
機
感
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
る

状
況
で
す
。

　
ま
た
、難
民
申
請
に
限
ら
ず
、在
留
資
格
を

失
って
し
まっ
た
方
の
背
景
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

離
婚
や
、勤
め
て
い
た
会
社
の
倒
産
な
ど
に
よ

り
、在
留
資
格
を
失
い
、次
の
職
が
見
つ
か
ら

な
い
な
ど
、在
留
資
格
の
変
更
が
で
き
な
い
こ

と
が
き
っ
か
け
で
非
正
規
滞
在
と
な
って
し
ま

う
方
も
多
く
い
ま
す
。非
正
規
滞
在
が
発
覚

し
、入
管
に
よ
る
強
制
退
去
手
続
き
が
な
さ
れ

る
と
、送
還
に
応
じ
る
ま
で
入
管
施
設
に
収
容

さ
れ
ま
す
。期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今『
下
宿
館
』に
い
る
住
人
の
中
に
は
、仮
放

免
の
延
長
申
請
の
日
が
近
づ
い
て
く
る
と
、ス

ト
レ
ス
に
よ
る
頭
痛
で
眠
れ
な
い
人
も
い
ま
す
。

仮
放
免
の
延
長
は
必
ず
認
め
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、再
収
容
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、住
人
た
ち
は
、強
い
不
安
や
恐
怖
を
抱
え

て
い
ま
す
。

̶

入
管
に
収
容
さ
れ
、「
仮
放
免
」と
な
っ

た
外
国
人
の
方
と
生
活
す
る
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス

『
下
宿
館
』を
開
か
れ
た
い
き
さ
つ
と
、現
在
の

活
動
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
は
、外
国
人
の
方
と
と
も
に
生
活
し
て

い
る『
下
宿
館
』で
す
が
、最
初
は
シ
ニ
ア
女
性

が
共
同
生
活
で
き
る
場
を
つ
く
ろ
う
と
、大
型

の
民
家
を
改
修
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

改
修
が
終
わ
り
、い
ざ
始
め
よ
う
と
し
た
ら
、

居
場
所
を
必
要
と
し
、訪
ね
て
き
た
方
は
難
民

申
請
中
の
外
国
人
の
方
で
し
た
。

　
最
初
に
お
会
い
し
た
の
は
、ウ
ガ
ン
ダ
の
方

で
し
た
。居
住
希
望
だ
っ
た
の
で「
身
分
証
明

と
な
る
在
留
カ
ー
ド
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
」と

伝
え
る
と
、彼
は「
あ
り
ま
せ
ん
」と
答
え
、強

制
退
去
令
の
取
消
訴
訟
の
裁
判
中
で
あ
る
こ

と
を
話
し
ま
し
た
。そ
の
時
は
、「
退
去
強
制
令

書
発
付
処
分
取
消
訴
訟
」と
い
う
言
葉
も
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、弁
護
士
や
、保
証
人
、支

旅
行
届
が
な
ぜ
許
可
さ
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て

理
由
を
教
え
て
ほ
し
い
と
申
し
出
ま
し
た
。す

る
と
彼
女
に
す
ぐ
許
可
が
下
り
ま
し
た
。

　
日
本
人
で
は
な
い
方
が
、こ
う
いっ
た
状
況

の
中
で
、自
ら
声
を
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
の

で
、事
情
な
ど
を
知
り
得
た
人
が
声
を
上
げ
な

い
と
、入
管
と
や
り
と
り
が
で
き
ま
せ
ん
。入
管

に
足
を
運
ん
だ
際
や
、『
下
宿
館
』の
住
人
を
と

お
し
て
、困
って
い
る
方
の
お
手
伝
い
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

̶

住
人
の
方
は
周
り
の
地
域
の
方
々
と
も

交
流
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、ど
の
よ
う
な
交

流
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
外
国
の
方
が
住
ん
で
い
る
と
、最
初
は
や
は

り
み
な
さ
ん
遠
巻
き
で
す
よ
ね
。た
だ
、ご
み
出

し
を
住
人
ら
に
し
て
も
ら
い
、だ
ん
だ
ん
挨
拶

の
触
れ
合
い
が
始
ま
って
、ち
ょっ
と
し
た
会
話

か
ら
話
も
弾
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。住
人
さ

ん
は
、時
間
が
あ
る
の
で
、近
所
の
人
が
何
か

困
って
い
た
ら
、家
の
中
に
こ
も
ら
ず
、ぜ
ひ
手

伝
って
あ
げ
て
ね
、と
伝
え
ま
し
た
。

　
こ
う
し
て
、お
寺
の
草
取
り
や
、住
宅
の
家
具

の
移
動
、電
球
の
交
換
な
ど
の
依
頼
を
受
け
る

援
者
も
身
近
に
お
り
、彼
が
安
心
し
て
生
活
で

き
る
場
を
提
供
す
れ
ば
よ
い
の
だ
と
思
い
、入

居
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、月
に一
度
、

仮
放
免
の
延
長
申
請
手
続
き
に
向
か
う
彼
に

同
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
時
、初
め

て
入
管（
出
入
国
在
留
管
理
局
）と
い
う
場
所

が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
入
管
に
通
う
う
ち
に
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

抱
え
た
方
と
出
会
い
ま
し
た
。例
え
ば
、仮
放

免
中
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
女
性
か
ら「
群
馬
県
に
い

る
父
親
の
お
見
舞
い
に
行
き
た
い
」と
い
う
相

談
が
あ
り
ま
し
た
。仮
放
免
中
に
県
外
へ
移
動

す
る
た
め
に
は
、一
時
旅
行
届
を
入
管
に
提
出

し
、許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す

が
、担
当
者
か
ら
お
葬
式
な
ら
ば
許
可
す
る

が
、お
見
舞
い
は
だ
め
だ
と
言
わ
れ
、ま
た
、お

葬
式
の
際
に
は
死
亡
診
断
書
を
持
って
く
る
よ

う
に
と
言
わ
れ
た
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。で
す

か
ら
、入
管
局
長
宛
て
に
手
紙
を
書
き
、一
時

や
警
察
と
協
力
し
て
、保
護
す
る
よ
う
に
」と
い

う
通
達
を
出
し
て
い
ま
し
た
が
、ウ
ィ
シュマ
さ

ん
に
は
適
切
な
対
応
が
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
彼
女
と
の
面
会
時
に
、体
調
を
気
遣
う
言

葉
を
か
け
る
と
、彼
女
は「
こ
こ
に
来
て
、初
め

て
私
の
体
を
気
遣
う
言
葉
を
聞
い
た
」と
話
し

ま
し
た
。Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
、堕
胎
ま
で
さ
せ

ら
れ
て
い
た
彼
女
に
、入
管
の
職
員
は
何
の
気

遣
い
も
な
かっ
た
の
か
と
、本
当
に
信
じ
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
職
員
の
方
は
、収
容
者
は
、う
そ
を
つ
い
て
い

る
と
い
う
認
識
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。入

管
に
彼
女
への
対
応
に
つ
い
て
抗
議
し
ま
し
た

が
、不
法
滞
在
に
な
って
も
そ
の
事
実
を
隠
し

て
い
た
の
だ
か
ら
、Ｄ
Ｖ
被
害
の
こ
と
も
大
げ

さ
に
言
って
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
受
け
と
め

で
し
た
。ど
こ
か
同
じ
人
間
と
し
て
は
見
て
い

な
い
の
だ
ろ
う
な
と
感
じ
ま
し
た
。

曼
荼
羅
を
描
き
、そ
の
解
説
も
す
る
な
ど
、芸

術
に
対
す
る
洞
察
力
が
す
ご
く
豊
か
な
人
だ

な
と
、彼
女
が
作
品
を
送
って
く
る
た
び
に
、感

動
し
ま
し
た
。し
か
し
、こ
ん
な
す
ご
い
手
紙
は

簡
単
に
書
け
る
も
の
で
も
な
く
、あ
ら
た
め
て

考
え
る
と
彼
女
は
も
っ
と
つ
な
が
り
を
求
め
て

い
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

̶

入
管
に
収
容
さ
れ
て
い
る
方
へ
の
職
員

の
対
応
に
つ
い
て
は
、ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い

ま
す
か
。

　
ウ
ィ
シュマ
さ
ん
は
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
で
し
た
。

し
か
も
、Ｄ
Ｖ
の
加
害
者
と
ウ
ィ
シュマ
さ
ん
は

手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
お
り
、そ
の
や
り
と

り
で
、帰
国
し
て
も
探
し
出
し
て
罰
を
与
え
る

と
脅
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
入
管
庁
は
2
0
0
8
年
の「
Ｄ
Ｖ
予
防
法
」

が
改
正
さ
れ
た
際
に「
Ｄ
Ｖ
被
害
の
お
そ
れ
の

あ
る
人
に
対
し
て
は
、必
ず
地
域
の
婦
人
団
体

よ
う
に
な
り
、少
し
ず
つ
地
域
の
人
た
ち
に
も

受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、近
所
の
方
に
、住
人
さ
ん
が
作
っ
た
カ

レ
ー
を
お
裾
分
け
し
た
ら
、と
て
も
好
評
だ
っ

た
の
で
、地
域
の
み
な
さ
ん
に
食
べて
も
ら
お
う

と「
仮
放
免
ダ
イ
ニ
ン
グ
」と
い
う
食
事
会
を

開
催
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
他
に
も
、英
語
に
興
味
を
持
っ
た
子
ど
も
の

影
響
で
、住
人
さ
ん
と
一
緒
に
キ
ッ
ズ
イ
ン
グ

リ
ッ
シュ
教
室
を
始
め
る
な
ど
、地
域
の
方
々
の

お
か
げ
で
、自
然
と
溶
け
込
み
、必
要
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

̶

最
初
に
受
け
入
れ
た
ウ
ガ
ン
ダ
の
方

は
、難
民
申
請
中
と
い
う
こ
と
で
す
が
、仮
放

免
中
の
方
々
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
る

の
で
す
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。彼
の
難
民
申
請
の
理
由
は
、

L
G
B
T
Q
に
関
す
る
事
案
で
す
。ウ
ガ
ン
ダ

で
は
、宗
教
上
の
理
由
か
ら「
反
同
性
愛
法
」

が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
自
身
は

L
G
B
T
Q
の
当
事
者
で
は
な
く
支
援
者
で

し
た
が
、同
国
で
は
支
援
者
ま
で
も
が
襲
撃
さ

れ
る
状
況
で
す
。

入
管
で
困
難
を
抱
え
る
人
々

眞
野 

明
美
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

2
0
2
1
年
3
月
、名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局（
名
古
屋
入
管
）に
収
容
さ
れ
て
い
た

ス
リ
ラ
ン
カ
出
身
の
ウ
ィ
シ
ュ
マ
・
サ
ン
ダ
マ
リ
さ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。そ
の
ウ
ィ

シ
ュ
マ
さ
ん
の
身
元
引
受
人
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
眞
野
明
美
さ
ん
は
、入
管
に
収
容

さ
れ
、仮
放
免
に
な
っ
た
外
国
人
の
方
と
と
も
に
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
で
生
活
し
て
い
ま
す
。

在
留
資
格
を
失
っ
た
外
国
人
の
方
に
寄
り
添
い
、入
管
の
外
国
人
へ
の
扱
い
が
改
善

さ
れ
る
よ
う
活
動
さ
れ
て
い
る
眞
野
さ
ん
の
お
話
か
ら
、人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

差
別
を
許
さ
な
い
社
会
を
願
って

̶

眞
野
さ
ん
は
名
古
屋
の
入
管
で
亡
く
な

ら
れ
た
ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
と
交
流
が
あ
っ
た

と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
が
、交
流
が
始
ま
っ
た

き
っ
か
け
と
、交
流
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
た
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
仮
放
免
の
延
長
申
請
に
同
行
し
て
入
管
に

行
く
と
、私
と
同
じ
よ
う
に
同
行
し
て
い
る
支

援
者
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
。そ
の
方
た
ち
に
、仮

放
免
の
方
の
シ
ェル
タ
ー
を
運
営
し
て
い
る
こ

と
を
お
伝
え
し
て
い
ま
し
た
。そ
れ
が
きっ
か
け

で
、他
の
支
援
団
体
の
方
か
ら
受
け
入
れ
て
ほ

し
い
人
が
い
る
と
紹
介
さ
れ
た
の
が
ウ
ィ
シュマ

さ
ん
で
し
た
。

　
ま
ず
は一
度
本
人
と
会
って
か
ら
決
め
た
い

と
思
い
、面
会
し
ま
し
た
。

　
面
会
時
、彼
女
は
収
容
さ
れ
て
4
カ
月
以

上
た
って
い
ま
し
た
。と
て
も
緊
張
し
、お
び
え

る
よ
う
な
姿
で
、ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
に
現

れ
ま
し
た
。大
人
と
い
う
よ
り
も
本
当
に
少
女

の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
さ

せ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
、「
一
緒
に
暮
ら
そ
う
」

と
伝
え
ま
し
た
。そ
の
と
き
の
彼
女
の
ほ
っ
と

し
た
よ
う
な
表
情
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
面
会
の
最
初
と
最
後
で
彼
女
の
表
情
は
全

く
違
い
ま
し
た
。きっ
と
安
心
し
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。面
会
中
に
は
、ち
ょっ
と
し
た
ジョ
ー
ク
も

話
し
て
く
れ
、私
や
支
援
者
の
方
と
声
を
上
げ

て
笑
っ
た
ん
で
す
。彼
女
は
ユ
ー
モ
ア
も
あ
り
、

頭
が
い
い
人
な
ん
だ
ろ
う
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、辛
い
記
憶
が
フ
ラ
ッ
シ
ュバッ
ク
し

て
し
ま
う
か
ら
、苦
し
い
こ
と
や
嫌
な
こ
と
を

思
い
出
し
て
は
駄
目
だ
よ
、絵
を
た
く
さ
ん
描

い
て
私
に
送
って
ね
、と
伝
え
、手
紙
の
や
り
と

り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
彼
女
は
読
み
や
す
い
文
字
で
、ま
た
、簡
単

な
英
語
で
手
紙
を
送
って
く
れ
ま
し
た
。そ
の

文
章
を
読
ん
で
も
、聡
明
な
人
だ
と
わ
か
り
ま

し
た
。

　
他
に
も
、私
が
送
っ
た
絵
は
が
き
に
書
い
て

あ
っ
た
歌
詞
を
、自
分
な
り
に
解
説
し
た
り
、

ウ
ィ
シュマ
さ
ん
に
何
が
起
き
た
か

て
い
ま
す
。そ
し
て
、こ
れ
ま
で
の
活
動
を
と
お

し
て
、弱
い
立
場
の
人
た
ち
が
十
分
に
ケ
ア
さ

れ
な
い
今
の
社
会
の
在
り
方
は
、次
は
私
自
身

の
問
題
に
なって
く
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。弱
い

人
を
役
に
立
た
な
い
、厄
介
だ
か
ら
消
え
て
ほ

し
い
と
思
って
し
ま
う
。そ
れ
は
、絶
対
に
私
た

ち
自
身
の
問
題
に
なって
い
き
ま
す
。

　
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、全
て
の
人
が
自
分
の

幸
せ
を
追
求
で
き
る
、そ
ん
な
社
会
に
な
って

ほ
し
い
と
願
って
い
ま
す
が
、ま
ず
は
弱
い
立
場

の
人
た
ち
が
幸
せ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
に
は
、多
く
の
外
国
の
方
が
労
働
者
と

し
て
住
ん
で
い
ま
す
。自
分
の
身
近
に
外
国
人

労
働
者
が
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ら
、ぜ
ひ
何

か一言
声
を
か
け
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
在
留
資
格
を
失
う
と
、仮
放
免
中
で
あ
って

も
、住
民
登
録
を
す
る
こ
と
も
、就
労
す
る
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。自
転
車
の
防
犯
登
録
す
ら

で
き
ま
せ
ん
。全
て
の
権
利
を
奪
わ
れ
、セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
も
な
い
の
で
す
。そ
う
い
う
実
態

を
知
っ
た
人
が
、少
し
ず
つ
社
会
を
変
え
て
い

く
。外
国
の
方
の
存
在
は
、ど
ん
な
差
別
も
許

さ
な
い
と
い
う
社
会
を
目
指
す
た
め
に
と
て
も

大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。（
了
）

く
シ
ョッ
ク
で
す
が
、職
員
か
ら
虫
け
ら
の
よ
う

に
扱
わ
れ
る
対
応
も
、耐
え
難
い
も
の
で
し
た
。

̶

収
容
者
の
方
を
同
じ
尊
厳
あ
る
人
間

と
し
て
敬
い
接
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
が
、日
本
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考

え
、関
わ
っ
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　
私
自
身
も
最
初
に
受
け
入
れ
た
ウ
ガ
ン
ダ

の
方
と
出
会
い
、入
国
管
理
局
の
存
在
を
知
る

ま
で
は
、外
国
の
方
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
に

関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。目
の
前
に
当
事

者
が
現
れ
、大
変
な
状
況
を
直
接
見
て
取
る
こ

と
に
よ
って
初
め
て
関
心
が
出
て
き
た
ま
で
で

す
。私
の
場
合
は
目
の
前
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ

た
か
ら
、こ
の
よ
う
に
魂
が
揺
す
ら
れ
、行
動
し

̶

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ

る
の
だ
と
考
え
ま
す
か
。

　
日
本
人
は
入
国
管
理
局
に
あ
ま
り
行
か
な

い
で
す
よ
ね
。入
管
に
来
る
日
本
人
は
、留
学

生
の
お
世
話
を
し
て
い
る
人
や
、技
能
実
習
生

を
雇
用
し
て
い
る
人
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

入
管
の
職
員
は
、ご
く
一
部
の
限
ら
れ
た
日
本

人
か
ら
し
か
見
ら
れ
な
い
た
め
、人
か
ら
見
ら

れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
ま
り
な
い
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
、人
に
な
め
ら
れ

な
い
よ
う
に
、威
圧
的
な
態
度
を
と
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。普
段
私
た
ち
が
行
政
機
関

で
受
け
る
対
応
と
は
大
き
く
異
な
り
、と
て
も

衝
撃
を
受
け
ま
す
。

　
ウ
ィ
シュマ
さ
ん
の
放
置
さ
れ
た
状
況
も
す
ご

私
た
ち
自
身
の
問
題
と
し
て

『下宿館』の住人のみなさんと

『下宿館』に設けられたウィシュマさんのコーナー

シンガー・ソングライター。愛知県津
島市在住。2018年に、不法滞在を理
由に入管施設に収容された人が一時
的に拘束を解かれる「仮放免」中の外
国人を受け入れ、ともに生活するシェ
アハウス『下宿館』を開設。現在も難
民申請中の外国人の方たちとそこで
ともに生活している。

の

ま

あ
け

み

す
が
た

か
り
ほ
う
め
ん

ざ
い

か
く

り
ゅ
う
し

か
り
ほ
う
め
ん

た
い

れ
い

せ
い

き
ょ
き
ょ
う

し
ょ
う

し
ょ
はっ

し
ょ
ぶ
ん
と
り
け
し
そ

ぷ

せ
い

そ
う
か
ん

き
ょ
う

ま
ん
だ

ら

だ
た
い

「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」宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃テーマ

（2）2024年（令和6年）1月1日  第794号（3） 2024年（令和6年）1月1日  第794号



編集部より

　今月号より、大谷大学教授の釆睪晃先生に
ご執筆いただき、七高僧と聖徳太子について
の連載を開始します。
　親鸞聖人がお念仏の教えを自分のところま
で届けてくださった師として、生涯大切に仰が

れた方々がいます。「七高僧」と呼ばれるインド
の龍樹・天親、中国の曇鸞・道綽・善導、日本の
源信・源空（法然）。そして「倭国の教主」と仰が
れた聖徳太子です。それぞれ生きた時代、言
語は異なりますが、文字や言葉によって、お釈

迦様の教えを広く伝え、「ひかり」となって今で
も私たちに問いかけてくださっています。
　親鸞聖人は彼らからどんな「ひかり」を受け
取られたのでしょう。聖人の著作などを手掛か
りに、毎月少しずつたずねていきます。

釆睪  晃
大谷大学文学部
仏教学科教授

京都教区近江第２５西組
長光寺住職

わけ み    あきら

弘
経
大
士
宗
師
等

拯
済
無
辺
極
濁
悪

道
俗
時
衆
共
同
心

唯
可
信
斯
高
僧
説

（『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』三
二
頁
）

　私
は
、中
国
の
仏
教
を
学
ぶ
中
で
、多
く
の

仏
教
者
が
活
き
活
き
と
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か

さ
れ
て
い
ま
す
。親
鸞
聖
人
も
活
き
活
き
と
し

た
生
涯
を
送
ら
れ
ま
し
た
。報
恩
講
で『
御
伝

鈔
』の
拝
読
を
と
お
し
て
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を

辿
る
の
は
、そ
の
活
力
を
確
か
め
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。で
は
、聖
人
は
ど
の
よ
う
に

そ
の
活
力
を
見
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　親
鸞
聖
人
が
制
作
さ
れ
た「
正
信
偈
」は
、

先
達
で
あ
る
高
僧
方
の
教
え
を
と
お
し
て「
ひ

か
り
」に
遇
え
た
こ
と
への
感
動
の
表
明
で
締
め

く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
こ
で
い
う「
高
僧
」と
は
、単
に「
立
派
な
お

坊
さ
ん
」と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
七
高
僧
」

と
呼
ば
れ
る
人
び
と
を
指
し
ま
す
。い
ず
れ

も
、「
経（『
仏
説
無
量
寿
経
』）を
弘
め
た
」ひ
と
で

あ
る
と
親
鸞
聖
人
は
讃
え
て
お
ら
れ
ま
す
。先

が
見
通
せ
な
い「
極
濁
悪
」の
世
界
で
は
、南
無

阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号
だ
け
が「
ひ
か
り
」と

な
って
私
た
ち
の
救
い（「
拯
済
」）と
な
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
こ
の
気
づ
き
を
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
の
は
、七
高
僧
の「
こ
と
ば
」（「
斯
高
僧
説
」）で

し
た
。

　真
宗
寺
院
に
お
参
り
す
る
と
、ど
の
寺
院
で

も
同
じ
方
の々
お
姿
を
拝
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。中
央
に
は
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。そ
の
右
側
に
は
宗
祖
親
鸞

聖
人
の
お
姿
が
あ
り
ま
す
。左
側
に
あ
る
の

は
、多
く
の
場
合
、中
興
の
祖
と
さ
れ
る
蓮
如

上
人
の
像
で
す
。こ
の
中
央
部
を「
内
陣
」と
呼

ん
で
い
ま
す
。

　そ
の
左
右
に
は「
余
間
」と
呼
ば
れ
る
空
間

が
あ
り
ま
す
。一
方
の
余
間
に
は
二
幅
の
肖
像

画
が
並
べ
て
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。一
幅
は「
聖

徳
太
子
」、七
人
が
一
幅
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

の
が「
七
高
僧
」と
さ
れ
る
人
た
ち
の
像
で
す
。

　仏
教
に
は
、教
え
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
先

達
を
順
に
示
す「
師
資
相
承
」と
い
う
伝
統
が

あ
り
ま
す
。と
こ
ろ
が
、七
高
僧
は
、単
な
る

「
教
え
が
伝
え
ら
れ
た
順
番
」で
は
あ
り
ま
せ

ん
。七
高
僧
の
ほ
と
ん
ど
は
、お
互
い
に
直
接
顔

を
合
わ
せ
た
こ
と
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。私
た
ち

も
親
鸞
聖
人
と
直
接
に
は
お
会
い
し
て
い
ま
せ

ん
。そ
れ
で
も
、聖
人
が
気
づ
か
れ
た
こ
と
は
、

「
こ
と
ば
」を
と
お
し
て
私
た
ち
に
ま
で
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

　七
高
僧
の
教
え
の
要
と
な
る「
こ
と
ば
」は
、

親
鸞
聖
人
に
ま
で
伝
わ
り
ま
し
た
。そ
う
い
え

ば
、お
名
号「
南
無
阿
弥
陀
仏
」も
、「
ひ
か
り
」

が
こ
と
ば
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　七
高
僧
や
聖
徳
太
子
か
ら
、聖
人
が
ど
の
よ

う
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
か
、来
月
か
ら

ご
和
讃
な
ど
聖
人
ご
自
身
の
こ
と
ば
を
と
お

し
て
た
ず
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
書
き
下
し
】

弘
経
の
大
士
・
宗
師
等
、

無
辺
の
極
濁
悪
を
拯
済
し
た
ま
う
。

道
俗
時
衆
、共
に
同
心
に
、

た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
、と
。

（『
真
宗
聖
典
』二
〇
七―

二
〇
八
頁
）

【
意
訳
】

真
実
の
経
を
弘
め
て
く
だ
さ
っ
た
菩
薩
や

祖
師
た
ち
は
、

濁
り
き
っ
た
酷
い
世
界
に
生
き
る
限
り
な

い
数
多
く
の
人
々
を
救
って
く
だ
さ
っ
た
。

ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
者
も
心
を
一つ

に
し
て
、

こ
れ
ら
高
僧
た
ち
が
説
い
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
ば
を
信
ず
る
ほ
か
に
は
な
い
。

新連載

は
じ
め
に ―

た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し―

第　　回1

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　
淨
照
寺
門
徒
会
の
役
員
を
務
め
る

大
工
の
長
谷
川
良
民
さ
ん
。良
民
さ
ん

の
出
身
は
、上
越
市
か
ら
山
間
に
あ
る

尾
神
と
い
う
地
。明
治
期
の
真
宗
本

廟
再
建
に
際
し
、雪
深
い
山
奥
か
ら
木

材
を
運
搬
す
る
大
変
な
作
業
中
に
起

き
た
雪
崩
に
よ
り
、多
く
の
方
の
い
の
ち

が
失
わ
れ
た「
尾
神
岳
殉
難
事
故
」の

地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

　「
事
故
現
場
の
近
く
に
報
尽
碑
と
い

う
石
碑
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、

何
を
意
味
す
る
石
碑
な
の
か
わ
か
ら

ず
、事
故
に
つ
い
て
も
知
ら
な
か
っ
た
。よ

く
父
と
そ
こ
に
ア
ケ
ビ
を
取
り
に
行
っ
た

が
、何
も
話
さ
な
か
っ
た
な
ぁ
」と
話
す

良
民
さ
ん
。

　
し
か
し
、亡
く
な
ら
れ
た
父
、栄
一さ

ん
の
遺
品
整
理
を
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。

栄
一さ
ん
の
親
族
が
雪
崩
で
亡
く
な
っ
て

い
る
こ
と
を
、本
山
か
ら
受
け
た
送
り

状
で
知
っ
た
。16
歳
の
女
の
子
だ
っ
た
。

当
時
の
木
材
の
運
搬
作
業
は
、男
性
だ

け
で
な
く
家
族
総
出
で
当
た
っ
て
い
た

よ
う
で
、雪
崩
に
よ
り
亡
く
な
ら
れ
た

27
名
の
中
に
は
、逃
げ
遅
れ
た
子
ど
も

も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、１
９
７
９
年
に
勤
め
ら
れ
た
尾

神
岳
殉
難
百
回
忌
法
要
に
あ
わ
せ
、

歴
史
を
顕
彰
し
よ
う
と
小
学
生
が
行
っ

た
殉
難
の
劇
を
記
録
し
た
映
像
に
、当

時
用
務
員
を
さ
れ
て
い
た
栄
一さ
ん
が

出
演
し「
木
遣
り
唄
」を
歌
唱
し
て
い

る
姿
を
見
つ
け
た
。「
父
は
歌
が
上
手
で

声
も
良
か
っ
た
。子
ど
も
た
ち
と一
緒
に
、

尾
神
で
起
き
た
事
故
に
つ
い
て
若
い
人

た
ち
に
も
知
ら
せ
た
い
、事
故
で
亡
く

な
っ
た
親
族
や
、い
の
ち
を
落
と
し
た

方
々
を
弔
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
き
た
。私
も
本
山
を
訪
れ
、展
示

し
て
い
る
毛
綱
や
大
橇
を
見
る
た
び
に
、

事
故
の
こ
と
を
忘
れ
ち
ゃ
な
ら
ん
な
あ
、

ず
っと
保
存
し
て
く
れ
て
あ
り
が
た
い
な

と
感
じ
る
。そ
う
い
う
資
料
が
な
け
れ

ば
後
世
に
語
り
継
げ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
ね
」と
思
い
を
語
る
。

　
ご
自
宅
に
は
他
に
も
多
く
の
殉
難
事

故
に
関
す
る
資
料
が
残
っ
て
い
る
そ
う

だ
。「
家
に
残
っ
て
い
る
資
料
を
大
切
に

残
し
、私
も
、父
や
親
族
た
ち
の
思
い
を

引
き
継
い
で
い
き
た
い
」と
良
民
さ
ん
。

　
た
く
さ
ん
の
思
い
が
次
の
担
い
手
へと

つ
な
が
っ
て
い
く
。そ
の
中
に
良
民
さ
ん

が
い
る
と
感
じ
、そ
う
し
た
多
く
の
人
の

思
い
や
願
い
に
よ
っ
て
両
堂
は
立
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、あ
ら
た
め
て
思

わ
さ
れ
た
。今
一
度
本
山
に
足
を
運
び
た

い
。そ
う
強
く
感
じ
る
取
材
と
な
っ
た
。

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。

大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-23-13
住職  藤井 真隆

即應寺（大阪教区 第2組）

人
間
は
生
き
て
い
く
限
り

「
不
安
・
怖
れ
」を
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。し

か
し
そ
の
こ
と
は
、い
の
ち
の

根
源
か
ら
の
促
し
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。こ
の
言
葉
と
関

連
し
て
、横
の
掲
示
板
に
は
、

【「
何
と
な
く
不
安
」「
何
と
な

く
空
し
い
」「
何
と
な
く
淋
し

い
」そ
れ
は
、自
己
の
根
源
を

忘
れ
て
い
る
シ
グ
ナ
ル
】と
掲

示
し
ま
し
た
。

長谷川良民さん

尾神岳殉難を伝えるジオラマ（製作：旧高田教区 大橋広史さん）

に   

し
ょ 

み
や   

が
く

二
所
宮 

岳

新
潟
教
区
通
信
員

し    

き     

ま
さ   

き

志
紀 

正
機

大
阪
教
区
通
信
員

第243回

第6回

通信員リレーリポート

生るき
い ま

現在を

　
日
本
一の
高
さ（
取
材
当
時)

を
誇
る
あ
べのハル
カ
ス
か
ら
程
近
く
、閑
静

な
住
宅
街
に
凛
と
佇
む
即
應
寺
。

　
毎
月
一
度
、掲
示
す
る
言
葉
を
考
え
、揮
毫
す
る
の
は
前
住
職
の
藤

井
善
隆
さ
ん
。大
学
卒
業
後
、「
声
な
き
声
で
交
流
で
き
る
場
」と
し
て

掲
示
伝
道
を
始
め
、50
年
以
上
続
け
ら
れ
て
い
る
。２
０
０
０
年
の
本
堂

改
修
を
機
に
、隣
に
も
う
一つ
掲
示
板
を
増
設
し
、「
す
ぐ
に
答
え
の
出
る

言
葉
で
は
な
く
、考
え
る
き
っか
け
と
な
る
言
葉
」や「
き
れ
い
ご
と
で
は
な

く
根
源
を
問
う
言
葉
」で
伝
道
さ
れ
て
い
る
。　
　
　

　
現
住
職
の
真
隆
さ
ん
は
、善
隆
さ
ん
の
掲
示
伝
道
に
つ
い
て
、「
な
る
べ

く
現
代
社
会
に
起
こっ
て
い
る
話
題
を
取
り
あ
げ
、そ
の
根
っこ
に
ど
う
い

う
こ
と
が
問
題
に
なって
い
る
の
か
、人
間
そ
の
も
の
を
問
い
か
け
る
法
語
を

発
信
し
て
く
れ
て
い
ま
す
」と
語
る
。

　
掲
示
板
の
言
葉
に
触
れ
て
初
め
て
聞
法
会
に
参
加
さ
れ
る
方
や
、近

隣
の
高
校
で
そ
の
言
葉
が
話
題
に
な
る
こ
と
も
。「
掲
示
板
の
言
葉
に
、

時
に
助
け
ら
れ
ま
す
」と
の
ご
近
所
の
声
も
聞
か
れ
、地
域
に
根
ざ
し
た

お
寺
の
顔
と
し
て
、声
な
き
声
で
の
交
流
が
深
ま
って
い
る
。

長
谷
川 

良
民
さ
ん（
74
歳
）

新
潟
教
区
第
６
組

淨
照
寺
門
徒

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
。

思
い
を
受
け
継
ぐ
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真宗本廟奉仕に参加しましょう ―言葉では説明できない“場の力”がここにある―いのちと心の相談室 075-371-9280 （毎週木曜13時～17時 ※祝日・行事日は閉室）
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編集部より

　今月号より、大谷大学教授の釆睪晃先生に
ご執筆いただき、七高僧と聖徳太子について
の連載を開始します。
　親鸞聖人がお念仏の教えを自分のところま
で届けてくださった師として、生涯大切に仰が

れた方々がいます。「七高僧」と呼ばれるインド
の龍樹・天親、中国の曇鸞・道綽・善導、日本の
源信・源空（法然）。そして「倭国の教主」と仰が
れた聖徳太子です。それぞれ生きた時代、言
語は異なりますが、文字や言葉によって、お釈

迦様の教えを広く伝え、「ひかり」となって今で
も私たちに問いかけてくださっています。
　親鸞聖人は彼らからどんな「ひかり」を受け
取られたのでしょう。聖人の著作などを手掛か
りに、毎月少しずつたずねていきます。

釆睪  晃
大谷大学文学部
仏教学科教授

京都教区近江第２５西組
長光寺住職

わけ み    あきら

弘
経
大
士
宗
師
等

拯
済
無
辺
極
濁
悪

道
俗
時
衆
共
同
心

唯
可
信
斯
高
僧
説

（『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』三
二
頁
）

　私
は
、中
国
の
仏
教
を
学
ぶ
中
で
、多
く
の

仏
教
者
が
活
き
活
き
と
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か

さ
れ
て
い
ま
す
。親
鸞
聖
人
も
活
き
活
き
と
し

た
生
涯
を
送
ら
れ
ま
し
た
。報
恩
講
で『
御
伝

鈔
』の
拝
読
を
と
お
し
て
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を

辿
る
の
は
、そ
の
活
力
を
確
か
め
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。で
は
、聖
人
は
ど
の
よ
う
に

そ
の
活
力
を
見
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　親
鸞
聖
人
が
制
作
さ
れ
た「
正
信
偈
」は
、

先
達
で
あ
る
高
僧
方
の
教
え
を
と
お
し
て「
ひ

か
り
」に
遇
え
た
こ
と
への
感
動
の
表
明
で
締
め

く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
こ
で
い
う「
高
僧
」と
は
、単
に「
立
派
な
お

坊
さ
ん
」と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
七
高
僧
」

と
呼
ば
れ
る
人
び
と
を
指
し
ま
す
。い
ず
れ

も
、「
経（『
仏
説
無
量
寿
経
』）を
弘
め
た
」ひ
と
で

あ
る
と
親
鸞
聖
人
は
讃
え
て
お
ら
れ
ま
す
。先

が
見
通
せ
な
い「
極
濁
悪
」の
世
界
で
は
、南
無

阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号
だ
け
が「
ひ
か
り
」と

な
って
私
た
ち
の
救
い（「
拯
済
」）と
な
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
こ
の
気
づ
き
を
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
の
は
、七
高
僧
の「
こ
と
ば
」（「
斯
高
僧
説
」）で

し
た
。

　真
宗
寺
院
に
お
参
り
す
る
と
、ど
の
寺
院
で

も
同
じ
方
の々
お
姿
を
拝
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。中
央
に
は
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。そ
の
右
側
に
は
宗
祖
親
鸞

聖
人
の
お
姿
が
あ
り
ま
す
。左
側
に
あ
る
の

は
、多
く
の
場
合
、中
興
の
祖
と
さ
れ
る
蓮
如

上
人
の
像
で
す
。こ
の
中
央
部
を「
内
陣
」と
呼

ん
で
い
ま
す
。

　そ
の
左
右
に
は「
余
間
」と
呼
ば
れ
る
空
間

が
あ
り
ま
す
。一
方
の
余
間
に
は
二
幅
の
肖
像

画
が
並
べ
て
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。一
幅
は「
聖

徳
太
子
」、七
人
が
一
幅
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

の
が「
七
高
僧
」と
さ
れ
る
人
た
ち
の
像
で
す
。

　仏
教
に
は
、教
え
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
先

達
を
順
に
示
す「
師
資
相
承
」と
い
う
伝
統
が

あ
り
ま
す
。と
こ
ろ
が
、七
高
僧
は
、単
な
る

「
教
え
が
伝
え
ら
れ
た
順
番
」で
は
あ
り
ま
せ

ん
。七
高
僧
の
ほ
と
ん
ど
は
、お
互
い
に
直
接
顔

を
合
わ
せ
た
こ
と
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。私
た
ち

も
親
鸞
聖
人
と
直
接
に
は
お
会
い
し
て
い
ま
せ

ん
。そ
れ
で
も
、聖
人
が
気
づ
か
れ
た
こ
と
は
、

「
こ
と
ば
」を
と
お
し
て
私
た
ち
に
ま
で
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

　七
高
僧
の
教
え
の
要
と
な
る「
こ
と
ば
」は
、

親
鸞
聖
人
に
ま
で
伝
わ
り
ま
し
た
。そ
う
い
え

ば
、お
名
号「
南
無
阿
弥
陀
仏
」も
、「
ひ
か
り
」

が
こ
と
ば
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　七
高
僧
や
聖
徳
太
子
か
ら
、聖
人
が
ど
の
よ

う
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
か
、来
月
か
ら

ご
和
讃
な
ど
聖
人
ご
自
身
の
こ
と
ば
を
と
お

し
て
た
ず
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
書
き
下
し
】

弘
経
の
大
士
・
宗
師
等
、

無
辺
の
極
濁
悪
を
拯
済
し
た
ま
う
。

道
俗
時
衆
、共
に
同
心
に
、

た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
、と
。

（『
真
宗
聖
典
』二
〇
七―

二
〇
八
頁
）

【
意
訳
】

真
実
の
経
を
弘
め
て
く
だ
さ
っ
た
菩
薩
や

祖
師
た
ち
は
、

濁
り
き
っ
た
酷
い
世
界
に
生
き
る
限
り
な

い
数
多
く
の
人
々
を
救
って
く
だ
さ
っ
た
。

ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
者
も
心
を
一つ

に
し
て
、

こ
れ
ら
高
僧
た
ち
が
説
い
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
ば
を
信
ず
る
ほ
か
に
は
な
い
。

新連載

は
じ
め
に ―

た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し―

第　　回1

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　
淨
照
寺
門
徒
会
の
役
員
を
務
め
る

大
工
の
長
谷
川
良
民
さ
ん
。良
民
さ
ん

の
出
身
は
、上
越
市
か
ら
山
間
に
あ
る

尾
神
と
い
う
地
。明
治
期
の
真
宗
本

廟
再
建
に
際
し
、雪
深
い
山
奥
か
ら
木

材
を
運
搬
す
る
大
変
な
作
業
中
に
起

き
た
雪
崩
に
よ
り
、多
く
の
方
の
い
の
ち

が
失
わ
れ
た「
尾
神
岳
殉
難
事
故
」の

地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

　「
事
故
現
場
の
近
く
に
報
尽
碑
と
い

う
石
碑
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、

何
を
意
味
す
る
石
碑
な
の
か
わ
か
ら

ず
、事
故
に
つ
い
て
も
知
ら
な
か
っ
た
。よ

く
父
と
そ
こ
に
ア
ケ
ビ
を
取
り
に
行
っ
た

が
、何
も
話
さ
な
か
っ
た
な
ぁ
」と
話
す

良
民
さ
ん
。

　
し
か
し
、亡
く
な
ら
れ
た
父
、栄
一さ

ん
の
遺
品
整
理
を
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。

栄
一さ
ん
の
親
族
が
雪
崩
で
亡
く
な
っ
て

い
る
こ
と
を
、本
山
か
ら
受
け
た
送
り

状
で
知
っ
た
。16
歳
の
女
の
子
だ
っ
た
。

当
時
の
木
材
の
運
搬
作
業
は
、男
性
だ

け
で
な
く
家
族
総
出
で
当
た
っ
て
い
た

よ
う
で
、雪
崩
に
よ
り
亡
く
な
ら
れ
た

27
名
の
中
に
は
、逃
げ
遅
れ
た
子
ど
も

も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、１
９
７
９
年
に
勤
め
ら
れ
た
尾

神
岳
殉
難
百
回
忌
法
要
に
あ
わ
せ
、

歴
史
を
顕
彰
し
よ
う
と
小
学
生
が
行
っ

た
殉
難
の
劇
を
記
録
し
た
映
像
に
、当

時
用
務
員
を
さ
れ
て
い
た
栄
一さ
ん
が

出
演
し「
木
遣
り
唄
」を
歌
唱
し
て
い

る
姿
を
見
つ
け
た
。「
父
は
歌
が
上
手
で

声
も
良
か
っ
た
。子
ど
も
た
ち
と一
緒
に
、

尾
神
で
起
き
た
事
故
に
つ
い
て
若
い
人

た
ち
に
も
知
ら
せ
た
い
、事
故
で
亡
く

な
っ
た
親
族
や
、い
の
ち
を
落
と
し
た

方
々
を
弔
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
き
た
。私
も
本
山
を
訪
れ
、展
示

し
て
い
る
毛
綱
や
大
橇
を
見
る
た
び
に
、

事
故
の
こ
と
を
忘
れ
ち
ゃ
な
ら
ん
な
あ
、

ず
っと
保
存
し
て
く
れ
て
あ
り
が
た
い
な

と
感
じ
る
。そ
う
い
う
資
料
が
な
け
れ

ば
後
世
に
語
り
継
げ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
ね
」と
思
い
を
語
る
。

　
ご
自
宅
に
は
他
に
も
多
く
の
殉
難
事

故
に
関
す
る
資
料
が
残
っ
て
い
る
そ
う

だ
。「
家
に
残
っ
て
い
る
資
料
を
大
切
に

残
し
、私
も
、父
や
親
族
た
ち
の
思
い
を

引
き
継
い
で
い
き
た
い
」と
良
民
さ
ん
。

　
た
く
さ
ん
の
思
い
が
次
の
担
い
手
へと

つ
な
が
っ
て
い
く
。そ
の
中
に
良
民
さ
ん

が
い
る
と
感
じ
、そ
う
し
た
多
く
の
人
の

思
い
や
願
い
に
よ
っ
て
両
堂
は
立
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、あ
ら
た
め
て
思

わ
さ
れ
た
。今
一
度
本
山
に
足
を
運
び
た

い
。そ
う
強
く
感
じ
る
取
材
と
な
っ
た
。

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。

大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-23-13
住職  藤井 真隆

即應寺（大阪教区 第2組）

人
間
は
生
き
て
い
く
限
り

「
不
安
・
怖
れ
」を
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。し

か
し
そ
の
こ
と
は
、い
の
ち
の

根
源
か
ら
の
促
し
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。こ
の
言
葉
と
関

連
し
て
、横
の
掲
示
板
に
は
、

【「
何
と
な
く
不
安
」「
何
と
な

く
空
し
い
」「
何
と
な
く
淋
し

い
」そ
れ
は
、自
己
の
根
源
を

忘
れ
て
い
る
シ
グ
ナ
ル
】と
掲

示
し
ま
し
た
。

長谷川良民さん

尾神岳殉難を伝えるジオラマ（製作：旧高田教区 大橋広史さん）

に   

し
ょ 

み
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が
く

二
所
宮 

岳

新
潟
教
区
通
信
員

し    

き     

ま
さ   

き

志
紀 

正
機

大
阪
教
区
通
信
員

第243回

第6回

通信員リレーリポート

生るき
い ま

現在を

　
日
本
一の
高
さ（
取
材
当
時)

を
誇
る
あ
べのハル
カ
ス
か
ら
程
近
く
、閑
静

な
住
宅
街
に
凛
と
佇
む
即
應
寺
。

　
毎
月
一
度
、掲
示
す
る
言
葉
を
考
え
、揮
毫
す
る
の
は
前
住
職
の
藤

井
善
隆
さ
ん
。大
学
卒
業
後
、「
声
な
き
声
で
交
流
で
き
る
場
」と
し
て

掲
示
伝
道
を
始
め
、50
年
以
上
続
け
ら
れ
て
い
る
。２
０
０
０
年
の
本
堂

改
修
を
機
に
、隣
に
も
う
一つ
掲
示
板
を
増
設
し
、「
す
ぐ
に
答
え
の
出
る

言
葉
で
は
な
く
、考
え
る
き
っか
け
と
な
る
言
葉
」や「
き
れ
い
ご
と
で
は
な

く
根
源
を
問
う
言
葉
」で
伝
道
さ
れ
て
い
る
。　
　
　

　
現
住
職
の
真
隆
さ
ん
は
、善
隆
さ
ん
の
掲
示
伝
道
に
つ
い
て
、「
な
る
べ

く
現
代
社
会
に
起
こっ
て
い
る
話
題
を
取
り
あ
げ
、そ
の
根
っこ
に
ど
う
い

う
こ
と
が
問
題
に
なって
い
る
の
か
、人
間
そ
の
も
の
を
問
い
か
け
る
法
語
を

発
信
し
て
く
れ
て
い
ま
す
」と
語
る
。

　
掲
示
板
の
言
葉
に
触
れ
て
初
め
て
聞
法
会
に
参
加
さ
れ
る
方
や
、近

隣
の
高
校
で
そ
の
言
葉
が
話
題
に
な
る
こ
と
も
。「
掲
示
板
の
言
葉
に
、

時
に
助
け
ら
れ
ま
す
」と
の
ご
近
所
の
声
も
聞
か
れ
、地
域
に
根
ざ
し
た

お
寺
の
顔
と
し
て
、声
な
き
声
で
の
交
流
が
深
ま
って
い
る
。

長
谷
川 

良
民
さ
ん（
74
歳
）

新
潟
教
区
第
６
組

淨
照
寺
門
徒

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
。

思
い
を
受
け
継
ぐ

ふじ い  なおたか

そく おう じ

                                    

り
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真宗本廟奉仕に参加しましょう ―言葉では説明できない“場の力”がここにある―いのちと心の相談室 075-371-9280 （毎週木曜13時～17時 ※祝日・行事日は閉室）
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　「
修
正
会
」と
は
、一年
の
初
め
に
お
荘
厳
を
整
え
、仏
恩

報
謝
の
思
い
を
新
た
に
もって
新
年
に
の
ぞ
む
仏
事
で
す
。

各
地
の
大
谷
派
寺
院
で
、多
く
は
元
旦
に
勤
ま
り
ま
す

が
、真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）で
は
、１
月
1
日
か
ら
7
日

ま
で
勤
ま
り
、ど
な
た
で
も
お
参
り
い
た
だ
け
ま
す
。

　愛知県、旧中島郡(現在の一宮市・稲沢市)の
お寺を会所として、「中島郡会（御華束講）」の
会員約70名と地域のご門徒の方々によって鏡
餅は準備されます。作る餅は大小合わせて約
110個（本廟80・祖廟30）。
　12月28日に餅をついて丸い木枠に入れ、1日
かけて乾燥。30日に木枠から出して、31日の朝に
愛知から本廟・祖廟に運び、おそなえされます。

　花立てを担われるのは「花小商店」。池
坊の流れをくみ、江戸・元禄時代から東本
願寺に仏花をそなえ続けています。
　立てられるのは南天・水仙・椿・寒菊など
季節の花々。約10日間かけて準備され、
12月31日に飾られます。御真影前の仏花
は1つ100㎏ほども。

　たくさんのもち米を何回にも分けて
蒸してつくのは大変ですが、お寺さんや
役員さん方と和気あいあいと行い、携
わられた方には「いい経験ができた」と
おっしゃっていただけます。お飾りの際
には、本年への感謝と来年の安寧を
願っています。

　ご紹介しきれませんでしたが、阿弥陀堂でも新年の
お荘厳がなされています。
　また、献盃の儀でおそなえされたお屠蘇は、法要後、
ご参拝いただいた皆さまに振舞っています。

―

新
た
な
年
の
は
じ
ま
り―

修
正
会

―献盃の儀とは―
けん ぱい        ぎ

仏
花・
鏡
餅
が
お
そ
な
え
さ
れ
、

新
年
の
朝
の
澄
み
切
っ
た
空
気
の
中
、

門
首・
新
門
を
は
じ
め
と
す
る
出
仕
者
、

そ
し
て
参
拝
者
の
お
勤
め
の
声
が

響
き
わ
た
り
ま
す
。

修
正
会
の
日
程

献
盃
の
儀

晨
朝（
朝
の
勤
行
）

法
話

お
屠
蘇
の
振
舞
い

昏
時（
夕
方
の
勤
行
）

晨
朝

昏
時

5
：
30

6
：
20

16
：
00

6
：
50

16
：
00

1
月
１
日

1
月
２
〜
７
日

　出仕前に待機する後堂は、行灯の光のみでとても暗く、息を吸うたびに澄
んだ空気がより沁みます。この光景は100年前と何ら変わらないのだと思う
と、守られてきた伝統をひしひしと感じます。修正会は得度している人であれ
ばどなたでも出仕できるので、ぜひいろんな方に体感していただきたいです。

　献盃の儀は、新たな年を
迎えた挨拶として、親鸞聖
人の御真影の前に用意さ
れる大盃に、門首がお屠蘇
をおそなえする儀式です。
１年の中でも１月１日にしか
行われません。

このような道具を使って
お屠蘇をついでいます

仏
花

鏡
餅

出
仕

田中 幸夫さん
（花小商店店主）

た  なか   ゆき  お

稲垣 宏海さん
（御華束講会長）

いな がき   ひろ   み

森川 徹さん
（大阪教区
 西慶寺住職）

もり かわ  とおる

さいきょうじ

新たな年を真宗本廟（東本願寺）で迎えませんか？

ぜひお参りにお越しください！

真
宗
本
廟
の

特
集

　御堂の裏で立て、木の道具で神輿
のように担いで内陣にお飾りするの
で、なかなかの重労働ですが、花を
あげ終わった時にはほっとしま
すね。父から受け継いで私で
13代目になりますが、こ
れからも伝統を守り続け
ていきたいです。

﹇
御
影
堂
﹈

﹇
阿
弥
陀
堂
↓
御
影
堂
﹈

﹇
御
影
堂
﹈

﹇
御
影
堂
﹈

﹇
御
影
堂
﹈

﹇
阿
弥
陀
堂
↓
御
影
堂
﹈

﹇
御
影
堂
﹈

                                                                                                            

ぶっ
と
ん

ほ
う
し
ゃ

                                                 ごうどう         あんどん

                                     し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とく  ど
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ぱ
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じ
ん
じ
ょ
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し
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し
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                           もんしゅ           と   そ

                              なかしまぐん
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                                                            はな こ しょうてん     いけの

ぼう
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                                    ないじん

し
ゅっ
　
　

 

し

御本尊は本山からお受けしましょうカルト問題相談窓口 075-354-3440 （平日9時～16時）
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　首都圏教化推進本部では、首都
圏の主要な駅付近の会場において、
首都圏にお住まいの方が親鸞聖人
の教えに触れ、真宗のご縁を結んで
いただく機縁として、親鸞講座を開
講しています。
　このたび、オンライン配信による親
鸞講座を開講いたします。苦悩に向
き合いながら、教えに出遇い、その道
に生き抜かれた親鸞聖人のお姿を3
回にわたって学びます。

　11月21日から28日にかけて真宗本廟報恩講が厳修され、
8日間であわせて約3万人が参拝し、インターネットライブ配
信にて約3万回視聴された。
　21日の初逮夜から28日の結願日中まで七昼夜にわたり法
要が勤まり、法要の前後には法話や感話が行われた。28日を
除く毎日中法要後には帰敬式が執り行われ、報恩講を縁に
多くの方が新たに仏弟子となった。
　21日は報恩講の初逮夜に先立ち、御正忌報恩講讃仰法要が音楽法要によって勤まった。名古屋音楽大学か
らも5人が参加し、音楽法要曲（新実徳英氏作曲）を用い、電子オルガンの音色と、合唱団や参拝者の歌声が御
影堂を包んだ。25日の夕刻には『御伝鈔』が拝読され、参拝者は仄暗い御影堂で、親鸞聖人のご生涯に耳を傾け
た。親鸞聖人の御祥月命日である28日は、結願日中（御満座）で「坂東曲」が勤まった。「坂東曲」は何十人もの僧
侶が体を前後左右に力強く揺らしながら念仏・和讃を繰り返す声明で、この「坂東曲」にあおうと、早朝5時前から
開門を待つ参拝者の姿も見られた。

　慶讃法要期間中に実施した「井波彫刻師による東本願寺
の彫刻ガイドツアー」が、昨年10月28日から3日間、公益財
団法人竹中大工道具館の主催で再び開催された。御影堂
門・御影堂・阿弥陀堂・阿弥陀堂門を巡る約2時間のツアー
には、全国から151名が参加した。
　講師には、東大寺南大門扁額や浄土真宗本願寺派勝興
寺（富山県）の彫刻復元など、多くの寺社彫刻を手掛ける井波彫刻協同組合常務
理事の澤香斧氏を迎え、現代の彫刻師の視点で、東本願寺の彫刻の魅力を解説
いただいた。また、僧侶の視点から真宗本廟の歴史や建物の意義についての解説
も加えられ、今日に伝わる見事な彫刻の背景には、仏法を聞く生活があり、聞法の
場としての真宗本廟を大切に思う多くの門徒の思いがあったことが語られた。
　鳩網で遮られる高所に多く施されている彫刻だが、朝日が差し込む時間帯や夕
暮れ時など、光の加減によって美しい姿を見ることができる。ご参拝の際は、随所
に施された彫刻にもぜひご注目ください。

結願日中の坂東曲

子ども報恩講のつどい 解説の様子

『御伝鈔』拝読

お斎の様子

「井波彫刻師による東本願寺の
彫刻ガイドツアー」再び‼
―「木彫刻の寺」東本願寺の魅力を発信―

首都圏教化推進本部
オンライン親鸞講座開講

御影堂門の彫刻の解説をする澤香斧氏（中央）

　このたび「仏教・仏事のハテナ？」
をテーマに「仏教入門講座in熊本」
を開催します。 
　右記の会場の他、オンラインでも
ご参加いただけます。全国各地の
方 の々ご参加をお待ちしております。

東本願寺仏事サポートセンター福岡
「仏教入門講座 in熊本」

2024年1月～6月（全6回）
各回14時～15時10分
くまもと森都心プラザ（定員50名）
（熊本市西区春日1丁目14-1）
Zoom（定員500名）
吉元 信暁 氏（九州大谷短期大学教授）
6,000円［会場参加］／3,000円［Zoom］

開　催

会　場

配　信
講　師
参加費

TEL：092-734-0208（仏事サポートセンター福岡）お問い合わせ

〔第1回〕2024年2月14日
〔第2回〕2月28日 
〔第3回〕3月13日
各回19時30分～21時 ※見逃し配信あり
Zoom（定員300名）
藤元 雅文 氏（大谷大学准教授）
親鸞聖人の生涯に学ぶ
3,000円（全3回分）
2024年2月2日（金） 
※定員になり次第締切といたします。

日　時

配　信
講　師
テーマ
参加費
申込締切

全て
水曜日

  『教行信証』坂東本の解説
　阿弥陀堂では、『教行信証』坂東本（影印本）
を展示し、直筆だからこそわかる親鸞聖人の
思索を教学研究所職員が解説した。延べ800
人以上が参加し、「活字で読むのとは違い、親
鸞聖人がその時代に生きておられたのだと感
じられ、とてもよかった」との声があった。

  しんらん交流館
  でのさまざまな
  行事
　しんらん交流館では、
24日には「人にうまれて
―信仰と社会―」をテー
マに真宗教学学会講演
会を開催。また、26日か
ら28日は親鸞聖人讃仰
講演会を開催した。

  多彩な行事
　報恩講期間中は、「報恩講お斎」が従来のお膳方式で
提供された。また、高倉幼稚園園児による発表会や京都
大谷中・高等学校吹奏楽部による演奏会、御正忌報恩
講コンサートといった例年行事も開催された。
　また、境内では休日を中心に昨年春の慶讃法要で好
評だった東本願寺キャラクター大型バルーンや、昨年7
月から行われている「鐘楼」修理現場の公開なども行わ
れ、多くの参拝者が訪れた。

  子ども報恩講のつどい
　23日には子ども報恩講のつどいを開
催し、全国から250人以上の子どもたち
や保護者が参加した。御影堂での「正信
偈」のお勤めの後、一楽真氏（大谷大学学
長）のお話を聞いた。つどいを楽しむ子ど
もたちの笑顔が御影堂を彩った。

詳細・
お申込みは
こちら ➡

詳細・
お申込みは
こちら ➡

動画・ガイドマップは、
こちらから
ご覧いただけます

➡

真宗本廟報恩講 厳修

レポート お知らせ

※クレジット決済
　または銀行振込

ひ が し

                                                                     けち がん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にい み  とくひで

             　　　　　          ご でんしょう                                                       ほのぐら        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   ご  まん ざ            ばんどうぶし

ふじもと   まさふみ

                                                                   へんがく　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょうこう

  じ　　

                       こう  ふ

　　はとあみ

  で   あ

よしもと   のぶあき

   　　    とき

　　　　　     きょうさん

    しょうろう

   　　    　

　　　　　　　　　　　　　  　いち らくまこと

850年の昔、この日本に生まれた浄土真
宗の宗祖・親鸞聖人。その生涯における
重要な事績を辿りながら、私たちが何を拠
り所として生きるのかを尋ねる1冊。親鸞
の生涯、そして浄土真宗の教えに初めて
ふれようとする方に最適な入門書です。

一楽 真 著　
新書判 240頁／定価：968円（税込）

親鸞入門 新刊

浄土真宗の宗祖・親鸞 
その生涯と教えの入門書

東本願寺出版

おすすめ本
〈真宗新書シリーズ 最新刊〉

カルト問題相談窓口 075-354-3440 （平日9時～16時）
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　「
修
正
会
」と
は
、一年
の
初
め
に
お
荘
厳
を
整
え
、仏
恩

報
謝
の
思
い
を
新
た
に
もって
新
年
に
の
ぞ
む
仏
事
で
す
。

各
地
の
大
谷
派
寺
院
で
、多
く
は
元
旦
に
勤
ま
り
ま
す

が
、真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）で
は
、１
月
1
日
か
ら
7
日

ま
で
勤
ま
り
、ど
な
た
で
も
お
参
り
い
た
だ
け
ま
す
。

　愛知県、旧中島郡(現在の一宮市・稲沢市)の
お寺を会所として、「中島郡会（御華束講）」の
会員約70名と地域のご門徒の方々によって鏡
餅は準備されます。作る餅は大小合わせて約
110個（本廟80・祖廟30）。
　12月28日に餅をついて丸い木枠に入れ、1日
かけて乾燥。30日に木枠から出して、31日の朝に
愛知から本廟・祖廟に運び、おそなえされます。

　花立てを担われるのは「花小商店」。池
坊の流れをくみ、江戸・元禄時代から東本
願寺に仏花をそなえ続けています。
　立てられるのは南天・水仙・椿・寒菊など
季節の花々。約10日間かけて準備され、
12月31日に飾られます。御真影前の仏花
は1つ100㎏ほども。

　たくさんのもち米を何回にも分けて
蒸してつくのは大変ですが、お寺さんや
役員さん方と和気あいあいと行い、携
わられた方には「いい経験ができた」と
おっしゃっていただけます。お飾りの際
には、本年への感謝と来年の安寧を
願っています。

　ご紹介しきれませんでしたが、阿弥陀堂でも新年の
お荘厳がなされています。
　また、献盃の儀でおそなえされたお屠蘇は、法要後、
ご参拝いただいた皆さまに振舞っています。

―

新
た
な
年
の
は
じ
ま
り―

修
正
会

―献盃の儀とは―
けん ぱい        ぎ

仏
花・
鏡
餅
が
お
そ
な
え
さ
れ
、

新
年
の
朝
の
澄
み
切
っ
た
空
気
の
中
、

門
首・
新
門
を
は
じ
め
と
す
る
出
仕
者
、

そ
し
て
参
拝
者
の
お
勤
め
の
声
が

響
き
わ
た
り
ま
す
。

修
正
会
の
日
程

献
盃
の
儀

晨
朝（
朝
の
勤
行
）

法
話

お
屠
蘇
の
振
舞
い

昏
時（
夕
方
の
勤
行
）

晨
朝

昏
時

5
：
30

6
：
20

16
：
00

6
：
50

16
：
00

1
月
１
日

1
月
２
〜
７
日

　出仕前に待機する後堂は、行灯の光のみでとても暗く、息を吸うたびに澄
んだ空気がより沁みます。この光景は100年前と何ら変わらないのだと思う
と、守られてきた伝統をひしひしと感じます。修正会は得度している人であれ
ばどなたでも出仕できるので、ぜひいろんな方に体感していただきたいです。

　献盃の儀は、新たな年を
迎えた挨拶として、親鸞聖
人の御真影の前に用意さ
れる大盃に、門首がお屠蘇
をおそなえする儀式です。
１年の中でも１月１日にしか
行われません。

このような道具を使って
お屠蘇をついでいます

仏
花

鏡
餅

出
仕

田中 幸夫さん
（花小商店店主）

た  なか   ゆき  お

稲垣 宏海さん
（御華束講会長）

いな がき   ひろ   み

森川 徹さん
（大阪教区
 西慶寺住職）

もり かわ  とおる

さいきょうじ

新たな年を真宗本廟（東本願寺）で迎えませんか？

ぜひお参りにお越しください！

真
宗
本
廟
の

特
集

　御堂の裏で立て、木の道具で神輿
のように担いで内陣にお飾りするの
で、なかなかの重労働ですが、花を
あげ終わった時にはほっとしま
すね。父から受け継いで私で
13代目になりますが、こ
れからも伝統を守り続け
ていきたいです。
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御本尊は本山からお受けしましょうカルト問題相談窓口 075-354-3440 （平日9時～16時）
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◆新年あけましておめでとう
ございます。昨年11月号から
お伝えしておりましたとおり、
今月号から『同朋新聞』をリ
ニューアルいたしました。デ
ザインを一新し、より親しみ
やすく読みやすいデザインを
目指しました。構成も12面か
ら8面へと変更しましたが、
引き続き充実した紙面をお
届けしていきたいと思いま
す。また、1面では「今月の法
話 如是我聞」、5面では「ひか
りを伝えたひと」の連載が始
まりました。今月の法話では、
各教区でご活躍の方から毎
月執筆いただき、日常や季節
の話題から仏法にたずねて
いきます。また、5面では七高
僧と聖徳太子を親鸞聖人が
どのようにいただかれてきた
かについて大谷大学の釆睪
先生にご執筆いただきます。
ぜひお楽しみください。
◆リニューアルに際し、『同朋
新聞』が大切にしていくこと
についてあらためて考える機
会をいただきました。みなさ
まからのご感想もお待ちして
おります。（玉井）

編集
室だより今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

を完成させよう！

答え
A B C D

「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！
1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、右記までご応募ください。今月号の
締め切りは2月10日（土）（当日消印有効）です。

はがきと同様に必ず左記❶❷❸を記入し、
「件名」に「同朋新聞1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。

◆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！

ヨコのカギタテのカギ
1
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8
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13 14

3 34

7
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11 12
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「現在を生きる」今月は新潟教区通信員
二〇〇〇〇岳さんが執筆しています。
（4面）
今月の写真は、「真し〇〇本廟の修正
会」です。（1面）
「人間といういのちの〇〇〇」今月は、眞
野明美さんのインタビューです。（2・3面）
慶讃法要期間中に実施した「〇〇み彫
刻師による東本願寺の彫刻ガイドツ
アー」が、昨年10月28日から3日間、再
び開催されました。（7面）
新連載「ひかりを伝えたひと」の執筆者
は、大谷大学教授の釆睪〇〇〇先生で
す。（5面）
「読者のお便り」今月のタイトルは「〇〇
父に思うこと」です。（8面）
「特集」お仏花の花立てを担われるのは
「花小しょ〇〇〇」です。（6面）

「人間といういのちの相」眞野明美さんは、シェア
ハウス「下〇〇〇〇ん」を開設されました。（2・3面）
新連載「ひかりを伝えたひと」今月号より、七高僧と
し〇〇〇く太子についての連載を開始します。（5面）
「今月の法話 如是我聞」初回となる今月は、新潟
教区の〇〇原晃さんが執筆しています。（1面）
「特集」今月のタイトルは「真宗本廟の修正会 ー
あ〇〇〇年のはじまりー」です。（6面）
「縁 ーお寺の掲示板ー」今月の法語は「〇〇〇・
怖れは、「元のいのちに帰れ」と呼ぶ根源の声」で
す。（4面）
阿弥陀堂では、『〇〇〇行信証』坂東本（影印本）
を展示しました。（7面）
「今月の法話 如是我聞」今月のタイトルは「両堂
のかが〇〇」です。（1面）
昨年11月21日から28日にかけて真宗本廟報
〇〇講が厳修されました。（7面）

◆「親鸞聖人に出あう」自分も生徒に戻った
気持ちで読んでいます。（70代男性）　
◆新僧侶の誕生。198人もの子どもたちの
白装束姿の受式。なんとも頼もしく、将来の
僧侶としての一歩に、心から拍手を送りた
いと思います。（80代女性）

10
月
号
を

読
ん
で

メールでも応募できます！

11
月
号
の
ク
ロ
ス
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ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

し
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ん
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そ
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〈ご注意〉

プレゼント付

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

応募は
コチラ

読者の
こえ
読者の
こえ

正解者の中から抽選で10名様に「東本願寺出版オリジナル図書カード1,000円分」をプレゼントします！正解者の中から抽選で10名様に「東本願寺出版オリジナル図書カード1,000円分」をプレゼントします！正解者の中から抽選で10名様に「東本願寺出版オリジナル図書カード1,000円分」をプレゼントします！
リニューアルを記念して

〒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」
宛
先
Eメール／shuppan@higashihonganji.or.jp　FAX／075-371-9211 ◆住所・氏名・年齢・電話番号を明記してお送りください。

　紙幅の都合上、掲載時は添削・抜粋させていただく場合があります。

三重県四日市市

田中 峰子（73歳）
た  なか  みね こ

亡き父に思うこと

　『同朋新聞』2023年10月号の「人間とい
ういのちの相」のコーナーで、「ごみ収集の
現場から」という記事を読み、亡き父のこと
を思い出しました。
　私の父も、20年ほどごみの回収をしてい
ました。当時小学生だった私は、父の仕事を

学校の友達に話せませんでした。恥ずかし
かったのです。
　父から仕事の話を直接聞いたことはなく、
亡くなった後見つけた父の手記で初めて、
その大変さを知りました。リンゴ箱に入った
ごみをトラックの荷台に投げ入れ、肩が痛

かったとか、ほこりが立つ中、ガーゼのマスク
で作業していたとか。
　今となっては、立派な仕事だったと感じ、
父ともっと話をしておけばよかったなと思い
ます。これから、自分の娘と話す時間を大切
に過ごしていきたいです。

『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。お便り募集

しんらん交流館真宗本廟

東本願寺 　 浄土真宗ドットインフォ 　

真宗本廟（東本願寺）へご参拝の際には、
ぜひお立ち寄りください。
開館時間／9時～17時
休館日／毎週火曜日、1月1日～9日

開門・閉門時間／3月～10月：5時50分～17時30分
　　　　　　　  11月～2月：6時20分～16時30分

詳しくは ➡
詳しくは ➡

晨朝（おあさじ）
1月の定例法話

1月の東本願寺日曜講演

晨朝法話

真宗本廟法話

参拝接待所ギャラリー

【場所】阿弥陀堂及び御影堂  【時間】毎日7時～

【場所】御影堂  【時間】毎日7時30分頃～

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

「親鸞聖人のご生涯」（常設展）開催中
「修正会の荘厳と仏花」開催中（～1月14日）

【日時】毎日14時～　

【時間】9時30分～11時
【講師】1月14日  御手洗 隆明
　　　　　　　　（教学研究所研究員）
　　　1月21日  小川 直人
　　　　　　　　（大谷大学講師）
　　　1月28日  藤原 千佳子
　　　　　　　　（金沢教区浄秀寺前坊守）

【時間】9時～16時

真宗本廟奉仕に
参加してみませんか

入館中はお仲間や
他団体の方 と々カフェ
（無料）でほっこり♪

〈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

おみがき奉仕団
3月7日（木）～9日（土）
または3月7日（木）～8日（金）

春の法要奉仕団

※申込締切は各入館日の40日前です。

参加費

4月1日（月）～3日（水）
または4月1日（月）～2日（火）

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

宗祖親鸞聖人の御誕生を縁と
した「親鸞聖人御誕生会（音楽
法要）」等の春の法要参拝を中
心とした奉仕団です。

同朋会館・研修部　
TEL：075-371-9185

お申し込み・
お問い合わせ

真宗本廟奉仕を機にぜひ帰敬式を受式ください

2024年

※休館日、その他
　都合により休会する
　場合があります。

ご案内
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同朋新聞東本願寺ホームページで『同朋新聞』がお読みいただけます




