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蓮
如
上
人
の
北
陸
教
化
と
真
宗
再
興
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、

福
井
県
の
吉
崎
別
院
で
は
毎
年「
御
忌
法
要
」が
勤
ま
り

ま
す
。「
御
影
道
中
」は
、御
忌
法
要
を
お
迎
え
す
る
た
め
、

真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）と
吉
崎
別
院
の
間
を
蓮
如
上
人

に
お
供
し
て
歩
く
大
切
な
仏
事
で
、江
戸
時
代
か
ら
続
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
、82
歳
。動
植
物
で
は
な
く
、「
人
間
の
」い
の
ち

で
、こ
の
年
ま
で
よ
く
生
き
さ
せ
て
貰
っ
た
と
思
う
こ
と

で
す
。「
こ
ど
も
」か
ら「
お
と
な
」、そ
し
て「
と
し
よ
り
」

と
、表
面
的
に
は
、大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
が
、内

面
の「
自
己
愛
」と
い
う
本
性
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　「
正
信
偈
」の
中
に
、「
弥
陀
仏
本
願
念
仏
　
邪
見
憍

慢
悪
衆
生
　
信
楽
受
持
甚
以
難
　
難
中
之
難
無
過
斯
」

（『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』十
三
頁
）と
、自
己
愛
か
ら
離
れ
て
、

信
心
を
い
た
だ
く
こ
と
の
難
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま

す
。な
ぜ
難
し
い
の
か
と
い
え
ば
、よ
こ
し
ま
な
考
え
や
、

お
ご
り
、高
ぶ
り
を
立
場
と
し
た
り
、念
仏
し
な
が
ら

も
、念
仏
を
自
己
愛
の
手
段
と
す
る
か
ら
、と
い
う
こ
と

で
す
。私
の
こ
と
だ
と
笑
い
そ
う
に
な
っ
て
、こ
こ
ま
で
の

文
を
読
み
返
し
た
時
、あ
ら
た
め
て「
悪
衆
生
」の
３
文

字
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

　「
悪
衆
生
！
え
っ
、私
っ
て
悪
衆
生
な
の
？
」。

　
驚
き
と「
？
」ま
で
付
く
の
で
す
か
ら
、私
の
心
の
中

で
は
否
定
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。ま
た
、そ
の
前
に「
私

の
こ
と
だ
と
笑
い
そ
う
に
な
っ
た
」と
も
書
い
て
い
ま
す

が
、笑
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
の
で
し
た
。

　「
理
屈
で
は
知
っ
て
い
る
が
、自
分
の
こ
と
と
は
思
っ

て
も
い
な
い
」そ
れ
が「
悪
衆
生
」だ
っ
た
の
で
す
。

　
そ
ん
な
私
に
向
け
ら
れ
て「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」が

あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

生
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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。

相人
間
と
い
う

す
が
た

い
の
ち
の連

載

̶

周
り
の
理
解
も
吃
音
を
超
え
て
い
く
大

事
な
条
件
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
で
す
ね
。吃
音
の
症
状
で
、「
連
発
」の

状
態
が
ず
っ
と
継
続
す
る
な
ら
ば
、悪
化
は
あ

ま
り
し
ま
せ
ん
。連
発
症
状
が
出
な
い
よ
う
に

ど
う
に
か
回
避
し
よ
う
と
し
た
結
果
、発
声
し

づ
ら
く
な
る「
難
発
」の
症
状
が
出
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
って
、難
発
症
状
が
重
く
なって
く
る

と
、い
き
な
り
数
十
秒
声
が
出
な
い
と
い
う
状

況
に
な
り
ま
す
。そ
う
い
う
意
味
で
は
、連
発

と
い
う
状
況
を
継
続
で
き
る
よ
う
に
、話
す
こ

と
を
否
定
せ
ず
、ち
ゃ
ん
と
最
後
ま
で
聞
く
と

い
う
対
応
を
周
囲
が
で
き
る
と
症
状
の
重
症

化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。あ
と
は
、孤
独

に
な
ら
な
い
よ
う
な
支
援
や
、吃
音
の
症
状
を

否
定
し
な
い
よ
う
な
教
育
も
必
要
で
す
ね
。普

通
で
な
い
と
い
け
な
い
、う
ま
く
話
さ
な
い
と

だ
め
な
ん
だ
と
いっ
た
考
え
方
を
払
拭
で
き
る

も
の
を
子
ど
も
の
頃
に
学
べる
と
よ
い
で
す
ね
。

　
普
通
じ
ゃ
な
い
と
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
、

普
通
じ
ゃ
な
い
と
幸
せ
に
な
れ
な
い
、普
通
じ
ゃ

な
き
ゃ
だ
め
だ
と
い
う
空
気
を
小
学
生
の
頃
は

感
じ
、み
ん
な
が
普
通
に
で
き
る
こ
と
が
で
き

な
い
自
分
は「
だ
め
人
間
」だ
と
考
え
て
い
て
、

普
通
と
い
う
言
葉
が
す
ご
く
嫌
い
で
し
た
。学

校
教
育
って
平
均
点
を
取
る
こ
と
を
優
先
し
が

ち
だ
な
と
思
う
の
で
す
が
、そ
れ
が
と
て
も
苦

し
か
っ
た
で
す
。普
通
じ
ゃ
な
く
て
も
、社
会
で

生
き
て
い
け
る
と
か
、幸
せ
に
な
れ
る
と
いっ
た

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
人
を
、私
自
身
、小
学
生

の
頃
に
教
え
て
ほ
し
かっ
た
な
と
思
い
ま
す
。

̶

周
り
の
環
境
が
醸
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、

ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

　
や
は
り
人
と
人
の
違
い
を
尊
重
す
る
よ
う

な
教
育
と
い
う
か
、人
と
違
って
も
、自
信
を

失
わ
な
い
教
育
と
い
う
か
、そ
う
いっ
た
こ
と

を
学
ん
で
い
た
ら
、自
己
否
定
に
陥
ら
な
かっ

た
で
し
ょ
う
し
、話
す
こ
と
を
回
避
す
る
こ

と
も
少
な
か
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。平
均

点
を
つ
け
る
教
育
よ
り
も
、得
意
な
こ
と
を

伸
ば
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と

が
学
べ
た
ら
よ
かっ
た
な
と
思
い
ま
す
ね
。

̶

ち
ゃ
ん
と
最
後
ま
で
話
を
聞
い
て
も
ら

え
る
、自
分
を
嫌
わ
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
感

じ
ら
れ
る
、そ
う
い
っ
た
経
験
が
必
要
な
わ
け

で
す
ね
。社
会
全
体
が
吃
音
と
い
う
障
害
に
つ

い
て
き
ち
ん
と
認
識
す
る
こ
と
も
大
事
で

し
ょ
う
ね
。

　
障
害
と
い
う
概
念
が
変
わって
いっ
た
ら
い

い
な
と
思
う
ん
で
す
。自
分
と
は
関
係
の
な

い
も
の
と
思
い
が
ち
で
す
が
、視
覚
障
害
な

ど
身
近
に
も
い
ろ
い
ろ
な
障
害
が
あ
り
ま

す
。い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ
い
ろ
な
障
害
を

持
って
い
る
の
に
、ど
こ
か
自
分
は
違
う
と
考

え
が
ち
だ
と
思
う
の
で
、意
識
が
変
わって
、

障
害
の
垣
根
が
な
く
なって
いっ
た
ら
い
い
な

と
思
い
ま
す
。誰
で
も
小
さ
な
障
害
を
も
っ

て
い
る
。わ
か
り
や
す
く
生
活
に
支
障
を
き

た
す
も
の
を
障
害
と
言
って
い
る
だ
け
で
、本

当
は
み
ん
な
何
か
し
ら
障
害
を
持
って
い
る

の
だ
と
認
め
合
い
、障
害
への
ハ
ー
ド
ル
が
下

がっ
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
違
い
を
否

定
し
た
り
責
め
た
り
し
な
い
よ
う
な
教
育

を
受
け
ら
れ
る
社
会
に
な
る
と
よ
い
と
思
い

ま
す
。

̶

私
た
ち
が
普
段
何
げ
な
く
お
こ
な
っ
て

い
る「
伝
え
合
う
」と
い
う
行
為
は
、非
常
に

大
事
で
、そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と
、そ
の
人
を

不
安
や
孤
独
の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
せ
ず
に
い
た

と
思
い
ま
す
。思
い
が
伝
わ
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
感
じ
ま
し
た
。（
了
）

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
認
め
る
社
会
へ

̶

吃
音
は
、当
事
者
以
外
か
ら
は
障
害
が

あ
る
と
認
識
し
に
く
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す

が
、周
り
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
で
す
ね
。特
定
の
場
面
で
し
か
吃
音
が

出
な
い
人
も
多
い
の
で「
す
べて
の
場
面
で
ど
も

る
わ
け
で
は
な
い
」と
い
う
こ
と
を
知
って
ほ
し

い
で
す
。吃
音
に
詳
し
く
な
い
病
院
や
、相
談

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、ま
た
難
易
度
別
に
作

成
し
て
い
ま
す
。

　
実
際
、Ｖ
Ｒ
を
継
続
し
て
使
って
く
れ
た
方

の
中
に
は
、１
週
間
で
効
果
が
出
る
人
や
、逆
に

効
果
が
出
に
く
い
人
が
い
て
、何
か
し
ら
の
特

徴
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。ど
う
いっ
た
特
徴

や
特
性
が
効
果
に
表
れ
や
す
い
の
か
、こ
れ
か
ら

もっと
研
究
し
て
い
き
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

̶

吃
音
は
治
療
に
よ
っ
て
治
る
も
の
な
の

で
し
ょ
う
か
。

　
吃
音
に
関
し
て
は
治
る
と
い
う
定
義
は
非

常
に
難
し
く
、吃
音
の
症
状
を
ゼ
ロ
に
す
る
方

法
は
ま
だ
こ
の
世
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。た
だ
、

治
る
と
い
う
定
義
を
、症
状
は
出
る
け
れ
ど
、

は
な
く
、多
少
吃
音
が
出
て
も
苦
し
く
な
い
、

自
分
を
責
め
な
く
て
い
い
と
いっ
た
気
持
ち
の

部
分
も
大
事
で
す
。症
状
の
改
善
は
し
て
い
な

く
て
も
、前
よ
り
は
楽
か
な
と
い
う
段
階
を
経

て
、最
終
的
に
吃
音
が
出
な
く
な
る
こ
と
も
あ

る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

̶

現
在
取
り
組
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
仕

事
は
、ど
ん
な
も
の
で
す
か
。

　
現
在
は
社
交
不
安
障
害
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
Ｖ
Ｒ（
仮
想
空
間
）ソ
フ
ト
を
開
発
し
て
い
ま

す
。自
分
が
苦
手
な
場
面
に
あ
え
て
少
し
ず
つ

挑
戦
す
る
段
階
的
暴
露
療
法
と
い
う
治
療
法

が
あ
る
の
で
す
が
、現
実
世
界
で
は
な
か
な
か

で
き
な
い
の
で
、Ｖ
Ｒ
に
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま

し
た
。Ｖ
Ｒ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
や
状
態
に
合

わ
せ
た
場
面
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、誰
で

も
一
歩
ず
つ
成
功
体
験
が
積
め
ま
す
よ
ね
。今

は
、面
接
や
電
話
応
対
な
ど
、緊
張
や
不
安
が

強
く
出
や
す
い
場
面
で
発
話
を
繰
り
返
す
こ

所
だ
と
、そ
の
場
で
吃
音
の
症
状
が
出
ず
、「
ど

も
って
い
な
い
よ
」な
ど
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
、よ
り
孤
独
を
深
め
て
し
ま
い
ま
す
。

　
ま
た
、ど
も
り
の
き
つ
い
人
ほ
ど
吃
音
の
症

状
が
重
そ
う
だ
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
逆
な
ん
で
す
。症
状
が
出
て
い
る
人
の
方

が
軽
かっ
た
り
も
し
ま
す
。だ
か
ら
、表
面
的
な

症
状
だ
け
で
そ
の
人
の
重
症
度
を
測
ら
な
い

と
い
う
か
、全
然
ど
も
って
い
な
く
て
も
、障
害

者
手
帳
を
取
得
し
な
い
と
生
活
で
き
な
い
人

も
、多
く
い
る
こ
と
を
知
って
ほ
し
い
で
す
。

̶

ま
だ
ま
だ
吃
音
に
対
す
る
ケ
ア
の
環
境

は
整
っ
て
い
な
い
の
で
す
ね
。

　
吃
音
の
ケ
ア
の
専
門
家
は
、基
本
的
に
言
語

聴
覚
士
で
す
。言
語
聴
覚
士
は「
話
す
」「
聞

く
」「
食
べる
」こ
と
に
問
題
を
抱
え
た
人
に
ケ

ア
を
行
い
、自
分
ら
し
い
生
活
を
構
築
で
き
る

よ
う
支
援
す
る
専
門
職
で
す
。対
象
と
な
る
人

が
失
語
症
や
聴
覚
障
害
、言
葉
の
発
達
の
遅

れ
や
摂
食・嚥
下
障
害
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
た

め
、吃
音
の
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
言
語

聴
覚
士
の
数
が
少
な
く
、ま
た
そ
の
多
く
は
、

小
児
の
吃
音
への
治
療
で
す
。成
人
の
場
合
は

吃
音
だ
け
で
な
く
社
交
不
安
障
害
を
併
発
し

て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
、言
語
訓
練
よ
り
も

社
交
不
安
に
ま
ず
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
が
、成
人
の
吃
音
治
療
に
力
を
入
れ
て

い
る
病
院
は
全
国
で
10
カ
所
程
度
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

　
特
に
成
人
の
吃
音
治
療
に
関
し
て
は
、発
話

な
ど
表
面
的
な
言
語
症
状
を
な
く
し
た
り
、

減
ら
し
た
り
す
る
こ
と
に
注
力
す
る
の
で
は
な

く
、根
本
的
な
不
安
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し

た
り
、不
安
を
減
ら
す
た
め
の
治
療
を
取
り
入

れ
な
い
と
言
語
訓
練
の
効
果
が
出
に
く
い
人

も
多
い
で
す
。吃
音
の
改
善
は
、まっ
た
く
ど
も

り
が
出
な
く
な
って
楽
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

自
分
が
し
た
い
こ
と
は
何
で
も
で
き
る
、吃
音

を
障
害
と
感
じ
な
い
レ
ベ
ル
に
す
る
こ
と
は
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、自
分
が
納
得
す
る
話
し
方
を
確
立

す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。言
語
訓
練
に
効
果
が

あ
る
こ
と
は
わ
かって
い
ま
す
が
、既
存
の
言
語

訓
練
の
課
題
と
し
て
、変
な
話
し
方
が
確
立
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
って
、ど
も
り
は
し
な
い

け
ど
満
足
度
が
低
い
話
し
方
に
な
って
し
ま
い

ま
す
。満
足
し
た
話
し
方
で
な
い
の
で
、ど
も
ら

な
く
て
も
、本
人
の
不
安
は
消
え
ま
せ
ん
。な

の
で
、自
分
が
納
得
す
る
話
し
方
を
見
つ
け
て
、

自
分
の
ペ
ー
ス
で
話
す
と
い
う
こ
と
が
大
事
か

な
と
思
い
ま
す
。

治
療
の
た
め
に
大
切
な
こ
と 梅

津 

円
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

話
す
と
き
に
滑
ら
か
に
言
葉
が
出
な
い
障
害
の
一
つ「
吃
音
」。吃
音
は
幼
児
期
に

発
症
す
る
こ
と
が
多
い
が
、そ
の
う
ち
の
7
〜
8
割
は
自
然
に
治
り
、大
人
に

な
っ
て
も
残
る
の
は
ご
く
わ
ず
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、日
本
だ
け
で
な

く
世
界
で
も
成
人
の
１
０
０
人
に
一
人
が
吃
音
の
悩
み
を
抱
え
て
い
ま
す
。自
ら

も
吃
音
を
持
ち
、そ
の
経
験
を
基
に
吃
音
者
の
た
め
の
Ｖ
Ｒ（
仮
想
空
間
）で
の
対

話
練
習
ソ
フ
ト
を
開
発
し
た
梅
津
円
さ
ん
の
お
話
か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

吃
音
は「
だ
め
人
間
」じ
ゃ
な
い

株式会社DomoLens代表取締役
CEO。小学生の頃に吃音を発症。人と
の関わりに悩み、社交不安障害も併発
したが、インターンシップなどの経験
を経て、同じ悩みを抱える人の役に
立ちたいと2017年からVRで対話の
練習ができるソフトを制作している。

さ
れ
た
り
、茶
化
さ
れ
た
り
す
る
の
が
怖
く
、

な
か
な
か
友
達
の
会
話
の
中
に
入
れ
な
く
な

り
、自
分
が
ど
ん
ど
ん
透
明
人
間
に
な
って
い

く
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
あ
と
、と
て
も
悩
ん
だ
の
は
い
じ
め
で
し
た
。

小
学
4
年
生
頃
か
ら
中
学
3
年
生
頃
ま
で
、

話
し
方
を
か
ら
か
わ
れ
た
り
、否
定
さ
れ
た
り

し
て
、普
通
の
人
が
普
通
に
で
き
る
こ
と
が
で

き
な
い
自
分
は
欠
陥
品
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
悩
み
ま
し
た
。ど
も
って
い
る
こ
と
を「
気
持

ち
悪
い
」な
ど
と
言
わ
れ
て
、自
分
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
人
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
も
感
じ
ま
し
た
。

̶

梅
津
さ
ん
は
、吃
音
に
加
え
て
社
交
不

安
障
害
も
抱
え
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

　
は
い
。社
交
不
安
障
害
は
、吃
音
が
あ
る
成

人
の
40
％
以
上
の
割
合
で
併
発
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、会
話
が
必
要
な
場

面
に
お
け
る
不
安
や
恐
怖
を
強
く
感
じ
て
し

進
ん
で
い
て
、遺
伝
の
可
能
性
も
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、正
確
な
吃
音
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
わ
かっ

て
お
ら
ず
、原
因
不
明
の
言
語
障
害
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

̶

梅
津
さ
ん
自
身
も
吃
音
で
あ
る
こ
と

で
、い
ろ
い
ろ
と
苦
し
ま
れ
た
そ
う
で
す
が
、

ど
う
い
っ
た
こ
と
で
苦
し
ま
れ
ま
し
た
か
。

　一
番
は
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す

ね
。吃
音
で
な
い
人
で
も
緊
張
し
て
ど
も
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、ち
ょっ
と
緊
張
し

た
だ
け
で
し
ょ
う
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
、軽
く

見
ら
れ
が
ち
で
す
。人
に
相
談
し
て
も
自
分
の

悩
み
を
重
く
受
け
と
め
て
も
ら
え
ず
、話
を
き

ち
ん
と
聞
い
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。吃
音

で
な
い
人
が
ち
ょっ
と
ど
も
る
の
と
レ
ベ
ル
が

ま
っ
た
く
違
う
の
で
す
が
、そ
れ
と
同
じ
だ
と

思
わ
れ
る
の
が
嫌
で
し
た
。

　
ま
た
、私
は
自
分
が
存
在
す
る
意
味
が
わ
か

ら
な
く
な
り
ま
し
た
。吃
音
の
症
状
を
ば
か
に

̶

吃
音
と
は
ど
う
い
う
症
状
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　
吃
音
と
は
、話
す
と
き
に
言
葉
の
発
音
が
上

手
に
で
き
な
い
、言
葉
が
出
て
こ
な
い
障
害
で
、

主
に
３
つ
症
状
が
あ
り
ま
す
。多
く
の
方
は
、

吃
音
と
い
う
と「
ど
も
り
」の
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
か
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
は「
連
発
」と
言
わ

れ
る
症
状
で
す
。ま
た
、「
難
発
」と
い
う
症
状

が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、喉
に
何
か
が
詰
ま
って

い
て
蓋
が
さ
れ
て
い
る
み
た
い
に
、ど
う
頑
張
っ

て
も
声
が
出
て
こ
な
い
感
覚
に
な
る
症
状
で

す
。そ
の
た
め一
見
わ
か
り
づ
ら
い
で
す
が
、こ

れ
も
吃
音
の
症
状
で
す
。そ
し
て
３
つ
目
は
、

「
伸
発
」と
いって
、「
ア
イ
ス
」を「
ア
ー
イ
ス
」

の
よ
う
に
言
葉
の
最
初
の
音
を
伸
ば
し
て
話

す
症
状
が
あ
り
ま
す
。こ
の「
連
発
」、「
難

発
」、「
伸
発
」と
い
う
３
つ
が
主
な
吃
音
の
症

状
で
す
。

　
脳
や
遺
伝
子
の
分
野
で
は
、吃
音
の
研
究
が

ま
い
、生
き
る
こ
と
が
つ
ら
く
な
り
、生
活
に
支

障
を
き
た
し
て
し
ま
う
障
害
で
す
。

　
私
の
場
合
は
い
じ
め
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の

か
、人
の
笑
い
声
を
聞
い
た
り
、目
を
見
た
り

す
る
だ
け
で
自
分
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、ば
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
って
し
ま
い
、涙
が
出
て
き
ま
し
た
。街
中
で

前
を
向
い
て
歩
く
こ
と
が
で
き
ず
、無
意
識
に

下
を
向
い
て
歩
き
、す
べて
の
目
が
自
分
に
対

し
て「
こ
の
世
か
ら
消
え
ろ
」と
言
って
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
。関
係
を
持

つ
前
に
、否
定
や
排
除
を
さ
れ
た
り
、傷
つ
く

言
葉
を
言
わ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
恐
怖
か
ら
、人
と
接
す
る
こ
と
を
回
避
し
て

い
ま
し
た
。

　
自
分
は
、も
と
も
と
と
て
も
明
る
い
性
格
で

し
た
。し
か
し
、い
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
って

か
ら
、ま
っ
た
く
別
の
人
間
に
変
わ
って
し
ま
っ

て
、何
も
話
さ
な
く
な
って
し
ま
い
ま
し
た
。話

す
た
び
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
本
当
に
つ

ら
く
、毎
回
心
臓
に
ナ
イ
フ
を
刺
さ
れ
る
よ
う

な
感
覚
で
し
た
。自
分
が
吃
音
だ
と
知
ら
な

か
っ
た
の
で
、誰
に
も
相
談
で
き
ず
、ど
う
し
た

ら
い
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。み
ん
な
は
普
通

に
で
き
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、全
部
自
分
の
性

格
の
問
題
な
の
だ
と
処
理
し
て
、「
だ
め
人
間
」

だ
と
毎
日
思
い
続
け
て
い
ま
し
た
。普
通
に
話

す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、将
来
就
職
も
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
か
、先
行
き
に
も
不
安

を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

吃
音
の
苦
し
み
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

あ
、あ
、あ
、

う-

ぼ、ぼ、ぼ、
え-

つ

う
め

ま
ど
か

す
が
た

な
ん
ぱ
つ

し
ん
ぱ
つ ふ

た

れ
ん
ぱ
つ

き
つ

お
ん

だ
ん
か
い
て
き
ば
く 

ろ
り
ょ
う
ほ
う

じ
ょ
う
せ
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
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私
は
ど
う
生
き
て
い
る
の
か
。他
者
に
何
か
を「
し
て
あ
げ
る
」と
上
か
ら
の

物
言
い
で
生
き
て
い
る
の
か
、そ
れ
と
も「
え
ら
ば
ず 

き
ら
わ
ず 

み
す
て
ず
」

で「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」と
生
き
て
い
る
の
か
。そ
ん
な
問
い
に
立
っ
た
時
、

こ
の
身
も
心
も
こ
の
世
界
で
さ
え
も
、縁
に
よ
っ
て
い
た
だ
い
て
き
た
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
た
。掲
示
板
に
目
が
留
ま
っ
た
皆
さ
ん
に
も
、私
が
感
じ
た
問
い

に
向
き
合
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
、こ
の
言
葉
を
掲
げ
ま
し
た
。

　25
歳
で
住
職
を
継
承
し
て
か
ら
14
年
間
、玉
泉
寺
の
掲
示
板
に
は
、

そ
の
時
々
の
自
身
の
課
題
や
テ
ー
マ
な
ど
を
、法
語
と
し
て
掲
示
し
て
い
る

と
語
る
住
職
の
野
寺
真
永
さ
ん
。そ
の
言
葉
を
自
分
事
と
し
て
考
え
て
い

た
だ
け
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　そ
の
工
夫
の
一つ
と
し
て
、法
事
の
際
に
配
る
式
次
第
の
裏
面
に
、掲
示

板
の
法
語
を
載
せ
、法
話
で
そ
の
意
味
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

「
法
事
の
後
、ご
自
宅
の
壁
に
貼
って
も
ら
う
こ
と
で
、お
寺
ま
で
足
を
運
ん

で
い
た
だ
か
な
く
て
も
家
族
で
見
て
も
ら
え
ま
す
し
、そ
れ
が
法
事
の
た
び

に
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
で
、さ
ま
ざ
ま
な
教
え
に
触
れ
て
い
た
だ
く
機
会
に

も
な
り
ま
す
。私
自
身
、仏
教
に
出
遇
い
人
生
の
固
定
観
念
が
ひっ
く
り

返
り
ま
し
た
。法
語
に
触
れ
て
い
た
だ
く
皆
さ
ん
に
とって
も
、「
自
分
の
人

生
は
こ
う
だ
」と
い
う
固
定
観
念
を
見
直
す
き
っか
け
に
な
れ
ば
と
思
って

い
ま
す
」。

　お
寺
の
果
た
す
大
き
な
役
割
で
あ
る
伝
道
に
つ
い
て
、法
語
を
多
く
の

方
と
共
有
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
実
行
さ
れ

て
い
る
姿
に
あ
ら
た
め
て
学
び
直
さ
せ
て
い
た
だ
い
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。

滋賀県長浜市新居町304
住職  野寺 真永

の   

む
ら   

け
ん
し
ゅ
ん

野
村 

顕
俊

長
浜
教
区
通
信
員

第9回

通信員リレーリポート

玉泉寺（長浜教区 第20組）

　岐
阜
県
高
山
市
に
あ
る
高
山
別

院
で
よ
く
お
会
い
す
る
方
が
い
る
。熱
心

に
参
拝
さ
れ
、別
院
や
お
手
次
寺
な
ど

の
イ
ベン
ト
の
裏
方
と
し
て
も
活
躍
す
る

畑
中
さ
ん
ご
夫
妻
だ
。

　周
囲
の
人
た
ち
へ
も
帰
敬
式
を
勧
め

ら
れ
る
ほ
ど
の
お
二
人
に
、お
寺
と
関
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
た
ず
ね
た

と
こ
ろ
、き
っ
か
け
と
い
う
き
っ
か
け
は
な

か
っ
た
そ
う
。「
私
の
家
庭
は
、と
に
か
く

生
活
の
中
心
に
仏
様
や
お
内
仏
が
あ
り

ま
し
た
。何
か
い
た
だ
き
も
の
を
し
て
も
、

学
校
か
ら
通
知
表
を
も
ら
って
き
て
も
、

ま
ず
は
お
内
仏
の
仏
様
に
報
告
し
て
い

ま
し
た
」と
道
子
さ
ん
は
育
っ
た
家
庭

環
境
を
振
り
返
ら
れ
る
。

　ま
た
、「
私
の
母
は
認
知
症
を
患
っ
た

後
も
、お
内
仏
の
前
に
座
る
と
手
を
合

わ
せ
、「
正
信
偈
」を
す
ら
す
ら
と
お
勤

め
す
る
よ
う
な
人
で
し
た
し
、父
は„
生

ま
れ
る
も
死
ぬ
も
寺
“と
い
う
思
い
か

ら
、私
た
ち
に
結
婚
式
を
お
手
次
寺
の

玄
興
寺
で
執
り
行
う
こ
と
を
勧
め
て

く
れ
ま
し
た
」と
ご
両
親
に
つ
い
て
も
語

ら
れ
る
。

　結
婚
後
も
、お
寺
の
婦
人
会
な
ど
を

と
お
し
て
常
に
お
寺
と
の
関
わ
り
を
持

ち
続
け
て
き
た
道
子
さ
ん
。47
歳
の
時

本
山
に
上
山
し
、帰
敬
式
を
受
式
し
た

際
、厳
か
な
雰
囲
気
に
と
て
も
感
動

し
、正
郎
さ
ん
に
も
帰
敬
式
を
勧
め
た
。

退
職
を
機
に
正
郎
さ
ん
も
帰
敬
式
を

受
式
し
、以
降
お
二
人
で
お
寺
の
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
や
活
動
に
携
わって
い
る
。

　中
で
も
思
い
出
深
い
の
が
、玄
興
寺

で
厳
修
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
法
要
並
び
に
本
堂
修
繕
落

慶
法
要
と
の
こ
と
。正
郎
さ
ん
は
総
務

局
長
と
し
て
、道
子
さ
ん
は
接
待
係
や

広
報
部
の
一
員
と
し
て
奔
走
し
た
。意

識
し
た
の
は
、た
く
さ
ん
の
役
割
を
作
る

こ
と
。そ
う
す
る
と
自
然
と
た
く
さ
ん
の

人
に
関
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、こ
れ
ま
で
の
お
寺
と
の
関
わ
り

の
中
で
抱
い
て
き
た
思
い
に
拠
る
の
だ
と

い
う
。

　「聴
聞
の
た
め
お
寺
に
通
っ
た
り
、奉

仕
団
と
し
て
幾
度
も
上
山
し
た
経
験
の

中
で
、職
種
や
住
む
場
所
の
違
う
、普

段
の
生
活
で
は
出
会
う
こ
と
の
な
い
人

た
ち
と
出
会
い
、つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と

が
で
き
た
こ
と
が
自
分
た
ち
の
喜
び
と

な
っ
て
い
ま
す
。お
寺
と
い
う
の
は
そ
う
い

っ
た
、つ
な
が
り
を
つ
く
る
場
所
な
の
だ
と

思
い
ま
す
」と
お
二
人
は
語
る
。

　代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏
様
を

大
切
に
す
る
精
神
が
、ご
夫
婦
の
周
囲

に
し
み
じ
み
と
伝
わって
い
る
様
子
を
感

じ
た
。

畑中 正郎さん・道子さん

試行錯誤の思い出がつまった記念誌

わ
た 

な
べ   

よ
う  

こ

渡
邊 

陽
子

岐
阜
高
山
教
区
通
信
員

第246回

生るき
い ま

現在を

畑
中 

正
郎
さ
ん（
79
歳
）

道
子
さ
ん（
75
歳
）

岐
阜
高
山
教
区 

高
山
２
組

玄
興
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
。

つ
な
が
り
を
つ
く
る
場
所

の でら  まさのり
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き 
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ょ
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き
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し
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う
ぜ
ん
ら
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け
い

                                                                

ほ
ん
そ
う

                                                                            

よ

げ
ん
こ
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じ

は
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な
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た
だ
し
ろ
う

み
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こ
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ような光に出遇ったのでしょうか？
彼らも私たちと同じように悩み苦しむ人でした
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　念
仏
の
伝
統

　条
件
つ
き
の
よ
ろ
こ
び

　よ
ろ
こ
び
の
姿

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

本
師
龍
樹
菩
薩
は

　大
乗
無
上
の
法
を
と
き

　歓
喜
地
を
証
し
て
ぞ

　ひ
と
え
に
念
仏

す
す
め
け
る

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 

第
二
版
』五
八
九
頁
）

龍
樹
菩
薩  

三

【
現
代
語
訳
】

根
本
の
師
で
あ
る
龍
樹
菩
薩
は
、

大
い
な
る
教
え
の
無
上
の
法
を
説
き

歓
喜
地
の
境
地
を
さ
と
っ
た
姿
を
み
ず

か
ら
示
す
こ
と
で
、

ひ
た
す
ら
念
仏
を
人
び
と
に
お
す
す
め

に
な
っ
た
の
だ
。

第　　回4

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

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 が々います。「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「和国の教主」と仰がれた聖徳太子
です。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。龍樹について、3回にわたってたずねています。

　龍
樹
菩
薩
は
歓
喜
地
と
い
う
境
地
に
到
達
し

た
人
物
と
し
て
も
有
名
で
す
。「
歓
喜
地
」と
は
、菩

薩
の
修
行
階
梯
の
一つ
で
、「
初
地
」、「
初
歓
喜
地
」

と
も
よ
ば
れ
ま
す
。こ
の
境
地
で
は
よ
ろ
こ
び
が
自

然
と
生
じ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　よ
ろ
こ
び
に
は
と
て
も
大
き
な
は
た
ら
き
が

あ
り
ま
す
。よ
ろ
こ
ん
で
い
る
様
子
を
見
る
と
、

本
人
だ
け
で
は
な
く
、こ
ち
ら
も
嬉
し
く
な
る
も

の
で
す
。

　仏
教
で
も
、よ
ろ
こ
び
の
は
た
ら
き
は
大
切
に

さ
れ
て
き
ま
し
た
。お
だ
や
か
で
に
こ
や
か
な
表
情

を
見
せ
る
こ
と
は
、周
囲
に
対
す
る
布
施（
和
顔
悦

色
施
）で
も
あ
り
ま
す
。法
要
に
参
列
す
る
こ
と
を

「
随
喜
す
る
」と
表
現
す
る
伝
統
が
仏
教
に
は
あ
り

ま
す
。こ
れ
は
、「
一
緒
に
よ
ろ
こ
ぶ
」と
い
う
意
味

で
す
。

　表
現
さ
れ
た
よ
ろ
こ
び
は
、他
者
に
も
共
有
さ

れ
る
の
で
す
。

　日
常
生
活
で
の
私
た
ち
の
よ
ろ
こ
び
は
、と
て
も

脆
い
も
の
を
根
拠
に
し
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、外
的

な
条
件
が
必
ず
つ
い
て
く
る
か
ら
で
す
。そ
の
条
件

が
満
た
さ
れ
て
は
じ
め
て
よ
ろ
こ
べ
る
の
で
す
。逆

に
、条
件
が
私
の
都
合
と
合
わ
な
く
な
る
と
、す
ぐ

に
よ
ろ
こ
べ
な
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。

　ま
た
条
件
は
私
の
外
側
に
あ
る
も
の
で
す
か

ら
、私
の
都
合
と
は
関
係
な
く
変
化
し
、私
の
都
合

も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
ま
す
。で
す
か
ら
、外
的

条
件
が
変
化
し
て
も
、私
の
都
合
が
変
化
し
て
も
、

外
的
な
条
件
が
私
の
都
合
と
合
わ
な
く
な
って
し

ま
い
ま
す
。そ
う
す
る
と
、よ
ろ
こ
び
を
感
じ
ら
れ

な
い
ど
こ
ろ
か
、む
し
ろ
腹
を
立
て
か
ね
ま
せ
ん
。

　そ
の
一
方
で
、歓
喜
地
の
よ
ろ
こ
び
は
、自
ら
の
内

部
か
ら
自
然
と
溢
れ
出
し
て
く
る
も
の
だ
と
さ
れ

ま
す
。阿
弥
陀
仏
は
、そ
の
ひ
か
り
に
よ
って
人
び
と

に
歓
喜
を
生
じ
さ
せ
ま
す
。阿
弥
陀
仏
が「
歓
喜
光

仏
」（『
仏
説
無
量
寿
経
』巻
上『
真
宗
聖
典
第
二
版
』三
二
頁
）

と
も
呼
ば
れ
る
の
は
、そ
の
た
め
で
す
。龍
樹
菩
薩

が
歓
喜
地
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、阿
弥
陀
仏

の
ひ
か
り
と
い
う
確
か
な
も
の
に
触
れ
た
か
ら
に

他
な
り
ま
せ
ん
。

　龍
樹
菩
薩
が
歓
喜
地
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、現
在
の
私
た
ち
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま

す
。龍
樹
菩
薩
の
よ
ろ
こ
び
が
人
び
と
に
共
有
さ

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
は
、龍
樹
菩
薩

の
よ
ろ
こ
び
の
根
源
と
な
っ
た
阿
弥
陀
仏
の
ひ
か

り
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。親
鸞

聖
人
も
ま
た
、龍
樹
菩
薩
の
姿
を
と
お
し
て
、念
仏

が
真
実
の
ひ
か
り
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
ま
し
た
。

　龍
樹
菩
薩
以
来
綿
々
と
共
有
さ
れ
て
き
た
よ
ろ

こ
び
は
、念
仏
の
伝
統
と
な
って
現
在
の
私
た
ち
に

ま
で
つ
な
が
って
い
る
の
で
す
。
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う

       

か
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か
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私
は
ど
う
生
き
て
い
る
の
か
。他
者
に
何
か
を「
し
て
あ
げ
る
」と
上
か
ら
の

物
言
い
で
生
き
て
い
る
の
か
、そ
れ
と
も「
え
ら
ば
ず 

き
ら
わ
ず 

み
す
て
ず
」

で「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」と
生
き
て
い
る
の
か
。そ
ん
な
問
い
に
立
っ
た
時
、

こ
の
身
も
心
も
こ
の
世
界
で
さ
え
も
、縁
に
よ
っ
て
い
た
だ
い
て
き
た
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
た
。掲
示
板
に
目
が
留
ま
っ
た
皆
さ
ん
に
も
、私
が
感
じ
た
問
い

に
向
き
合
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
、こ
の
言
葉
を
掲
げ
ま
し
た
。

　25
歳
で
住
職
を
継
承
し
て
か
ら
14
年
間
、玉
泉
寺
の
掲
示
板
に
は
、

そ
の
時
々
の
自
身
の
課
題
や
テ
ー
マ
な
ど
を
、法
語
と
し
て
掲
示
し
て
い
る

と
語
る
住
職
の
野
寺
真
永
さ
ん
。そ
の
言
葉
を
自
分
事
と
し
て
考
え
て
い

た
だ
け
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　そ
の
工
夫
の
一つ
と
し
て
、法
事
の
際
に
配
る
式
次
第
の
裏
面
に
、掲
示

板
の
法
語
を
載
せ
、法
話
で
そ
の
意
味
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

「
法
事
の
後
、ご
自
宅
の
壁
に
貼
って
も
ら
う
こ
と
で
、お
寺
ま
で
足
を
運
ん

で
い
た
だ
か
な
く
て
も
家
族
で
見
て
も
ら
え
ま
す
し
、そ
れ
が
法
事
の
た
び

に
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
で
、さ
ま
ざ
ま
な
教
え
に
触
れ
て
い
た
だ
く
機
会
に

も
な
り
ま
す
。私
自
身
、仏
教
に
出
遇
い
人
生
の
固
定
観
念
が
ひっ
く
り

返
り
ま
し
た
。法
語
に
触
れ
て
い
た
だ
く
皆
さ
ん
に
とって
も
、「
自
分
の
人

生
は
こ
う
だ
」と
い
う
固
定
観
念
を
見
直
す
き
っか
け
に
な
れ
ば
と
思
って

い
ま
す
」。

　お
寺
の
果
た
す
大
き
な
役
割
で
あ
る
伝
道
に
つ
い
て
、法
語
を
多
く
の

方
と
共
有
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
実
行
さ
れ

て
い
る
姿
に
あ
ら
た
め
て
学
び
直
さ
せ
て
い
た
だ
い
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。

滋賀県長浜市新居町304
住職  野寺 真永

の   

む
ら   

け
ん
し
ゅ
ん

野
村 

顕
俊

長
浜
教
区
通
信
員

第9回

通信員リレーリポート

玉泉寺（長浜教区 第20組）

　岐
阜
県
高
山
市
に
あ
る
高
山
別

院
で
よ
く
お
会
い
す
る
方
が
い
る
。熱
心

に
参
拝
さ
れ
、別
院
や
お
手
次
寺
な
ど

の
イ
ベン
ト
の
裏
方
と
し
て
も
活
躍
す
る

畑
中
さ
ん
ご
夫
妻
だ
。

　周
囲
の
人
た
ち
へ
も
帰
敬
式
を
勧
め

ら
れ
る
ほ
ど
の
お
二
人
に
、お
寺
と
関
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
た
ず
ね
た

と
こ
ろ
、き
っ
か
け
と
い
う
き
っ
か
け
は
な

か
っ
た
そ
う
。「
私
の
家
庭
は
、と
に
か
く

生
活
の
中
心
に
仏
様
や
お
内
仏
が
あ
り

ま
し
た
。何
か
い
た
だ
き
も
の
を
し
て
も
、

学
校
か
ら
通
知
表
を
も
ら
って
き
て
も
、

ま
ず
は
お
内
仏
の
仏
様
に
報
告
し
て
い

ま
し
た
」と
道
子
さ
ん
は
育
っ
た
家
庭

環
境
を
振
り
返
ら
れ
る
。

　ま
た
、「
私
の
母
は
認
知
症
を
患
っ
た

後
も
、お
内
仏
の
前
に
座
る
と
手
を
合

わ
せ
、「
正
信
偈
」を
す
ら
す
ら
と
お
勤

め
す
る
よ
う
な
人
で
し
た
し
、父
は„
生

ま
れ
る
も
死
ぬ
も
寺
“と
い
う
思
い
か

ら
、私
た
ち
に
結
婚
式
を
お
手
次
寺
の

玄
興
寺
で
執
り
行
う
こ
と
を
勧
め
て

く
れ
ま
し
た
」と
ご
両
親
に
つ
い
て
も
語

ら
れ
る
。

　結
婚
後
も
、お
寺
の
婦
人
会
な
ど
を

と
お
し
て
常
に
お
寺
と
の
関
わ
り
を
持

ち
続
け
て
き
た
道
子
さ
ん
。47
歳
の
時

本
山
に
上
山
し
、帰
敬
式
を
受
式
し
た

際
、厳
か
な
雰
囲
気
に
と
て
も
感
動

し
、正
郎
さ
ん
に
も
帰
敬
式
を
勧
め
た
。

退
職
を
機
に
正
郎
さ
ん
も
帰
敬
式
を

受
式
し
、以
降
お
二
人
で
お
寺
の
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
や
活
動
に
携
わって
い
る
。

　中
で
も
思
い
出
深
い
の
が
、玄
興
寺

で
厳
修
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
法
要
並
び
に
本
堂
修
繕
落

慶
法
要
と
の
こ
と
。正
郎
さ
ん
は
総
務

局
長
と
し
て
、道
子
さ
ん
は
接
待
係
や

広
報
部
の
一
員
と
し
て
奔
走
し
た
。意

識
し
た
の
は
、た
く
さ
ん
の
役
割
を
作
る

こ
と
。そ
う
す
る
と
自
然
と
た
く
さ
ん
の

人
に
関
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、こ
れ
ま
で
の
お
寺
と
の
関
わ
り

の
中
で
抱
い
て
き
た
思
い
に
拠
る
の
だ
と

い
う
。

　「聴
聞
の
た
め
お
寺
に
通
っ
た
り
、奉

仕
団
と
し
て
幾
度
も
上
山
し
た
経
験
の

中
で
、職
種
や
住
む
場
所
の
違
う
、普

段
の
生
活
で
は
出
会
う
こ
と
の
な
い
人

た
ち
と
出
会
い
、つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と

が
で
き
た
こ
と
が
自
分
た
ち
の
喜
び
と

な
っ
て
い
ま
す
。お
寺
と
い
う
の
は
そ
う
い

っ
た
、つ
な
が
り
を
つ
く
る
場
所
な
の
だ
と

思
い
ま
す
」と
お
二
人
は
語
る
。

　代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏
様
を

大
切
に
す
る
精
神
が
、ご
夫
婦
の
周
囲

に
し
み
じ
み
と
伝
わって
い
る
様
子
を
感

じ
た
。

畑中 正郎さん・道子さん

試行錯誤の思い出がつまった記念誌

わ
た 

な
べ   

よ
う  

こ

渡
邊 

陽
子

岐
阜
高
山
教
区
通
信
員

第246回

生るき
い ま

現在を

畑
中 

正
郎
さ
ん（
79
歳
）

道
子
さ
ん（
75
歳
）

岐
阜
高
山
教
区 

高
山
２
組

玄
興
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
。

つ
な
が
り
を
つ
く
る
場
所

の でら  まさのり
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収録時間約140分

七高僧ものがたり
七高僧と聖徳太子はどのような人で、どの
ような光に出遇ったのでしょうか？
彼らも私たちと同じように悩み苦しむ人でした
が、仏さまの教えに出遇われ、その教えを身に
受け広めていった方々でした。このDVDで
は、彼らの持つ12のエピソードを通じて、親鸞
聖人まで伝わった光を訪ねます。
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　念
仏
の
伝
統

　条
件
つ
き
の
よ
ろ
こ
び

　よ
ろ
こ
び
の
姿

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

本
師
龍
樹
菩
薩
は

　大
乗
無
上
の
法
を
と
き

　歓
喜
地
を
証
し
て
ぞ

　ひ
と
え
に
念
仏

す
す
め
け
る

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    
『
真
宗
聖
典 

第
二
版
』五
八
九
頁
）

龍
樹
菩
薩  

三

【
現
代
語
訳
】

根
本
の
師
で
あ
る
龍
樹
菩
薩
は
、

大
い
な
る
教
え
の
無
上
の
法
を
説
き

歓
喜
地
の
境
地
を
さ
と
っ
た
姿
を
み
ず

か
ら
示
す
こ
と
で
、

ひ
た
す
ら
念
仏
を
人
び
と
に
お
す
す
め

に
な
っ
た
の
だ
。

第　　回4

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

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 が々います。「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「和国の教主」と仰がれた聖徳太子
です。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。龍樹について、3回にわたってたずねています。

　龍
樹
菩
薩
は
歓
喜
地
と
い
う
境
地
に
到
達
し

た
人
物
と
し
て
も
有
名
で
す
。「
歓
喜
地
」と
は
、菩

薩
の
修
行
階
梯
の
一つ
で
、「
初
地
」、「
初
歓
喜
地
」

と
も
よ
ば
れ
ま
す
。こ
の
境
地
で
は
よ
ろ
こ
び
が
自

然
と
生
じ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　よ
ろ
こ
び
に
は
と
て
も
大
き
な
は
た
ら
き
が

あ
り
ま
す
。よ
ろ
こ
ん
で
い
る
様
子
を
見
る
と
、

本
人
だ
け
で
は
な
く
、こ
ち
ら
も
嬉
し
く
な
る
も

の
で
す
。

　仏
教
で
も
、よ
ろ
こ
び
の
は
た
ら
き
は
大
切
に

さ
れ
て
き
ま
し
た
。お
だ
や
か
で
に
こ
や
か
な
表
情

を
見
せ
る
こ
と
は
、周
囲
に
対
す
る
布
施（
和
顔
悦

色
施
）で
も
あ
り
ま
す
。法
要
に
参
列
す
る
こ
と
を

「
随
喜
す
る
」と
表
現
す
る
伝
統
が
仏
教
に
は
あ
り

ま
す
。こ
れ
は
、「
一
緒
に
よ
ろ
こ
ぶ
」と
い
う
意
味

で
す
。

　表
現
さ
れ
た
よ
ろ
こ
び
は
、他
者
に
も
共
有
さ

れ
る
の
で
す
。

　日
常
生
活
で
の
私
た
ち
の
よ
ろ
こ
び
は
、と
て
も

脆
い
も
の
を
根
拠
に
し
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、外
的

な
条
件
が
必
ず
つ
い
て
く
る
か
ら
で
す
。そ
の
条
件

が
満
た
さ
れ
て
は
じ
め
て
よ
ろ
こ
べ
る
の
で
す
。逆

に
、条
件
が
私
の
都
合
と
合
わ
な
く
な
る
と
、す
ぐ

に
よ
ろ
こ
べ
な
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。

　ま
た
条
件
は
私
の
外
側
に
あ
る
も
の
で
す
か

ら
、私
の
都
合
と
は
関
係
な
く
変
化
し
、私
の
都
合

も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
ま
す
。で
す
か
ら
、外
的

条
件
が
変
化
し
て
も
、私
の
都
合
が
変
化
し
て
も
、

外
的
な
条
件
が
私
の
都
合
と
合
わ
な
く
な
って
し

ま
い
ま
す
。そ
う
す
る
と
、よ
ろ
こ
び
を
感
じ
ら
れ

な
い
ど
こ
ろ
か
、む
し
ろ
腹
を
立
て
か
ね
ま
せ
ん
。

　そ
の
一
方
で
、歓
喜
地
の
よ
ろ
こ
び
は
、自
ら
の
内

部
か
ら
自
然
と
溢
れ
出
し
て
く
る
も
の
だ
と
さ
れ

ま
す
。阿
弥
陀
仏
は
、そ
の
ひ
か
り
に
よ
って
人
び
と

に
歓
喜
を
生
じ
さ
せ
ま
す
。阿
弥
陀
仏
が「
歓
喜
光

仏
」（『
仏
説
無
量
寿
経
』巻
上『
真
宗
聖
典
第
二
版
』三
二
頁
）

と
も
呼
ば
れ
る
の
は
、そ
の
た
め
で
す
。龍
樹
菩
薩

が
歓
喜
地
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、阿
弥
陀
仏

の
ひ
か
り
と
い
う
確
か
な
も
の
に
触
れ
た
か
ら
に

他
な
り
ま
せ
ん
。

　龍
樹
菩
薩
が
歓
喜
地
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、現
在
の
私
た
ち
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま

す
。龍
樹
菩
薩
の
よ
ろ
こ
び
が
人
び
と
に
共
有
さ

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
は
、龍
樹
菩
薩

の
よ
ろ
こ
び
の
根
源
と
な
っ
た
阿
弥
陀
仏
の
ひ
か

り
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。親
鸞

聖
人
も
ま
た
、龍
樹
菩
薩
の
姿
を
と
お
し
て
、念
仏

が
真
実
の
ひ
か
り
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
ま
し
た
。

　龍
樹
菩
薩
以
来
綿
々
と
共
有
さ
れ
て
き
た
よ
ろ

こ
び
は
、念
仏
の
伝
統
と
な
って
現
在
の
私
た
ち
に

ま
で
つ
な
が
って
い
る
の
で
す
。

                                               

か
ん  

ぎ    

じ

    

                             

か
い 

て
い                                

し
ょ  

じ

                                                                                        

                                                                                                    

ふ     

せ      

わ
げ
ん
え
つ

じ
き
せ

    

ず
い  

き

も
ろ

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  しち こう そう    

                                               りゅうじゅ  てんじん                        どんらん   どうしゃく  ぜんどう                    げんしん  げんくう                                            わ  こく       きょうしゅ

り
ゅ
う  

じ
ゅ     

ぼ     

さ
つ

ほ
ん   

じ  

り
ゅ
う 

じ
ゅ   

ぼ   

さ
つ

       

だ
い 

じ
ょ
う  

む 

じ
ょ
う       

ほ
う

       

か
ん   

ぎ    

じ        

し
ょ
う

                                   

ね
ん  

ぶ
つ

                                           

あ
ふ

                                                                                                                   

か
ん  

ぎ  

こ
う

 

ぶ
つ

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―東本願寺いのちとこころの相談室 075-371-9280 （毎週木曜13時～17時 ※祝日・行事日は閉室）
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研究成果を踏まえた本文に

宗祖が付した左訓を収録
さ    くん

年表の充実

見やすく、読みやすい体裁に① ②

③

④

文字を大きくし適宜改行を加えて
より見やすく読みやすい体裁になっています。

宗祖が付された左訓（語句の左側に言葉
や文字の意味、説明を示したもの）を本文
と共に確認できるよう示しています。

『真宗聖典 第二版』の発刊に合わせ、「真宗聖典検索サイト」を
第二版及び初版の聖典の文言や対応する頁数を検索できる
よう改修しました。ご活用ください。

「東本願寺出版ホームページ」からのご注文ならクレジット決済をご利用いただけます。

様々な研究成果を踏まえて本文を示して
います。

典拠や人物の年齢を記すなど、学習の利
便性を考えより充実させています。

『真宗聖典 第二版』
の主な特徴 

き
ょ
う
さ
ん

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年・

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
記
念

『真宗聖典 第二版』
 のご注文は、
 東本願寺出版まで

「真宗聖典検索サイト」の更新

し
ょ
う
ぎ
ょ
う
へ
ん
さ
ん
し
つ

〈 『真宗聖典 第二版』目次一覧 〉
仏説無量寿経（大経）／仏説観無量寿経（観経）／仏説阿弥陀経
（小経）／無量寿経優婆提舎願生偈（浄土論・往生論）／帰三宝偈
（勧衆偈・十四行偈）／顕浄土真実教行証文類（教行信証）／浄土
文類聚鈔／愚禿鈔／入出二門偈頌文／浄土三経往生文類／如来
二種回向文／浄土和讃／高僧和讃／正像末和讃／尊号真像銘文
／一念多念文意／唯信鈔文意／親鸞聖人御消息集(広本)／御消
息集(善性本)／親鸞聖人血脈文集／末燈鈔／御消息拾遺／恵信
尼消息／歎異抄／執持鈔／口伝鈔／改邪鈔／浄土真要鈔／本願寺
聖人伝絵(御伝鈔)／報恩講私記（式文）／嘆徳文／正信偈大意／
御文／夏御文／御俗姓／改悔文／蓮如上人御一代記聞書／唯信鈔
／後世物語聞書／一念多念分別事／自力他力事／安心決定鈔／横
川法語(念仏法語)／一枚起請文／十七条憲法    ※収載聖教名のみ記載。

聖
教
編
纂
室
で
は
、

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
の
記
念
事
業
と
し
て
、

正
確
で
親
し
み
や
す
い
聖
典
と
な
る
こ
と
を

方
針
と
し
て
編
纂
さ
れ
た『
真
宗
聖
典
』（
初
版
）を
、

近
年
の
研
究
成
果
を
も
踏
ま
え
な
が
ら

本
文
を
確
認
し
な
お
し
、こ
の
た
び

『
真
宗
聖
典
第
二
版
』と
し
て
発
刊
し
ま
し
た
。

同
朋
の
会
や
講
義
、学
習
等
、日
々
の

聞
法
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

〈 『真宗聖典 第二版』目次一覧 〉
仏説無量寿経（大経）／仏説観無量寿経（観経）／仏説阿弥陀経
（小経）／無量寿経優婆提舎願生偈（浄土論・往生論）／帰三宝偈
（勧衆偈・十四行偈）／顕浄土真実教行証文類（教行信証）／浄土
文類聚鈔／愚禿鈔／入出二門偈頌文／浄土三経往生文類／如来
二種回向文／浄土和讃／高僧和讃／正像末和讃／尊号真像銘文
／一念多念文意／唯信鈔文意／親鸞聖人御消息集(広本)／御消
息集(善性本)／親鸞聖人血脈文集／末燈鈔／御消息拾遺／恵信
尼消息／歎異抄／執持鈔／口伝鈔／改邪鈔／浄土真要鈔／本願寺
聖人伝絵(御伝鈔)／報恩講私記（式文）／嘆徳文／正信偈大意／
御文／夏御文／御俗姓／改悔文／蓮如上人御一代記聞書／唯信鈔
／後世物語聞書／一念多念分別事／自力他力事／安心決定鈔／横
川法語(念仏法語)／一枚起請文／十七条憲法    ※収載聖教名のみ記載。

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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　全国のたくさんの寺院、僧侶、門徒ととも
に教えを聞き、全世界に真宗の教えを届け
ていくため、このたび、真宗大谷派宗務役
員として、諸事業に従事いただける方を募
集いたします。詳細は下記「職員採用特設
ページ」をご覧ください。
　応募資格について、ご不明な点がありま
したら下記お問い合わせ先までお気軽にご相談ください。

　２月１日、能登教務所（石
川県七尾市）において、「現地
災害救援本部・ボランティア
支援センター開所式」が行
われ、木越渉宗務総長、完恵
能登教区会議長、五百井正
浩宗派ボランティア委員会
委員長をはじめ能登教区役
職者に加え近隣教区の坂本学金沢教区会議長も駆けつけ約30人が参加した。
　現地災害救援本部は震災当初金沢教務所に設置していたが、水道や電話回
線等の復旧に一定のめどが立ち、甚大な被害を受けた奥能登地域への災害救援
活動を円滑に進めるため能登教務所へ移設した。ボランティア支援センターは、
今後、被災地の復旧及び復興に向けた息の長い取り組みへとつなげるべく、宗派
に関係する団体・個人が行うボランティア活動に対し、現地の情報提供や、経費
の一部助成、物資や宿泊場所の提供などの支援を行っていく。
　開所式では「正信偈」の唱和の後、木越宗務総
長より一致団結した息の長い支援を行っていく
決意が述べられた。その後、完氏からの挨拶では
「時間はかかると思うが、復興に向けてお互いに
手を携え、力を合わせていけたら。今日がその第
一歩を踏み出していく日になればと思う」と思い
を語られた。

学習テキスト
『御同朋を生きる』発行

令和６（2024）年能登半島地震
現地災害救援本部・
ボランティア支援センター開所式

木越宗務総長現地見舞い

お知らせ

災害救援本部から

〒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。

埼玉県川口市

石田 勇（87歳）

故郷のお寺からの手紙

　私は現在87歳。昨年の7月から埼玉の
住宅型老人ホームに入居しています。妻は
17年前に病死。一人住まいに耐えられずこ
こに来ました。
　昨年末に、生まれ故郷の滋賀県犬上郡
多賀町中川原の西音寺より手紙が届き、

同封された『同朋新聞』を読んで、今回この
はがきを出しました。私の実家は西音寺と
同じ村にあり、門徒でしたので、幼少期はそ
のお寺にあった託児所に通いました。また、
中学時代にはそこで「正信偈」を教わり、家
のお内仏の前でもお勤めしていました。

　今回届いたお手紙には、「お盆に、石田さ
んの故郷のお墓の前に花が供えてありまし
たよ」と書いてあり、西音寺さんはそこまで
見てくれているのかと感激した次第でござ
います。故郷は大切にしたいですね。

『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

　このたび、学習テキスト『御同朋を生きる』（編
纂：是旃陀羅問題学習資料編纂委員会／無償）
を発行した。本テキストは、宗門における是旃陀
羅問題の取り組みの依処として作成したもの。是
旃陀羅問題については、各組において僧侶と門徒
がともに学ぶ場が開かれるよう、今後、組の学習
会の講師を養成する研修会を予定している。是旃陀羅問題は真宗門徒とし
ての私たち一人ひとりの信心の課題であることから、本テキストにおいて、『仏
説観無量寿経』の学びの一歩を共どもに歩みだす機縁としていきたい。
　ご希望の方は最寄りの教務所、解放運動推進本部までご連絡ください。

真宗大谷派宗務役員
（一般職）募集！

　1月31日から2月2日、木越渉宗務総長は被災
地のお見舞いを行った。31日は、朝から現地入り
し、輪島市門前町を訪れた。門前町の黒島地区で
は、数千年に一度の大きな地殻変動で最大4メー
トルの隆起がみられ、近隣の港に大きな打撃を与
えており、隆起した港の視察を行い、町内7カ寺を訪問した。1日には土地の液状化等による
被害の大きい七尾市内3カ寺を、2日には能登半島最北端の珠洲市にある4カ所の避難所と

3カ寺のお見舞いを行なった。
　訪問先の寺院で住職や坊守の方 と々対面すると、ど
ちらからともなく互いに合掌する姿が見られ、寺族の方
から被害状況や、寺院や門徒の現状について伺った。
　総長は地震後に門徒がかけつけ本堂が避難所とな
り、お供えなどを分け合った話や、避難先で亡くなられ
た門徒の遺族の方が、教務所を経由して手次寺と連絡
がとれた話などに耳を傾けながら、お見舞いの言葉と
宗派の災害支援の取り組み、そして息の長い支援を行
うことを伝えた。また、避難所に救援物資を届け「全国
の方々が能登を思っている。物・心ともに息の長い支援
をしていくので要望があったら遠慮なく伝えてほしい」
と話した。

ひ が し

お問い合わせ 真宗大谷派宗務所 総務部 宗務役員募集係
TEL：075-371-9272お問い合わせ 解放運動推進本部  TEL：075-371-9247 真宗大谷派 採用

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

採用
時期

①高等学校卒業又はこれと同等以上
　の学力を有すると認められる者
②真宗大谷派の僧侶又は門徒（帰敬式
　を受式し、所属寺が明確であること）

2025年4月1日付採用（試用期間あり）

応募
資格

宗派ではこのたびの「令和6年能登半島地震」に対する救援金を勧募しています。
皆様からの温かいご支援をお願い申し上げます。

救援金総額  71,155,868円 （2024年3月4日現在）

郵便振替口座番号  00920-3-203053
真宗大谷派　

救援金口座
加 入 者 名 ※通信欄に「令和6年能登半島地震」と

ご記載ください。

ぜ せん  だ  ら

いし  だ  いさむ さいおん じ

おん     どう     ぼう

ボランティア支援センター
の詳細はこちら

き  ごしわたる さだめぐむ

ひろ

さかもとまなぶ

い   お   い  まさ

御本尊は本山からお受けしましょう
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研究成果を踏まえた本文に

宗祖が付した左訓を収録
さ    くん

年表の充実

見やすく、読みやすい体裁に① ②

③

④

文字を大きくし適宜改行を加えて
より見やすく読みやすい体裁になっています。

宗祖が付された左訓（語句の左側に言葉
や文字の意味、説明を示したもの）を本文
と共に確認できるよう示しています。

『真宗聖典 第二版』の発刊に合わせ、「真宗聖典検索サイト」を
第二版及び初版の聖典の文言や対応する頁数を検索できる
よう改修しました。ご活用ください。

「東本願寺出版ホームページ」からのご注文ならクレジット決済をご利用いただけます。

様々な研究成果を踏まえて本文を示して
います。

典拠や人物の年齢を記すなど、学習の利
便性を考えより充実させています。

『真宗聖典 第二版』
の主な特徴 

き
ょ
う
さ
ん

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年・

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
記
念

『真宗聖典 第二版』
 のご注文は、
 東本願寺出版まで

「真宗聖典検索サイト」の更新

し
ょ
う
ぎ
ょ
う
へ
ん
さ
ん
し
つ

〈 『真宗聖典 第二版』目次一覧 〉
仏説無量寿経（大経）／仏説観無量寿経（観経）／仏説阿弥陀経
（小経）／無量寿経優婆提舎願生偈（浄土論・往生論）／帰三宝偈
（勧衆偈・十四行偈）／顕浄土真実教行証文類（教行信証）／浄土
文類聚鈔／愚禿鈔／入出二門偈頌文／浄土三経往生文類／如来
二種回向文／浄土和讃／高僧和讃／正像末和讃／尊号真像銘文
／一念多念文意／唯信鈔文意／親鸞聖人御消息集(広本)／御消
息集(善性本)／親鸞聖人血脈文集／末燈鈔／御消息拾遺／恵信
尼消息／歎異抄／執持鈔／口伝鈔／改邪鈔／浄土真要鈔／本願寺
聖人伝絵(御伝鈔)／報恩講私記（式文）／嘆徳文／正信偈大意／
御文／夏御文／御俗姓／改悔文／蓮如上人御一代記聞書／唯信鈔
／後世物語聞書／一念多念分別事／自力他力事／安心決定鈔／横
川法語(念仏法語)／一枚起請文／十七条憲法    ※収載聖教名のみ記載。
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〈 『真宗聖典 第二版』目次一覧 〉
仏説無量寿経（大経）／仏説観無量寿経（観経）／仏説阿弥陀経
（小経）／無量寿経優婆提舎願生偈（浄土論・往生論）／帰三宝偈
（勧衆偈・十四行偈）／顕浄土真実教行証文類（教行信証）／浄土
文類聚鈔／愚禿鈔／入出二門偈頌文／浄土三経往生文類／如来
二種回向文／浄土和讃／高僧和讃／正像末和讃／尊号真像銘文
／一念多念文意／唯信鈔文意／親鸞聖人御消息集(広本)／御消
息集(善性本)／親鸞聖人血脈文集／末燈鈔／御消息拾遺／恵信
尼消息／歎異抄／執持鈔／口伝鈔／改邪鈔／浄土真要鈔／本願寺
聖人伝絵(御伝鈔)／報恩講私記（式文）／嘆徳文／正信偈大意／
御文／夏御文／御俗姓／改悔文／蓮如上人御一代記聞書／唯信鈔
／後世物語聞書／一念多念分別事／自力他力事／安心決定鈔／横
川法語(念仏法語)／一枚起請文／十七条憲法    ※収載聖教名のみ記載。

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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◆福井県あわら市の吉崎別院で勤まる「御忌法
要」をお迎えするため、真宗本廟から蓮如上人の
御影を御輿に乗せ、吉崎別院まで運ぶ「御影道
中」が行われます。(1面)京都から吉崎へ向かう
御下向は、約240kmの長い道のりを4月17日か
ら4月23日までの7日間かけて歩きます。江戸時
代からはじまり、今年で351回目となる大切な御

仏事です。私も数年前に一部参加して一緒に歩
く機会をいただきました。私が参加したのは吉崎
別院の一つ前のお立寄り所から吉崎別院までの
わずかな区間でしたが、歩いている時に、立ち止
まり念仏される姿や休憩所であたたかく迎え入
れていただいた姿が今も思い浮かびます。最後
の峠を越え、あわらの町が見えた時に御影をお

迎えするたくさんの提灯の灯が見え、歴史と信
仰の篤さを感じ、心が震えました。4月17日に真
宗本廟で行われる「御下向式」、そして4月23日か
ら5月2日に勤まる「御忌法要」とさまざまな場所
で御仏事にあうことができます。私も真宗本廟
で蓮如上人をしっかりお見送りしようと思い
ます。(玉井)

編

集室だより

答え
A B C D

※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5月10日（金）（当
日消印有効）です。

はがきと同様に必ず上記❶❷
❸を記入し、「件名」に「同朋新
聞4月号クロスワード応募」と
入力のうえhigashihonganji
shuppan@gmail.comへ
お送りください。

〈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。

B

D

A

C

5

7 8

43

6

9

10

21

◆「人間といういのちの相」私の住んでいる
お隣の市にすごい人がいるんだなと思いま
した。私も将来誰かの役に立てるような仕
事に就きたいです。（10代女性）
◆「特集」毎年元旦に参拝していた「修正
会」の意味を初めて理解できました。来年
からは胸を張ってお参りし、大きな声で唱和
したいと思います。（70代男性）

1
月
号
を

読
ん
で

メールでも応募できます！

2
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

し
B

ん
そ

C

D

ば

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5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！

こ
う
ば
い

今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

を完成させよう！

ヨコのカギタテのカギ
1

6

5

7

8

9

3

4

10

2

1 「人間という○○○○
相」今月は、梅津円さん
のインタビューです。
（2・3面）
「人間といういのちの
相」今月のタイトルは
「吃音は「○○人間」
じゃない」です。（2・3面）
「現在を生きる」今月の
タイトルは「つ○○りを
つくる場所」です。（4面）
「ご案内」○○○○う仕
団については『同朋新
聞』3月号7面をご確認
ください。（8面）

「縁―お寺の掲示板―」今月の言葉は「あ
げて生きてますか　○○○○て生きてます
か」です。（4面）
「今月の法話　如是我聞」今月は、靍見美
○○さんが執筆しています。（1面）
「縁―お寺の掲示板―」今月は、長浜教区
通信員○○○○ん俊さんが執筆していま
す。（4面）
「ひかりを伝えたひと」龍樹菩薩は○○喜
地という境地に到達した人物です。（5面）
『真宗○○○○　第二版』は文字が大きく
なり、より見やすく読みやすい体裁です。
（6面）
「今月の法話　如○○○ん」今月のタイト
ルは「生きる」です。（1面）
学習テキスト『御○○○うを生きる』を発
行しました。（7面）

プレゼント付

「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！4月号の『同朋新聞』を
読むと、ほとんどの答えがわかります！！

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
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） 4月の定例法話

4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。

【時間】9時～16時
「親鸞聖人の御生涯」（常設展）開催中
「非戦・平和展」開催中（～5月6日）

【日時】毎日14時～（毎月12日・27日は10時～）

【時間】9時30分～11時
【講師】4月7日    松田 亜世氏（企画調整局参事）
　     4月14日  牧野 豊丸氏（福井教区教学研
   　　　　　　　  究所所長・福井教区託願寺住職）
　     4月21日  貝沼 宜徳氏
　　　　　　　　（名古屋教区興西寺住職）

公開講演会
【日時】4月18日（木） 18時～19時30分
【講師】辻 信一さん（文化人類学者）
【聴講料】550円

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♪

【参加費】
〈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
7月1日（月）～3日（水）
または7月1日（月）～2日（火）

真宗本廟中学生・
高校生奉仕団

※子ども奉仕団については『同朋新聞』3月号7面をご確認ください。
※申込締切は各入館日の40日前です。

8月7日（水）～9日（金）

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、4月1～5日は休会。その他、
　都合により休会する場合があります。

ご案内

盂蘭盆会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。

う　ら  ぼん え 【講師】金石 潤導氏
　　　（北海道教区開正寺住職）
【定員】30名
【対象】中学1年生から
        高校3年生まで
【参加費】
中学生9,000円／高校生
13,500円、米2kg（1升4合）
または米代1,300円

チャレンジ！
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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


