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鈴
木
大
拙
先
生※

が
語
り
か
け
て
く
だ
さ
る
言
葉
に

「
そ
の
ま
ま
」が
あ
る
。

　
そ
れ
は
如
来
さ
ま
の「
如
」を
表
し
て
お
り
、日
常
の

こ
と
ば
に
よ
る
解
釈
が
届
か
な
い
、ま
こ
と
に
広
大
で
奥

深
い
世
界
を
指
し
示
し
て
い
る
。従
っ
て
理
知
で
迫
ろ
う

と
す
る
私
に
と
っ
て
は
大
変
な
、や
っ
か
い
な
こ
と
ば
で

あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、か
つ
て
九
州
大
谷
短
期
大
学
福
祉
学
科
で

の
授
業
中
の
こ
と
で
あ
る
。介
護
実
習
を
終
え
た
あ
る
学

生
が「
大
変
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
」と
言
っ
て
体
験
発

表
を
し
て
く
れ
た
。担
当
し
た
被
介
護
者
が「
あ
あ
、死
に

た
い
。ど
う
し
て
こ
ん
な
目
に
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か

ね
」と
当
た
り
散
ら
し
て
い
た
と
い
う
。

　
学
生
は
そ
の
人
に
む
か
っ
て「
Ａ
さ
ん
、あ
な
た
は
あ
な

た
の
ま
ま
で
、そ
の
ま
ま
で
よ
か
と
よ
」と
語
り
か
け
た
。

Ａ
さ
ん
は
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
た
が「
学
生
さ
ん
。あ
ん
た

や
さ
し
か
と
ね
。ホ
ン
マ
に
ホ
ン
マ
に
あ
り
が
と
ね
」と
言
っ

て
く
れ
た
と
い
う
。そ
の
発
表
を
聞
い
て
教
室
中
も
静
ま

り
か
え
っ
て
い
た
。

　
学
生
の
こ
と
ば
は
被
介
護
者
の
心
の
奥
底
に
響
き
、

大
切
な
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

　
人
間
に
は
誰
の
所
為
で
も
な
く
、誰
に
も
代
わ
っ
て
も

ら
え
ず
、自
分
自
身
で
荷
負
う
し
か
な
い
こ
と
が
あ
る
。

呼
び
か
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
、思
い
こ
み
の
闇
が
照
ら
さ

れ
て
、わ
が
身
の
事
実
そ
の
ま
ま
が
い
た
だ
か
れ
て
く
る
。

そ
こ
に
不
思
議
と
こ
と
ば
の
響
き
あ
う
世
界
が
あ
る
。

こ
と
ば
の
響
き
あ
う
世
界

今
月
の
写
真

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

東
本
願
寺
飛
地
境
内
地
、渉
成
園
内
の
印
月
池
に
舟

を
浮
か
べ
て
も
て
な
し
た
と
い
う
記
録
を
基
に
、和
船

を
再
現
。お
も
て
な
し
の
一
端
を
再
現
す
る「
名
勝
渉

成
園〝
お
も
て
な
し
の
舟
旅
〞特
別
ツ
ア
ー
」が
３
月

31
日
か
ら
４
月
７
日
ま
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

（
７
面
参
照
）　

※1870年～1966年 石川県生まれ。仏教学者、大谷大学名誉教授。佐々木月樵、赤沼智善らと東方仏教協会を設立。英訳『教行信証』を執筆。
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令和6年能登半島地震で被害に遭われました被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い申し上げます

（1）  第798号 2024年（令和6年）5月1日（毎月1日発行）



̶

先
ほ
ど「
食
育
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も

出
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、給
食
を
と
お
し
て

ど
の
よ
う
な
学
び
を
子
ど
も
た
ち
に
願
っ
て

い
ま
す
か
。

　
給
食
が
始
ま
って
か
ら
約
1
3
0
年
。い
ろ

い
ろ
な
歴
史
の
積
み
重
ね
の
上
に
、今
の
学
校

給
食
は
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
児
童
生
徒
の
皆
さ
ん
が
、日
々
、口
に
す
る
食

材
は
、例
え
ば
米
を
つ
く
る
人
、魚
を
捕
る
人
、

家
畜
の
鶏
や
豚
を
育
て
る
人
、そ
し
て
、そ
れ
を

加
工
す
る
人
、流
通
さ
せ
る
人
も
関
わ
って
い

ま
す
。さ
ら
に
学
校
で
は
、栄
養
士
さ
ん
な
ど

献
立
を
立
て
、調
理
を
す
る
人
が
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
人
が
関
わ
って
、初
め
て
給
食
と

し
て
提
供
さ
れ
る
食
事
が
で
き
あ
が
る
わ
け

で
す
ね
。

　
そ
の
よ
う
に
給
食
は
多
く
の
人
に
支
え
ら

れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

何
か
の
き
っ
か
け
に
学
ん
で
ほ
し
い
な
と
思
って

い
ま
す
。

̶

「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」と

い
う
言
葉
は
、い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
と
、さ
ま
ざ
ま
な
人
の
関
わ
り
の

中
で
、食
事
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
対
す
る
言
葉
で
す
ね
。そ
の
こ
と
の
大
切
さ

を
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
了
）

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
関
わ
り
の
な
か
で

た
ち
が
ど
ん
な
表
情
で
食
べて
い
る
か
直
接
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、子
ど
も
た
ち
も
つ
く
っ

て
い
る
人
と
直
接
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ

う
し
た
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
工
夫

も
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
学
校
給
食
で
は
、現
在
さ
ま
ざ
ま
な
国
の

料
理
も
メ
ニュ
ー
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
始
ま
り
は
、友
好
関
係
を
結
ん
だ
国
や
都

市
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、給
食
の
メ

ニュ
ー
に
取
り
入
れ
た
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。そ
の
後
２
０
０
２
年
に
開
催
さ
れ
た
日
韓

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
２
０
１
９
年
に
日
本
で
開

催
さ
れ
た
ラ
グ
ビ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
、そ
し

て
２
０
２
１
年

の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
催
に

合
わ
せ
て
対
戦

国
や
合
宿
地
に

な
っ
た
国
の
メ

ニュ
ー
が
学
校
給

る
の
で
、ま
ず
そ
の
基
準
に
則
し
、予
算
を
守
る

こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
の
で
す
が
、そ
の
他

に
も
食
育
の
観
点
か
ら
、地
場
産
物
の
活
用
や

教
科
内
容
と
の
連
携
、そ
し
て
最
近
は
ア
レ
ル

ギ
ー
への
対
応
を
念
頭
に
置
い
て
、行
事
食
や

郷
土
食
、世
界
の
料
理
な
ど
、工
夫
さ
れ
た
メ

ニュー
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
特
に
、地
場
産
物
や
食
文
化
に
つ
い
て
は
、授

業
で
学
ぶ
内
容
と
の
連
携
を
考
え
た
り
、地
場

産
品
や
地
域
の
食
材
を
使
う
場
合
に
は
、献

立
表
に
記
載
す
る
食
材
名
を
目
立
つ
よ
う
に

工
夫
し
た
り
し
ま
す
。ま
た
、献
立
表
の「
お
知

ら
せ
欄
」な
ど
を
使
って
伝
え
て
い
る
学
校
も

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、学
校
に
食
材
の
生
産
者
や
製
造
会
社

の
方
を
招
い
て
子
ど
も
た
ち
と
ふ
れ
あ
う「
ふ

れ
あ
い
給
食
」を

開
催
し
て
い
る

学
校
も
あ
り
ま

す
。生
産
者
の

方
も
自
分
た
ち

が
つ
く
っ
た
野
菜

な
ど
を
、子
ど
も

̶

中
島
さ
ん
は
、学
校
給
食
歴
史
館
の
館

長
に
な
ら
れ
る
ま
で
、ど
の
よ
う
な
お
仕
事

に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
か
。

　
学
校
給
食
会
で
勤
務
を
始
め
て
、最
初
の

２０
年
ぐ
ら
い
は
、食
材
の
普
及
の
た
め
の
仕
事

に
携
わ
り
、学
校
等
へ
の
食
材
の
案
内
や
、食

材
の
仕
入
れ
、地
場
産
物
を
利
用
し
た
新
た

な
食
材
の
開
発
な
ど
を
行
って
き
ま
し
た
。

　
食
材
の
仕
入
れ
業
務
で
は
、決
め
ら
れ
た
予

算
内
で
で
き
る
だ
け
安
価
で
良
質
な
も
の
を

仕
入
れ
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、そ
の
ほ
か
、

「
何
か
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
食
材
を
取
り
扱

え
な
い
か
」と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、北
海
道
で
収
穫
さ
れ
る
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
。夏
休
み
に
子
ど
も
が
北
海
道
へ
旅
行
し

た
時
に
広
大
な
ト
ウ
モ
ロコ
シ
畑
を
見
た
こ
と

を
思
い
出
す
な
ど
、そ
う
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
性

の
あ
る
食
材
を
扱
い
た
い
と
い
う
思
い
で
取
り

組
ん
だ
時
期
も
あ
り
ま
す
。

̶

現
在
の
給
食
は
、い
ろ
い
ろ
な
メ
ニ
ュ
ー

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、ど
う
い
う
と

こ
ろ
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。

　
学
校
給
食
の
実
施
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い

食
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。食
と
い

う
視
点
か
ら
、世
界
を
知
る
きっ
か
け
と
なって

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

̶

食
材
か
ら
、現
在
の
世
界
情
勢
を
感
じ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。頻
発
す
る
世
界
的
な
異
常

気
象
。こ
れ
は
国
内
で
も
夏
の
記
録
的
な
高
温

や
豪
雨
な
ど
の
影
響
が
あ
り
ま
す
ね
。ま
た
、コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
感
染
症
、そ
し
て
現
在

も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
始
め
と
し
た
地
域
紛
争
の

問
題
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
世
界
で
起
き

て
い
ま
す
。そ
し
て
そ
の
影
響
は
、食
料
の
不
足

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
な
ど
に
よ
る
急
激

な
物
価
の
上
昇
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
いっ
た
こ
と
は
、デ
ザ
ー
ト
が
出
る
回

数
が
減
る
な
ど
給
食
の
メ
ニュ
ー
に
影
響
し
て

き
ま
す
の
で
、上
級
生
に
な
る
ほ
ど
ニュ
ー
ス
や

社
会
科
な
ど
で
学
ん
で
い
る
こ
と
が
自
分
た
ち

の
生
活
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

給
食
を
と
お
し
た
学
び
と
は

中
島 

勝
男
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
み
に
し
て
い
る「
給
食
の
時
間
」。「
食
育
」と
い
う
言
葉
も

あ
る
よ
う
に
、給
食
は
た
だ
の
食
事
の
時
間
で
は
な
く
、食
事
を
と
お
し
て
地
域

の
文
化
や
世
界
情
勢
な
ど
も
学
べ
る
貴
重
な
機
会
で
す
。日
々
の
学
校
給
食
に

込
め
ら
れ
た
思
い
と
は
。埼
玉
県
に
あ
る
学
校
給
食
歴
史
館
館
長
の
中
島
勝
男

さ
ん
の
お
話
か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

「
学
校
給
食
」に
込
め
ら
れ
た
思
い

1959年、埼玉県生まれ。1983年から
財団法人埼玉県学校給食会（現・公
益財団法人埼玉県学校給食会）に勤
務し、食材の普及や、食材の調達、地
場産物を利用した食材の開発などの
仕事に携わる。2023年に学校給食歴
史館館長に就任。

く
、も
っ
と
早
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
気
づ
い
て
い
れ

ば
よ
かっ
た
と
思
う
時
も
あ
り
ま
す
。

　
も
う
す
ぐ
、給
食
会
の
設
立
７０
周
年
を
迎

え
ま
す
の
で
、そ
れ
に
合
わ
せ
て
も
う
少
し
展

示
品
を
集
め
て
い
き
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

̶

学
校
給
食
は
、い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な

目
的
で
始
ま
っ
た
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
日
本
で
の
学
校
給
食
の
歴
史
は
、１
８
８
９

（
明
治
２２
）年
に
現
在
の
山
形
県
鶴
岡
市
の
大

督
寺
と
い
う
お
寺
の
中
に
設
立
さ
れ
た
私
立

忠
愛
小
学
校
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　
こ
の
小
学
校
は
、家
が
貧
し
く
て
学
校
へ
通

え
な
い
子
ど
も

た
ち
の
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
な
宗

派
の
お
寺
さ
ん

が
協
力
し
て
始

め
た
学
校
で
す
。

そ
の
中
で
、弁
当

̶

歴
史
館
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の
給

食
の
レ
プ
リ
カ
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。歴
史
館
の
開
館
に
あ
た
って

は
、ま
ず
資
料
を
集
め
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。学
校
給
食
の
メ
ニュ
ー
を
再
現

し
た
レ
プ
リ
カ
は
、国
立
競
技
場
を
運
営
し
て

い
る
現
在
の
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
が
、１
９
８
９（
平
成
元
）年
、

「
学
校
給
食
１
０
０
周
年
」の
際
に
作
製
し
た

レ
プ
リ
カ
を
基
に
し
て
い
ま
す
。往
年
の
献
立

の
文
献
な
ど
を
調
べ
、こ
れ
を
実
際
の
レ
プ
リ

カ
に
す
る
の
は
と
て
も
大
変
な
作
業
で
す
。作

製
し
た
方
た
ち
も
、か
な
り
苦
労
を
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、食
材
供
給
に
関
わ
る
工
場
で
使
って

い
た
古
い
機
器
な
ど
を
展
示
し
た
い
と
思
って

い
る
の
で
す
が
、こ
う
し
た
機
器
は
時
代
に
合

わ
せ
て
ど
ん
ど
ん
と
更
新
さ
れ
て
い
く
も
の
で

す
。す
で
に
処
分
さ
れ
て
し
まって
い
る
物
も
多

̶

「
学
校
給
食
歴
史
館
」は
、ど
ん
な
経
緯

で
つ
く
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
2
０
０
５（
平
成
１７
）年
に
食
育
に
関
す
る

取
り
組
み
を
推
進
す
る
た
め
に「
食
育
基
本

法
」と
い
う
法
律
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。学
校

給
食
の
食
材
を
適
正・円
滑
に
供
給
す
る
機

関
で
あ
る
私
た
ち
埼
玉
県
学
校
給
食
会
で
は
、

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、学
校
給
食
に
関
す
る
資

料
等
を
収
集・公
開
す
る
こ
と
に
よって
、学
校

給
食
への
理
解
促
進
と
食
育
の
推
進
に
役
立

て
て
い
た
だ
こ

う
と
、２
０
１
０

（
平
成
22
）年
に

歴
史
館
を
開
館

し
ま
し
た
。

を
持
参
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
に
無
償
で
お
昼

ご
は
ん
を
提
供
し
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。で
す
か
ら
、最
初
は
貧
困
対
策
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
当
時
は
、こ
の
よ
う
に
お
寺
さ
ん
が
地
域
で

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
大

き
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
国
家
の
主
導
で
は
な
く
、お
寺
な

ど
私
的
な
活
動
か
ら
始
まっ
た
給
食
が
、関
東

大
震
災
を
経
て
、経
済
的
に
困
難
な
児
童
の
救

済
や
就
学
奨
励
、栄
養
改
善
な
ど
への
効
果
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、お
か
ず
や
み
そ
汁

な
ど
を
提
供
す
る
給
食
が
、徐
々
に
全
国
へ
広

ま
って
い
き
ま
し
た
。そ
の
中
で
も
、中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
た
の
は
、地
域
の
お
寺
さ
ん
を

は
じ
め
、篤
志
家
の
方
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
、全
国
に
広
が
って
い
た
学
校
給
食

は
、第
２
次
世
界
大
戦
に
よ
る
食
料
不
足
の
た

め
に
ほ
と
ん
ど
の
学
校
で
中
止
に
な
り
ま
し

た
。特
に
そ
れ
は
農
地
が
少
な
い
都
市
部
で
顕

著
で
し
た
。戦
中・戦
後
の
食
料
不
足
に
よ
っ

て
、国
民
の
多
く
は
栄
養
不
良
と
な
り
、発
育

途
中
の
小
学
生
児
童
に
特
に
著
し
い
悪
影
響

を
与
え
ま
し
た
。そ
う
し
た
中
で
、食
料
不
足
へ

の
対
処
と
子
ど
も
の
発
育
の
改
善
、健
康
保
持

を
目
指
し
、命
を
つ
な
ぐ
た
め
の
学
校
給
食
が
、

ア
ジ
ア
救
援
公
認
団
体（
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
）や
ユニ
セ

フ
な
ど
か
ら
送
ら
れ
た
脱
脂
粉
乳
や
、缶
詰
、

小
麦
粉
な
ど
の

物
資
に
よ
り
再

開
し
ま
し
た
。こ

れ
に
よ
り
、パ
ン

食
を
中
心
と
し

た
新
し
い
時
代

の
学
校
給
食
が

広
まって
いっ
た
の
で
す
。

　
そ
し
て
、１
９
５
４（
昭
和
２９
）年
、国
が「
学

校
給
食
法
」を
制
定
し
、学
校
給
食
は
単
な
る

栄
養
補
給
の
た
め
の
食
事
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、教
育
活
動
の一環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、

全
国
で
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
で
す
か
ら
、給
食
の
歴
史
を
大
き
く
分
け
る

と
、明
治
か
ら
大
正
期
の
篤
志
家
に
よ
る
社
会

福
祉
と
し
て
の
給
食
、昭
和
の
初
め
か
ら
戦
時

中
に
か
け
て
の
体
位
向
上
を
名
目
に
し
た
国

の
政
策
と
し
て
の
給
食
、そ
し
て
、戦
後
か
ら
は

あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、臨
時
休
校
の
期
間
中
は
、長
期
間
に

わ
た
って
給
食
が
な
く
な
り
、食
材
供
給
事
業

全
体
が
止
ま
り
ま
し
た
。戦
後
か
ら
長
い
間
携

わ
って
き
た
こ
の
事
業
で
も
初
め
て
の
経
験
で

し
た
。

　
特
に
、学
校
給
食
への
食
材
供
給
は
、給
食
を

主
事
業
と
し
て
経
営
し
て
い
る
地
域
の
中
小
企

業
が
大
部
分
を
担
って
い
ま
す
。そ
う
いっ
た
中

で
、供
給
体
制
の
維
持
も
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

教
育
的
効
果
や
民
主
主
義
的
な
思
想
の
普
及

と
、給
食
の
役
割
が
変
化
し
な
が
ら
今
に
至
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

̶

コ
ロ
ナ
下
に
お
い
て
、学
校
給
食
に
は

ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
り
ま
し
た
か
。

　
ち
ょ
う
ど
２
０
２
０（
令
和
２
）年
の
３
月
か

ら
５
月
に
か
け
て
学
校
が
臨
時
休
校
と
な
り

ま
し
た
。そ
の
後
も
、緊
急
事
態
宣
言
や
ま
ん

延
防
止
策
な
ど
が
発
令
さ
れ
る
た
び
に
、給
食

も
簡
易
的
な
メ
ニュ
ー
に
な
る
な
ど
の
影
響
が

学
校
給
食
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
か

学校給食歴史館外観

日本で最初の学校給食イタリア料理を取り入れた給食

地場野菜を使用した給食

戦後の学校給食（脱脂粉乳・トマトシチュー）

MILK

か
つ

な
か

じ
ま

お

す
が
た

ラ

ラ

だ
い

と
く
じ

　スタッフ（僧侶・門徒）が東本願寺の歴史や仏教の
教えも交えながら御影堂、阿弥陀堂など境内を修学
旅行生の滞在時間に応じてご案内いたします。
お子様、お孫様が京都へ修学旅行に
行かれる場合にはぜひご紹介ください。

修学旅行生参拝案内！

「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

お問い合わせ 真宗大谷派宗務所研修部

真宗本廟（東本願寺）同朋会館
小学校4・5・6年生　
各回80人（団体65人、個人15人）
研修部に電話でご予約ください。

会　場
対　象
定　員
申込方法

奉仕団参加をご縁に、
帰敬式（おかみそり）を
受けることができます

き きょうしき

TEL：075-371-9185　 FAX：075-371-9201
Eメール：dobokaikan@higashihonganji.or.jp

～なまえをよぶよ であおう あそぼう～

■第1回  〈1泊2日〉 
　7月25日（木）～26日（金）
■第2回  〈2泊3日〉 
　7月28日（日）～30日（火）

お問い合わせ 青少幼年センター

御影堂門下
無料 （予約不要）
御影堂門下のスタッフにお声がけください。

受付場所
参 加 費

TEL：075-354-3440
Eメール：oyc@higashihonganji.or.jp

■開催期間
　5月8日（水）～6月7日（金）
　平日午前9時から12時まで※

ほとけの子テーマ

参拝後は

オリジナル

記念品

があるよ！

修学旅行生参拝案内！

※案内休止日は
　東本願寺HPを
　ご確認ください。

東本願寺で
全国のおともだちと
いっぱいあそぼう！真宗本廟子ども奉仕団

5年ぶりに開催！

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
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芝田正次さん

　
存
明
寺
の
境
内
に
は
３
カ
所
に
掲
示
板
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ

れ
テ
ー
マ
が
あ
る
。本
堂
前
は
釈
尊
や
親
鸞
聖
人
の
言
葉
、お
寺
の
入
り

口
は
行
事
案
内
と
併
せ
て
ど
の
よ
う
な
お
寺
で
あ
る
か
を
示
す
言
葉
、お

寺
の
角
は
通
勤
通
学
で
お
寺
に
面
し
た
道
を
通
る
方
に
向
け
た
短
い
言

葉
を
掲
示
し
て
い
る
。

　
掲
示
板
の
言
葉
を
書
い
て
い
る
酒
井
住
職
は
、本
や『
同
朋
新
聞
』、

他
の
お
寺
の
寺
報
な
ど
を
読
ん
で
印
象
に
残
っ
た
言
葉
を
記
録
し
て
お

き
、家
族
に
相
談
し
て
掲
示
す
る
言
葉
を
決
め
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

　
掲
示
板
の
言
葉
を
見
て
励
ま
さ
れ
て
、お
寺
の
聞
法
会
に
来
る
よ
う

に
な
っ
た
方
が
い
た
り
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
し
た
掲
示
板
の
言
葉
に
つ
い
て
、

「
読
ん
で
励
ま
さ
れ
た
」な
ど
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　「
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
教
え
は
言
葉
に
な
っ
て
、そ
の
言
葉
は
必
ず
人

に
伝
わ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
、自
分
が
聞
い
て
大
事
に

し
た
い
と
思
う
言
葉
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
」と
、酒
井
住
職
は
話
す
。

掲
示
板
だ
け
で
な
く
、本
堂
の
中
や
玄
関
な
ど
境
内
の
至
る
所
に
法
語

が
掲
示
さ
れ
て
い
た
。教
え
の
言
葉
を
大
事
に

す
る
酒
井
住
職
の
人
柄
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
三
重
県
菰
野
町
に
住
む
芝
田
正
次

さ
ん
は
、毎
月
一
回
、聴
聞
し
た
内
容

や
、先
人
の
言
葉
、そ
の
時
思
っ
た
こ
と
、

考
え
た
こ
と
を
書
き
綴
っ
た「
徒
然
十
一

会
通
信
」を
発
行
し
、有
縁
の
方
に
配

布
さ
れ
て
い
る
。

　
発
行
の
き
っ
か
け
は
、第
十
一
次
特

別
伝
道※

への
参
加
と
、

自
分
の
信
仰
を
確
か
め

た
い
と
い
う
思
い
か
ら

だ
と
い
う
。「
せ
っ
か
く

縁
あ
っ
て
一
緒
に
受
講

し
た
の
で
、み
な
御
同

朋
御
同
行
と
い
う
気

持
ち
に
な
れ
た
ら
良
い

な
」と
い
う
思
い
を
込
め

て
発
行
さ
れ
て
い
る
。

人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ

と
で
、自
分
勝
手
な
考
え
に
固
ま
っ
て

い
か
な
い
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
そ
う

だ
。通
信
を
始
め
て
お
よ
そ
５
年
、同

期
の
受
講
者
と
の
ご
縁
を
つ
な
ぐ
活
動

を
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
熱
心
な
芝
田
さ
ん
だ
が
、以

前
は
お
寺
に
関
わ
る
こ
と
も
特
に
無
か

っ
た
と
い
う
。聴
聞
の
き
っ

か
け
は
、同
じ
組
に
あ
る

金
藏
寺
の
訓
覇
浩
住
職

と
の
出
遇
い
だ
っ
た
。

　
芝
田
さ
ん
が
暮
ら
す

地
域
で
は
、葬
儀
の
後
、

お
骨
が
自
宅
へ
帰
っ
て
来

た
時
に
、地
域
の
自
治

会
の
人
が
調
声
人
と
な

っ
て
お
勤
め
を
す
る
風

習
が
あ
っ
た
。お
勤
め
を

覚
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、親
類
の
法
事
の
席
で
訓
覇
住
職

と
出
遇
い
、お
勤
め
の
練
習
か
ら
始
め

る
同
朋
の
会
を
紹
介
さ
れ
た
。「
本
当

に
ご
縁
だ
っ
た
な
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

訓
覇
住
職
と
出
遇
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

今
の
自
分
は
な
い
で
す
か
ら
」と
振
り

返
る
。

　
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
、突
き
詰
め
た

い
、も
っ
と
知
り
た
い
、と
な
る
芝
田
さ

ん
。そ
こ
か
ら
仏
法
聴
聞
の
日
々
が
始

ま
り
、現
在
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
も
使
い
、宗
派

を
越
え
て
多
く
の
人
々
と
語
り
合
っ
て

い
る
。こ
う
し
た
ご
縁
が
つ
な
が
り
、桑

名
別
院
で
御
堂
役
を
務
め
、境
内
の

草
刈
り
や
報
恩
講
の
お
手
伝
い
等
、

別
院
の
護
持
を
さ
れ
て
い
る
。

　「
自
分
の
意
志
で
聴
聞
し
て
い
て

も
、何
か
に
背
中
を
押
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。昔
の
人
が
言
う
阿
弥

陀
さ
ん
の「
ご
催
促
」で
あ
り
、安
田
理

深
先
生
の「
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
な

ら
や
め
な
さ
い
。や
ら
ず
に
お
れ
な
い
の

な
ら
や
り
な
さ
い
」と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
、と
思
っ
て
い
ま
す
」と
芝
田
さ
ん
。

　「
つ
く
づ
く
一
切
が
ご
縁
や
な
ぁ
、と
い

う
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
ね
。ご
縁
で

今
の
自
分
が
あ
る
、ご
縁
が
今
の
私
に

な
っ
て
い
る
」と
仰
っ
た
。

　
私
は
、取
材
を
と
お
し
て
、ご
縁
を
い

た
だ
く
こ
と
の
不
思
議
さ
と
出
遇
い
の

大
切
さ
を
感
じ
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。

東京都世田谷区北烏山4‒15‒1
住職  酒井 義一

ひ
ら 

ま
つ    

ま
さ 

の
り

平
松 

正
宣

東
京
教
区
通
信
員

第10回

通信員リレーリポート
第247回

生るき
い ま

現在を

芝
田 

正
次
さ
ん（
64
歳
）

三
重
教
区
三
重
組

正
楽
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
。

有
縁
の
方
と
ご
縁
を
生
き
る

三
重
教
区
通
信
員

や
ま  

だ    

じ
ゅ
ん 

き

山
田 

潤
貴

存明寺（東京教区東京5組）

こ
の
言
葉
は
、チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の

言
葉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。教
え

を
聞
く
準
備
が
で
き
て
い
な
い

時
、つ
ま
り
自
分
の
力
だ
け
で

「
ま
だ
ま
だ
で
き
る
」と
思
い
込

ん
で
い
る
時
は
、い
く
ら
師
が
現

れ
て
も
素
通
り
し
て
し
ま
い
ま

す
。生
き
て
い
れ
ば
、夢
が
破
れ

た
り
心
が
砕
け
る
こ
と
が
あ
る

け
れ
ど
も
、そ
の
よ
う
な
時
こ

そ
、確
か
な
も
の
、人
生
の
師
と

呼
べ
る
も
の
に
出
遇
う
チ
ャ
ン

ス
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
こ
の

言
葉
を
選
び
ま
し
た
。

ご縁をつなぐ「徒然十一会通信」

※

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
真
宗
の
教
え
に
尋

ね
る
集
中
講
座
。地
元
寺
院
と
真
宗
本
廟
を
会
場

に
行
わ
れ
、三
重
教
区
で
は
約
60
年
続
い
て
い
る
。

存明寺ホームページ さか い   よしかず

ぞんみょうじ
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わけ み    あきら

　親
鸞
聖
人
が
長
年
お
ら
れ
た
比
叡
山
で
は
、

仏
陀
は
開
示
悟
入
と
い
う
段
階
を
踏
ま
え
て
教

化
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
。ま
ず
は「
開
き
」、つ
い
で

「
示
し
」、「
悟
ら
せ
」、「（
道
に
）入
ら
せ
る
」と
い

う
も
の
で
す
。こ
れ
に
擬
え
れ
ば
、龍
樹
菩
薩
の

お
仕
事
は「
示
」に
重
点
が
あ
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。ど
ん
な
に
選
択
肢
が
あ
ろ
う
と
も
、そ

も
そ
も
示
さ
れ
て
い
な
く
て
は
選
択
肢
に
は
な

り
得
ま
せ
ん
。仏
教
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
道
筋
が

あ
る
こ
と
を
、龍
樹
菩
薩
は
示
し
ま
し
た
。

　「高
僧
和
讃
」で
は
十
首
に
わ
た
っ
て
龍
樹
菩

薩
の
徳
を
讃
え
て
お
ら
れ
ま
す
が
、「
正
信
偈
」

で
は
端
的
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

　釈
尊
入
滅
後
、教
え
は
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
、

ど
れ
が
真
実
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

そ
れ
は
、私
た
ち
が「
有
無
の
見
」（
分
別
）に
と
ら

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。そ
の
有
無
の
見
を
、摧

け
る
の
だ
と
、龍
樹
菩
薩
は
自
ら
が
よ
ろ
こ
び
の

境
地（
歓
喜
地
）に
い
た
る
こ
と
で
示
し
ま
し
た
。

　さ
ら
に
、歓
喜
地
に
い
た
る
に
は
、阿
弥
陀
仏

の
名
を
称
え
る
と
い
う
易
し
い
行
だ
け
で
可
能

だ
と
し
ま
す
。そ
れ
を
易
行
と
い
い
、自
ら
の
足

で
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
陸
路
に
対
し
て
、流
れ
に

ゆ
だ
ね
て
進
め
る
水
路
に
喩
え
て
い
ま
す
。

　し
か
し
、私
た
ち
は
、た
易
く
で
き
る
こ
と
に

さ
ほ
ど
の
価
値
を
認
め
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。逆

に
、困
難
な
こ
と
に
は
大
き
な
価
値
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。釈
尊
は
苦
行
を
や
め
て
さ
と
り

を
ひ
ら
き
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、し
ば
し
ば「
苦

行
の
末
に
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
」な
ど
と
表
現
さ

れ
ま
す
。難
し
い
こ
と
や
苦
し
い
こ
と
に
は
そ
れ

だ
け
で
価
値
が
あ
る
の
だ
と
、私
た
ち
は
思
い
た

い
の
で
す
。

　龍
樹
菩
薩
は
、私
た
ち
に
多
く
の
こ
と
を
示
し

ま
し
た
。釈
尊
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
の
中
に
大
い

な
る
教
え（
大
乗
）が
あ
る
こ
と
。そ
の
教
え
は
私

た
ち
の
日
常
的
な
考
え
を
超
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。そ
れ
は
歓
喜
地
に
ま
で
い
た
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。行
に
も
難
し
い
も
の
と
易
し
い
も
の
と

が
あ
る
こ
と
。難
行
と
易
行
と
に
は
優
劣
が
な
い

こ
と
。こ
う
い
っ
た
龍
樹
菩
薩
の
教
え
は
釈
尊
の

教
え
に
直
接
に
連
な
る
も
の
で
し
た
。

　親
鸞
聖
人
は
、こ
れ
ら
の
こ
と
を
と
お
し
て
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
一
筋
の
ひ
か
り
と
し
て

私
た
ち
に
届
い
て
い
る
こ
と
を
確
信
さ
れ
た
の

で
す
。

第　　回5

―

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
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

「
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
。本
号
で
は「
正
信
偈
」を
と
お
し
て
、

龍
樹
の
教
え
を
振
り
返
り
ま
す
。

　龍
樹
菩
薩
が
示
し
た
こ
と

次
回
か
ら
は
、

天
親
菩
薩
に
つ
い
て

た
ず
ね
て
い
き
ま
す
。

龍
樹
菩
薩  

四

釈
迦
如
来
楞
伽
山

為
衆
告
命
南
天
竺

龍
樹
大
士
出
於
世

悉
能
摧
破
有
無
見

宣
説
大
乗
無
上
法

証
歓
喜
地
生
安
楽

顕
示
難
行
陸
路
苦

信
楽
易
行
水
道
楽

憶
念
弥
陀
仏
本
願

自
然
即
時
入
必
定

唯
能
常
称
如
来
号

応
報
大
悲
弘
誓
恩

（「
正
信
偈
」『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』

十
五
〜
十
七
頁
）
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芝田正次さん

　
存
明
寺
の
境
内
に
は
３
カ
所
に
掲
示
板
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ

れ
テ
ー
マ
が
あ
る
。本
堂
前
は
釈
尊
や
親
鸞
聖
人
の
言
葉
、お
寺
の
入
り

口
は
行
事
案
内
と
併
せ
て
ど
の
よ
う
な
お
寺
で
あ
る
か
を
示
す
言
葉
、お

寺
の
角
は
通
勤
通
学
で
お
寺
に
面
し
た
道
を
通
る
方
に
向
け
た
短
い
言

葉
を
掲
示
し
て
い
る
。

　
掲
示
板
の
言
葉
を
書
い
て
い
る
酒
井
住
職
は
、本
や『
同
朋
新
聞
』、

他
の
お
寺
の
寺
報
な
ど
を
読
ん
で
印
象
に
残
っ
た
言
葉
を
記
録
し
て
お

き
、家
族
に
相
談
し
て
掲
示
す
る
言
葉
を
決
め
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

　
掲
示
板
の
言
葉
を
見
て
励
ま
さ
れ
て
、お
寺
の
聞
法
会
に
来
る
よ
う

に
な
っ
た
方
が
い
た
り
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
し
た
掲
示
板
の
言
葉
に
つ
い
て
、

「
読
ん
で
励
ま
さ
れ
た
」な
ど
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　「
仏
教
や
浄
土
真
宗
の
教
え
は
言
葉
に
な
っ
て
、そ
の
言
葉
は
必
ず
人

に
伝
わ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
、自
分
が
聞
い
て
大
事
に

し
た
い
と
思
う
言
葉
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
」と
、酒
井
住
職
は
話
す
。

掲
示
板
だ
け
で
な
く
、本
堂
の
中
や
玄
関
な
ど
境
内
の
至
る
所
に
法
語

が
掲
示
さ
れ
て
い
た
。教
え
の
言
葉
を
大
事
に

す
る
酒
井
住
職
の
人
柄
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
三
重
県
菰
野
町
に
住
む
芝
田
正
次

さ
ん
は
、毎
月
一
回
、聴
聞
し
た
内
容

や
、先
人
の
言
葉
、そ
の
時
思
っ
た
こ
と
、

考
え
た
こ
と
を
書
き
綴
っ
た「
徒
然
十
一

会
通
信
」を
発
行
し
、有
縁
の
方
に
配

布
さ
れ
て
い
る
。

　
発
行
の
き
っ
か
け
は
、第
十
一
次
特

別
伝
道※

への
参
加
と
、

自
分
の
信
仰
を
確
か
め

た
い
と
い
う
思
い
か
ら

だ
と
い
う
。「
せ
っ
か
く

縁
あ
っ
て
一
緒
に
受
講

し
た
の
で
、み
な
御
同

朋
御
同
行
と
い
う
気

持
ち
に
な
れ
た
ら
良
い

な
」と
い
う
思
い
を
込
め

て
発
行
さ
れ
て
い
る
。

人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ

と
で
、自
分
勝
手
な
考
え
に
固
ま
っ
て

い
か
な
い
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
そ
う

だ
。通
信
を
始
め
て
お
よ
そ
５
年
、同

期
の
受
講
者
と
の
ご
縁
を
つ
な
ぐ
活
動

を
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
熱
心
な
芝
田
さ
ん
だ
が
、以

前
は
お
寺
に
関
わ
る
こ
と
も
特
に
無
か

っ
た
と
い
う
。聴
聞
の
き
っ

か
け
は
、同
じ
組
に
あ
る

金
藏
寺
の
訓
覇
浩
住
職

と
の
出
遇
い
だ
っ
た
。

　
芝
田
さ
ん
が
暮
ら
す

地
域
で
は
、葬
儀
の
後
、

お
骨
が
自
宅
へ
帰
っ
て
来

た
時
に
、地
域
の
自
治

会
の
人
が
調
声
人
と
な

っ
て
お
勤
め
を
す
る
風

習
が
あ
っ
た
。お
勤
め
を

覚
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、親
類
の
法
事
の
席
で
訓
覇
住
職

と
出
遇
い
、お
勤
め
の
練
習
か
ら
始
め

る
同
朋
の
会
を
紹
介
さ
れ
た
。「
本
当

に
ご
縁
だ
っ
た
な
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

訓
覇
住
職
と
出
遇
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

今
の
自
分
は
な
い
で
す
か
ら
」と
振
り

返
る
。

　
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
、突
き
詰
め
た

い
、も
っ
と
知
り
た
い
、と
な
る
芝
田
さ

ん
。そ
こ
か
ら
仏
法
聴
聞
の
日
々
が
始

ま
り
、現
在
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
も
使
い
、宗
派

を
越
え
て
多
く
の
人
々
と
語
り
合
っ
て

い
る
。こ
う
し
た
ご
縁
が
つ
な
が
り
、桑

名
別
院
で
御
堂
役
を
務
め
、境
内
の

草
刈
り
や
報
恩
講
の
お
手
伝
い
等
、

別
院
の
護
持
を
さ
れ
て
い
る
。

　「
自
分
の
意
志
で
聴
聞
し
て
い
て

も
、何
か
に
背
中
を
押
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。昔
の
人
が
言
う
阿
弥

陀
さ
ん
の「
ご
催
促
」で
あ
り
、安
田
理

深
先
生
の「
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
な

ら
や
め
な
さ
い
。や
ら
ず
に
お
れ
な
い
の

な
ら
や
り
な
さ
い
」と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
、と
思
っ
て
い
ま
す
」と
芝
田
さ
ん
。

　「
つ
く
づ
く
一
切
が
ご
縁
や
な
ぁ
、と
い

う
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
ね
。ご
縁
で

今
の
自
分
が
あ
る
、ご
縁
が
今
の
私
に

な
っ
て
い
る
」と
仰
っ
た
。

　
私
は
、取
材
を
と
お
し
て
、ご
縁
を
い

た
だ
く
こ
と
の
不
思
議
さ
と
出
遇
い
の

大
切
さ
を
感
じ
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。

東京都世田谷区北烏山4‒15‒1
住職  酒井 義一

ひ
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ま
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ま
さ 

の
り

平
松 

正
宣

東
京
教
区
通
信
員

第10回

通信員リレーリポート
第247回

生るき
い ま

現在を

芝
田 

正
次
さ
ん（
64
歳
）

三
重
教
区
三
重
組

正
楽
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
。

有
縁
の
方
と
ご
縁
を
生
き
る

三
重
教
区
通
信
員

や
ま  

だ    

じ
ゅ
ん 

き

山
田 

潤
貴

存明寺（東京教区東京5組）

こ
の
言
葉
は
、チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の

言
葉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。教
え

を
聞
く
準
備
が
で
き
て
い
な
い

時
、つ
ま
り
自
分
の
力
だ
け
で

「
ま
だ
ま
だ
で
き
る
」と
思
い
込

ん
で
い
る
時
は
、い
く
ら
師
が
現

れ
て
も
素
通
り
し
て
し
ま
い
ま

す
。生
き
て
い
れ
ば
、夢
が
破
れ

た
り
心
が
砕
け
る
こ
と
が
あ
る

け
れ
ど
も
、そ
の
よ
う
な
時
こ

そ
、確
か
な
も
の
、人
生
の
師
と

呼
べ
る
も
の
に
出
遇
う
チ
ャ
ン

ス
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
こ
の

言
葉
を
選
び
ま
し
た
。

ご縁をつなぐ「徒然十一会通信」

※

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
真
宗
の
教
え
に
尋

ね
る
集
中
講
座
。地
元
寺
院
と
真
宗
本
廟
を
会
場

に
行
わ
れ
、三
重
教
区
で
は
約
60
年
続
い
て
い
る
。

存明寺ホームページ さか い   よしかず

ぞんみょうじ
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長光寺住職

わけ み    あきら

　親
鸞
聖
人
が
長
年
お
ら
れ
た
比
叡
山
で
は
、

仏
陀
は
開
示
悟
入
と
い
う
段
階
を
踏
ま
え
て
教

化
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
。ま
ず
は「
開
き
」、つ
い
で

「
示
し
」、「
悟
ら
せ
」、「（
道
に
）入
ら
せ
る
」と
い

う
も
の
で
す
。こ
れ
に
擬
え
れ
ば
、龍
樹
菩
薩
の

お
仕
事
は「
示
」に
重
点
が
あ
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。ど
ん
な
に
選
択
肢
が
あ
ろ
う
と
も
、そ

も
そ
も
示
さ
れ
て
い
な
く
て
は
選
択
肢
に
は
な

り
得
ま
せ
ん
。仏
教
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
道
筋
が

あ
る
こ
と
を
、龍
樹
菩
薩
は
示
し
ま
し
た
。

　「高
僧
和
讃
」で
は
十
首
に
わ
た
っ
て
龍
樹
菩

薩
の
徳
を
讃
え
て
お
ら
れ
ま
す
が
、「
正
信
偈
」

で
は
端
的
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

　釈
尊
入
滅
後
、教
え
は
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
、

ど
れ
が
真
実
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

そ
れ
は
、私
た
ち
が「
有
無
の
見
」（
分
別
）に
と
ら

わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。そ
の
有
無
の
見
を
、摧

け
る
の
だ
と
、龍
樹
菩
薩
は
自
ら
が
よ
ろ
こ
び
の

境
地（
歓
喜
地
）に
い
た
る
こ
と
で
示
し
ま
し
た
。

　さ
ら
に
、歓
喜
地
に
い
た
る
に
は
、阿
弥
陀
仏

の
名
を
称
え
る
と
い
う
易
し
い
行
だ
け
で
可
能

だ
と
し
ま
す
。そ
れ
を
易
行
と
い
い
、自
ら
の
足

で
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
陸
路
に
対
し
て
、流
れ
に

ゆ
だ
ね
て
進
め
る
水
路
に
喩
え
て
い
ま
す
。

　し
か
し
、私
た
ち
は
、た
易
く
で
き
る
こ
と
に

さ
ほ
ど
の
価
値
を
認
め
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。逆

に
、困
難
な
こ
と
に
は
大
き
な
価
値
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。釈
尊
は
苦
行
を
や
め
て
さ
と
り

を
ひ
ら
き
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、し
ば
し
ば「
苦

行
の
末
に
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
」な
ど
と
表
現
さ

れ
ま
す
。難
し
い
こ
と
や
苦
し
い
こ
と
に
は
そ
れ

だ
け
で
価
値
が
あ
る
の
だ
と
、私
た
ち
は
思
い
た

い
の
で
す
。

　龍
樹
菩
薩
は
、私
た
ち
に
多
く
の
こ
と
を
示
し

ま
し
た
。釈
尊
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
の
中
に
大
い

な
る
教
え（
大
乗
）が
あ
る
こ
と
。そ
の
教
え
は
私

た
ち
の
日
常
的
な
考
え
を
超
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。そ
れ
は
歓
喜
地
に
ま
で
い
た
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。行
に
も
難
し
い
も
の
と
易
し
い
も
の
と

が
あ
る
こ
と
。難
行
と
易
行
と
に
は
優
劣
が
な
い

こ
と
。こ
う
い
っ
た
龍
樹
菩
薩
の
教
え
は
釈
尊
の

教
え
に
直
接
に
連
な
る
も
の
で
し
た
。

　親
鸞
聖
人
は
、こ
れ
ら
の
こ
と
を
と
お
し
て
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
一
筋
の
ひ
か
り
と
し
て

私
た
ち
に
届
い
て
い
る
こ
と
を
確
信
さ
れ
た
の

で
す
。

第　　回5

―

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
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

「
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
。本
号
で
は「
正
信
偈
」を
と
お
し
て
、

龍
樹
の
教
え
を
振
り
返
り
ま
す
。

　龍
樹
菩
薩
が
示
し
た
こ
と

次
回
か
ら
は
、

天
親
菩
薩
に
つ
い
て

た
ず
ね
て
い
き
ま
す
。

龍
樹
菩
薩  

四

釈
迦
如
来
楞
伽
山

為
衆
告
命
南
天
竺

龍
樹
大
士
出
於
世

悉
能
摧
破
有
無
見

宣
説
大
乗
無
上
法

証
歓
喜
地
生
安
楽

顕
示
難
行
陸
路
苦

信
楽
易
行
水
道
楽

憶
念
弥
陀
仏
本
願

自
然
即
時
入
必
定

唯
能
常
称
如
来
号

応
報
大
悲
弘
誓
恩

（「
正
信
偈
」『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』

十
五
〜
十
七
頁
）
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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―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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参加者の声
圓龍寺奉仕団のみなさん

さあ、真宗本廟奉仕の
はじまりです 期間中に受式できます

おはなしを聞いて思ったこと、
感じたことを語り、聞き合います

清掃場所は
話し合って決めます

参加者全員で「正信偈」を
お勤めします

同朋会館教導のお話を聞きます

食堂でみなさんと一緒に
いただきます

お内仏のお給仕を学ぶ
時間もあります

休憩時間は和敬堂1階ロビーにある
カフェでほっこり♪

「どちらから来られたんですか？」と、食事の時、隣に座っ
た方が話しかけてくれました。次に来た時は私から話し
かけて交流したいです。

【助成の対象】

【申込受付期間】
【 助 成 額 】

新任住職・教会主管者が引率責任者となり、
真宗本廟奉仕で上山する5人以上の寺院・教会の奉仕団
住職・教会主管者の任命日から1年以内
50,000円（後日振込）
※詳しくは同朋会館ＨＰをご覧ください

いつもお寺でお話を聞くだけでしたが、奉仕団に来て、
一人ひとりが思いを語り、聞くことをとおして、お互いが悩
み、苦しみ、喜び生きている者どうしであると感じました。

初めてで不安だったけど、
来てよかった！ また来ます。

帰敬式を全員で見守ることができ
てうれしかった。

夕事勤行で、こだまするお念仏の声を聞き、この場に参加されたお
一人お一人の思いが重なりあっているように感じ、心があたたかく
なりました。また、両堂参拝、諸殿拝観では、建物の歴史をお聞き
し、多くの方が触れて色が変わった柱や、毛綱などを実際に見て触
れながら、建物の中にたくさんのご門徒の思いを感じました。そこに
人がいる。私が感動したのはこのことかもしれません。

圓龍寺（富山教区）
住職

圓山 尚英さん
まる やま   なお ひで

　一昨年、住職に就任された圓山さん。総代の
平野専作さんと一緒に住職修習を受講されまし
た。「本山という場に身を置き、なぜかわからない
けれど感動で心が震えました。帰りの車中、平野さんにそのことを話すと
「私もそう思っていた」とのお返事が。私だけではなかった。ご門徒も誘っ
て、もう一度本山に行きたいと思っていた矢先、本山から「新任住職引率
奉仕団助成」のお知らせが届いたのです。本山も自分たちの思いを後押
ししてくれている！と感じ、真宗本廟奉仕の参加を決めました」。
　圓山さんを含め5人で上山。1泊2日の真宗本廟奉仕に参加されました。
　日程中にお二人が帰敬式を受式され、おはなしあい（座談）の時間に、
仲間に法名を披露。圓山さんから法名に込められた願いを伝える時間も
ありました。
　お寺に帰られてから、他のご門徒にも今回の上山の話をされ、再び真
宗本廟奉仕に訪れることができればと思っておられるそうです。

能登教区寂静寺 九州教区同朋寺

法名披露の様子

帰敬式は緊張して足が震えました。

最高の場所やった。もう忘れんちゃ。

本山での法要（報恩講、
春の法要）や、おみがき、
お煤払いに合わせての
上山もおすすめです。

新任住職・教会主管者引率奉仕団への助成制度をぜひご利用ください！
〒600-8308
京都市下京区七条通新町東入ル新シ町121
TEL：075-371-9185
FAX：075-371-9201

お問い合わせ

同朋会館 　

同朋会館

私たちも新しい住職さんと
一緒に上山しました!! 住職修習

と同じ日程で、真宗本廟奉仕に。
  住職任命式を見守りました

　東本願寺境内にある同朋会館。全国からご門徒が集い、寝食を共にし、お話を聞き、語り合う場です。新型コロナウイルスの影響によりそのこと
がままならない時期もありましたが、現在、真宗本廟奉仕にお越しいただく方の数は少しずつ増えています。今号では、新たに就任された住職が
ご門徒と一緒に上山された奉仕団の様子を紹介します。同朋会館でゆっくり腰を据えて、お互いの声を聞き合いませんか？

どうぼうかいかん

じょうざん

※助成の対象外

大垣教区専德寺 新潟教区西蓮寺大阪教区圓林寺九州教区光桂寺

住職さんと一緒に
同朋会館に行こう!
―東本願寺で過ごそう 話そう―

住職就任をきっかけに
ご門徒と奉仕団へ
―富山教区圓龍寺―  

同朋会館での生活をご紹介
―ゆったり、安心してお過ごしください―

カフェ食事

おはなし（法話）夕事勤行清掃奉仕

結成式 おはなしあい 帰敬式（おかみそり）
き  きょうしき

お内仏のお給仕

ひら  の  せん さく

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―
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　1月6日から3月18日まで、京都市と京都市観光協会が主催し、毎年冬に開催される
キャンペーン「京の冬の旅」に東本願寺が協力し、本年は、渉成園の建物を特別公開。さら
に、予約制で職員が案内する「僧侶の案内による特別拝観」も実施した。
　渉成園では、園林堂・閬風亭を特別公開し、期間中17,000人以上が訪れた。園林堂は
「京の冬の旅」では初公開となり、訪れた人は、版画家・棟方志功作の襖絵に見入ってい
た。また閬風亭には、渉成園の歴史を紹介するパネル等を設置した。
　僧侶の案内による特別拝観では、御影堂・阿弥陀堂に加え、昨年秋に重要文化財に指

定された大寝殿と白書院をご案内し、
期間中1,500人以上が参加した。

　4月1日から4日まで、真宗本廟（東本願寺）では「春の
法要」が勤修された。本年は3日と4日に実如上人五百回
忌法要が勤まり、4日間でおよそ7,800人が参拝した。
　1日は午前に阿弥陀堂で「師徳奉讃法要」があった。そ
の後、午後からは御影堂で「親鸞聖人御誕生会（音楽法
要）」が勤まり、名古屋音楽大学の学生も含めた45人に
よる歌声が御影堂に響いた。記念講演では、乾文雄氏
（大谷中・高等学校長）が「共に歩む」を講題に、お荘厳の
燭台が鶴と亀であることに触れ、「鶴と亀が違いを乗り越
えて共に生きていこうとする姿をとおして、私たちの普段
の生活を振り返ってほしい」と述べた。
　2日午前の「全戦没者追弔法会」は、テーマ「いまここか
らはじめる念仏者の平和運動」のもと勤まった。俳優の本
多力氏による「追弔の偈」（作詞・高史明）の朗読、法要に
引き続き、平川宗信氏（名古屋大学名誉教授）による記
念講演が行われた。平川氏は「軍事力ではなく、本願を信

じ、すべてのいのちと暮らしが守られることを願って日々
の暮らしを積み重ね、攻撃に対しては非暴力・不服従で
抵抗するのが念仏者の平和運動である」と述べた。
　午後からは、しんらん交流館において映画『コスタリカ
の奇跡～積極的平和国家のつくり方～』の上映があった。
　3日は午前、「相続講員物故者追弔会兼帰敬式受式物
故者追弔会」が勤まり、同日午後から4日にかけて、実如
上人五百回忌法要が勤まった。
　本願寺第9代である実如上人は、蓮如上人が隠居後、
1489年に本願寺第9代を継職。蓮如上人の方針を継承
して、名号・絵像の本尊、御影類、御文などを、各地の寺
院・道場・門徒へ数多く授与し、教団体制の整備に尽力し
た。1525年に68歳で示寂。今年で五百回忌を迎えた。
　境内では、「鐘楼」修理現場の公開や、真宗大谷派教誨
師・篤志面接委員会が企画した催事「令和6年能登半島
地震」の被災地の現状と宗派支援活動を伝えるパネル
展示が行われた。渉成園では、「春の渉成園と粥膳」や、
「おもてなしの舟旅」として舟旅体験や「臨池亭」でお茶を
楽しむツアーが行われた。

真宗本廟「春の法要」 
実如上人五百回忌法要 勤修

第58回「京の冬の旅」 渉成園特別公開

レポート お知らせ

　東北教区東日本大震災復興本部では、毎年「震災を心
に刻み、犠牲者を悼み、今後も復興と支援の思いをつなげ
ていきたい」という願いのもと、各地で同時刻（3月11日午
後2時46分）に鐘をつき法要を勤める呼び掛けを続けてお
り、本年も10カ寺以上から開催の連絡があった。
　この「勿忘の鐘」は、津波により被災した陸前高田市の気
仙組本稱寺が、瓦礫の中から掘り出した鐘を「勿忘の鐘」と
名付け、被災した地で鐘をつくことから始められ、今日にい
たっている。
　震災以降も全国で甚大な自然災害が頻発しており、1月
1日には「令和6年能登半島地震」が発生した。このような状
況の中にあって、全国各地で東日本大震災だけでなく、これ
ら災害の被害に遭われたすべての方 に々
思いを寄せる「勿忘の鐘」が勤まった。
　なお、気仙組本稱寺での法要の様子
は、「勿忘の鐘」特設サイトからインター
ネットによるライブ配信が行われ、現在
も特設サイトから視聴することができる。

東日本大震災「勿忘の鐘」 
－2024.3.11－

〒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。

京都府在住
女性（41歳）
そうたろう（9歳）

息子と東本願寺へ

　今年の2月、よく晴れた日に、9歳の息子
と東本願寺へ行きました。息子は今回が初
めて。私は子どもの頃に何度か訪れて以
来、久しぶりの参拝でした。
　お寺などの歴史ある建物が好きな息子
は、敷地の大きさや、境内の厳かで静寂な

空間に、「大きい！」「きれい！」と感動してい
ました。覚えた九九を使ってお堂の畳の数
を数えたり、参拝接待所ギャラリーでビデオ
上映を熱心に見たり。私も、散策する中で、
普段の時間の流れと違うものを感じ、あら
ためて自分を見つめ直す機会になってとて

もよかったです。
　また、参拝接待所にあった『同朋新聞』を
今回初めて手に取りました。帰宅後、楽しく
クロスワードをできたことも含め、息子にとっ
ても、よい思い出になってくれたら母としてう
れしいです。

『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

　昨年11月30日に開催され
た、『親鸞万華鏡』発刊記念
トークセッション「いま、親鸞を
語る」の動画を全編、東本願寺
出版YouTubeチャンネルにて
公開中です。ぜひご覧ください。

『親鸞万華鏡』発刊記念トークセッション
「いま、親鸞を語る」の動画を全編無料公開！

※動画は限定公開です。
　こちらのQRコード・URLからのみ
　アクセスいただけます。

ひ が し

音楽法要（4月1日）

粥膳の様子パネル展示

パネル展示（閬風亭）僧侶による案内（白書院）

『親鸞万華鏡』
共著 伊藤比呂美氏、高橋源一郎氏、中島岳志氏をはじめ30人
四六判・372頁/3,300円（税込）

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=2H707HyEU6s

「勿忘の鐘」
特設サイト
「勿忘の鐘」
特設サイト

東北別院

おごそ

おんりんどう ろうふうてい

ほんしょうじ

ひらかわむねのぶ

りん  ち てい

ほん

だちから こ   さ みょん

いぬいふみお

しょくだい

わす れな

むなかた  し  こう

おおしんでん しろしょいん

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

（Webカタログ掲載・商品動画配信中）
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参加者の声
圓龍寺奉仕団のみなさん

さあ、真宗本廟奉仕の
はじまりです 期間中に受式できます

おはなしを聞いて思ったこと、
感じたことを語り、聞き合います

清掃場所は
話し合って決めます

参加者全員で「正信偈」を
お勤めします

同朋会館教導のお話を聞きます

食堂でみなさんと一緒に
いただきます

お内仏のお給仕を学ぶ
時間もあります

休憩時間は和敬堂1階ロビーにある
カフェでほっこり♪

「どちらから来られたんですか？」と、食事の時、隣に座っ
た方が話しかけてくれました。次に来た時は私から話し
かけて交流したいです。

【助成の対象】

【申込受付期間】
【 助 成 額 】

新任住職・教会主管者が引率責任者となり、
真宗本廟奉仕で上山する5人以上の寺院・教会の奉仕団
住職・教会主管者の任命日から1年以内
50,000円（後日振込）
※詳しくは同朋会館ＨＰをご覧ください

いつもお寺でお話を聞くだけでしたが、奉仕団に来て、
一人ひとりが思いを語り、聞くことをとおして、お互いが悩
み、苦しみ、喜び生きている者どうしであると感じました。

初めてで不安だったけど、
来てよかった！ また来ます。

帰敬式を全員で見守ることができ
てうれしかった。

夕事勤行で、こだまするお念仏の声を聞き、この場に参加されたお
一人お一人の思いが重なりあっているように感じ、心があたたかく
なりました。また、両堂参拝、諸殿拝観では、建物の歴史をお聞き
し、多くの方が触れて色が変わった柱や、毛綱などを実際に見て触
れながら、建物の中にたくさんのご門徒の思いを感じました。そこに
人がいる。私が感動したのはこのことかもしれません。

圓龍寺（富山教区）
住職

圓山 尚英さん
まる やま   なお ひで

　一昨年、住職に就任された圓山さん。総代の
平野専作さんと一緒に住職修習を受講されまし
た。「本山という場に身を置き、なぜかわからない
けれど感動で心が震えました。帰りの車中、平野さんにそのことを話すと
「私もそう思っていた」とのお返事が。私だけではなかった。ご門徒も誘っ
て、もう一度本山に行きたいと思っていた矢先、本山から「新任住職引率
奉仕団助成」のお知らせが届いたのです。本山も自分たちの思いを後押
ししてくれている！と感じ、真宗本廟奉仕の参加を決めました」。
　圓山さんを含め5人で上山。1泊2日の真宗本廟奉仕に参加されました。
　日程中にお二人が帰敬式を受式され、おはなしあい（座談）の時間に、
仲間に法名を披露。圓山さんから法名に込められた願いを伝える時間も
ありました。
　お寺に帰られてから、他のご門徒にも今回の上山の話をされ、再び真
宗本廟奉仕に訪れることができればと思っておられるそうです。

能登教区寂静寺 九州教区同朋寺

法名披露の様子

帰敬式は緊張して足が震えました。

最高の場所やった。もう忘れんちゃ。

本山での法要（報恩講、
春の法要）や、おみがき、
お煤払いに合わせての
上山もおすすめです。

新任住職・教会主管者引率奉仕団への助成制度をぜひご利用ください！
〒600-8308
京都市下京区七条通新町東入ル新シ町121
TEL：075-371-9185
FAX：075-371-9201

お問い合わせ

同朋会館 　

同朋会館

私たちも新しい住職さんと
一緒に上山しました!! 住職修習

と同じ日程で、真宗本廟奉仕に。
  住職任命式を見守りました

　東本願寺境内にある同朋会館。全国からご門徒が集い、寝食を共にし、お話を聞き、語り合う場です。新型コロナウイルスの影響によりそのこと
がままならない時期もありましたが、現在、真宗本廟奉仕にお越しいただく方の数は少しずつ増えています。今号では、新たに就任された住職が
ご門徒と一緒に上山された奉仕団の様子を紹介します。同朋会館でゆっくり腰を据えて、お互いの声を聞き合いませんか？

どうぼうかいかん

じょうざん

※助成の対象外

大垣教区専德寺 新潟教区西蓮寺大阪教区圓林寺九州教区光桂寺

住職さんと一緒に
同朋会館に行こう!
―東本願寺で過ごそう 話そう―

住職就任をきっかけに
ご門徒と奉仕団へ
―富山教区圓龍寺―  

同朋会館での生活をご紹介
―ゆったり、安心してお過ごしください―

カフェ食事

おはなし（法話）夕事勤行清掃奉仕

結成式 おはなしあい 帰敬式（おかみそり）
き  きょうしき

お内仏のお給仕

ひら  の  せん さく

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―
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◆6面では、同朋会館での奉
仕団について特集していま
す。読者の皆さんの中にもさ
まざまな形で奉仕団に参加
した経験のある方がいらっ
しゃるかもしれません。私も
十数年前、学生の頃に数回
奉仕団に参加した一人。実
はそんな私も初めての参加
の際、緊張と不安でいっぱ
いでした。ですが、気づくと
あっという間に時間が過ぎ
ていくのでした。座談でも何
か発言しなくては、と結局空
回りすることもありました
が、受け入れてくれる参加者
の方 と々温かな場が開かれ
ていました。世代を超えた
方 と々自分の本音を語り、聞
き、ハッとしたこと、参加者
の真剣な眼差し、お勤めの
時間や清掃、寝食をともにし
た時間、肌感覚や匂いなど、
今でも鮮明に思い出されま
す。そして有難いことに、今
でもその時出あった方々と
のつながりが続いています。
十人十色さまざまな思いが
寄せられる同朋会館での奉
仕団。ぜひこの特集をお読
みください。（林）

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6月10日（月）（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5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」や「読者のこえ」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！

◆「表紙」能登にこんなに多くの大谷派の
寺院があったことを初めて知りました。心の
拠り所となる場所が早く復旧することを願い
ます。（60代男性）
◆「縁―お寺の掲示板―」言葉が心に響き
ました。先日、最愛の父を事故で突然なくし
「今」という時間の大切さを身にしみて感じ
ています。（20代女性）

2
月
号
を

読
ん
で

メールでも応募できます！

3
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

し
B

ん
C

そ
D

ば

〈ご注意〉

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！

ひ
し
も
ち

今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

を完成させよう！
「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！
5月号の『同朋新聞』を読むと、ほとんどの答えがわかります！！

ヨコのカギタテのカギ
1

3

4

6
6

5

8

10

7

9

11

2

1 「人間といういのちの相」今月のタイトルは「「学校給食」に
○○○○た思い」です。（2・3面）
「特集」今号では、新たに就任された住職がご門徒と一緒に
じょ○○○された奉仕団の様子を紹介します。（6面）
「読者のお便り」今月のタイトルは「息○○東本願寺へ」で
す。（7面）
1月6日から3月18日まで開催された「第58回京の冬○○
○」で、渉成園の園林堂・閬風亭を特別公開しました。（7面）
「縁―お寺の掲示板―」今月の言葉は「弟子に準備ができ
たとき○○自然に現れる」です。（4面）
「人間といういのちの相」日本での学校給食の歴史は、
1889年に現在の山形県鶴岡市の○○督寺というお寺の
中に設立された私立忠愛小学校から始まりました。（2・3面）
「現在を生きる」今月のタイトルは「有え○○○たとご縁を
生きる」です。（4面）
宗祖親○○○○う人御誕生八百五十年・立教開宗八百年
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」（2・3面枠下）

「ご案内」真宗本廟中学生・○
○校生奉仕団は、中学1年生
から高校3年生までが対象で
す。（8面）
「今月の法話　如是我聞」今月
のタイトルは「○○○の響きあ
う世界」です。（1面）
昨年11月30日に開催された
『○○○ん万華鏡』発刊記念
トークセッションの動画を公開
します。（7面）
今月号の特集は「住職さんと
一緒に同朋か○○んに行こ
う！―東本願寺で過ごそう 話
そう―」です。（6面）
東日本大震災だけでなく、災害
に遭われたすべての方々に思
いを寄せ、全国各地で「○○れ
なの鐘」が勤まりました。（7面）

プレゼント付

B

D

C A5

7 8
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21

しんらん交流館真宗本廟

東本願寺

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、5月3～6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 ➡ 浄土真宗ドットインフォ

詳しくは ➡

晨朝（おあさじ） 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～

【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）
「非戦と平等の源流をたずねて」（5月8日～6月27日）　

5月の定例法話
【日時】毎日14時～（27日は10時～）

5月の東本願寺日曜講演
【時間】9時30分～11時
【講師】5月12日  名和 達宣氏
　             （教学研究所所員）
　5月19日  山田 恵文氏
　             （大谷大学非常勤講師）

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♪

真宗本廟中学生・高校生奉仕団

※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

真宗本廟奉仕に
参加してみませんか

2024年

※休館日、12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

【講師】金石 潤導氏（北海道教区開正寺住職）　   【定員】30人
【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

真宗本廟報恩講奉仕団

【申込受付期間】5月9日（木）～5月1６日（木）
※電話受付は各日9時から17時まで。定員を超えた期間については抽選となります。
【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
　　　　  ※上記は大人（15歳以上）の場合です。

11月20日（水）～22日（金）
11月24日（日）～26日（火）
11月27日（水）～29日（金）

11月20日（水）～21日（木）
11月24日（日）～25日（月）
11月27日（水）～28日（木）

〈1泊2日〉

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。

〈2泊3日〉

救援金のお願い 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。

郵便振替番号  
00920-3-203053

救援金口座 真宗大谷派 加入者名

109,767,663円 （2024年4月4日現在）救援金総額

※その他、時間・会場を
変更する場合があります。

※通信欄に「令和6年能登半島地震」とご記載ください。
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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




