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昨
年
７
月
、姪
御
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
、秋
口
に
寺
で

初
参
り
式
を
行
っ
た
。宗
祖
誕
生
八
百
五
十
年
の
年
で

も
あ
り
、「
お
め
で
と
う
」と
は
言
っ
た
も
の
の
、さ
て
？

と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

私
た
ち
は
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
を
抱
え
て
生
き

て
い
る
。そ
の
象
徴
が「
生
老
病
死
」。お
釈
迦
さ
ま
は

「
一
切
皆
苦
」と
言
わ
れ
た
。人
生
す
べ
て
が「
苦
」で
あ
る

と
。こ
の
子
も
こ
の
人
生
の
生
き
難
い
海
に
投
げ
出
さ

れ
、そ
し
て
こ
の
苦
の
海
を
生
き
て
い
く
の
で
あ
る
。こ

の
私
も
も
う
投
げ
出
さ
れ
て
、と
う
に
長
く
過
ぎ
た
。

歳
を
取
っ
た
と
嘆
き
、病
気
に
罹
れ
ば
心
も
患
い
、

そ
し
て
命
を
終
え
て
い
く
こ
と
に
虚
し
さ
を
感
じ
る
。

い
や
い
や
人
生
に
は
少
し
は
い
い
こ
と
も
あ
る
さ
と

言
っ
て
は
み
て
も
、最
後
は
こ
の
事
実
に
向
き
合
わ
ざ

る
を
え
な
い
。こ
れ
に
愚
痴
を
言
っ
て
人
生
を
生
き
る

な
ら
ば
、子
ど
も
に
送
る
言
葉
は「
お
め
で
と
う
」で
は

な
く
、「
ご
愁
傷
さ
ま
」な
の
で
は
な
い
か
。

「
オ
ギ
ャ
ー
」と
叫
ぶ
子
ど
も
の
声
は
、父
さ
ん
母
さ

ん
、祖
父
ち
ゃ
ん
祖
母
ち
ゃ
ん
、生
ま
れ
て
来
た
け
ど
、

そ
の
考
え
方
で
私
大
丈
夫
？
と
も
聞
こ
え
な
い
か
。

そ
し
て
、そ
の
苦
の
海
を
超
え
る
生
き
方
を
歩
み
、心

か
ら「
お
め
で
と
う
」と
言
っ
て
!!
と
い
う
声
と
も
。

そ
ん
な「
オ
ギ
ャ
ー
」の
声
が
、姪
御
の
子
か
ら
私
に

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
オ
ギ
ャ
ー
」の
声

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

ハ
ワ
イ
別
院
の
ボ
ン
ダ
ン
ス（
ア
メ
リ
カ・ハ
ワ
イ
開
教
区
）

海
外
開
教
区（
南
米・北
米・ハ
ワ
イ
）の
寺
院
で
は
、６
月
か

ら
９
月
に
か
け
て
ボ
ン
ダ
ン
ス（
盆
踊
り
）が
開
催
さ
れ
ま
す
。

多
く
の
移
民
と
と
も
に
日
本
文
化
も
海
を
渡
り
ま
し
た
。

現
在
で
は
、現
地
で
創
作
さ
れ
た
踊
り
な
ど
も
加
わ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
独
自
の
文
化
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
月
の
写
真

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

に

か
い
ど
う

ゆ
き
と
し

め
い
ご

し
ょ
う
ろ
う
び
ょ
う
し

い
っ
さ
い
か
い
く

か
か

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
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Vol. 300
（1982年11月号）

『同朋新聞』は、
1960（昭和35）年3月発行の『真宗タイムス』を前身とし、
以来64年間みなさまとのご縁を紡いでまいりました。
これからも親鸞聖人の教えや宗派の大切な情報を、

ご門徒のみなさまをはじめあらゆる方々にお届けいたします。

同朋新聞は、
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1年分のバックナンバーを無料で公開しています。ぜひお読みください。
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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

と
を
求
め
る
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。そ
の
発
想
を
変
え
な
い
と
、社
会
は
変
わっ

て
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

　そ
し
て
、学
校
で
の
評
価
と
い
う
の
は
、決
め

ら
れ
た
教
科
の
評
価
で
は
な
く
て
、そ
の
子
の

良
い
と
こ
ろ
を
羅
列
す
る
だ
け
で
も
い
い
の
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
ん
で
す
。

　例
え
ば
、算
数
で
言
え
ば
、計
算
が
得
意
な

子
、図
形
が
得
意
な
子
、文
章
題
が
得
意
な
子

な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
子
が
い
ま
す
。算

数
と
い
う
教
科
を
勉
強
し
て
い
く
中
で
、強
み

̶

通
知
表
で
評
価
を
す
る
こ
と
の
、ど
ん

な
点
に
限
界
を
感
じ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

　通
知
表
の
基
準
は
、誰
か
が
決
め
た
枠
に
当

て
は
め
て
い
く
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。そ
れ

は
、例
え
ば
学
校
の
入
試
の
よ
う
に
、入
学
と

い
う
目
的
が
あって
、そ
れ
に
向
か
う
た
め
の
評

価
で
あ
れ
ば
、意
味
は
あ
る
し
、や
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。し
か
し
、

小
学
校
で
行
っ
て
い
る
評
価
は
、ゴ
ー
ル
が
決

ま
って
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。日

本
で
は
、オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
何
で
も
で
き
る
こ

と
な
る
部
分
だ
け
を
評
価
し
て
あ
げ
れ
ば
い

い
。子
ど
も
た
ち
に
は
選
択
肢
が
た
く
さ
ん
あ

る
わ
け
だ
か
ら
、将
来
の
方
向
性
を
選
ぶ
時

に
、自
分
の
強
み
を
知
って
い
る
方
が
き
っ
と
良

い
影
響
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

　公
立
学
校
な
の
で
、そ
れ
な
り
の
評
価
は
し

ま
す
し
、通
知
表
が
な
く
な
って
も
そ
の
評
価

を
伝
え
る
用
意
は
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。し

か
し
そ
れ
よ
り
、教
員
は
今
ま
で
以
上
に
子
ど

も
た
ち
の
良
さ
を
把
握
し
て
い
る
か
ら
、面
談

な
ど
の
場
面
で
そ
れ
を
保
護
者
に
伝
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　子
ど
も
た
ち
は
、自
分
の
だ
め
な
と
こ
ろ
は

ち
ゃ
ん
と
わ
か
って
い
ま
す
。だ
か
ら
と
いって
、

褒
め
る
だ
け
で
も
だ
め
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
子
を

「
認
め
る
」と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。「
で
き
る
」、「
で
き
な
い
」よ

り
も
、「
認
め
る
」と
い
う
考
え
方
が
広
ま
れ

ば
、友
だ
ち
同
士
で
互
い
の
良
さ
を
認
め
合
う

こ
と
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　比
べ
て
競
い
合
う
こ
と
も
大
切
だ
け
れ
ど

も
、そ
れ
を
全
員
参
加
で
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
こ
ろ
が
、学
校
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

僕
は
、教
員
や
子
ど
も
た
ち
に
、「
み
ん
な
が

同
じ
こ
と
を
や
る
の
が
平
等
で
は
な
い
ん
だ

よ
」と
話
し
て
い
ま
す
。個
々
人
そ
れ
ぞ
れ
の

背
景
や
、そ
れ
ぞ
れ
の
力
を
考
え
た
上
で
の

平
等
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

「
隣
の
ク
ラ
ス
は
こ
う
し
て
い
る
の
に
、な
ぜ
う

ち
の
ク
ラ
ス
は
」な
ど
と
保
護
者
か
ら
言
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
先
生

が
真
剣
に
教
育
に
向
か
い
合
って
、同
じ
ゴ
ー
ル

を
目
指
し
て
い
る
ん
で
す
よ
、と
説
明
し
て
い

ま
す
。

　全
国
に
は
た
く
さ
ん
の
学
校
が
あ
って
、み

ん
な
が
同
じ
こ
と
を
や
れ
る
訳
が
な
い
で
す

よ
ね
。

̶

「
違
い
を
認
め
て
い
く
」と
い
う
こ
と
で

す
ね
。今
後
、次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
考
え
て

お
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　も
う
校
長
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、仮
定
の

話
に
な
り
ま
す
が
、通
知
表
を
な
く
す
だ
け
で

は
な
く
、テ
ス
ト
に
よ
る
評
価
を
考
え
直
さ
な

い
と
い
け
な
い
と
思
って
い
ま
し
た
。テ
ス
ト
は
、

本
来
自
分
を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ
って
、他

人
と
比
べる
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
し
、子

ど
も
自
身
が
そ
れ
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
な
教

育
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　近
年
、個
の
大
切
さ
や
多
様
化
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、学
校
教
育
で
は
一つ
の
テ
ス
ト
で
全

員
の
評
価
を
し
、序
列
を
作
る
と
い
う
こ
と
が

ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。そ
う
い
う
あ
り
方

を
変
え
て
い
く
た
め
に
は
、ど
う
し
た
ら
い
い
か

な
と
。

　学
校
運
営
は
、本
来
子
ど
も
と
触
れ
合
って

い
る
先
生
た
ち
で
作
り
上
げ
て
い
く
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。不
登
校
が
増
え
て
い
る
こ
と
一つ

と
って
も
、も
う
昔
な
が
ら
の
学
校
教
育
で
は

だ
め
だ
と
、子
ど
も
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ

け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。そ
の
事
実
を
受
け
と
め

て
、学
校
や
教
員
が
変
わって
い
か
な
い
と
い
け

な
い
。組
織
に
順
応
で
き
な
い
子
の
方
が
悪
い

と
い
う
発
想
が
残
って
い
る
限
り
問
題
は
解
決

し
な
い
と
思
い
ま
す
。多
く
の
学
校
が
少
し
で

も
変
化
を
起
こ
し
て
く
れ
れ
ば
大
き
な
う
ね

り
に
な
る
か
な
、と
思
って
一
石
を
投
じ
た
ん
で

す
け
れ
ど
。通
知
表
を
な
く
す
と
い
う
こ
と

は
、突
飛
な
ケ
ー
ス
だ
と
思
わ
れ
た
の
か
も
し

れ
ず
、な
か
な
か
他
が
付
い
て
く
る
動
き
に
は

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。し
か
し
、何
か
変
わ
ら
な

き
ゃ
と
思
って
動
け
ば
、ま
だ
ま
だ
公
立
学
校

も
変
わ
れ
る
と
思
って
い
ま
す
。

（
了
）

「
違
い
を
認
め
る
」と
い
う
こ
と

̶

通
知
表
を
な
く
し
た
こ
と
で
、変
化
は

あ
り
ま
し
た
か
。

　先
生
た
ち
は
、授
業
が
本
当
に
子
ど
も
た
ち

の
学
習
意
欲
を
刺
激
し
て
い
る
の
か
と
か
、本

来
子
ど
も
た
ち
に
求
め
る
も
の
は
何
な
の
か
と

考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　あ
る
若
い
先
生
か
ら
、「
私
た
ち
は
学
期
末

の
通
知
表
を
保
護
者
に
渡
し
た
ら
、仕
事
が

一
段
落
し
た
よ
う
な
感
覚
が
あ
って
、そ
の
た
め

に
授
業
を
組
み
立
て
て
い
ま
し
た
が
、子
ど
も

た
ち
を
見
つ
め
て
、そ
の
時
々
の
変
化
を
しっ
か

り
捉
え
て
、そ
れ
を
授
業
に
い
か
さ
な
い
と
い

け
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」と
言
わ

れ
ま
し
た
。

　先
生
た
ち
も
、子
ど
も
の
時
は
通
知
表
を
も

ら
い
、評
価
を
さ
れ
て
き
た
人
た
ち
で
す
。私
も

含
め
、そ
こ
に
疑
問
を
持
ち
、こ
れ
か
ら
を
生
き

て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
と
って
何
が
最
善
か
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
教
員
の一
番
の
変

化
だ
と
思
って
い
ま
す
。

　子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
は
、成
績
が
よ
か
っ

た
子
の
中
に
は
、不
満
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

８
割
ぐ
ら
い
の
子
は
な
く
な
っ
て
よ
か
っ
た
と

思
って
い
る
み
た
い
で
す
。

　私
が
嫌
だ
っ
た
の
は
、通
知
表
に
よ
る
子
ど

運
動
会
で
は
、保
護
者
も
先
生
も
同
じ
場
面

を
見
て
い
て
、先
生
方
の
評
価
は
み
ん
な
プ
ラ

ス
な
ん
で
す
。子
ど
も
た
ち
は
あ
ん
な
に
笑
顔

で
、楽
し
ん
で
、協
力
で
き
て
よ
か
っ
た
ね
と

思
って
い
る
の
に
、半
分
の
親
が
反
対
だ
っ
た
こ

と
は
、先
生
た
ち
に
と
って
通
知
表
の
廃
止
を

非
難
さ
れ
る
よ
り
も
シ
ョッ
ク
が
大
き
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　中
学
生
や
高
校
生
に
な
れ
ば
、通
知
表
が

渡
さ
れ
、成
績
の
評
価
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
で
、保
護
者
が
不
安
に
な
る
気
持
ち
も
わ
か

り
ま
す
が
、小
学
校
は
中
学
校
の
準
備
段
階
の

学
校
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。小
学
校
６
年
間
の
中

で
何
を
つ
か
み
、ど
う
成
長
し
て
い
く
か
が
大

事
な
こ
と
な
の
で
、私
た
ち
が
やって
い
る
こ
と

に
自
信
を
持
と
う
と
教
員
に
も
話
し
ま
し
た
。

　保
護
者
は
中
学
校
で
の
ギ
ャッ
プ
を
心
配
し

ま
す
が
、中
学
校
の
先
生
に
聞
い
て
み
る
と
、子

ど
も
は
す
ぐ
に
順
応
す
る
し
、小
学
校
と
中
学

校
は
違
う
場
所
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解

す
れ
ば
、何
も
問
題
は
な
い
よ
と
言
って
く
れ

ま
し
た
。

ち
ゃ
ん
と
聞
き
ま
し
ょ
う
と
指
導
は
し
ま
す

が
、そ
ん
な
指
導
よ
り
も
、授
業
を
少
し
変
え

る
だ
け
で
、自
然
と
人
の
意
見
を
聞
け
る
よ
う

に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。ま
た
、子
ど
も
た
ち
の
安

心
し
て
い
る
気
持
ち
も
感
じ
ま
す
。常
に
評
価

さ
れ
、成
績
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
目
に

見
え
な
い
雰
囲
気
に
縛
ら
れ
る
こ
と
が
消
え
て

いっ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。小
学
校
の
教
育
の

一
番
大
事
な
と
こ
ろ
は
、本
来
そ
う
いっ
た
受
け

と
め
て
も
ら
え
る
安
心
感
を
培
って
い
く
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　た
だ
、や
は
り
一
番
の
大
き
な
壁
は
保
護
者

で
し
た
。保
護
者
の
意
見
は
、い
つ
ア
ン
ケ
ー
ト

を
採
って
も
半
々
に
割
れ
ま
す
。「
今
の
世
の
中

そ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か
」と
か
、「
社
会
に
出

た
ら
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
通
用
し
な
い
」と
か
、競
争

を
し
な
い
こ
とへの
反
発
が
多
かっ
た
で
す
ね
。

　コロ
ナ
下
だっ
た
こ
と
も
あ
り
、同
じ
頃
に
運

動
会
の
徒
競
走
を
や
め
た
の
で
す
が
、半
数
以

上
の
保
護
者
か
ら「
競
争
を
さ
せ
て
負
け
る
苦

し
み
を
味
わ
わ
せ
て
く
だ
さ
い
」と
いっ
た
反
対

意
見
が
来
た
時
に
は
あ
ぜ
ん
と
し
ま
し
た
。

も
同
士
の
見
え
な
い
ラ
ン
ク
付
け
を
感
じ
て
い

た
こ
と
で
す
。通
知
表
の
評
価
が
高
い
子
の

言
って
い
る
こ
と
は
正
し
く
て
、評
価
の
低
い
子

の
言
って
い
る
こ
と
は
聞
か
な
い
と
いっ
た
形
で

序
列
が
で
き
て
い
る
。そ
れって
す
ご
く
悲
し
い

こ
と
で
す
よ
ね
。あ
る
男
の
子
が「
今
ま
で
僕
の

意
見
な
ん
か
み
ん
な
全
然
聞
い
て
く
れ
な
か
っ

た
け
ど
、通
知
表
が
な
く
な
っ
た
ら
ち
ゃ
ん
と

聞
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
言
って
い
ま

し
た
。子
ど
も
た
ち
の
大
き
な
変
化
は
、子
ど

も
同
士
で
の
勉
強
の
教
え
合
い
が
増
え
た
り
、

優
越
感
や
劣
等
感
が
減
っ
た
こ
と
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。

　ま
た
、先
生
が
正
解
を
求
め
て
い
な
い
と
い

う
の
が
伝
わ
る
の
か
、授
業
中
に
も
い
ろ
ん
な

意
見
が
出
る
よ
う
に
な
り
、友
だ
ち
の
意
見
を

よ
く
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。人
の
意
見
を

目
に
見
え
な
い
ラ
ン
ク
付
け
が
消
え
た

國
分
一
哉
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

学
期
末
に
先
生
か
ら
渡
さ
れ
る
通
知
表
。誰
し
も
そ
の
評
価
に
一
喜
一
憂
し
た
経
験
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
通
知
表
に
疑
問
を
持
ち
、通
知
表
を
な
く
す
決
断

を
し
た
学
校
の
校
長
を
務
め
た
國
分
一
哉
さ
ん
の
お
話
か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

　
　
　表
せ
な
い

　
　
　表
せ
な
い

取
り
た
い
、取
ら
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
出

て
き
て
し
ま
い
ま
す
。

　話
し
合
い
を
続
け
る
中
で
、子
ど
も
の
本
当

の
姿
を
通
知
表
と
い
う
1
枚
の
紙
に
表
現
す

る
の
は
と
て
も
難
し
い
と
い
う
こ
と
、そ
し
て
あ

の
紙
で
、私
た
ち
の
言
い
た
い
こ
と
が
本
当
に

伝
わ
って
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
時
、誰
か
が
ぽ
つ
り
と「
も
う

通
知
表
な
し
で
も
い
い
ん
で
す
か
ね
」と
言
っ
た

ん
で
す
ね
。そ
こ
で
、私
は「
な
し
で
も
い
い
の
か

も
ね
。み
ん
な
で
話
し
合
って
結
論
を
出
し
た

ら
、そ
の
責
任
は
私
が
取
る
か
ら
」と
話
し
ま
し

た
。通
知
表
を
な
く
す
こ
と
は
、評
価
を
し
な

い
わ
け
で
は
な
く
、評
価
の
表
現
の
仕
方
を
変

え
る
こ
と
で
す
。そ
れ
に
通
知
表
って
、本
当
に

合
い
、今
一
度
評
価
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　通
知
表
は
、学
習
の一
部
の
評
価
を
知
ら
せ

る
だ
け
の
も
の
な
の
に
、あ
た
か
も
子
ど
も
の

す
べて
を
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
め
ら

れ
て
い
ま
す
。教
員
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
こ
に
疑
問

を
持
って
い
た
よ
う
で
し
た
。

　テ
ス
ト
や
学
習
目
標
の
観
点
で
良
い
結
果

が
出
な
け
れ
ば
、ど
う
し
て
も
通
知
表
の
評
価

は
良
く
な
い
も
の
に
な
って
し
ま
い
、そ
の
他
の

場
面
で
ど
ん
な
に
良
い
こ
と
を
し
て
も
そ
れ
を

表
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、学
校
で
は
そ

れ
ぞ
れ一
人
ひ
と
り
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
の
に
、通
知
表
に
な
る
と
画
一
的
な
評

価
が
つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。そ
し
て
、そ
う
し
た

評
価
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、誰
も
が
よ
り
上
位
を

̶

國
分
さ
ん
は
、神
奈
川
県
の
茅
ケ
崎
市

立
香
川
小
学
校
で
校
長
を
さ
れ
て
い
た
時
に

通
知
表
を
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、ど
の
よ
う

な
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　私
は
若
い
頃
か
ら
通
知
表
で
子
ど
も
た
ち

は
本
当
に
伸
び
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を

持
っ
て
教
員
を
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
、

2
0
1
8
年
に
香
川
小
学
校
に
学
校
長
と
し

て
赴
任
し
た
際
、2
年
後
の
2
0
2
0
年
度

か
ら
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、評
価
の

仕
方
や
観
点
が
変
わ
る
た
め
、香
川
小
学
校

と
し
て
ど
ん
な
通
知
表
を
作
る
か
と
い
う
話

し
合
い
を
始
め
た
の
で
す
。

　実
は
、通
知
表
の
形
や
内
容
に
つ
い
て
は
各

学
校
の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

ま
ず
は
今
ま
で
の
通
知
表
の
疑
問
点
を
出
し

時
間
が
か
か
る
ん
で
す
よ
ね
。先
生
に
よって
は

1
0
0
時
間
を
超
え
る
し
、平
均
で
も
60
〜
70

時
間
か
かって
い
る
そ
の
時
間
を
、子
ど
も
た
ち

と
向
き
合
う
時
間
に
使
え
れ
ば
、そ
の
方
が
良

い
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
話
に
な
り
、通
知
表

を
な
く
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。だ
か
ら
、最
初
か
ら
通
知
表
を
な
く
そ
う

と
い
う
話
し
合
い
を
し
た
の
で
は
な
く
て
、保

護
者
と
教
員
側
が
一
体
と
な
って
、子
ど
も
た

ち一
人
ひ
と
り
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
何

を
す
べ
き
か
を
考
え
た
結
果
な
ん
で
す
よ
ね
。

　通
知
表
を
な
く
し
た
と
言
う
と
、何
か
す
ご

く
大
胆
な
改
革
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、私

た
ち
と
し
て
は
、評
価
の
伝
え
方
や
表
現
の
仕

方
を
変
え
て
い
こ
う
と
思
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
。

通
知
表
は
な
ん
の
た
め
？ 通

知
表
に
子
ど
も
た
ち
の

す
べて
は
表
せ
な
い

写真： ペイレスイメージズ1（モデル）／PIXTA
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沼野滋さん（一番左）ハワイ開教区のみなさんと

　
旧
東
海
道
近
く
に
あ
る
玉
川
山
浄
泉
寺
。も
と
は
、野
路
城
の
一
角

に「
十
禅
念
仏
道
場
」と
し
て
建
立
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
。

　
お
寺
の
掲
示
板
は
30
年
ほ
ど
前
に
前
住
職
に
よ
っ
て
山
門
横
に
作

ら
れ
た
。今
は
前
住
職
や
住
職
の
考
え
た
法
語
を
、幼
少
期
か
ら
書
道

を
習
っ
て
い
る
長
女
が
揮
毫
し
、３
世
代
で
取
り
組
ん
で
い
る
。今
回

は
、親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
ご
自
身
の
身
に
引
き
当
て
て
、住
職
の
了
見

さ
ん
が
考
え
ら
れ
た
言
葉
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

　「
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
お
家
の
方
だ
け
で
は
な
く
、い
ろ
い
ろ
な
方

に
言
葉
に
出
遇
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」と
語
る
了
見
さ
ん
。ま
た「
お
寺
に

は
ご
門
徒
さ
ん
だ
け
で
な
く
、散
策
で
お
寺
に
立
ち
寄
る
人
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。そ
の
方
々
に
も
寺
報
を
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
袋

に
入
れ
、掲
示
板
の
下
に
提
げ
て
い
ま
す
。法
語
と
寺
報
を
い
つ
も
楽
し

み
に
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っし
ゃ
る
ん
で
す
」と
も
語
ら
れ
た
。

　
世
代
を
超
え
て
作
ら
れ
て
い
る
浄
泉
寺
の
伝
道
掲
示
板
は
、家
族
の

歴
史
と
結
束
を
次
の
世
代
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、人
々
に
教
え
を
届
け

て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ハ
ワ
イ
州
ホ
ノ
ルル

市
に
あ
る
東
本
願
寺
ハ
ワ
イ
別
院
。

そ
こ
で
毎
週
日
曜
日
に
開
か
れ
る
仏
法

聴
聞
の
場
、サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス（
日
曜
礼

拝
）に
必
ず
参
加
さ
れ
て
い
る
沼
野
滋

さ
ん
。毎
週
、サ
ー
ビ
ス
ブッ
ク（
勤
行
集
）

を
手
に
お
勤
め
を
さ
れ
、僧
侶
の
法
話

に
熱
心
に
耳
を
傾
け
ら
れ
て
い
る
。別

院
の
理
事
会
の
一
員
と
し
て
運
営
に
も

尽
力
さ
れ
、他
の
メ
ン
バ
ー（
門
徒
）と
と

も
に
お
寺
を
護
持
さ
れ
て
い
る
。

　
沼
野
さ
ん
は
、１
９
６
５
年
に
単
身

で
渡
米
し
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
で
写
真
店
を

多
数
経
営
さ
れ
て
い
た
。そ
ん
な
沼
野

さ
ん
が
最
初
に
浄
土
真
宗
に
出
あ
っ
た

き
っ
か
け
は
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
を
中
心
に
活

動
さ
れ
て
い
る
名
倉
幹
北
米
開
教
区

開
教
使
が
開
催
し
て
い
る
静
坐（
正

座
）の
会
への
参
加
だ
っ
た
。65
歳
で

経
営
の
第
一
線
か
ら
退
か
れ
、そ
の

後
の
生
活
を
模
索
さ
れ
て
い
る
時
、

日
本
人
の
僧
侶
が
静
坐
の
会
を
開

い
て
い
る
と
人
伝
に
聞
き
、週
１
回

の
ペ
ー
ス
で
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

　
最
初
は
た
だ
正
座
を
し
て
心
を

落
ち
着
か
せ
る
目
的
だ
っ
た
が
、「
名

倉
さ
ん
と
毎
週
触
れ
合
って
い

る
う
ち
に
自
然
と
仏
教
に
興

味
を
も
ち
は
じ
め
た
の
か
な
」

と
振
り
返
る
。

　
そ
の
後
ハ
ワ
イ
へ
移
住
さ
れ

る
こ
と
が
決
ま
っ
た
時
、名
倉

開
教
使
か
ら
の
勧
め
も
あ
っ

て
、移
住
当
初
か
ら
東
本
願

寺
ハ
ワ
イ
別
院
に
足
を
運
ば

れ
、毎
週
の
日
曜
礼
拝
や
行

事
に
参
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。さ
ら
に
２
０
２
２
年
に
帰

敬
式
を
受
式
、２
０
２
３
年
に

は
本
山
の
慶
讃
法
要
に
も
参

拝
さ
れ
た
。初
め
て
の
本
山
参

拝
で
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
を

伺
う
と
、「
メ
ン
バ
ー
が
お
寺
を
守
っ
て
い

る
と
い
う
点
は
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
同

じ
な
ん
だ
な
と
感
じ
た
ね
」と
思
い
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
い
た
。

　「
思
い
起
こ
せ
ば
、東
京
の
実
家
の
す

ぐ
裏
に
築
地
本
願
寺（
本
願
寺
派
）が

あ
っ
て
、子
ど
も
の
頃
か
ら
盆
踊
り
に
参

加
し
て
い
た
ん
だ
。だ
か
ら
、実
は
生
ま

れ
て
す
ぐ
か
ら
浄
土
真
宗
と
は
ご
縁

が
あ
っ
た
の
か
も
ね
」と
笑
顔
で
お
話
し

く
だ
さ
る
沼
野
さ
ん
。

　「
こ
れ
ま
で
事
業
に
忙
し
く
、宗
教
に

関
心
を
持
ち
は
じ
め
た
の
は
こ
こ
10
年

な
の
で
、ま
だ
ま
だ
何
も
わ
か
ら
な
い
」と

謙
遜
さ
れ
る
沼
野
さ
ん
だ
が
、日
本
語

を
母
国
語
と
す
る
メンバ
ー
が
減
少
し
て

い
る
中
、沼
野
さ
ん
の
よ
う
な
方
の
お
か

げ
で
、新
た
に
日
本
か
ら
移
住
し
て
く

る
若
い
方
々
も
集
い
や
す
い
お
寺
に

な
っ
て
い
る
。

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。

滋賀県草津市野路6-11-26
住職  黒川 了見

は
る

た

や
す

お

治
田
保
男

京
都
教
区
通
信
員

第12回

通信員リレーリポート

第249回

生るき
い ま

現在を

東海岸から南の島へつながるご縁

浄泉寺（京都教区 近江第2組）

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
師
、法
然
上
人

に
出
遇
わ
れ
た
喜
び
を「
雑
行
を

棄
て
て
本
願
に
帰
す
」と『
教
行
信

証
』に
書
か
れ
ま
し
た
。私
自
身
は

50
歳
で
、住
職
に
な
り
７
年
目
で
す

が
、お
念
仏
を
称
え
な
が
ら
も
自

分
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
過
ご
す

日
々
で
す
。仏
の
御
心（
本
願
）を
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
我

が
身
に
気
づ
か
さ
れ
、こ
の
法
語
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ハワイ別院の日曜礼拝の様子

ハ
ワ
イ
開
教
監
督
部

今号は海外特別編。
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。

くろかわりょうけん

じょうせん  じ

な
く
ら
み
き

せ
い
ざ

づ
て

き
ょ
う
さ
ん

あ

ぞ
う
ぎ
ょ
う

す

ほ
ん
が
ん

き
と
な

た
ま
が
わ
ざ
ん

の

じ

き
ご
う

沼
野
滋
さ
ん（
83
歳
）

ハ
ワ
イ
開
教
区

東
本
願
寺
ハ
ワ
イ
別
院
門
徒

ぬ
ま

の

し
げ
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） 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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衆
水
、海
に
入
り
て

一
味
な
る
が
如
し

し
ゅ
し
い

い

い
ち
み

ご
と

さ
と
り
の
も
と

さ
と
り
は
ど
こ
か
ら

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
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

む
な
し
く
す
ぐ
る

ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海み

ち
み
ち
て

煩
悩
の
濁
水へ

だ
て
な
し

（『
高
僧
和
讃
』

『
真
宗
聖
典
第
二
版
』五
九
〇
頁
）

天
親
菩
薩

二

【
現
代
語
訳
】

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
に
遇
う

こ
と
が
で
き
た
の
な
ら
ば

む
な
し
く
生
涯
を
終
え
て
し
ま
う
人

な
ん
て
い
な
い
の
だ
。

そ
の
功
徳
の
宝
は
海
の
よ
う
に
満
ち
て

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
煩
悩
の
濁
り
も
、

広
大
な
海
で
は
へ
だ
た
り
が
無
く
な
る
。

第　　回7

―

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。天親について、3回にわたってたずねています。

天
親
菩
薩
は
、私
た
ち
の
あ
り
さ
ま
が「
煩
悩

成
就
」で
あ
る
と
見
出
さ
れ
ま
し
た
。仏
教
が
目

指
す
さ
と
り
を
獲
る
に
は
、煩
悩
を
断
じ
る
以
外

に
は
あ
り
得
な
い
と
受
け
と
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、煩
悩
と
さ
と
り
と
は
正
反
対
の

も
の
で
す
。で
は
、煩
悩
に
ま
み
れ
た
私
た
ち
に
は
、

さ
と
り
は
無
縁
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
で
は
縁
起
と
い
う
考
え
方
を
重
視
し
ま
す
。

縁
起
と
は
、結
果
が
あ
れ
ば
必
ず
そ
の
原
因
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。さ
と
り
と
い
う
結
果
が
あ
る

の
な
ら
ば
、そ
の
原
因
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

原
因
も
な
い
と
こ
ろ
に
突
然
さ
と
り
と
い
う
も
の

が
現
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

で
は
、さ
と
り
は
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
し
ょ

う
か
。

天
親
菩
薩
が
大
成
さ
れ
た
唯
識
学
派
で
は
、私

た
ち
の
煩
悩
は
、心
の
は
た
ら
き
で
あ
る「
識
」か

ら
起
こ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、さ
と
り
の
智

慧
は
煩
悩
の
根
源
で
あ
る
識
が
転
じ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
獲
ら
れ
る
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。こ
れ
を

「
転
識
得
智
」と
い
い
ま
す
。

煩
悩
が
そ
の
ま
ま
さ
と
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
一
方
で
、煩
悩
な
く
し
て
は
さ
と
り
も
あ
り

得
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

煩
悩
成
就
の
私
も
ま
た
仏
と
成
る
こ
と
が
で

き
る
世
界
が
、こ
こ
に
開
か
れ
る
の
で
す
。「
高
原

の
陸
地
に
は
蓮
華
（
分
陀
利
華
）は
生
え
な
い
が
、

低
地
の
泥
だ
ら
け
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
生
え
る
」

（『
維
摩
経
』巻
中「
仏
道
品
」）と
い
う
言
葉
を
親
鸞
聖

人
は
何
度
も
引
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。蓮
華
は
さ

と
り
を
、低
地
の
泥
は
煩
悩
を
、そ
れ
ぞ
れ
喩
え
た

も
の
で
す
。

私
た
ち
は
一
人
ひ
と
り
違
い
ま
す
。そ
れ
は
そ
れ

ぞ
れ
の
川
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
あ
る
よ
う
な

も
の
で
す
。し
か
し
な
が
ら
、いっ
た
ん
大
海
に
流
れ

込
ん
だ
な
ら
ば
、ど
の
川
か
ら
流
れ
込
ん
だ
水
か

を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
正
信
偈
」で

は「
如
衆
水
入
海
一
味
」（『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』九
頁
）

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で「
海
」に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、法
蔵
菩

薩
の
本
願
の
は
た
ら
き
で
す
。本
願
の
は
た
ら
き
は

ど
の
よ
う
な
衆
生
で
あ
って
も
区
別
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。天
親
菩
薩
は
、法
蔵
菩
薩
が
立
て
た
本

願
と
い
う
ひ
か
り
に
注
目
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

煩
悩
を
断
じ
て
い
く
伝
統
的
な
方
法
以
外
の
道
が

あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
の
で
し
た
。そ
れ
で
も
、本

願
の
は
た
ら
き
に
出
遇
っ
た
な
ら
ば
、む
な
し
く
終

わ
って
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。煩
悩
成
就
の

私
た
ち
も
、本
願
の
大
海
原
に
流
れ
込
め
ば
、平
等

に
さ
と
り
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

て
ん

じ
ん

ぼ

さ
つ

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

あ

ほ
ん
が
ん
り
き

く
ど
く

ほ
う
か
い

ぼ
ん
の
う

じ
ょ
く
し
い

え

ゆ
い
し
き

し
き

て
ん
じ
き
と
く
ち

れ
ん
げ

ふ
ん
だ
り
け

ゆ
い
ま
き
ょ
う

ぶ
つ
ど
う
ほ
ん

た
と

に
ょ
し
ゅ
う
し
に
ゅ
う
か
い
い
ち
み

し
ゅ
じ
ょ
う

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。天親について、3回にわたってたずねています。

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

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）あなたのお悩みお聞きします
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沼野滋さん（一番左）ハワイ開教区のみなさんと

旧
東
海
道
近
く
に
あ
る
玉
川
山
浄
泉
寺
。も
と
は
、野
路
城
の
一
角

に「
十
禅
念
仏
道
場
」と
し
て
建
立
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
。

お
寺
の
掲
示
板
は
30
年
ほ
ど
前
に
前
住
職
に
よ
っ
て
山
門
横
に
作

ら
れ
た
。今
は
前
住
職
や
住
職
の
考
え
た
法
語
を
、幼
少
期
か
ら
書
道

を
習
っ
て
い
る
長
女
が
揮
毫
し
、３
世
代
で
取
り
組
ん
で
い
る
。今
回

は
、親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
ご
自
身
の
身
に
引
き
当
て
て
、住
職
の
了
見

さ
ん
が
考
え
ら
れ
た
言
葉
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

「
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
お
家
の
方
だ
け
で
は
な
く
、い
ろ
い
ろ
な
方

に
言
葉
に
出
遇
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」と
語
る
了
見
さ
ん
。ま
た「
お
寺
に

は
ご
門
徒
さ
ん
だ
け
で
な
く
、散
策
で
お
寺
に
立
ち
寄
る
人
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。そ
の
方
々
に
も
寺
報
を
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
袋

に
入
れ
、掲
示
板
の
下
に
提
げ
て
い
ま
す
。法
語
と
寺
報
を
い
つ
も
楽
し

み
に
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っし
ゃ
る
ん
で
す
」と
も
語
ら
れ
た
。

世
代
を
超
え
て
作
ら
れ
て
い
る
浄
泉
寺
の
伝
道
掲
示
板
は
、家
族
の

歴
史
と
結
束
を
次
の
世
代
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、人
々
に
教
え
を
届
け

て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ハ
ワ
イ
州
ホ
ノ
ルル

市
に
あ
る
東
本
願
寺
ハ
ワ
イ
別
院
。

そ
こ
で
毎
週
日
曜
日
に
開
か
れ
る
仏
法

聴
聞
の
場
、サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス（
日
曜
礼

拝
）に
必
ず
参
加
さ
れ
て
い
る
沼
野
滋

さ
ん
。毎
週
、サ
ー
ビ
ス
ブッ
ク（
勤
行
集
）

を
手
に
お
勤
め
を
さ
れ
、僧
侶
の
法
話

に
熱
心
に
耳
を
傾
け
ら
れ
て
い
る
。別

院
の
理
事
会
の
一
員
と
し
て
運
営
に
も

尽
力
さ
れ
、他
の
メ
ン
バ
ー（
門
徒
）と
と

も
に
お
寺
を
護
持
さ
れ
て
い
る
。

沼
野
さ
ん
は
、１
９
６
５
年
に
単
身

で
渡
米
し
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
で
写
真
店
を

多
数
経
営
さ
れ
て
い
た
。そ
ん
な
沼
野

さ
ん
が
最
初
に
浄
土
真
宗
に
出
あ
っ
た

き
っ
か
け
は
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
を
中
心
に
活

動
さ
れ
て
い
る
名
倉
幹
北
米
開
教
区

開
教
使
が
開
催
し
て
い
る
静
坐（
正

座
）の
会
への
参
加
だ
っ
た
。65
歳
で

経
営
の
第
一
線
か
ら
退
か
れ
、そ
の

後
の
生
活
を
模
索
さ
れ
て
い
る
時
、

日
本
人
の
僧
侶
が
静
坐
の
会
を
開

い
て
い
る
と
人
伝
に
聞
き
、週
１
回

の
ペ
ー
ス
で
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

最
初
は
た
だ
正
座
を
し
て
心
を

落
ち
着
か
せ
る
目
的
だ
っ
た
が
、「
名

倉
さ
ん
と
毎
週
触
れ
合
って
い

る
う
ち
に
自
然
と
仏
教
に
興

味
を
も
ち
は
じ
め
た
の
か
な
」

と
振
り
返
る
。

そ
の
後
ハ
ワ
イ
へ
移
住
さ
れ

る
こ
と
が
決
ま
っ
た
時
、名
倉

開
教
使
か
ら
の
勧
め
も
あ
っ

て
、移
住
当
初
か
ら
東
本
願

寺
ハ
ワ
イ
別
院
に
足
を
運
ば

れ
、毎
週
の
日
曜
礼
拝
や
行

事
に
参
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。さ
ら
に
２
０
２
２
年
に
帰

敬
式
を
受
式
、２
０
２
３
年
に

は
本
山
の
慶
讃
法
要
に
も
参

拝
さ
れ
た
。初
め
て
の
本
山
参

拝
で
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
を

伺
う
と
、「
メ
ン
バ
ー
が
お
寺
を
守
っ
て
い

る
と
い
う
点
は
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
同

じ
な
ん
だ
な
と
感
じ
た
ね
」と
思
い
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
い
た
。

「
思
い
起
こ
せ
ば
、東
京
の
実
家
の
す

ぐ
裏
に
築
地
本
願
寺（
本
願
寺
派
）が

あ
っ
て
、子
ど
も
の
頃
か
ら
盆
踊
り
に
参

加
し
て
い
た
ん
だ
。だ
か
ら
、実
は
生
ま

れ
て
す
ぐ
か
ら
浄
土
真
宗
と
は
ご
縁

が
あ
っ
た
の
か
も
ね
」と
笑
顔
で
お
話
し

く
だ
さ
る
沼
野
さ
ん
。

「
こ
れ
ま
で
事
業
に
忙
し
く
、宗
教
に

関
心
を
持
ち
は
じ
め
た
の
は
こ
こ
10
年

な
の
で
、ま
だ
ま
だ
何
も
わ
か
ら
な
い
」と

謙
遜
さ
れ
る
沼
野
さ
ん
だ
が
、日
本
語

を
母
国
語
と
す
る
メンバ
ー
が
減
少
し
て

い
る
中
、沼
野
さ
ん
の
よ
う
な
方
の
お
か

げ
で
、新
た
に
日
本
か
ら
移
住
し
て
く

る
若
い
方
々
も
集
い
や
す
い
お
寺
に

な
っ
て
い
る
。

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。

滋賀県草津市野路6-11-26
住職  黒川 了見

は
る

た

や
す

お

治
田
保
男

京
都
教
区
通
信
員

第12回

通信員リレーリポート

第249回

生るき
い ま

現在を

東海岸から南の島へつながるご縁

浄泉寺（京都教区近江第2組）

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
師
、法
然
上
人

に
出
遇
わ
れ
た
喜
び
を「
雑
行
を

棄
て
て
本
願
に
帰
す
」と『
教
行
信

証
』に
書
か
れ
ま
し
た
。私
自
身
は

50
歳
で
、住
職
に
な
り
７
年
目
で
す

が
、お
念
仏
を
称
え
な
が
ら
も
自

分
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
過
ご
す

日
々
で
す
。仏
の
御
心（
本
願
）を
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
我

が
身
に
気
づ
か
さ
れ
、こ
の
法
語
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ハワイ別院の日曜礼拝の様子

ハ
ワ
イ
開
教
監
督
部

今号は海外特別編。
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。

くろかわりょうけん

じょうせん じ

な
く
ら
み
き

せ
い
ざ

づ
て

き
ょ
う
さ
ん

あ

ぞ
う
ぎ
ょ
う

す

ほ
ん
が
ん

き
と
な

た
ま
が
わ
ざ
ん

の

じ

き
ご
う

沼
野
滋
さ
ん（
83
歳
）

ハ
ワ
イ
開
教
区

東
本
願
寺
ハ
ワ
イ
別
院
門
徒

ぬ
ま

の

し
げ
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） 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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　衆
水
、海
に
入
り
て

　
　一
味
な
る
が
如
し

し
ゅ
し
い

い

い
ち
み

ご
と

　さ
と
り
の
も
と

　さ
と
り
は
ど
こ
か
ら

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
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

　む
な
し
く
す
ぐ
る

ひ
と
ぞ
な
き

　功
徳
の
宝
海み

ち
み
ち
て

　煩
悩
の
濁
水へ

だ
て
な
し

（『
高
僧
和
讃
』

『
真
宗
聖
典
第
二
版
』五
九
〇
頁
）

天
親
菩
薩

二

【
現
代
語
訳
】

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
に
遇
う

こ
と
が
で
き
た
の
な
ら
ば

む
な
し
く
生
涯
を
終
え
て
し
ま
う
人

な
ん
て
い
な
い
の
だ
。

そ
の
功
徳
の
宝
は
海
の
よ
う
に
満
ち
て

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
煩
悩
の
濁
り
も
、

広
大
な
海
で
は
へ
だ
た
り
が
無
く
な
る
。

第　　回7

―

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。天親について、3回にわたってたずねています。

　天
親
菩
薩
は
、私
た
ち
の
あ
り
さ
ま
が「
煩
悩

成
就
」で
あ
る
と
見
出
さ
れ
ま
し
た
。仏
教
が
目

指
す
さ
と
り
を
獲
る
に
は
、煩
悩
を
断
じ
る
以
外

に
は
あ
り
得
な
い
と
受
け
と
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、煩
悩
と
さ
と
り
と
は
正
反
対
の

も
の
で
す
。で
は
、煩
悩
に
ま
み
れ
た
私
た
ち
に
は
、

さ
と
り
は
無
縁
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　仏
教
で
は
縁
起
と
い
う
考
え
方
を
重
視
し
ま
す
。

縁
起
と
は
、結
果
が
あ
れ
ば
必
ず
そ
の
原
因
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。さ
と
り
と
い
う
結
果
が
あ
る

の
な
ら
ば
、そ
の
原
因
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

原
因
も
な
い
と
こ
ろ
に
突
然
さ
と
り
と
い
う
も
の

が
現
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　で
は
、さ
と
り
は
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　天
親
菩
薩
が
大
成
さ
れ
た
唯
識
学
派
で
は
、私

た
ち
の
煩
悩
は
、心
の
は
た
ら
き
で
あ
る「
識
」か

ら
起
こ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、さ
と
り
の
智

慧
は
煩
悩
の
根
源
で
あ
る
識
が
転
じ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
獲
ら
れ
る
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。こ
れ
を

「
転
識
得
智
」と
い
い
ま
す
。

　煩
悩
が
そ
の
ま
ま
さ
と
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
一
方
で
、煩
悩
な
く
し
て
は
さ
と
り
も
あ
り

得
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　煩
悩
成
就
の
私
も
ま
た
仏
と
成
る
こ
と
が
で

き
る
世
界
が
、こ
こ
に
開
か
れ
る
の
で
す
。「
高
原

の
陸
地
に
は
蓮
華
（
分
陀
利
華
）は
生
え
な
い
が
、

低
地
の
泥
だ
ら
け
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
生
え
る
」

（『
維
摩
経
』巻
中「
仏
道
品
」）と
い
う
言
葉
を
親
鸞
聖

人
は
何
度
も
引
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。蓮
華
は
さ

と
り
を
、低
地
の
泥
は
煩
悩
を
、そ
れ
ぞ
れ
喩
え
た

も
の
で
す
。

　私
た
ち
は
一
人
ひ
と
り
違
い
ま
す
。そ
れ
は
そ
れ

ぞ
れ
の
川
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
あ
る
よ
う
な

も
の
で
す
。し
か
し
な
が
ら
、いっ
た
ん
大
海
に
流
れ

込
ん
だ
な
ら
ば
、ど
の
川
か
ら
流
れ
込
ん
だ
水
か

を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
正
信
偈
」で

は「
如
衆
水
入
海
一
味
」（『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』九
頁
）

と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　こ
こ
で「
海
」に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、法
蔵
菩

薩
の
本
願
の
は
た
ら
き
で
す
。本
願
の
は
た
ら
き
は

ど
の
よ
う
な
衆
生
で
あ
って
も
区
別
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。天
親
菩
薩
は
、法
蔵
菩
薩
が
立
て
た
本

願
と
い
う
ひ
か
り
に
注
目
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

煩
悩
を
断
じ
て
い
く
伝
統
的
な
方
法
以
外
の
道
が

あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
の
で
し
た
。そ
れ
で
も
、本

願
の
は
た
ら
き
に
出
遇
っ
た
な
ら
ば
、む
な
し
く
終

わ
って
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。煩
悩
成
就
の

私
た
ち
も
、本
願
の
大
海
原
に
流
れ
込
め
ば
、平
等

に
さ
と
り
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

て
ん

じ
ん

ぼ

さ
つ

     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

あ

ほ
ん
が
ん
り
き

く
ど
く

ほ
う
か
い

ぼ
ん
の
う

じ
ょ
く
し
い

え

ゆ
い
し
き

し
き

て
ん
じ
き
と
く
ち

れ
ん
げ

ふ
ん
だ
り
け

ゆ
い
ま
き
ょ
う

ぶ
つ
ど
う
ほ
ん

た
と

に
ょ
し
ゅ
う
し
に
ゅ
う
か
い
い
ち
み

し
ゅ
じ
ょ
う

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。天親について、3回にわたってたずねています。

                                                                                                                                                                                                                                                         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

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）あなたのお悩みお聞きします

（5） （4）2024年（令和6年）7月1日 2024年（令和6年）1月1日  第800号   第794号



「是旃陀羅」問題の
学びを深める
ためのテキスト

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

是旃陀羅問題学習テキスト
『御同朋を生きる』

学習冊子
『是旃陀羅問題について』

　
仏
教
の
平
等
思
想
に
立
ち
帰
り
、あ
ら
た
め
て『
観
経
』序
分
を
読
み
な
お
し

ま
し
た
。そ
こ
で
新
た
に
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
は
、「
是
旃
陀
羅
」と
い
う
諫
め
の

言
葉
が
、王
舎
城
と
い
う
社
会
そ
の
も
の
が
も
つ
差
別
構
造
を
語
る
も
の
で
あ

り
、特
定
の
個
人
を
貶
め
た
り
、差
別
を
助
長
し
た
り
す
る
た
め
に
、こ
こ
で
語

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
、こ
の
言
葉
を
と
お
し
て
、そ

こ
に
ま
る
で
空
気
を
吸
う
か
の
よ
う
に
差
別
が
あ
る
社
会
を
生
き
て
い
る
人
々

の
姿
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　『
観
経
』序
分
は
、古
代
イ
ン
ド
の
差
別
的
な
身
分
社
会
の
現
実
を
語
り
、韋

提
希
の
苦
悩
の
社
会
的
背
景
を
描
い
て
い
る
の
で
す
。身
分
社
会
を
是
認
し
助

長
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
こ
そ
、「
旃
陀
羅
」差
別
を
自
覚
し
批

判
し
て
い
く
こ
と
は
、『
観
経
』に
学
ん
だ
現
代
の
私
た
ち
の
課
題
で
す
。宗
門
に

か
か
わ
る
す
べて
の
人
が
、宗
祖
親
鸞
聖
人
の
立
た
れ
た「
わ
れ
ら
」の
地
平
に
帰

る
歩
み
と
し
て
、い
ま
一度『
観
経
』の
学
び
に
立
ち
か
え
り
ま
し
ょ
う
。

『
観
経
』序
分
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か

　私
た
ち
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
大
切
な
経
典
の
一つ
で

あ
る
、『
仏
説
観
無
量
寿
経（
以
下
、『
観
経
』）序
分
に

は
、古
代
イ
ン
ド
の
王
舎
城
で
お
き
た
王
位
を
奪
う
事

件
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
、父
王
を
幽
閉
し
、

王
位
を
奪
っ
た
阿
闍
世
王
は
、父
を
助
け
よ
う
と
し
た

母
后
で
あ
る
韋
提
希
を
も
殺
そ
う
と
し
ま
す
。し
か

し
、そ
れ
は
王
族
の
秩
序
を
乱
す
行
為
で
あ
る
と
大
臣

た
ち
に
諫
め
ら
れ
た
阿
闍
世
は
、彼
ら
の
離
反
を
恐
れ

て
殺
す
こ
と
は
止
ま
る
も
の
の
、韋
提
希
も
ま
た
幽
閉

す
る
と
い
う
事
件
で
す
。そ
し
て
、こ
の
事
件
に
巻
き
込

ま
れ
た
韋
提
希
が
、自
ら
の
苦
し
み
を
仏
陀
釈
尊
に

訴
え
、救
い
を
求
め
る
姿
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　こ
の
大
臣
が
諫
め
る
言
葉
の
中
に
、「
是
旃
陀
羅
」

と
い
う
語
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
語
に
つ
い
て
、私

た
ち
宗
門
は
長
い
間
、誤
っ
た
受
け
と
め
の
ま
ま
に
教

化
の
営
み
を
し
て
き
た
こ
と
で
、社
会
に
対
し
て
差
別

を
是
認
す
る
根
拠
を
生
み
出
し
、被
差
別
部
落
の
人
々

に
耐
え
難
い
苦
し
み
を
与
え
て
き
ま
し
た
。こ
の
罪
責

は
、「
是
旃
陀
羅
」に
つ
い
て
の
僧
侶
の
教
学・教
化
よ

り
起
こ
っ
た
も
の
で
す
。宗
門
に
身
を
置
く
僧
侶
一
人

ひ
と
り
が
、宗
祖
な
ら
び
に
浄
土
真
宗
の
す
べ
て
の
ご

門
徒
に
対
し
、深
く
謝
罪
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、宗
門
の
す
べて
の
人
々
と
と
も

に『
観
経
』序
分
を
正
確
に
読
み
な
お
し
、真
に
正
依
の

経
典
と
し
て
受
け
と
め
る
た
め
、学
び
を
始
め
ま
す
。

2024年度より、各教区・組において、随時、
「是旃陀羅」問題についての学びの場が
開かれております。ぜひご参加ください。

どちらも無償配布しております。

　「
旃
陀
羅
」と
は
、イ
ン
ド
の「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ（�������

）」と
い
う
言
葉
の
音

写
語
で
、古
代
イ
ン
ド
社
会
で
成
立
し
た
身
分
階
級
の
中
で
、社
会
の
外
に
排
除

さ
れ
た
賤
民
階
級
を
表
し
た
言
葉
で
す
。現
在
は
憲
法
に
よって
賤
民
階
級
は

廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、人
々
の
生
活
の
中
で
慣
習
と
し
て
差
別
は
厳
し
く
存
在

し
、「
旃
陀
羅
」は
人
々
を
貶
め
る
言
葉
と
し
て
根
強
く
残
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
階
級
社
会
の
中
で
、仏
陀
釈
尊
は
、「
生
ま
れ
が
な
ん
だ
と
い
う

の
か
」と
、生
ま
れ
に
よ
る
差
別
を
は
ね
の
け
る
強
靭
な
思
想
を
も
って
平
等
な

人
間
関
係
を
開
き
、ど
ん
な
人
も
道
を
求
め
て
共
に
生
き
る
あ
り
方
を
説
き
示

し
て
い
ま
す
。

「
旃
陀
羅
」差
別
と
仏
教

　
真
宗
教
団
が
形
成
さ
れ
る
頃
、と
も
に
教
え
を
聞
い
て
き
た
被
差
別
民
衆
の

人
々
を
、世
間
の
考
え
に
従
って
、「
旃
陀
羅
」の
語
を
用
い
て
、教
団
か
ら
排
除

し
よ
う
と
す
る
意
識
が
生
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
差
別
的
な
意
識
は
、宗
学
に
持
ち

込
ま
れ
、『
観
経
』の「
是
旃
陀
羅
」の
解
釈
の
上
に
無
批
判
に
用
い
ら
れ
、さ
ら
に

布
教
使
に
よ
る
説
法
の
場
な
ど
を
通
じ
て
、人
々
の
意
識
に
差
別
を
根
づ
か
せ
て

き
た
教
団
の
罪
責
が
あ
り
ま
す
。

　「
旃
陀
羅
」の
問
題
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
被
差
別
部
落
の
人
々
の
中
か

ら
で
し
た
。特
に『
観
経
』序
分
の「
是
旃
陀
羅
」に
つ
い
て
は
、全
国
水
平
社
か
ら

東
西
両
本
願
寺
に
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、あ
ら
た
め
て
２
０
１
３
年
に
部
落
解
放

同
盟
広
島
県
連
合
会
か
ら
問
わ
れ
て
い
ま
す
。以
来
、対
話
と
検
討
を
繰
り
返
し

て
き
ま
し
た
が
、１
０
０
年
以
上
も
問
わ
れ
な
が
ら
も
現
在
ま
で
克
服
し
え
な
い

の
は
、僧
侶
が
無
知・無
関
心
で
あ
り
続
け
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

教
団
の
歴
史
的
罪
責

解放運動推進本部

詳しくは ➡

是
旃
陀
羅 

問
題

ぜ     

せ
ん    

だ      

ら

宗
門
で
は
、差
別
か
ら
の
解
放
を
願
う「
御
同
朋
」の
問
い
か
け
を
受
け
て
、

「
是
旃
陀
羅
」問
題
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
、そ
の
取
り
組
み
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る

「
是
旃
陀
羅
」問
題
の
学
習
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
た

課
題
と
願
い
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

書
籍
の
紹
介

特
集

※写真は、差別からの解放を求める、インドのサンガラトナ＝マナケ氏の寺院

き
ょ
う 

じ
ん

お
と
し

                    

ぶ
っ 

せ
つ 

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

                                       

お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

                                                                                                  

                                

あ  

じ
ゃ  

せ

                             

い  

だ
い  

け

                

い
さ

                                                                                   

ぶ
っ 

だ
し
ゃ
く
そ
ん

                               

                                                                                            

し
ょ
う 

え

 この紙面へのお問い合わせ     解放運動推進本部 075-371-9247
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　4月23日、行財政改革検討委員会（真城義麿委員
長）から木越渉宗務総長へ「行財政改革検討委員会
報告」が提出された。
 同委員会は、宗務改革として先行して取り組まれてき
た「教区及び組の改編」「門徒戸数調査」に続き「行財
政改革」推進に資する取り組みとして2022年8月に設
置され、約2年にわたって議論が重ねられてきた。
　このたび提出された報告書では、「一人ひとりが仏
道に立ちあがる信仰運動・同朋会運動を宗門挙げて
推進する」との基本理念・方針のもと、「教化改革」、「組
織機構改革」、「財政改革」の視点に立って宗門の将来
展望を見据えた現状の課題、今後の方向性について
提言されている。
　

〒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。

蓮如上人の御輿車

　先日、真宗本廟収骨のため東本願寺に
行った際、参拝接待所ギャラリーで蓮如上
人御影道中の御輿車が展示されており、あ
らためて、蓮如上人はこれに乗って毎年吉
崎に来られているのだとじっくり見ることが
できました。
　私は福井県あわら市の生まれで、蓮如

上人御影道中を、幼少の頃から現在に至
るまで欠かさず吉崎別院にてお迎えし、お
参りしています。新型コロナウイルスの影響
で行われなかった年は寂しく思いました。
　今年は昨年に続き無事に開催。別院の
門の前で御影が御輿車から御輿に移さ
れ、地元消防団の方々が担いで本堂まで

石段を駆け上がる様を見、頭が下がる思い
でした。
　昔に比べ近年は提灯の灯が減っている
ように感じますが、御輿車を運ぶ変わらな
い姿も感じました。この蓮如上人御影道中
がこれからも末永く続いていくことを願って
います。

『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

石川県加賀市

山道 志朗（74歳）
やま みち   し   ろう

　毎年4月23日から5月2日までの10日間、吉崎別院（福井
県あわら市）において勤まる蓮如上人御忌法要に合わせ、
真宗本廟と吉崎別院の間を蓮如上人の御影のお供として
歩く仏事「蓮如上人御影道中」が本年も行われた。
　一昨年の豪雨の影響で、昨年は一部区間の迂回を余儀
なくされたが、今年は新型コロナウイルス感染症感染拡大
以来5年ぶりに御下向（京都→吉崎）7日間約240キロ、御
上洛（吉崎→京都）8日間約280キロの全行程を従来どお
り徒歩で歩むことができた。
　大型連休にも重なり、道中ではお寺の子ども会が参加し
た他、親子3代で綱をひく姿や、真新しいスーツ姿で蓮如上
人をお待ち受けするお立寄り会所の若い方の姿もあり、こ
の御影道中が子や孫へ相続されていく尊い光景がいたると
ころで見られた。

　また、4月28日には、富山県南砺市において、蓮如上人井
波下向道中の実現を願う人 に々よる「蓮如上人井波下向お
待ち受け御影巡回」も行われ、御影道中で実際に使用され
る御輿車がはじめて砺波平野を巡行し、来年迎える蓮如上
人井波下向550年に向けた機運を高めるとともに、御影道
中のPRがはかられ、「蓮如上人さまのお通り～」の触れ声が
「土徳の地」と呼ばれる砺波の地に響き渡った。
　真宗教化センター寺院活性化支援室では、吉崎別院（御
影道中）活性化プロジェクトの取り組みを進めており、2048
年にお迎えする蓮如上人550回御遠忌を見据え、江戸時
代から伝わるこの仏事を次世代に手渡すためのさまざまな
取り組みを今後も行っていく。

第351回「蓮如上人御影道中」
―世代をつなぐ蓮如上人ご教化の旅―

行財政改革に関する
取り組みについて

レポート

お知らせ

　渉成園（枳殻邸）では、2006年から参観いただいた方々
に庭園維持寄付金をお願いしてまいりました。このたび、
将来にわたり園内の更なる建物・庭園の保全管理を充実さ
せていくため、7月1日から庭園維持寄付金を下記のとおり
改定いたします。
　今後も真宗本廟参拝の際には、ぜひ渉成園にも足をお運
びください。

　宗会※を構成する門徒議員である「参議会議員」の通常選挙が任期満了に伴い実施され、
65人の議員が選出された（男性58人、女性7人。新任18人、再任47人）。任期は2024年
5月1日から3年間。なお、教区・氏名は次のとおり（掲載は期数順、同期数の場合は五十音順）。

渉成園 庭園維持寄付金改定

新たに参議会議員を選出

ひ が し

砺波平野をはじめて巡行する御輿車

「行財政改革
検討委員会報告」
はこちら ➡

宗務改革推進本部

親子の参加もあった木ノ芽峠越え

※宗会…当派の最高議決
機関で、宗議会（僧侶議
員）と参議会（門徒議員）
の両議会で構成される。

滑川義幸、佐古光臣、内ヶ島英一、
前田憲男
荒谷正裕、佐藤多恵子、元木繁
七尾利明、五来範行、吉原憲孝
金巻拾子、村松勝藏、久保田幸正、
丸山誠、吉田衛
松本弘行、野澤一成、和泉吉隆、
大谷幸毅、中島隆敏
岩田弘、出水満、山本正弘
松原繁光、村谷哲也、森永壽久
飴野一郎、福島良一
辻﨑保德、澤善英
加藤晴郎、赤岩優、杉江勝彦

【 北 海 道 教 区 】

【 東 北 教 区 】
【 東 京 教 区 】
【 新 潟 教 区 】

【 富 山 教 区 】

【 能 登 教 区 】
【 金 沢 教 区 】
【小松大聖寺教区】
【 福 井 教 区 】
【 岐阜高山教区 】

髙橋賢一、西川一明、成瀬妙子
中山惠津子、黒栁芳因、熊谷逸男
中山克宏、山田富士雄、家田鐵彦、
佐藤芳美、横井富司夫
野﨑紘一
瀨戸川恒雄、中谷幸博
福永荘三、柴田慶三、寺内実、中谷哲夫
中嶋ひろみ、上田幸一、奥戸義成、山瀬一美
保田義一、大西道誠
林野忠弘
甲斐一、石坂務、大見政弘、緒方靜磨、
寺本修一、西尾英一郎、横田義治

【 大 垣 教 区 】
【 岡 崎 教 区 】
【名古屋教区】

【 三 重 教 区 】
【 長 浜 教 区 】
【 京 都 教 区 】
【 大 阪 教 区 】
【 山 陽 教 区 】
【 四 国 教 区 】
【 九 州 教 区 】 大人　　　  500円以上

高校生以下  250円以上
大人　　　　   700円以上
中学生・高校生  300円以上
小学生以下　   無料

改定前 改定後（24/7/1～）

報告書の全文は、宗派
ホームページにて公開
しています。
ぜひご一読ください。

ま  しろ よし まろ

き  ごしわたる

ぎょ  き

ご えい

ご   げ  こう

き こく てい

ご

じょうらく

なん  と　し

お  こしぐるま と  なみ

しょうせい えん

東本願寺出版
おすすめ本

HPからも
ご注文が
できます

ご注文は

075-371-9189T
E
L

A4判・オールカラー 60頁／定価：400円（税込・送料別）
年間購読：4,200円（税込・送料込）

月刊『同朋』7月号 最新号

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

お墓ってなんだろう？
特別企画

Q&A
お墓の「？」に答えます　
   　　蒲池勢至（民俗学者） 

巻頭インタビュー
   シシヤマザキ（アーティスト）

（7） （6）2024年（令和6年）7月1日 2024年（令和6年）1月1日  第800号   第794号

「是旃陀羅」問題の
学びを深める
ためのテキスト

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

是旃陀羅問題学習テキスト
『御同朋を生きる』

学習冊子
『是旃陀羅問題について』

　
仏
教
の
平
等
思
想
に
立
ち
帰
り
、あ
ら
た
め
て『
観
経
』序
分
を
読
み
な
お
し

ま
し
た
。そ
こ
で
新
た
に
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
は
、「
是
旃
陀
羅
」と
い
う
諫
め
の

言
葉
が
、王
舎
城
と
い
う
社
会
そ
の
も
の
が
も
つ
差
別
構
造
を
語
る
も
の
で
あ

り
、特
定
の
個
人
を
貶
め
た
り
、差
別
を
助
長
し
た
り
す
る
た
め
に
、こ
こ
で
語

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
、こ
の
言
葉
を
と
お
し
て
、そ

こ
に
ま
る
で
空
気
を
吸
う
か
の
よ
う
に
差
別
が
あ
る
社
会
を
生
き
て
い
る
人
々

の
姿
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　『
観
経
』序
分
は
、古
代
イ
ン
ド
の
差
別
的
な
身
分
社
会
の
現
実
を
語
り
、韋

提
希
の
苦
悩
の
社
会
的
背
景
を
描
い
て
い
る
の
で
す
。身
分
社
会
を
是
認
し
助

長
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
こ
そ
、「
旃
陀
羅
」差
別
を
自
覚
し
批

判
し
て
い
く
こ
と
は
、『
観
経
』に
学
ん
だ
現
代
の
私
た
ち
の
課
題
で
す
。宗
門
に

か
か
わ
る
す
べて
の
人
が
、宗
祖
親
鸞
聖
人
の
立
た
れ
た「
わ
れ
ら
」の
地
平
に
帰

る
歩
み
と
し
て
、い
ま
一度『
観
経
』の
学
び
に
立
ち
か
え
り
ま
し
ょ
う
。

『
観
経
』序
分
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か

　私
た
ち
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
大
切
な
経
典
の
一つ
で

あ
る
、『
仏
説
観
無
量
寿
経（
以
下
、『
観
経
』）序
分
に

は
、古
代
イ
ン
ド
の
王
舎
城
で
お
き
た
王
位
を
奪
う
事

件
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
、父
王
を
幽
閉
し
、

王
位
を
奪
っ
た
阿
闍
世
王
は
、父
を
助
け
よ
う
と
し
た

母
后
で
あ
る
韋
提
希
を
も
殺
そ
う
と
し
ま
す
。し
か

し
、そ
れ
は
王
族
の
秩
序
を
乱
す
行
為
で
あ
る
と
大
臣

た
ち
に
諫
め
ら
れ
た
阿
闍
世
は
、彼
ら
の
離
反
を
恐
れ

て
殺
す
こ
と
は
止
ま
る
も
の
の
、韋
提
希
も
ま
た
幽
閉

す
る
と
い
う
事
件
で
す
。そ
し
て
、こ
の
事
件
に
巻
き
込

ま
れ
た
韋
提
希
が
、自
ら
の
苦
し
み
を
仏
陀
釈
尊
に

訴
え
、救
い
を
求
め
る
姿
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　こ
の
大
臣
が
諫
め
る
言
葉
の
中
に
、「
是
旃
陀
羅
」

と
い
う
語
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。こ
の
語
に
つ
い
て
、私

た
ち
宗
門
は
長
い
間
、誤
っ
た
受
け
と
め
の
ま
ま
に
教

化
の
営
み
を
し
て
き
た
こ
と
で
、社
会
に
対
し
て
差
別

を
是
認
す
る
根
拠
を
生
み
出
し
、被
差
別
部
落
の
人
々

に
耐
え
難
い
苦
し
み
を
与
え
て
き
ま
し
た
。こ
の
罪
責

は
、「
是
旃
陀
羅
」に
つ
い
て
の
僧
侶
の
教
学・教
化
よ

り
起
こ
っ
た
も
の
で
す
。宗
門
に
身
を
置
く
僧
侶
一
人

ひ
と
り
が
、宗
祖
な
ら
び
に
浄
土
真
宗
の
す
べ
て
の
ご

門
徒
に
対
し
、深
く
謝
罪
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、宗
門
の
す
べて
の
人
々
と
と
も

に『
観
経
』序
分
を
正
確
に
読
み
な
お
し
、真
に
正
依
の

経
典
と
し
て
受
け
と
め
る
た
め
、学
び
を
始
め
ま
す
。

2024年度より、各教区・組において、随時、
「是旃陀羅」問題についての学びの場が
開かれております。ぜひご参加ください。

どちらも無償配布しております。

　「
旃
陀
羅
」と
は
、イ
ン
ド
の「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ（�������

）」と
い
う
言
葉
の
音

写
語
で
、古
代
イ
ン
ド
社
会
で
成
立
し
た
身
分
階
級
の
中
で
、社
会
の
外
に
排
除

さ
れ
た
賤
民
階
級
を
表
し
た
言
葉
で
す
。現
在
は
憲
法
に
よって
賤
民
階
級
は

廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、人
々
の
生
活
の
中
で
慣
習
と
し
て
差
別
は
厳
し
く
存
在

し
、「
旃
陀
羅
」は
人
々
を
貶
め
る
言
葉
と
し
て
根
強
く
残
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
階
級
社
会
の
中
で
、仏
陀
釈
尊
は
、「
生
ま
れ
が
な
ん
だ
と
い
う

の
か
」と
、生
ま
れ
に
よ
る
差
別
を
は
ね
の
け
る
強
靭
な
思
想
を
も
って
平
等
な

人
間
関
係
を
開
き
、ど
ん
な
人
も
道
を
求
め
て
共
に
生
き
る
あ
り
方
を
説
き
示

し
て
い
ま
す
。

「
旃
陀
羅
」差
別
と
仏
教

　
真
宗
教
団
が
形
成
さ
れ
る
頃
、と
も
に
教
え
を
聞
い
て
き
た
被
差
別
民
衆
の

人
々
を
、世
間
の
考
え
に
従
って
、「
旃
陀
羅
」の
語
を
用
い
て
、教
団
か
ら
排
除

し
よ
う
と
す
る
意
識
が
生
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
差
別
的
な
意
識
は
、宗
学
に
持
ち

込
ま
れ
、『
観
経
』の「
是
旃
陀
羅
」の
解
釈
の
上
に
無
批
判
に
用
い
ら
れ
、さ
ら
に

布
教
使
に
よ
る
説
法
の
場
な
ど
を
通
じ
て
、人
々
の
意
識
に
差
別
を
根
づ
か
せ
て

き
た
教
団
の
罪
責
が
あ
り
ま
す
。

　「
旃
陀
羅
」の
問
題
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
被
差
別
部
落
の
人
々
の
中
か

ら
で
し
た
。特
に『
観
経
』序
分
の「
是
旃
陀
羅
」に
つ
い
て
は
、全
国
水
平
社
か
ら

東
西
両
本
願
寺
に
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、あ
ら
た
め
て
２
０
１
３
年
に
部
落
解
放

同
盟
広
島
県
連
合
会
か
ら
問
わ
れ
て
い
ま
す
。以
来
、対
話
と
検
討
を
繰
り
返
し

て
き
ま
し
た
が
、１
０
０
年
以
上
も
問
わ
れ
な
が
ら
も
現
在
ま
で
克
服
し
え
な
い

の
は
、僧
侶
が
無
知・無
関
心
で
あ
り
続
け
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

教
団
の
歴
史
的
罪
責

解放運動推進本部

詳しくは ➡

是
旃
陀
羅 

問
題

ぜ     

せ
ん    

だ      

ら

宗
門
で
は
、差
別
か
ら
の
解
放
を
願
う「
御
同
朋
」の
問
い
か
け
を
受
け
て
、

「
是
旃
陀
羅
」問
題
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
、そ
の
取
り
組
み
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る

「
是
旃
陀
羅
」問
題
の
学
習
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
た

課
題
と
願
い
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

書
籍
の
紹
介

特
集

※写真は、差別からの解放を求める、インドのサンガラトナ＝マナケ氏の寺院

き
ょ
う 

じ
ん

お
と
し

                    

ぶ
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せ
つ 

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

                                       

お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

                                                                                                  

                                

あ  

じ
ゃ  

せ

                             

い  

だ
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け

                

い
さ

                                                                                   

ぶ
っ 

だ
し
ゃ
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そ
ん

                               

                                                                                            

し
ょ
う 

え

 この紙面へのお問い合わせ     解放運動推進本部 075-371-9247
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◆今月の写真は有名な観光地
ハワイのホノルル市にあるハワ
イ別院で開催されるボンダンス
の様子を紹介しています。紹介
したハワイ別院のあるハワイ開
教区だけでなく、大谷派の海外
開教区のある南米・北米・ハワイ
のそれぞれの開教区にボンダン
スの文化があるようで、どの開
教区のお寺でも毎年ボンダンス
は大変盛り上がるそうです。コ
ロナ下にはオンラインでボンダ
ンスを行ったお寺もあったほ
ど。大谷派の海外開教区はどの
地域も日本からの移民が盛ん
であった場所で、移民当時は大
変なご苦労をされたと聞いてお
ります。今、その地でボンダンス
の文化が根付いているのは、慣
れない環境、生活の中でも日本
の文化を大切にされてきた移民
一世の方がたの想いが受け継
がれてきたからでしょう。また、
4面「現在を生きる」でもハワイ
開教区のご門徒さんのお話を
お伺いしています。ハワイはアメ
リカからだけでなく日本からも
移住される方がおられ、メン
バーに加わる方もおられるそう
です。毎週日曜日に行われる日
曜礼拝はどなたでも気軽にご
参拝いただけます。旅行などで
訪れた際には、ぜひ海外のお寺
にもお立寄りください。(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8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7月号クロスワード応
募」と入力のうえhigashihonganjishu
ppan@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！

◆「人間といういのちの相」障害をお互いに理解し合って、個性をもっと認めることができる社会になることを望みます。（新潟県20代）
◆「縁―お寺の掲示板―」頭ではわかっているつもりが、「してあげる」となっていた自分に気づき、「させていただく」を心掛けようと
　思いました。（岐阜県60代）

メールでも応募できます！
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〈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

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！

た
ら
の
め

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！7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
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1 「〇〇〇を伝えたひと」の執筆者は、
大谷大学教授の釆睪晃先生です。
（5面）
「人間といういのちの相」今月のタイ
トルは「通知ひょ〇〇子どもたちのす
べては表せない」です。（2・3面）
「縁―お寺の掲示板―」では、お寺の
掲示板に込められた〇〇ざまな願
いを、今月の言葉と一緒に毎月お届
けします。（4面）
「ご案内」真宗本廟奉仕を機にぜひ
帰敬式を受〇〇ください。（8面）
今月の写真は、ハワイ別院の「ボン
ダ〇〇」です。（1面）
〇〇〇〇上人御影道中は、毎年4月
23日から5月2日までの10日間、吉
崎別院において勤まる蓮如上人御
忌法要に合わせ、真宗本廟と吉崎
別院の間を蓮如上人の御影のお供
として歩く仏事です。（7面）

「現在を生きる」今月のタイトルは「〇〇〇海岸から
南の島へつながるご縁」です。（4面）
天親菩薩は、私たちのあ〇〇まが「煩悩成就」であ
ると見出されました。（5面）
「今月の法話　如是我聞」今月は、〇〇〇堂行壽さ
んが執筆しています。（1面）
「現在を生きる」今月は東本願寺ハワイ別院門徒
のぬ〇〇〇げるさんを紹介しています。（4面）
特集面では、是旃陀羅問題学習テキスト『御同朋
を生〇〇』で確かめられた課題と願いを紹介して
います。（6面）
真宗門徒にとって大切な経典の一つは『仏せ〇〇
〇無量寿経』です。（6面）
「縁―お寺の掲示板―」今月の言葉は「雑行も棄て
られず本〇〇〇も帰れない　この私」です。（4面）
宗会を構成する門徒議員である「参議会議員」の
通常選挙が任期満了に伴い実施され、65人の議
員が選出〇〇ました。（7面）
「縁―お寺の掲示板―」今月は、京都教区通信員
治田や〇〇さんが執筆しています。（4面）

プレゼント付
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4月号を
読んで

読者のこえ

ご案内

〈2泊3日〉10月30日（水）～11月1日（金）
〈1泊2日〉10月30日（水）～31日（木）

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

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♪

真宗本廟おみがき奉仕団

※申込締切は各入館日の40日前です。

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

真宗本廟奉仕に
参加してみませんか

2024年

真宗本廟報恩講奉仕団

【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20日（水）～21日（木）
11月24日（日）～25日（月）

〈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〉

11月27日（水）～29日（金） 11月27日（水）～28日（木）

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。

郵便振替口座番号  
00920-3-203053

救援金口座 真宗大谷派 加入者名

204,514,076円 （2024年6月6日現在）救援金総額

※通信欄に「令和6年能登半島地震」とご記載ください。

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
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

交流ギャラリー
「東本願寺の今昔」展 開催中

7月の定例法話
【日時】毎日14時～（12日・27日は10時～）

7月の東本願寺日曜講演
【時間】9時30分～11時
【講師】7月7日    市野 智行氏（同朋大学准教授）
　　  7月21日  難波 教行氏（教学研究所所員）
　　  7月28日  三池 眞弓氏

※休館日は休会。その他、都合により
　休会する場合があります。

ご案内

※その他、時間・
　会場を変更する
　場合があります。

満館 満館

（九州教区明正寺
 坊守）

（8）2024年（令和6年）7月1日  第800号

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




