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　ボ
ク
の
人
生
の
物
語
は
今「
起
承
転
結
」で
い
う
と
、「
結
び
の

物
語
」が
始
ま
り
ま
し
た
。人
生
で
出
会
っ
た「
3
つ
の
星
」の
お

話
で
す
。

　1
つ
目
の
星
。父
は
、ボ
ク
が
4
歳
の
時
に
結
核
に
よ
っ
て
28
歳

で
亡
く
な
り
ま
し
た
。祖
母
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、父
が
病
床

で
、祖
母
に
筆
と
半
紙
を
無
心
し
た
そ
う
で
す
。父
は「
南
無
阿
弥

陀
仏
」と
書
い
て
病
院
の
壁
に
貼
っ
て
命
終
し
た
そ
う
で
す
。

　2
つ
目
の
星
。ボ
ク
は
母
の
実
家
の
お
寺
に
預
け
ら
れ
、祖
父

母
に
育
て
ら
れ
ま
し
た
。祖
母
が
ボ
ク
に
富
山
弁
で「
オ
ネ
ン
ブ
ツ

し
ら
れ
」「
オ
ネ
ン
ブ
ツ
や
よ
」と
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
言
っ
て
育
て

ら
れ
ま
し
た
。今
で
も
心
に
響
い
て
い
ま
す
。

　3
つ
目
の
星
。ボ
ク
は
あ
る
時
期
、東
本
願
寺
の
幼
稚
園
の
園

長
さ
ん
を
し
ま
し
た
。初
め
て
出
勤
し
た
日
、正
門
か
ら
園
舎
を

眺
め
て
い
る
と
年
長
の
園
児
さ
ん
か
ら「
幼
稚
園
に
入
る
時
頭
を

下
げ
ん
と
い
か
ん
よ
」と
諭
さ
れ
、「
こ
こ
は
ほ
と
け
さ
ま
の
お
家

や
か
ら
ね
」と
言
っ
て
頭
を
下
げ
る
の
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　お
話
し
し
た
星
た
ち
が「
つ
な
が
り
」「
結
ば
れ
」星
座
に
な
る
ま

で
は
随
分
と
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。そ
の
理
由
は
、懸
命
に「
目
に

見
え
る
世
界
」だ
け
を
追
い
求
め
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　今
、「
目
に
は
見
え
な
い
世
界
」の
大
い
な
る「
は
た
ら
き
」が
、

人
生
の
道
し
る
べ
と
し
て
照
ら
し
て
く
れ
る
星
座
と
な
っ
て
輝
い

て
い
ま
す
。

星
が
結
ば
れ

　
　星
座
と
な
っ
た
物
語

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

防
火
設
備
の
放
水
点
検
（
真
宗
本
廟
）

　江
戸
中
期
か
ら
幕
末
に
か
け
、真
宗
本
廟
で
は
両
堂
が
4
度
に
わ

た
っ
て
焼
失
し
、そ
の
都
度
ご
門
徒
の
寄
進
に
支
え
ら
れ
再
建
さ
れ

て
き
ま
し
た
。現
在
、防
災
対
策
と
し
て
両
堂
や
そ
の
周
り
に
放
水

銃
や
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
な
ど
の
設
備
を
設
置
し
、定
期
的
に
設
備
点
検

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　今
年
は
8
月
30
日
か
ら
開
催
さ
れ
る「
お
ひ
が
し
さ
ん
門
前
フ
ェ
ス

タ
」に
あ
わ
せ
て
放
水
点
検
が
行
わ
れ
、そ
の
様
子
を
公
開
し
ま
す
。

（
11  
面
参
照
）
　

今
月
の
写
真

さ   

が   

え    

な
つ 

ふ
み

                                                    

さ
と

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801号 2024年（令和6年）8月1日（毎月1日発行）



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

　
今
の
社
会
の
仕
組
み
や
福
祉
制
度
は
、ケ
ア

を
必
要
と
す
る
人
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
が
中
心

に
な
って
い
ま
す
。例
え
ば
介
護
保
険
制
度
と

い
う
高
齢
者
を
支
え
る
た
め
の
福
祉
制
度
は
、

基
本
的
に
ケ
ア
を
受
け
る
高
齢
者
の
方
々
の

ニ
ー
ズ
だ
け
で
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
組
み
立
て
ま
す
。

な
の
で
、家
族
の
就
労
状
況
や
年
齢
が
考
慮
さ

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。そ
う
し

た
福
祉
の
あ
り
方
を
少
し
変
え
る
だ
け
で
も
、

ケ
ア
か
ら
少
し
離
れ
る
こ
と
の
後
押
し
に
な
る

と
思
う
ん
で
す
。自
分
が
ケ
ア
か
ら
抜
け
て

も
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
補
え
る
と
い
う
見
通
し

が
あ
れ
ば
、も
っ
と
自
分
の
未
来
を
考
え
や
す

く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、そ
れ
以
前
に
、ケ
ア
を
す
る
こ
と
以
外

の
道
が
見
え
ず
、自
分
の
夢
を
考
え
る
こ
と

̶

ケ
ア
を
す
る
人
へ
の
支
援
に
は
ど
の
よ

う
な
問
題
が
あ
り
ま
す
か
。

　
そ
う
で
す
ね
。ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
し
て

言
え
ば
、ケ
ア
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
大
き
な
障

壁
に
な
り
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
よ
く「
罪
悪
感
」と
い

う
言
葉
を
口
に
す
る
の
で
す
が
、自
分
の
や
り

た
い
こ
と
が
あ
って
も
、目
の
前
に
ケ
ア
を
必
要

と
す
る
家
族
が
い
る
た
め
、自
分
の
夢
を
追
求

す
る
こ
と
自
体
が
悪
い
こ
と
の
よ
う
に
思
って

し
ま
い
が
ち
で
す
。で
も
、ケ
ア
の
必
要
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、自
分
の
人
生
を
生
き
る
権
利
が

そ
の
人
に
も
あ
る
と
思
う
の
で
、ケ
ア
を
す
る

か
、し
な
い
か
の
二
択
で
は
な
く
て
、ケ
ア
が
あっ

た
と
し
て
も
自
分
の
人
生
を
しっ
か
り
考
え
ら

れ
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
支
援
が
必
要
で
す
。

自
体
を
諦
め
て
い
る
子
ど
も
も
た
く
さ
ん
い

ま
す
。自
分
が
何
を
し
た
い
の
か
と
、自
分
を

真
ん
中
に
据
え
ら
れ
な
い
状
態
で
す
。そ
の
よ

う
な
子
ど
も
た
ち
も
少
な
か
ら
ず
い
る
の
で
、

「
自
分
が
人
生
の
主
人
公
」で
あ
り
、そ
れ
が

実
現
で
き
る
社
会
だ
と
子
ど
も
に
伝
え
る
こ

と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

̶

私
た
ち
が
、今
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と

は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
ケ
ア
ラ
ー
の
方
へ
の
支
援
と
し
て
、「
雑
談

９
割・相
談
１
割
」と
い
う
言
葉
を
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。ケ
ア
ラ
ー
が
、何
か
の
支
援
に

よ
って
一
気
に
自
分
の
問
題
が
解
決
す
る
な
ん

て
こ
と
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
ま

ず
、家
族
以
外
に
日
常
の
出
来
事
を
話
せ
る

場
所
や
、人
間
関
係
が
大
事
だ
と
思
う
の
で

す
。さ
き
ほ
ど
の
ラ
ジ
オ
体
操
な
ど
が
、ま
さ
に

そ
う
い
う
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

　
あ
る
調
査
で
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
半
数
以

上
は
誰
に
も
自
分
の
状
況
を
相
談
し
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ
し
て
、「
相
談
を
し

た
こ
と
が
あ
る
」と
答
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち

も
、そ
の
相
談
相
手
の
第
一
位
は
家
族
で
し
た
。

結
局
、家
族
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
し
か
問
題

解
決
の
方
法
を
考
え
た
こ
と
が
な
く
、自
分
の

将
来
や
夢
も
そ
の
枠
組
み
の
中
で
し
か
描
け

な
い
子
ど
も
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
。そ
こ

か
ら
少
し
抜
け
出
て
、家
族
と
は
違
う
生
き
方

や
世
界
の
捉
え
方
、価
値
観
と
触
れ
合
う
こ
と

が
子
ど
も
た
ち
に
と
って
す
ご
く
大
切
な
こ
と

で
す
。子
ど
も
た
ち
が
当
た
り
前
だ
と
思
って

い
る
思
考
の
枠
を
超
え
て
、自
分
の
将
来
や
夢

に
つ
い
て
考
え
る
姿
勢
を
じ
っ
く
り
育
て
ら
れ

る
よ
う
な
関
わ
り
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
が
本
当
に
自
分
の
人
生
を
楽

し
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、家
族
と
は
違

う
大
人
と
た
く
さ
ん
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と

が
、と
て
も
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

̶

家
族
以
外
の
方
と
触
れ
合
っ
て
、家
庭

以
外
の
場
所
を
持
つ
こ
と
は
本
当
に
大
き
い

こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

　
周
囲
に
話
せ
る
素
地
が
な
い
と
、 

心
の
奥
で

感
じ
て
い
る
し
ん
ど
い
こ
と
は
、な
か
な
か
話
し

づ
ら
い
で
す
よ
ね
。上
手
に
ガ
ス
抜
き
を
す
る

こ
と
も
大
事
な
の
で
、そ
れ
を
受
け
と
め
て
も

ら
え
る
関
係
が
、社
会
の
中
で
広
が
って
い
く

こ
と
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
そ
う
いっ
た
意
味
で
お
寺
と
い
う
の
は
、い
の

ち
と
向
き
合
う
場
所
で
も
あ
り
ま
す
し
、い
ろ

い
ろ
な
ケ
ア
に
関
わ
る
方
や
地
域
の
方
を
支
え

る
拠
点
の
ひ
と
つ
に
なって
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

（
了
）

「
罪
悪
感
」を
超
え
て

̶

斎
藤
さ
ん
は「
家
族
」と
ケ
ア
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ま
す
か
。

　
家
族
って
、い
の
ち
に
関
わ
る
す
ご
く
大
事

な
場
所
で
す
よ
ね
。い
の
ち
が
誕
生
し
、ま
た
い

の
ち
が
な
く
なって
い
く
場
所
で
も
あ
る
。そ
こ

が
不
安
定
で
あ
る
こ
と
は
、い
の
ち
と
向
き
合

う
上
で
危
機
的
な
状
況
で
す
。

　
ケ
ア
は
社
会
の
中
で
も
大
事
な
活
動
で
、な

く
す
と
か
減
ら
す
と
か
い
う
も
の
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
が
、家
族
が
病
気
に
なっ
た
り
、障
害

を
抱
え
た
り
す
る
と
、今
の
社
会
の
仕
組
み
で

は
、家
族
が
生
活
を
大
き
く
変
え
ざ
る
を
得
な

い
で
す
よ
ね
。誰
か
が
仕
事
を
辞
め
、ケ
ア
を
担

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
。そ
う
な
る
と
、ケ

ア
自
体
が「
な
け
れ
ば
い
い
こ
と
」と
捉
え
ら
れ

て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。し
か
し
そ
う
い
う
社

会
は
、誰
に
とって
も
生
き
づ
ら
い
で
し
ょ
う
。

　
だ
か
ら
、ケ
ア
が
必
要
な
人
を
支
え
る
だ
け

で
な
く
、ケ
ア
を
す
る
人
も
支
え
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。そ
れ
は
、単
に
ケ
ア
の
負
担
を
軽
減

す
る
だ
け
で
な
く
、ケ
ア
が
持
っ
て
い
る
価
値

を
、ケ
ア
を
通
じ
て
実
感
で
き
る
道
筋
を
つ
く
る

こ
と
で
す
。い
ろ
い
ろ
な
葛
藤
が
あって
も
、い
の

ち
を
支
え
る
こ
と
を
と
お
し
て
学
ぶ
こ
と
は
多

い
は
ず
。そ
の
こ
と
が
き
ち
ん
と
評
価
さ
れ
る

社
会
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
思
って
い
ま
す
。

は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
フ
ラ
ッ
ト
な
場
で
の

つ
な
が
り
が
広
が
っ
て
い
く
と
、周
囲
の
人
と

関
係
を
築
き
や
す
く
な
り
ま
す
。そ
う
い
う

フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
を
つ
く
る
場
所
が
地
域
に
増

え
て
い
く
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。

̶

「
助
け
て
」と
声
を
上
げ
や
す
く
す
る
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　
助
け
を
受
け
る
力
を「
受
援
力
」と
い
う
の

で
す
が
、上
手
に
助
け
て
も
ら
う
力
も
す
ご
く

大
事
だ
な
と
私
自
身
の
経
験
か
ら
思
い
ま
す
。

何
か
を
し
て
あ
げ
る
経
験
も
大
切
で
す
が
、助

け
て
も
ら
う
と
い
う
経
験
も
、実
は
す
ご
く
大

事
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。私
自
身
は
、子

ど
も
た
ち
と
地
域
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
た
め

に
、地
域
の
ラ
ジ
オ
体
操
に
参
加
し
ま
し
た
。

そ
こ
に
行
く
こ
と
で
、地
域
の
方
と
顔
見
知
り

に
な
り
、子
ど
も
た
ち
に
も
声
を
掛
け
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。私
が
い
な
い
と
こ

ろ
で
も
子
ど
も
が
地
域
の
方
に
声
掛
け
し
て

も
ら
え
れ
ば
、そ
れ
は
良
い
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
に
な
り
ま
す
。ラ
ジ
オ
体
操
の
場
に
あ
る
の

は
、支
援
す
る
、さ
れ
る
と
いっ
た
上
下
関
係
で

　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
め
ぐ
る
議
論
は
、子
ど

も
た
ち
が
ケ
ア
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
だ
け
に

フ
ォ
ー
カ
ス
が
当
た
り
が
ち
で
す
。し
か
し
、家

族
が
家
族
と
し
て
、自
分
の
一
番
大
事
に
し
た

い
人
を
ケ
ア
す
る
こ
と
が
、ち
ゃ
ん
と
尊
重
さ

れ
る
社
会
を
つ
く
って
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。

̶

「
ケ
ア
は
家
族
で
何
と
か
す
る
も
の
だ
」

と
い
っ
た
考
え
方
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
感

じ
て
い
ま
す
か
。

　
私
が
最
初
に
出
会
っ
た
学
生
さ
ん
も
、高
校

卒
業
後
す
ぐ
に
は
大
学
に
進
学
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。い
ろ
ん
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
使
い
、他

の
家
族
も
関
わって
い
て
も
、そ
れ
で
も
彼
女
が

担
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
部
分
が
大
き
く
な
っ

て
いっ
た
そ
う
で
す
。彼
女
も
最
後
は
し
ん
ど

く
な
って
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
首
を
絞
め
る
夢

を
何
回
も
見
た
」と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。ケ

ア
が
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
って
も
、

特
定
の
人
の
肩
に
だ
け
ず
っ
と
の
し
か
か
る
と
、

ど
う
し
て
も
し
ん
ど
い
も
の
に
な
って
し
ま
い
、

そ
の
時
に
湧
き
上
がって
く
る
負
の
感
情
が
抑

え
き
れ
な
く
なって
し
ま
い
ま
す
。そ
れ
が
時
と

し
て
、ケ
ア
を
し
て
い
る
相
手
に
向
かって
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
で
も
そ
れ
は
、人
間
と
し
て
当
た
り
前
の
反

応
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。だ
か
ら
こ
そ
家
族

だ
け
の
責
任
に
し
な
い
こ
と
、そ
し
て
、「
辛
さ

比
べ
」を
し
な
い
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
に
は
、そ
の
人
固
有
の

病
気
や
障
害
と
の
闘
い
や
辛
さ
が
あ
る
。で
も
、

そ
の
隣
に
い
る
ケ
ア
ラ
ー
も
、自
分
自
身
の
こ

と
を
横
に
お
い
て
、ケ
ア
に
尽
く
し
て
い
る
こ
と

に
固
有
の
辛
さ
が
あ
り
ま
す
。辛
さ
比
べ
を
す

る
の
で
は
な
く
、ケ
ア
を
受
け
る
人
に
も
、ケ
ア

を
担
う
人
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
寄
り
添
って
い
く

仕
組
み
を
つ
く
って
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

大
事
な
人
を「
ケ
ア
す
る
」と
い
う
こ
と

斎
藤 

真
緒
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

少
子
高
齢
化
や
共
働
き
世
帯
の
増
加
に
伴
い
、家
庭
の
中
で
大
人
に
代
わ
っ
て
介
護
や

家
事
を
担
う「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」が
近
年
増
加
し
て
い
ま
す
。ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の

支
援
と
研
究
を
さ
れ
て
い
る
斎
藤
真
緒
さ
ん
の
お
話
か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

大
切
な
家
族
の
ケ
ア
を
す
る

子
ど
も
た
ち

立命館大学産業社会学部教授。専門
は家族社会学。思春期保健相談士。
「子ども・若者ケアラーの声を届けよ
うプロジェクト(YCARP)」発起人。
共著に『子ども・若者ケアラーの声か
らはじまる―ヤングケアラー支援の
課題』（クリエイツかもがわ）など。

校
か
ら
通
信
制
の
高
校
に
転
校
し
、５
年
か
け

て
卒
業
し
ま
し
た
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
死
ん
で

く
れ
た
か
ら
、自
分
は
大
学
に
進
学
で
き
た
」

と
彼
女
は
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。通
信
制
の
高

校
に
通
い
な
が
ら
、母
親
に
代
わ
っ
て
在
宅
で

介
護
を
し
て
お
り
、３
年
生
に
な
って
も
介
護

の
役
割
か
ら
抜
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。私
は
そ
れ
ま
で
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い

て
、少
し
は
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
で
し
た
が
、

家
族
が
死
ぬ
ま
で
そ
の
歯
車
か
ら
抜
け
ら
れ

な
い
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。ま
た
、同
じ

頃
に
私
自
身
が
障
害
を
も
っ
た
子
ど
も
を
育

て
る
ケ
ア
ラ
ー
当
事
者
に
なっ
た
こ
と
も
あ
り
、

こ
の
問
題
に
向
き
合
う
必
要
性
を
感
じ
、取
り

組
み
を
始
め
ま
し
た
。

̶

「
ケ
ア
」と「
お
手
伝
い
」は
ど
の
よ
う
な

違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ほ
と
ん
ど
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
出
発
点
は

お
手
伝
い
な
ん
で
す
。最
初
は
お
手
伝
い
か
ら

始
ま
っ
て
、そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
当
た
り
前
に
な

り
、役
割
が
大
き
く
な
っ
て
家
族
の
歯
車
に

な
って
い
く
。親
が
仕
事
と
ケ
ア
の
す
べて
を
担

う
こ
と
は
難
し
く
、子
ど
も
が
働
け
な
い
年
齢

せ
ん
。そ
れ
ま
で
は
、「
虐
待
」と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
、「
要
保
護
児
童
」や
、「
要
支
援
児

童
」と
し
て
対
応
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
虐
待
は
重
な
る
部
分
は

あ
り
ま
す
が
、光
の
当
て
方
が
異
な
り
ま
す
。

ど
ち
ら
も
共
通
す
る
の
は
自
身
が
ケ
ア
を
受

け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
の
点
、

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に

よ
って
、ケ
ア
を
受
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
け

で
な
く
、そ
の
人
た
ち
が
家
庭
の
中
で
一
定
の

役
割
を
担
い
、家
族
の
歯
車
に
なって
い
る
こ
と

に
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

̶

斎
藤
さ
ん
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
問
題

に
取
り
組
む
き
っ
か
け
は
な
ん
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　
私
が
勤
め
て
い
る
大
学
で
担
当
し
た
学
生

が
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
だ
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
す
。

　
彼
女
は
祖
母
の
介
護
を
担
い
、全
日
制
の
高

̶

「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」と
は
、ど
う
い
っ
た

方
の
こ
と
を
表
す
の
で
し
ょ
う
か
。

　
も
と
も
と
私
は
20
年
以
上
男
性
介
護
者
の

調
査
と
支
援
を
し
て
お
り
、そ
こ
で
は「
介
護

者
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。し
か

し
、「
介
護
者
」と
言
う
と
、高
齢
者
介
護
に
関

わ
る
家
族
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
す
。「
育
児
」と

言
え
ば
子
ど
も
、「
看
護
」と
言
う
と
病
気
の

人
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
よ
ね
。そ
の
点「
ケ
ア

ラ
ー
」は
、高
齢
者
介
護
も
、障
害
者
支
援
も
、

看
護
も
育
児
も
、す
べて
包
み
込
む
言
葉
で
す
。

　「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」は
、高
齢
者
の
介
護
だ

け
で
な
く
、障
害
を
も
つ
き
ょ
う
だ
い
の
世
話

や
、親
に
代
わって
家
事
を
す
る
な
ど
、さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
の
ケ
ア
に
関
わ
る
子
ど
も
や
若
者

を
指
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
が
広
ま
っ
た
の
は
最
近
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
社
会
が
ま
っ
た
く
そ
こ
に
目
を
向
け

て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま

の
場
合
、ケ
ア
の
部
分
を
子
ど
も
が
担
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
生
き
て
い
く
力
を
付
け
る
意
味
で
は
、お
手

伝
い
は
大
事
で
す
。た
だ
、「
お
手
伝
い
」と「
ケ

ア
」を
線
引
き
す
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
を
誰
か

が
手
助
け
で
き
る
よ
う
な
状
況
の
中
で
行
わ

れ
、や
ら
せ
っ
ぱ
な
し
に
な
って
い
な
い
か
ど
う

か
、で
す
ね
。つ
ま
り
、子
ど
も
に
過
度
の
責
任

が
か
か
る
よ
う
な
形
に
な
って
い
な
い
か
。そ
し

て
、ケ
ア
を
す
る
こ
と
で
他
の
こ
と
を
諦
め
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
か

ど
う
か
で
す
。

「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」と
は
？

ヤングケアラーのための夜の居場所づくり

「日本版ヤングケアラーアクションデー」の国際シンポジウムの様子

と
う

さ
い

ま

お

す
が
た
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「声を聞き、声〈御名〉に生きん」 ―われら今、「同朋社会の顕現」を課題として
み           な けん     げん

と
い
う
こ
と
を
、あ
ら
た
め
て
心
に
刻
み

ま
し
た
。

　被
災
さ
れ
た
中
に
あ
って
、仏
法
を

依
り
処
と
し
日
常
生
活
を
再
建
し
た

い
と
立
ち
上
が
ろ
う
と
さ
れ
る
方
、願

い
に
応
え
て
活
動
さ
れ
て
い
る
方
、そ
の

呼
応
す
る
尊
い
お
姿
に
大
い
な
る
感
動

を
覚
え
ま
す
。

　こ
の
た
び
の
災
害
に
対
し
て
は
、既

に
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
始
め
ら
れ
て
い

ま
す
。そ
の
継
続
と
充
実
を
期
し
つつ
、

私
は
、宗
門
と
し
て
で
き
る
こ
と
、本
願

念
仏
の
御
教
え
に
出
遇
う
こ
と
の
で
き

た
身
と
し
て
の
仏
教
的・大
乗
的
支
援

と
い
う
も
の
を
模
索
し
、形
づ
く
って
ま

い
り
た
く
思
い
ま
す
。皆
さ
ま
に
お
か

れ
ま
し
て
も
、一層
の
ご
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

宗
門
存
立
の

本
義
の
受
け
取
り
直
し

　今
、共
に
確
か
め
直
す
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
こ
と
は
、真
宗
大
谷
派
が

世
に
在
る
意
味
、「
宗
門
存
立
の
本

義
」につ
い
て
で
す
。

　私
ど
も
は
、1
9
6
2
年
の「
同

朋
会
運
動
」発
足
以
来
、そ
の
歩
み
に

お
い
て
教
団
問
題
、部
落
差
別
問
題
、

靖
国
問
題
等
の
重
大
問
題
を
く
ぐ

り
、1
9
8
1
年
の「
宗
憲
改
正
」を

も
っ
て
、今
の
教
団
の
形
を
享
受
し
て

い
ま
す
。

　そ
の「
宗
憲
改
正
」で
は
、「
前
文
」が

設
け
ら
れ
、宗
門
運
営
の
3
つ
の
柱
が

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。私
が
あ
ら
た
め
て

注
視
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、そ
の
第
一

に
掲
げ
ら
れ
る「
す
べて
宗
門
に
属
す

る
者
は
、常
に
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽

く
し
、同
朋
社
会
の
顕
現
に
努
め
る
」

と
い
う一句
で
す
。こ
の
句
は
、「
宗
門
存

立
の
本
義
」を
表
し
、我
一々
人
ひ
と
り

の
責
務
が
公
的
に
誓
わ
れ
た一文
で
す
。

宗
門
人
は
何
に
努
め
る
の
か
、そ
れ
は

「
同
朋
社
会
の
顕
現
」で
あ
る
と
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
。今
、宗
門
の
実
情
を
受

け
と
め
る
中
で
、再
度
そ
の
本
意
を
確

か
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

同
朋
社
会
の
受
け
取
り
直
し

―
根
源
的
回
帰
の
教
示

　「同
朋
社
会
の
顕
現
」、そ
こ
に
は
ど

の
よ
う
な
課
題
が
我
々
に
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
か
。こ
の
点
に
つ
い
て
、

2
0
2
1
年
の「
慶
讃
法
要
真
宗
本

廟
お
待
ち
受
け
大
会
」に
お
い
て
、池

田
勇
諦
先
生
か
ら
大
事
な
提
言
を
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

　「慶
讃
法
要
は
、私
ど
も
が
お
勤
め

す
る
こ
と
に
先
立
って
、法
要
か
ら
私
た

ち
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

す
か
。何
が
要
請
さ
れ
て
い
る
か
。南
無

阿
弥
陀
仏
の
い
の
ち
に
回
帰
す
る
、根

源
的
連
帯
に
帰
る
。こ
の一
点
で
す
。根

源
的
連
帯
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
く

と
、社
会
は
同
朋
社
会
な
ん
で
す
。こ

れ
か
ら
つ
く
る
と
い
う
よ
う
な
話
じ
ゃ

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。す
で
に
同
朋
社
会
に

私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
る
。自
我
に

生
き
る
私
は
、限
り
な
く
差
別
の
世

界
、社
会
と
つ
く
り
替
え
て
自
損
損
他

し
合
って
い
る
現
実
。そ
れ
が
あ
ぶ
り
出

さ
れ
て
き
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、根
源
的

連
帯
に
回
帰
し
た
と
こ
ろ
に
始
ま
る
真

実
の
生
き
方
と
は
何
か
と
いっ
た
ら
、そ

の
現
実
と
切
り
結
ん
で
い
く
歩
み
で

す
。そ
れ
こ
そ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い

の
ち
を
知
ら
し
め
ら
れ
た
者
の
、ま
こ

と
の
、具
体
的
な
生
き
方
で
な
い
の
か
。

そ
の
歩
み
の
他
に
、同
朋
社
会
の
顕
現

と
い
う
こ
と
の
証
は
な
い
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。そ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、慶
讃
法
要
は
、大
切
な
課
題
を

私
た
ち
に
迫
って
き
て
い
る
ご
法
要
と

言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
れ
が
慶
讃

法
要
を
お
迎
え
す
る
我
々
の
た
だ
ひ
と

つ
の
覚
悟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
要

約
）と
、慶
讃
法
要
の
意
義
を
仰
い
ま

し
た
。

　私
は
こ
こ
に
重
大
な
問
題
、こ
れ
ま

で
の
見
誤
り
、思
い
違
い
を
ご
指
摘
い

た
だ
い
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。「
根
源
的

回
帰
」の
教
示
、同
朋
社
会
は「
こ
れ
か

ら
つ
く
る
と
い
う
よ
う
な
話
」で
は
な
い

と
い
う
警
句
で
す
。私
は
震
災
後
に
あ

ら
た
め
て
拝
読
し
、こ
こ
に
大
事
な
問

題
が
あっ
た
の
だ
と
思
い
至
り
ま
し
た
。

【
宗
憲
改
正
の
い
た
み
】

　そ
の
問
題
と
は
、一
言
で
申
せ
ば「
い

た
み
」で
す
。そ
れ
こ
そ
が
1
9
8
1

年
の「
宗
憲
改
正
」に
至
る
宗
門
の
動

乱
、そ
の
背
景
に
あ
る
先
達
の
ご
苦
心

で
あ
り
、前
文
の「
行
間
」、言
葉
に
な

ら
な
か
っ
た
、す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た「
声
」と「
こ
こ
ろ
」。そ
こ
に
眼
を
向

け
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　今
か
ら
５０
年
前
、1
9
7
4
年
の
宗

門
で
は
何
が
起
き
て
い
た
か
と
申
し
ま

す
と
、「
本
山
本
願
寺
の
離
脱
申
請
」

で
す
。明
年
に
再
建
1
3
0
年
を
迎
え

る
真
宗
本
廟
の
両
堂
は
、数
多
の
先
人

が
文
字
ど
お
り
命
が
け
で
相
続
し
て

く
だ
さっ
た
も
の
で
す
。も
し
も
歴
史
の

天
秤
が
反
対
側
に
傾
い
て
い
た
な
ら

ば
、宗
門
は
本
山
を
失
う
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
す
。

　教
団
問
題
は
、1
9
8
0
年
の「
即

決
和
解
」を
も
って
、「
一
応
の
」決
着
を

見
た
の
で
す
が
、そ
の
前
年
に
は
、「
分

能
登
半
島
地
震
の
お
見
舞
い

　元
日
に
発
生
し
た
大
地
震
は
、能
登

を
中
心
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、

被
害
の
凄
ま
じ
さ
に
言
葉
を
失
い
ま
し

た
。現
地
で
は
、今
な
お
厳
し
い
状
況
が

続
い
て
い
ま
す
。あ
ら
た
め
て
、被
災
さ

れ
た
皆
さ
ま
に
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申

し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、一日
も
早
い
日

常
の
回
復
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　昨
年
5
月
の
地
震
後
に
珠
洲
へ
伺
っ

た
際
、家
の
補
修
よ
り
先
に
、生
活
の

依
り
処
た
る
お
内
仏
を
修
復
さ
れ
た

ご
門
徒
に
出
あ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。そ
の
お
宅
は
、今
回
の
地
震
で
全
壊

し
て
し
ま
い
、金
沢
へ
の
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　し
か
し
、倒
壊
し
た
家
屋
か
ら
ご
本

尊
を
搬
出
し
た
い
と
願
わ
れ
、そ
の
願

い
に
応
え
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に

よ
って
、ご
本
尊
が
無
事
に
搬
出
さ
れ

ま
し
た
。ご
本
人
は
涙
を
流
し
喜
ば

れ
、倉
庫
に
仮
安
置
を
し
、珠
洲
と
金

沢
を
往
復
す
る
生
活
に
あ
って
、教
務

所
か
ら
勤
行
本
を
借
り
、念
仏
の
生
活

を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　手
を
合
わ
せ
て「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」

と
申
す
、そ
の
こ
と
は
普
段
何
で
も
な

い
感
覚
に
なって
い
ま
し
た
が
、南
無
阿

弥
陀
仏
が
私
に
届
け
ら
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
が
、本
当
に
た
だ
事
で
は
な
い

と
思
わ
さ
れ
ま
し
た
。私
に
は
、私
た
ち

に
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
」ん
だ

に
遇
え
た「
ひ
と
り
」と
し
て
の
責
任
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
を
聞
い
た
、聞
こ

え
た
者
と
し
て
の
責
任
が
、自
信
教
人

信
を「
み
ず
か
ら
信
じ
、ひ
と
を
教
え
て

信
ぜ
し
む
る
」と
読
ま
せ
た
と
受
け
と

め
て
い
ま
す
。

　で
は
、そ
の
御
一流
に
あ
ず
か
る
私
ど

も
の
責
任
、使
命
と
は
何
か
。そ
れ
は

「
声
を
聞
き
、声
に
生
き
る
」こ
と
で

す
。「
声
を
聞
く
」、一
見
何
で
も
な
い
よ

う
な
こ
と
で
す
が
、実
は
大
変
困
難
な

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
事
実

を
、我
々
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
に
気

づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。「
声
な
き
声
」や

「
自
ら
の
内
な
る
声
」を
聞
く
、他
者
の

「
言
葉
に
な
ら
な
い
心
や
思
念
」を
、互

い
に
想
い
合
い
、聞
き
合
う
。そ
れ
こ
そ

が「
同
朋
社
会
の
顕
現
」を
誓
っ
た
宗

門
に
属
す
る
者
の
使
命
、そ
の
第一歩
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　そ
の
声
は
、今
生
き
て
い
る
人
に
限

り
ま
せ
ん
。先
ゆ
か
れ
た
大
切
な
人
。そ

の
人
が
手
を
合
わ
せ
て
い
た
お
内
仏
。

御
同
行
が
集
い
支
え
て
き
た
本
堂
。そ

の
根
源
に「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
」が

あ
る
。そ
の
こ
と
を
慶
讃
法
要
で
両
堂

に
鳴
り
響
い
た
お
念
仏
の
声
、地
震
を

経
験
さ
れ
た
能
登
の
方
々
が
、あ
ら
た

め
て
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
、本
願
の
名

号
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、『
仏
説

無
量
寿
経
』に
お
け
る
弥
勒
菩
薩
の
告

白
に「
今
仏
に
値
う
こ
と
を
得
て
、復

た
無
量
寿
仏
の
声
を
聞
き
て
歓
喜
せ

ざ
る
も
の
靡
し
。心
、開
明
す
る
こ
と
を

得
つ
」と
あ
り
ま
す
。宗
祖
は「
声
」の

文
字
に「
み
な
」と
読
み
仮
名
を
付
さ

れ
て
い
ま
す
。「
こ
え
」と
書
い
て「
み

な
」と
読
ま
せ
る
。そ
れ
を
私
な
り
に
申

せ
ば
、「
根
源
の
声
は
御
名
で
あ
る
」。

「
声
は
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
」。

よって
浄
土
の
真
宗
は
、「
聞
其
名
号
　

信
心
歓
喜
」に
始
ま
り
、「
聞
其
名
号
　

信
心
歓
喜
」に
帰
結
す
る
と
。

　す
な
わ
ち「
声
を
聞
き
、声
に
生
き

る
」と
は
、「
声
を
聞
き
、御
名
に
生
き

る
」こ
と
で
す
。こ
の
点
が一
人
ひ
と
り

の
主
題
に
な
ら
な
い
限
り
、同
朋
社
会

が
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
い
の
で

し
ょ
う
。そ
の
よ
う
に
祖
師
先
達
は
教

え
て
く
だ
さって
い
る
と
思
い
ま
す
。

　宗
門
に
は
、現
に
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

が
あ
り
ま
す
が
、な
ぜ
こ
の
自
分
に
南

無
阿
弥
陀
仏
が
届
け
ら
れ
て
い
る
の

か
。そ
の「
い
わ
れ
」に
耳
を
澄
ま
せ
る

こ
と
を
、あ
ら
ゆ
る
宗
門
活
動
の
根
底

に
堅
持
し
ま
し
ょ
う
。一つ
の
行
事
、数

値
、文
章
の
奥
に
、ど
の
よ
う
な「
声
な

き
声
」、背
景
が
あ
る
の
か
。そ
れ
ら
を

わ
かっ
た
こ
と
で
済
ま
さ
ず
、静
か
に
耳

を
傾
け
ま
し
ょ
う
。私
は
そ
れ
が「
教
団

を
尽
く
す
」こ
と
で
あ
り
、願
わ
れ
る
宗

門
の
形
を
つ
く
って
い
く
確
か
な一
歩
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。相
共
に
南
無
阿
弥

陀
仏
の「
す
が
た
」を一
生
か
け
て
尋
ね

て
い
く
。そ
の
こ
と
を
も
って「
同
朋
社

会
の
顕
現
」、宗
門
存
立
の
本
義
を
現

代
に
表
さ
ん
と
念
ず
る
次
第
で
す
。

2
0
2
4
年
度
の

主
な
取
り
組
み

1
　宗
務
改
革

　|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

　「
真
宗
再
興
」を
指
標
と
し
、4
月

に
提
出
さ
れ
た「
行
財
政
改
革
検
討

委
員
会
報
告
」の
趣
意
を
体
と
し
て
、

物
事
の
重
要
度
や
優
先
順
位
等
を
見

定
め
、で
き
得
る
こ
と
か
ら
着
手
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　教
区
改
編
につい
て
は
、（新
）京
都
教

区
が
誕
生
し
ま
し
た
。関
係
各
位
の
ご

尽
力
に
、深
甚
の
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　本
年
1
月
に
調
査
を
開
始
し
た「
第

8
回
教
勢
調
査
」は
、95・6
％（
調
査

期
間
中
の
能
登
教
区
を
除
く
6
月
24

日
現
在
）の
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
分
析
を
進
め
、教
団
の
現
在
状
況

を
把
握
し
、宗
門
を
形
づ
く
る
統
計
資

料
と
し
て
活
用
し
て
ま
い
り
ま
す
。

2
　是
旃
陀
羅
問
題
の

　課
題
共
有
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|
|
|
|
|
|
|

　正
依
の
経
典
で
あ
る『
仏
説
観
無

量
寿
経
』に
お
い
て
、宗
門
が
、僧
侶

が
、差
別
を
助
長
す
る
解
釈
を
し
て
き

た
責
任
を
非
常
に
重
く
受
け
と
め
て

お
り
ま
す
。

　全
寺
院
に
配
布
し
て
い
る
学
習
冊
子

や
テ
キ
ス
ト
を
輪
読
し
て
学
び
合
う
こ

と
自
体
が
、か
つ
て
宗
門
の
教
学
教
化

の
基
盤
と
し
て
、全
国
各
地
に
数
多
点

在
し
た「
自
主
学
習
会
」を
再
興
し
て

い
く
取
り
組
み
に
も
な
る
こ
と
を
願って

い
ま
す
。そ
の
呼
び
か
け
を
担
う
人
の

養
成
を
図
る
と
と
も
に
、補
助
教
材
等

の
充
実
に
も
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　『観
経
』の
言
葉
を
正
確
に
い
た
だ

き
、一
人
ひ
と
り
が
悔
過
す
る「
不
断
の

歩
み
」と
す
べく
、各
地
の
学
習
会・研
修

会
等
の
充
実
を
期
し
て
ま
い
り
ま
す
。

3
　教
区
慶
讃
法
要

　|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|

　宗
祖
の
御
誕
生
と
立
教
開
宗
が
自

ら
の
学
び
と
な
る
よ
う
、『
教
行
信
証
』

坂
東
本
、つ
ま
り
宗
祖
に
触
れ
る
機
会

と
し
て
、各
教
区
に
お
け
る
盛
儀
を
念

願
し
て
い
ま
す
。

※
宗
務
総
長
演
説
の
全
文
は

　宗
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　ご
覧
く
だ
さ
い
。

裂
報
恩
講
」が
あ
り
ま
し
た
。宗
門
に

縁
あ
る
者
同
士
が
、意
見
や
立
場
の
違

い
に
よって
、真
宗
本
廟
報
恩
講
の
場
で

衝
突
し
た
の
で
す
。

　し
た
がって
、「
宗
憲
改
正
」は
、平
穏

無
事
な
中
で
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、

人
と
人
の
衝
突
と
分
断
を「
直
接
の
背

景
」と
し
て
持
って
い
ま
す
。以
前
に
は

な
か
っ
た
前
文
を
設
け
、宗
門
運
営
の

根
幹
を
宣
誓
す
る
背
景
に
は
、深
い「
い

た
み
」が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

　そ
の「
い
た
み
」と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、か
つ
て
立
野
義
正
先
生
が「
正
常

化
の
罪
」と
い
う
こ
と
を
語
ら
れ
ま
し

た
。そ
れ
は「
本
来
を
見
失
わ
せ
る
罪
」

で
あ
る
と
。自
分
は
正
し
い
の
だ
と
、間

違
い
な
い
と
思
って
や
って
き
た
こ
と
、

言
って
き
た
こ
と
が
、如
何
に
狭
く
、仏

法
を
貶
め
、痛
ま
し
い
こ
と
で
あっ
た
か

と
い
う
こ
と
を
、先
生
は
３０
年
を
経
て

懺
悔
告
白
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
同

時
に
、宗
門
活
動
の
根
に
あ
る
問
題
を

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。す
な
わ
ち「
考
え

の
正
し
さ
の
主
張
が
問
題
を
見
え
な

く
す
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。こ
れ
こ
そ

が
、宗
祖
親
鸞
聖
人
に
お
か
れ
て
も
、

御一生
を
貫
く
問
題
で
あ
り
ま
し
た
。

　今
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
こ
と
は
、

私
は
こ
れ
ま
で
宗
憲
前
文
の
精
神
、宗

門
存
立
の
本
義「
同
朋
社
会
の
顕
現
」

と
い
う
一
句
を
、一
度
で
も「
い
た
み
」を

もって
受
け
と
め
た
こ
と
が
あっ
た
の
だ

ろ
う
か
と
。何
か
気
持
ち
の
良
い
、具
合

の
良
い
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
だ
け

で
、そ
の
奥
に
あ
る
言
葉
に
な
ら
な
かっ

た
、で
き
な
か
っ
た「
悲
痛
」を
感
覚
で

き
な
い
ま
ま
、今
を
迎
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
。極
言
す
れ
ば
、私
は「
同
朋

社
会
の
顕
現
」を
免
罪
符
と
し
て
、安

逸
を
貪
って
き
た
の
で
は
な
い
か
と
。

　宗
憲
改
正
は
、「
同
朋
会
運
動
あ
っ

て
の
宗
憲
改
正
」で
す
か
ら
、願
い
に
突

き
動
か
さ
れ
て
の
も
の
で
す
。し
か
し
、

願
い
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
、

確
か
な
、身
近
な
、「
い
た
み
」が
あ
る
。

衝
突
、分
裂
、分
断
と
い
う
現
実
を
直

接
の
背
景
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
が

現
宗
憲
で
す
。こ
の一
点
を
、我
々
は
今

こ
そ
受
け
取
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。そ
れ
は
、宗
門
が
世
に
存
在
し
て
い

る
意
味
を
、今
日
ま
さ
に
世
か
ら
問
わ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

同
朋
社
会
の
顕
現
に

努
め
る
具
体
性

　同
朋
社
会
と
い
う
も
の
は
人
の
考

え
で
つ
く
る
も
の
で
は
な
い
。そ
し
て
、

宗
憲
改
正
当
時
の
現
実
は
、衝
突
と
分

断
を
背
景
と
し
て
い
る
。し
か
し
、そ
れ

で
も
な
お
、「
同
朋
」を
標
記
す
る
の
だ

と
。新
宗
憲
の
精
神
と
し
て「
同
朋
社

会
の
顕
現
」を
宣
誓
す
る
の
だ
と
。現

実
は
、ど
こ
ま
で
も
わ
か
り
合
え
な
い

現
実
で
す
。け
れ
ど
も
掲
げ
る
、誓
う
の

だ
と
。そ
れ
が
先
達
の
言
葉
に
で
き
な

か
っ
た「
い
た
み
」で
あ
り
、心
の
奥
に

あっ
た「
志
願
」で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　そ
れ
こ
そ
が「
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ

る
根
源
的
回
帰
」で
あ
り
、「
同
朋
社
会

の
顕
現
」と
い
う
一
句
が
、我
々
に
投
げ

か
け
て
く
れ
て
い
る一大
事
な
の
で
す
。

　そ
の
こ
と
を
宗
祖
は
、『
教
行
信
証
』

の
結
び
に
、「
唯
、仏
恩
の
深
き
こ
と
を

念
じ
て
、人
倫
の
嘲
を
恥
じ
ず
。若
し

斯
の
書
を
見
聞
せ
ん
者
、信
順
を
因
と

し
、疑
謗
を
縁
と
し
て
、信
楽
を
願
力

に
彰
し
、妙
果
を
安
養
に
顕
さ
ん
」と

銘
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
」す

る
。そ
れ
は
決
し
て
他
人
事
で
な
い
の
で

し
ょ
う
。信
順
も
、疑
謗
す
ら
も
、如
来

か
ら
賜
わ
る
恵
み
で
あ
り
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
に
よ
る
根
源
的
回
帰
」へ
促
し

て
く
だ
さ
る
。人
は
、人
の
考
え
で
も
っ

て
、解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
人
間
に
は
、必
ず

「
教
え
」が
必
要
で
す
。そ
の
教
え
に
生

き
、南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
を
届
け
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
、最
も
身
近
な
人
が
宗

祖
親
鸞
聖
人
で
す
。

　な
ぜ
宗
祖
が『
教
行
信
証
』を
著
さ

れ
た
の
か
、我
々
は
、そ
の
動
機
を
聞
き

尋
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
あ
れ
ば
こ
そ
」と
、宗

祖
は
自
身
の
こ
と
と
し
て
い
た
だ
か
れ

た
。南
無
阿
弥
陀
仏
あ
れ
ば
こ
そ
の
私

な
の
で
す
。こ
れ
が「
真
宗
再
興
」の一

道
に
他
な
ら
な
い
。こ
の一
点
を「
我
ら

の
出
発
点
」と
し
て
、相
共
に
確
か
め
た

く
思
い
ま
す
。

声
を
聞
き
、

声〈
御
名
〉に
生
き
ん

　「い
た
み
」を
もって
誓
わ
れ
た「
同
朋

社
会
の
顕
現
」は
、今
日
を
生
き
る
私

ど
も
に
、如
何
な
る
課
題
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
の
か
。そ
れ
を
宗
憲
前
文

の一句
、「
常
に
自
信
教
人
信
の
誠
を
尽

く
す
」に
見
い
だ
す
必
要
を
思
い
ま
す
。

　「自
信
教
人
信
」を
宗
祖
が『
教
行

信
証
』に
い
た
だ
か
れ
る
際
、そ
の
読
み

を「
み
ず
か
ら
信
じ
、ひ
と
を
教
え
て
信

ぜ
し
む
る
」と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。私

は
恩
師
か
ら
、「
こ
こ
に
親
鸞
聖
人
の
尋

常
な
ら
ざ
る
熱
意
が
あ
る
」と
教
え
ら

れ
ま
し
た
。自
分
の
考
え
で
教
え
導
く

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か

し
、そ
の
上
で
な
お
、「
ひ
と
を
教
え
て
」

と
仰
って
い
ま
す
。こ
の
こ
と
を
私
な
り

に
申
せ
ば
、「
愚
禿
釋
親
鸞
」と
し
て
の

責
任
表
現
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。教
え

　当派の最高議決機関である宗会（常会）が招集され、5月30日から
6月11日まで宗議会が、6月7日から12日まで参議会が開かれました。
　今議会では、2024年度の宗務執行方針の他、2022年度決算や
2024年度予算等の財務案件、諸条例案などが審議されました。

　当派の最高議決機関である宗会（常会）が招集され、5月30日から
6月11日まで宗議会が、6月7日から12日まで参議会が開かれました。
　今議会では、2024年度の宗務執行方針の他、2022年度決算や
2024年度予算等の財務案件、諸条例案などが審議されました。

２
０
２
４
年
度
の
宗
務
執
行
方
針
を
審
議

2024年宗会招集

総長演説
（要旨）

第75回宗議会・第72回参議会
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                                                                             しゅうかい

                                  しゅう ぎ  かい                                                                さん  ぎ  かい

御本尊は本山からお受けしましょう東本願寺真宗大谷派ホームページ
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2024年度

  2024年度 一般会計 経常部臨時部予算
 （2024年7月1日～ 2025年6月30日）

■1　相続講金
54.4％

■2　同朋会員志金 3.2%

■3　懇志金
10.2％

■5　賦課金
9.0%

■6　礼金
6.8%

■8　その他 0.9%
■7　寄付金
0.8%

■9　繰越金 5.3%

■4　冥加金
4.1%

■1　真宗本廟の
崇敬･護持に
18.8%

■3　教区･組･地方機関での
教化活動推進に
28.3%

■5　宗門諸機関の
運営経費に
24.0%

■7　別途資金を充てて行う事業に 5.1%■6　その他 2.5%

2024年度の真宗大谷派一般会計について、どのような収入があり、その収入がどのような
教化事業や運営経費に使われているのか、目的ごとに分けて見ていきます。

※人件費合計 33億4,950万円　ただし、退職慰労金3億円除く

懇志受付（行事中）

同朋の会の旗

支出
総額

87億1,390万円

■10　臨時的な収入や
資金からの繰入金

 5.3％

■2　本山で
実施される

 教化施策や研修､
学事振興､
社会活動に
16.7%

■4　沖縄､海外､
首都圏での開教に 4.6%

「法義相続（お念仏の教えを次代に伝えていくこ
と）」と「本廟護持（聞法の根本道場である真宗
本廟の維持）」を願いとする宗派財政の基
盤となるご懇志です。相続講金をお納め
いただいた賞典（御礼）としては、「肩衣」
「院号」「真宗本廟収骨」があります。

相続講金 47億3,566万円1

•報恩講や春の法要の執行　
•帰敬式の執行　
•御影堂､阿弥陀堂の蝋燭､
　仏花などのお給仕　
•真宗本廟での法話　
•真宗本廟の警備､防災　
•建物の修繕､光熱水費　他

真宗本廟の
崇敬･護持に

16億3,565万7,000円
内､人件費 7億332万円

1

•沖縄別院での開教活動
•北米・ハワイ・南米開教区
での海外開教活動

•首都圏教化推進特別会計
回付金　他

沖縄、海外、
首都圏での
開教に

3億9,838万6,000円
内､人件費 1億720万円4

•御本尊の授与
•宗派の最高議決機関である
宗会の運営

•宗派の事務を取り扱う
宗務所の運営

•災害への対応　他

宗門諸機関の
運営経費に5

•教区教化活動推進のための交付金・助成金
•同朋の会の活動促進　
•教区の事務を取り扱う教務所の運営　他

教区・組・地方機関
での教化活動推進に

24億6,545万円
内､人件費 10億8,917万円3

■　中央推進費　
　　　　　  1億5,592万円
　•同朋会館・研修道場・
　   和敬堂の運営　他
■　真宗教化センター費　
　　　　　  2億4,709万円
　•真宗教化センターでの教化事業や研修
　•真宗教化センターの警備、防災、光熱水費  他
■　学事・社会活動費　　　　  3億3,554万円
　•大谷専修学院の運営　•親鸞仏教センター（東京都）の運営
　•真宗大谷学園、関係学校への助成　•東本願寺奨学金の給付
　•大谷派教師の養成　•社会福祉施設での教化活動推進　他

本山で実施される
教化施策や研修､
学事振興､社会活動に

14億5,560万
8,000円

内､人件費 7億3,855万円
2

同朋会運動推進のため会員志を皆様からお納めいただいております。

同朋会員志金 2億8,000万円2

参拝接待所で受け付けている申経
等の読経志、大谷祖廟で取り扱って
いる納骨志、境内の賽銭箱にお納め
いただくお賽銭等です。

懇志金 8億8,997万円3

奉仕団として同朋会館に宿泊する際
や、研修会に参加するためにお納め
いただいております。その他、宗派所
有不動産の活用による駐車場収入や
賃貸収入等があります。

冥加金 3億5,606万5,000円4

御本尊の授与や帰敬式（おかみそり）
の受式、住職の任命等の申請の際
にお納めいただいています。

礼金 5億9,174万円6
真宗大谷派に所属するすべての寺院や僧侶に課せられる義務金です。

賦課金 7億8,653万円5

毎年決まった事業がある経常部とは違い、その年度ごとの臨時の収入
です。たとえば2024年度は、真宗本廟施設営繕積立金受金1億4,650
万円や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
推進資金受金9,987万円などの収入があります。

臨時的な収入や
資金からの繰入金 4億6,453万円10

御影堂全景

御正忌報恩講の様子

しんらん交流館の公開講座の様子

首都圏の親鸞講座の様子

能登地震被災地への派遣の様子

奉仕団の様子

渉成園

収入
総額

87億1,390万円

2
0
2
2
年
度 

宗
派
の
決
算

歳入額

一般会計

経常部
臨時部
退職慰労金給付運用資金繰入

第2種共済特別会計
出版物特別会計

東大谷墓地特別会計

首都圏教化推進特別会計
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特別会計

8,312,410,618円

8,043,670,366円
197,351,952円
71,388,300円

483,157,829円
548,033,986円

128,625,717円

214,437,927円

1,988,715,327円

7,393,479,496円

7,160,660,544円
232,818,952円

77,069,478円
520,711,559円

115,988,554円

194,121,576円

1,523,717,871円

918,931,122円

406,088,351円
27,322,427円

12,637,163円

20,316,351円

464,997,456円

459,465,561円を平衡資金へ繰入、
459,465,561円を2024年度へ繰入

復興共済積立金へ繰入
出版物特別会計運営資金へ繰入
6,318,582円を墓地整備準備金へ繰入、
6,318,581円を2024年度へ繰入
首都圏開教推進資金へ繰入

宗務改革推進資金へ繰入

会　計 歳出額 歳入歳出差引剰余金

寺院用記念品

庭園施設の維持・保全のため、
参観者にお納めいただいている
協力寄付金です。

寄付金 7,000万円7

大谷祖廟で行う仏前結婚式などの
施設使用料、寺院を対象とした記念
品の収入、預金利息などがあります。

その他 7,993万9,439円8

繰越金 4億5,946万5,561円9

その他 2億2,000万円6

別途資金を充てて
行う事業に7

宗派の予算

御本尊

4億4,224万円

特
集

20億9,655万9,000円
（教区・首都圏除く）内､人件費 7億1,126万円

人件費

人件費

人件費

毎年、各寺院を通じて御門徒の皆様に、真宗大谷派の運営を支え
ていくための必要な経費を、宗派経常費御依頼としてお願いして
おります。そして、皆様がお納めいただいた懇志については、相続
講金・同朋会員志金・諸懇志などの収入科目にて収受し、さまざま
な宗派事業に使用させていただいております。今後もご懇念を賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。 ※特別会計とは、一般会計とは区別して、特定の事業にかかる収入・支出について

　経理する会計の総称です。

2024年度 特別会計予算
寺院の災害復興支援　第2種共済特別会計
東本願寺出版　東本願寺出版特別会計
墓地運営　東大谷墓地特別会計
首都圏教化　首都圏教化推進特別会計

5億920万円
 5億円

1億3,020万円
2億4,400万円

ほう ぎ  そう ぞく

ほんびょう ご　じ

かた ぎぬ

しゅうこつ

そう  ぞく  こう  きん

どう  ぼう

こん　し

みょう  が

ふ　   か

きょうさん

そう きょう

ほう おん こう

ろう そく

わ きょう

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― ご懇志等のお問い合わせ     お手次の寺院または真宗大谷派宗務所 財務部 075-371-9186まで
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石田良弘さん

　春
の
日
差
し
が
ポ
カ
ポ
カ
と
暖
か
い

日
、お
講
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
小

松
市
の
埴
田
町
会
館
に
う
か
がっ
た
。会

館
の
窓
の
向
こ
う
に
は
田
ん
ぼ
が
広
が

り
、そ
の
向
こ
う
に
は「
う
川
古
代
桜
」が

遠
く
か
ら
で
も
満
開
な
の
が
わ
か
る
。さ

ら
に
、そ
の
奥
に
は
美
し
い
白
山
の
峰
々

が
見
え
る
。講
堂
に
は
50
人
以
上
の
人
々

が
集
ま
り
、法
話
を
熱
心
に
聞
き
入
る

中
の
お一人
が
、石
田
良
弘
さ
ん
だ
。

　石
田
さ
ん
が
住
む
地
域
で
は
毎
月
、

埴
田
町
で
結
成
し
て
い
る
門
徒
会
を
中

心
に
町
内
の
婦
人
会
や
老
人
会
の
協

力
の
も
と
、「
貯
金
お
講
」と
い
う
お
講
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。ご
門
徒
が
主
体
と

な
っ
て
聞
法
に
励
み
つ
つ
、本
山
や
お
手

次
寺
の
護
持
費
を
集
め
、支
え
て
い
こ

う
と
い
う
願
い
の
も
と
、貯
金
お
講
は
続

い
て
き
た
。そ
の
歴
史
は
長
く
、江
戸
時

代
に
埴
田
町
に
か
つ
て
あ
っ
た
本
覺
寺

の
道
場
か
ら
始
ま
り
、そ
の
後
、各
家
庭

持
ち
回
り
で
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
後
に
埴
田
町
会
館
が
で
き
る
と
お
講

は
会
館
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、現

在
に
至
る
。

　石
田
さ
ん
は
大
学
卒
業
後
、地
元
を

離
れ
仕
事
に
励
ま
れ
て
い
た
が
、子
ど

も
た
ち
が
成
人
し
、独
立
し
た
の
を
機
に

退
職
し
、生
ま
れ
育
っ
た
埴
田
町
に
帰
っ

て
き
た
。幼
少
期
、毎
年
春
に
な
る
と

祖
母
か
ら「
今
年
も
蓮
如
さ
ん
の
お
参

り
に
お
い
で
や
」と
誘
い
が
あ
り
、兄
弟
で

近
く
の
寺
で
行
わ
れ
る
蓮
如
上
人
御
忌

法
要
に
お
参
り
し
て
い
た
。そ
の
時
の
楽

し
か
っ
た
思
い
出
や
、お
手
次
寺
で
あ
る

本
覺
寺
で
お
稚
児
さ
ん
に
参
加
し
た
こ

と
が
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。今

は
仲
間
と
と
も
に
講
師
の
選
定
か
ら
当

日
の
進
行
ま
で
、お
講
の
お
世
話
に
熱
心

に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

　「聞
法
す
る
中
で
、も
う
少
し
こ
ん
な

こ
と
を
知
り
た
い
と
か
、こ
ん
な
場
合
お

坊
さ
ん
だ
っ
た
ら
ど
う
対
応
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
と
思
う
時
が
あ
る
。法
話
の
時

間
に
は
限
り
が
あ
る
が
、少
し
で
も
ディス

カッション
で
き
た
ら
う
れ
し
い
」と
話
さ

れ
、僧
侶
と
門
徒
が
と
も
に
悩
み
、と
も

に
楽
し
み
な
が
ら
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
わ

か
ち
合
って
い
け
る
よ
う
な
聞
法
会
を
模

索
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、時
代
の
変
化
の

中
で
、地
域
を
支
え
る
べ
き
次
世
代
の

方
々
の
お
講
への
参
加
が
少
な
い
こ
と
を

憂
え
て
お
ら
れ
、若
い
世
代
に
真
宗
の
教

え
を
伝
え
る
こ
と
や
、そ
の
教
え
を
つ
な
い

で
い
く
お
講
の
未
来
に
つ
い
て
も
課
題
と

し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
。

　そ
ん
な
石
田
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、

我
々
僧
侶
も
何
が
で
き
る
の
か
、何
を

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

地
域
の
お
講
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
力

を
尽
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

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。

石川県白山市中成1-181
住職  安部  渉

ふ
じ      

み
つ 

ひ
ろ

藤  

光
弘

金
沢
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第250回

生るき
い ま

現在を

石
田 

良
弘
さ
ん（
84
歳
）

小
松
大
聖
寺
教
区 

第
2
組

本
覺
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
。

生
ま
れ
育
っ
た
村
で

教
え
を
つ
な
ぐ

善念寺（金沢教区 第4上組）

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震

を
う
け
て
、も
と
も
と
本
堂

内
に
掛
け
て
い
た
言
葉
を

掲
示
板
に
貼
り
直
し
ま
し

た
。こ
の
言
葉
は
、災
害
や
病

気
な
ど
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い

現
実
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。さ
ら
に
も
う
一つ
の
意
味

と
し
て
、実
は
ど
こ
に
い
て

も
命
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で

支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が「
逃
げ
場
な
し
の
身
」

に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

埴田町会館でのお講の様子

本堂内

小
松
大
聖
寺
教
区
通
信
員

な
か 

た
に     

や
す
し

中
谷  

寧

第13回

　善
念
寺
に
入
る
と
、数
々
の
法

語
が
所
狭
し
と
貼
ら
れ
て
い
る
。

月
に
一
度
を
目
安
に
掲
示
板
の

言
葉
を
更
新
し
て
い
る
が
、せっか

く
の
言
葉
が
消
え
て
い
く
の
が
惜
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
、本
堂
内
に

再
度
貼
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　本
か
ら
選
ん
だ
先
師
の
言
葉
だ
け
で
な
く
、独
り
よ
が
り
に
な
ら
な

い
よ
う
注
意
し
な
が
ら
考
え
た
オ
リ
ジ
ナ
ルの
言
葉
も
掲
示
し
て
い
る
。

　「こ
の
よ
う
に
書
い
た
言
葉
を
残
し
て
い
る
と
、ふ
と
目
に
入
っ
た
時
、

自
分
自
身
が
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。最
近
聞
い
た
法
話

の
講
題
が〝
ま
こ
と
の
言
葉
に
出
遇
う
〞で
し
た
が
、ま
こ
と
の
言
葉
は
時

も
場
所
も
選
ば
ず
に
常
に
響
き
渡
って
い
る
と
思
い
ま
す
。自
分
に
響
い

た
言
葉
は
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
で
す
」と
安
部
住
職
は
語
る
。

　た
く
さ
ん
の
言
葉
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
、見
て
い
る
私
が
反
対
に
見
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
に
な
る
。本
堂
内
は〝
ま
こ
と
の
言
葉
〞

が
響
き
わ
た
る
空
間
に
なって
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

出典：浅田正作
『念仏詩集 続 骨道を行く』

（法蔵館）
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あ

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） 真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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　一
心
の
華
文

                             
か   
も
ん          

　求
め
る
も
の
に
背
を
向
け
る

　一
心
に

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

信
心
す
な
わ
ち一

心
な
り

　一
心
す
な
わ
ち金

剛
心

　金
剛
心
は
菩
提
心

　こ
の
心
す
な
わ
ち

他
力
な
り

（『
高
僧
和
讃
』
　
　
　
　
　
　
　

    
 『

真
宗
聖
典
第
二
版
』五
九一頁
）

天
親
菩
薩 

三

【
現
代
語
訳
】

私
た
ち
の
身
に
起
こ
る
信
心
は
そ
の
ま
ま

天
親
菩
薩
が
仰
る
一
心
で
あ
る
。

そ
の
一
心
と
は
金
剛
心
で
あ
る
。

金
剛
心
は
菩
提
心
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
心
と
は
私
た
ち
を
超
え
て
は
た
ら

く
他
力
な
の
で
あ
る
。 第　　回8

―

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
の『
浄
土
論（
無
量
寿
経
優
婆
提
舎

願
生
偈
）』は
、次
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。

世
尊
我
一
心

　帰
命
尽
十
方

無
碍
光
如
来

　願
生
安
楽
国

（
世
尊
。我
、一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に 

  

帰
命
し
て
、安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。）

（『
真
宗
聖
典
第
二
版
』一
四
五
頁
）

尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
は
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
あ

り
、安
楽
国
と
は
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
の
こ
と

で
す
。天
親
菩
薩
は
、一
心
に
帰
命
し
て
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
への
往
生
を
願
い
ま
し
た
。

　親
鸞
聖
人
以
前
か
ら
信
心
や
菩
提
心
と
い
っ
た

こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。天
親
菩

薩
の「
一
心
に
」と
い
う
視
座
は
、こ
れ
ら
の
課
題
に

大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
で
す
。

　こ
の「
一
心
に
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、さ

ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
中

に
、「
一
心
に
」を
求
め
る
あ
ま
り
か
え
っ
て
背
を
向

け
て
し
ま
い
が
ち
な
私
た
ち
の
姿
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

　ひ
か
り
を
少
し
で
も
感
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る

人
は
、ひ
か
り
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
宝
石
や
金

属
な
ど
を
集
め
よ
う
と
し
ま
す
。た
く
さ
ん
集
め

る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、少
し
で
も
良
い
も
の
、

大
き
い
も
の
を
選
ぶ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。そ
の
宝

石
な
ど
は
、ひ
か
り
を
感
じ
さ
せ
、い
ず
れ
も
貴
重

な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。し
か
し
、一
つ
と
し
て
ひ

か
り
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
ら
を
一
所

懸
命
に
集
め
て
い
る
内
に
、い
つ
の
間
に
か
宝
石
の

鑑
定
に
熱
中
し
て
し
ま
い
、ひ
か
り
そ
の
も
の
は
二

の
次
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

   

　ひ
か
り
を
求
め
て
、ひ
か
り
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
を
求
め
る
あ
ま
り
、か
え
っ
て
ひ
か
り
に

背
を
向
け
て
し
ま
う
の
で
す
。こ
れ
で
は
、と
て
も

「
一
心
に
」と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　天
親
菩
薩
が
示
す
「
一
心
」
を
、親
鸞
聖
人
は

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
」（『
歎
異

抄
』第
一
条『
真
宗
聖
典
第
二
版
』七
六
七
頁
）と
も
表
現
し

て
い
ま
す
。念
仏
す
る
に
し
て
も
、ど
の
よ
う
な
声

で
か
、何
度
か
、称
え
た
ら
ど
う
な
る
か
、な
ど
ば
か

り
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。し
か
し
、念
仏

の
心
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、す
で
に
ひ
か
り
が

届
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　こ
の「
一
心
に
」に
ひ
か
り
を
見
い
だ
し
た
の
が
、

天
親
菩
薩
で
し
た
。親
鸞
聖
人
は
、天
親
菩
薩
の

こ
の
着
目
点
を
「
一
心
の
華
文
」（『
教
行
信
証
』信
巻

『
真
宗
聖
典
第
二
版
』二
三
六
頁
）と
た
た
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、「
一
心
か
ら
咲
い
た
華
の
よ
う
な
文
」（『
解
読

教
行
信
証
上
巻
』一
六
〇
頁
）と
い
う
意
味
で
す
。

 

て
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﹅  

﹅   

﹅

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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石田良弘さん

　春
の
日
差
し
が
ポ
カ
ポ
カ
と
暖
か
い

日
、お
講
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
小

松
市
の
埴
田
町
会
館
に
う
か
がっ
た
。会

館
の
窓
の
向
こ
う
に
は
田
ん
ぼ
が
広
が

り
、そ
の
向
こ
う
に
は「
う
川
古
代
桜
」が

遠
く
か
ら
で
も
満
開
な
の
が
わ
か
る
。さ

ら
に
、そ
の
奥
に
は
美
し
い
白
山
の
峰
々

が
見
え
る
。講
堂
に
は
50
人
以
上
の
人
々

が
集
ま
り
、法
話
を
熱
心
に
聞
き
入
る

中
の
お一人
が
、石
田
良
弘
さ
ん
だ
。

　石
田
さ
ん
が
住
む
地
域
で
は
毎
月
、

埴
田
町
で
結
成
し
て
い
る
門
徒
会
を
中

心
に
町
内
の
婦
人
会
や
老
人
会
の
協

力
の
も
と
、「
貯
金
お
講
」と
い
う
お
講
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。ご
門
徒
が
主
体
と

な
っ
て
聞
法
に
励
み
つ
つ
、本
山
や
お
手

次
寺
の
護
持
費
を
集
め
、支
え
て
い
こ

う
と
い
う
願
い
の
も
と
、貯
金
お
講
は
続

い
て
き
た
。そ
の
歴
史
は
長
く
、江
戸
時

代
に
埴
田
町
に
か
つ
て
あ
っ
た
本
覺
寺

の
道
場
か
ら
始
ま
り
、そ
の
後
、各
家
庭

持
ち
回
り
で
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
後
に
埴
田
町
会
館
が
で
き
る
と
お
講

は
会
館
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、現

在
に
至
る
。

　石
田
さ
ん
は
大
学
卒
業
後
、地
元
を

離
れ
仕
事
に
励
ま
れ
て
い
た
が
、子
ど

も
た
ち
が
成
人
し
、独
立
し
た
の
を
機
に

退
職
し
、生
ま
れ
育
っ
た
埴
田
町
に
帰
っ

て
き
た
。幼
少
期
、毎
年
春
に
な
る
と

祖
母
か
ら「
今
年
も
蓮
如
さ
ん
の
お
参

り
に
お
い
で
や
」と
誘
い
が
あ
り
、兄
弟
で

近
く
の
寺
で
行
わ
れ
る
蓮
如
上
人
御
忌

法
要
に
お
参
り
し
て
い
た
。そ
の
時
の
楽

し
か
っ
た
思
い
出
や
、お
手
次
寺
で
あ
る

本
覺
寺
で
お
稚
児
さ
ん
に
参
加
し
た
こ

と
が
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。今

は
仲
間
と
と
も
に
講
師
の
選
定
か
ら
当

日
の
進
行
ま
で
、お
講
の
お
世
話
に
熱
心

に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

　「聞
法
す
る
中
で
、も
う
少
し
こ
ん
な

こ
と
を
知
り
た
い
と
か
、こ
ん
な
場
合
お

坊
さ
ん
だ
っ
た
ら
ど
う
対
応
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
と
思
う
時
が
あ
る
。法
話
の
時

間
に
は
限
り
が
あ
る
が
、少
し
で
も
ディス

カッション
で
き
た
ら
う
れ
し
い
」と
話
さ

れ
、僧
侶
と
門
徒
が
と
も
に
悩
み
、と
も

に
楽
し
み
な
が
ら
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
わ

か
ち
合
って
い
け
る
よ
う
な
聞
法
会
を
模

索
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、時
代
の
変
化
の

中
で
、地
域
を
支
え
る
べ
き
次
世
代
の

方
々
の
お
講
への
参
加
が
少
な
い
こ
と
を

憂
え
て
お
ら
れ
、若
い
世
代
に
真
宗
の
教

え
を
伝
え
る
こ
と
や
、そ
の
教
え
を
つ
な
い

で
い
く
お
講
の
未
来
に
つ
い
て
も
課
題
と

し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
。

　そ
ん
な
石
田
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、

我
々
僧
侶
も
何
が
で
き
る
の
か
、何
を

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

地
域
の
お
講
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
力

を
尽
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

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。

石川県白山市中成1-181
住職  安部  渉

ふ
じ      

み
つ 

ひ
ろ

藤  

光
弘

金
沢
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第250回

生るき
い ま

現在を

石
田 

良
弘
さ
ん（
84
歳
）

小
松
大
聖
寺
教
区 

第
2
組

本
覺
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
。

生
ま
れ
育
っ
た
村
で

教
え
を
つ
な
ぐ

善念寺（金沢教区 第4上組）

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震

を
う
け
て
、も
と
も
と
本
堂

内
に
掛
け
て
い
た
言
葉
を

掲
示
板
に
貼
り
直
し
ま
し

た
。こ
の
言
葉
は
、災
害
や
病

気
な
ど
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い

現
実
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。さ
ら
に
も
う
一つ
の
意
味

と
し
て
、実
は
ど
こ
に
い
て

も
命
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で

支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が「
逃
げ
場
な
し
の
身
」

に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

埴田町会館でのお講の様子

本堂内

小
松
大
聖
寺
教
区
通
信
員

な
か 

た
に     

や
す
し

中
谷  

寧

第13回

　善
念
寺
に
入
る
と
、数
々
の
法

語
が
所
狭
し
と
貼
ら
れ
て
い
る
。

月
に
一
度
を
目
安
に
掲
示
板
の

言
葉
を
更
新
し
て
い
る
が
、せっか

く
の
言
葉
が
消
え
て
い
く
の
が
惜
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
、本
堂
内
に

再
度
貼
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　本
か
ら
選
ん
だ
先
師
の
言
葉
だ
け
で
な
く
、独
り
よ
が
り
に
な
ら
な

い
よ
う
注
意
し
な
が
ら
考
え
た
オ
リ
ジ
ナ
ルの
言
葉
も
掲
示
し
て
い
る
。

　「こ
の
よ
う
に
書
い
た
言
葉
を
残
し
て
い
る
と
、ふ
と
目
に
入
っ
た
時
、

自
分
自
身
が
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。最
近
聞
い
た
法
話

の
講
題
が〝
ま
こ
と
の
言
葉
に
出
遇
う
〞で
し
た
が
、ま
こ
と
の
言
葉
は
時

も
場
所
も
選
ば
ず
に
常
に
響
き
渡
って
い
る
と
思
い
ま
す
。自
分
に
響
い

た
言
葉
は
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
で
す
」と
安
部
住
職
は
語
る
。

　た
く
さ
ん
の
言
葉
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
、見
て
い
る
私
が
反
対
に
見
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
に
な
る
。本
堂
内
は〝
ま
こ
と
の
言
葉
〞

が
響
き
わ
た
る
空
間
に
なって
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

出典：浅田正作
『念仏詩集 続 骨道を行く』

（法蔵館）

あ   べ   わたる

ぜんねん  じ

                                  

                     

は
ね  

だ 

ま
ち

                                                                 

か
わ
い
に
し
え
ざ
く
ら

                                                                       

は
く
さ
ん

                                                                                                   

て

 

つ
ぎ

                                                                                           

ぎ
ょ 

き

い
し  

だ      

よ
し 

ひ
ろ

あ

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） 真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう
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　一
心
の
華
文

                             

か   

も
ん          

　求
め
る
も
の
に
背
を
向
け
る

　一
心
に

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

信
心
す
な
わ
ち一

心
な
り

　一
心
す
な
わ
ち金

剛
心

　金
剛
心
は
菩
提
心

　こ
の
心
す
な
わ
ち

他
力
な
り

（『
高
僧
和
讃
』
　
　
　
　
　
　
　

    
 『

真
宗
聖
典
第
二
版
』五
九一頁
）

天
親
菩
薩 

三

【
現
代
語
訳
】

私
た
ち
の
身
に
起
こ
る
信
心
は
そ
の
ま
ま

天
親
菩
薩
が
仰
る
一
心
で
あ
る
。

そ
の
一
心
と
は
金
剛
心
で
あ
る
。

金
剛
心
は
菩
提
心
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
心
と
は
私
た
ち
を
超
え
て
は
た
ら

く
他
力
な
の
で
あ
る
。 第　　回8

―

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
の『
浄
土
論（
無
量
寿
経
優
婆
提
舎

願
生
偈
）』は
、次
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。

世
尊
我
一
心

　帰
命
尽
十
方

無
碍
光
如
来

　願
生
安
楽
国

（
世
尊
。我
、一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に 

  

帰
命
し
て
、安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。）

（『
真
宗
聖
典
第
二
版
』一
四
五
頁
）

尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
は
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
あ

り
、安
楽
国
と
は
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
の
こ
と

で
す
。天
親
菩
薩
は
、一
心
に
帰
命
し
て
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
への
往
生
を
願
い
ま
し
た
。

　親
鸞
聖
人
以
前
か
ら
信
心
や
菩
提
心
と
い
っ
た

こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。天
親
菩

薩
の「
一
心
に
」と
い
う
視
座
は
、こ
れ
ら
の
課
題
に

大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
で
す
。

　こ
の「
一
心
に
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、さ

ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
中

に
、「
一
心
に
」を
求
め
る
あ
ま
り
か
え
っ
て
背
を
向

け
て
し
ま
い
が
ち
な
私
た
ち
の
姿
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

　ひ
か
り
を
少
し
で
も
感
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る

人
は
、ひ
か
り
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
宝
石
や
金

属
な
ど
を
集
め
よ
う
と
し
ま
す
。た
く
さ
ん
集
め

る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、少
し
で
も
良
い
も
の
、

大
き
い
も
の
を
選
ぶ
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。そ
の
宝

石
な
ど
は
、ひ
か
り
を
感
じ
さ
せ
、い
ず
れ
も
貴
重

な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。し
か
し
、一
つ
と
し
て
ひ

か
り
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
ら
を
一
所

懸
命
に
集
め
て
い
る
内
に
、い
つ
の
間
に
か
宝
石
の

鑑
定
に
熱
中
し
て
し
ま
い
、ひ
か
り
そ
の
も
の
は
二

の
次
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

   

　ひ
か
り
を
求
め
て
、ひ
か
り
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
を
求
め
る
あ
ま
り
、か
え
っ
て
ひ
か
り
に

背
を
向
け
て
し
ま
う
の
で
す
。こ
れ
で
は
、と
て
も

「
一
心
に
」と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　天
親
菩
薩
が
示
す
「
一
心
」
を
、親
鸞
聖
人
は

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
」（『
歎
異

抄
』第
一
条『
真
宗
聖
典
第
二
版
』七
六
七
頁
）と
も
表
現
し

て
い
ま
す
。念
仏
す
る
に
し
て
も
、ど
の
よ
う
な
声

で
か
、何
度
か
、称
え
た
ら
ど
う
な
る
か
、な
ど
ば
か

り
に
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。し
か
し
、念
仏

の
心
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、す
で
に
ひ
か
り
が

届
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　こ
の「
一
心
に
」に
ひ
か
り
を
見
い
だ
し
た
の
が
、

天
親
菩
薩
で
し
た
。親
鸞
聖
人
は
、天
親
菩
薩
の

こ
の
着
目
点
を
「
一
心
の
華
文
」（『
教
行
信
証
』信
巻

『
真
宗
聖
典
第
二
版
』二
三
六
頁
）と
た
た
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、「
一
心
か
ら
咲
い
た
華
の
よ
う
な
文
」（『
解
読

教
行
信
証
上
巻
』一
六
〇
頁
）と
い
う
意
味
で
す
。

 

て
ん   

じ
ん    

ぼ     

さ
つ
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し
ん 

じ
ん

                                          

いっ 

し
ん

        

いっ 

し
ん

                                               

こ
ん  

ご
う 

し
ん

        

こ
ん  

ご
う 

し
ん           

ぼ   

だ
い  

し
ん

                      

し
ん

                                         

た   

り
き

                                                                              

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
う  

ば   

だ
い  

し
ゃ 

が
ん
し
ょ
う
げ

             

                 

せ  

そ
ん    

わ
れ    

いっ 

し
ん       

じ
ん 

じ
っ  

ぽ
う  

む    

げ   

こ
う 

に
ょ  

ら
い         

                 

き
み
ょ
う                

あ
ん
ら
く
こ
く                                           

が
ん

                                                            

﹅  

﹅   

﹅

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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１ ２

ステキな記念品をプレゼント！
き  ねん ひん

『真宗児童聖典』の物語をよんで、感想を送ってね！
手紙をくれたお友達には、

   しんしゅう じ どう せい てん        ものがたり                        かんそう　   おく

 て がみ                           ともだち 2024年
9月30日（月）
まで

〒600-8164 京都市下京区
諏訪町通六条下る上柳町199番地
青少幼年センター内「あかほんくん」あて

こちらの
QRコードから
投稿してください

宛先はこちら

ハガキ・封書 Web

こ
の
本
は
何
？

            

ほ
ん     

な
に

王
さ
ま

や
め
て
ま
で

何
が

し
た
か
っ
た

ん
だ
ろ
う
！？

い
い
こ
と
に

気
づ
い
た
ね
。

浄
土
と
い
う
国
を

つ
く
っ
て
だ
ね…

あ
、聞
い
て
な
い…

き

無
量
寿
経

観
無
量
寿
経

阿
弥
陀
経

正
信
偈

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

あ    

み    

だ 

き
ょ
う

し
ょ
う
し
ん 

げ

３
つ
の
お
経
と
正
信
偈
が

ま
る
で
童
話
み
た
い
に

読
め
る
本
だ
よ
。

                        

き
ょ
う    

し
ょ
う
し
ん  

げ

                   

ど
う  

わ

  

よ               

ほ
ん

そ
う
だ
ね…

阿
弥
陀
さ
ま
は
、

ほ
と
け
さ
ま
に

な
る
前
は

王
さ
ま

だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、

あ
る
と
き
、

国
や
王
さ
ま

の
位
な
ど

す
べ
て
を
す
て
て
、

修
行
に

励
み
出
す
ん
だ
。

そ
れ
っ
て

ど
ん
な
物
語
な
の
？ 

親
鸞
さ
ま
が

大
切
に
し
た

教
え
っ
て

こ
ん
な
物
語

だ
っ
た
ん
だ
！

し
ん 

ら
ん

た
い 

せ
つ

お
し

                   

も
の
が
た
り

こ
の
３
つ
の
お
経
は

お
釈
迦
さ
ま
が

お
話
し
し
た

阿
弥
陀
さ
ま
の
物
語
で
、

正
信
偈
は
親
鸞
さ
ま
が

つ
く
っ
た
詩
な
ん
だ
よ
。

正信偈
しょうしん  げ

お経
きょう

正信偈
しょうしん  げ

お経
きょう

阿
難
よ
。

た
と
え
ほ
か
の
こ
と
は
忘
れ
て
も
、

こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
名
前
、

南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
は
、

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　

   ̶
 

170
ペ
ー
ジ

好
き
な
も
の
と
き
ら
い
な
も
の
、

善
い
も
の
と
悪
い
も
の
に
対
し
て

分
け
へ
だ
て
し
な
い
こ
こ
ろ
は
、

ま
る
で
大
地
の
よ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

̶
 

65
ペ
ー
ジ

わ
た
し
の
国
に

生
ま
れ
た
な
ら
、

聞
い
て
苦
し
む

言
葉
が

ひ
と
つ
も
な
い

よ
う
に
し
ま
す
。

　
　

̶
 

19
ペ
ー
ジ

 

あ 

な
ん

                                                  

わ
す

            

あ   

み   

だ                         

な 

ま
え

  

な  

む   

あ   

み   

だ 

ぶ
つ

わ
す

 

す

  

よ                       

わ
る                      

た
い

 

わ

                 

だ
い 

ち

                      

く
に

  

う

 

き           

く
る

こ
と 

ば

子ども園や家庭でも

　読まれているよ。

こ      えん    か てい

　 よ

東本願寺たかくらこども園
ひがしほんがんじ                                   えん

親子で毎日2ページを読み合いっこ
おや こ       まいにち                          よ        あ

どうぼうしんぶんきっず

本文紹介
ほんぶんしょうかい

事例紹介
じ れいしょうかい

感想募集
かんそう  ぼ しゅう

事例紹介
じ れいしょうかい

感想募集
かんそう  ぼ しゅう

本文紹介
ほんぶんしょうかい

Pick Up!

あかほんくんに手紙を送ろう！
て  がみ　  おく

あかほんくんに手紙を送ろう！
て  がみ　  おく

お送りいただいた感想は今後紹介させていただく場合があります。

君
は
明
日
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
出
会
う
の
だ
ろ
う
か

君
は
ど
ん
な
友
だ
ち
と
出
会
う
の
だ
ろ
う
か

君
は
つ
ら
く
悲
し
い
こ
と
に
も
出
会
う
か
も
し
れ
な
い

立
ち
は
だ
か
る
カ
ベ
が
あ
れ
ば
、懸
命
に
挑
戦
す
る
の
も
い
い

つ
ら
け
れ
ば
泣
け
ば
い
い

つ
ら
い
な
み
だ
は
、君
の
こ
こ
ろ
を
浄
化
し
、温
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う

悲
し
み
は
、君
を
や
さ
し
く
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

出
口
の
な
い
ト
ン
ネ
ル
で
迷
子
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

と
き
に
は
、損
を
し
、傷
つ
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

負
け
て
傷
つ
く
君
が
素
敵
な
と
き
も
あ
る

い
つ
か
、星
と
星
が
線
で
結
ば
れ
星
座
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

す
べ
て
の
こ
と
が
、い
つ
の
日
か「
無
駄
で
は
な
か
っ
た
」と
い
え
た
ら
い
い

ほ
ん
の
少
し
の
勇
気
を
小
さ
な
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か

君
に
は「
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
」が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か

「
目
に
は
見
え
な
い
世
界
」を
大
切
に
し
て
ほ
し
い

そ
し
て『
真
宗
児
童
聖
典
』と
共
に
歩
ん
で
ほ
し
い

き
み      

あ   

す                                            

で  

あ

き
み                     

と
も                  

で  

あ

き
み                    

か
な                                 

で  

あ

 

た                                                              

け
ん
め
い   

ち
ょ
う
せ
ん

　                        

な

　                                    

き
み                         

じ
ょ
う
か      

あ
た
た

か
な                  

き
み

  

で
ぐ
ち                                          

ま
い 

ご

　                     

そ
ん             

き
ず

 

ま           

き
ず          

き
み      

す  

て
き

                  

ほ
し    

ほ
し     

せ
ん     

む
す          

せ
い 

ざ

                                                      

ひ          

む  

だ

               

す
こ          

ゆ
う 

き       

ち
い                                      

い             

い

き
み

   

め             

み                  

せ 

か
い         

た
い
せ
つ

                  

し
ん
し
ゅ
う
じ
ど
う
せ
い
て
ん        

と
も     

あ
ゆ

しんしゅうじどうせいてん

君
た
ち
へ

 

き
み

『真宗児童聖典』まえがきより

お
う

な
に

 

きじ
ょ
う
ど               

く
に

                                 

き
ょ
う

      

し
ゃ  

か       

      

は
な

 

あ   

み   

だ                   

も
の
が
た
り

し
ょ
う
し
ん 

げ       

し
ん
ら
ん

                     

う
た

 

あ   

み   

だ

            

ま
え

お
う

く
に      

お
う

    

く
ら
い

し
ゅ
ぎ
ょ
う

は
げ       

だ

                 

も
の
が
た
り

東本願寺出版真宗児童聖典（1,100円（税込））のご注文はこちら
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〒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。

義父の記憶

　義父が亡くなり25年が過ぎました。今年
の4月に年忌法要を勤めていただき、その際
お寺さんといろいろな思い出話をしました。
　義父は真面目で頑固なところもありまし
たが、とても優しい人でした。そして手先も
器用で、竹で花器などを作ってくれていまし

た。また、お昼ごはんを食べた後には、沖縄
戦の壮絶な体験を、よく私に話してくれまし
た。海の中に1日中潜って敵の兵から身を
隠していたこと、沖縄の人たちに助けられた
こと。辛かったんだろうなと思います。テレビ
で沖縄戦のことが取り上げられるたびに

思い出します。
　ご住職さんと話をしながら思わず涙が
出ました。ご住職さんもとっても良い方で、
優しくにこにこと話をされてありがたく思っ
ております。

『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

福岡県北九州市

鶴本 和子（78歳）
つるもと　かず こ

　このたびの宗会（常会）では、2024年度の宗務執
行方針の他、2022年度決算や2024年度予算等の
財務案件、諸条例案などが審議され、当局が提案した
案件（宗議会30案件、参議会27案件）に加え、宗議会
及び参議会ともに議員発議された建議（案）を含む全
案件はすべて可決された。可決された条例及び主な
案件は以下のとおり。

● 宗務改革の推進に関する条例の一部を改正する条例
● 宗務改革推進本部職制の一部を改正する条例
● 京都教区の発足に伴う関係条例の整備に関する条例
● 教区改編に伴う京都教区の選出教区会議員の定数に
　関する特別措置条例

● 教育条例の一部を改正する条例
● 親鸞仏教センター条例の一部を改正する条例
● 大谷祖廟総合整備事業準備積立金に関する
　特別措置条例

● 2024年緊急達例公示第1号「令和6年能登半島地震に伴う組門徒会員及び教区門徒会員の選定並びに
   参議会議員の選挙に関する緊急達令」について承認を求める件
● 真宗大谷派所有土地（京都市上京区梶井町（一部））処分の承諾を求める件
● 真宗大谷派所有土地（京都市上京区梶井町（公募対象地））処分の承諾を求める件
● 長浜教区・京都教区の教区改編に伴う京都教区発足の議決を求める件
● 真宗大谷派所有建物の基本財産設定について議決を求める件
● 宗会における決算審査及び決算承認の早期化を求める
　建議［宗議会・参議会議員発議］

2024年 宗会（常会） 【第75回宗議会・第72回参議会】

お知らせ
　東本願寺の飛び地境内地である渉成園（枳殻邸）。その
美しさや魅力をご紹介する動画を、東本願寺公式YouTube
チャンネルにて公開しています。ぜひご覧ください。

　将来にわたり園内の建物・庭園の保全管理をさらに充実
させていくため、7月1日から庭園維持寄付金を以下のとおり
改定いたしました。ご協力いただいた方には参観を楽しめる
『渉成園ガイドブック』を贈呈します。今後も真宗本廟参拝の
際には、ぜひ渉成園にお立ち寄りください。

　8月1日から約1カ月
間、京都駅周辺の賑わ
いづくりを目的とした「下
京・京都駅前サマーフェ
スタ」が開催されます。東
本願寺では、この取り組
みの一環として、僧侶の
案内のもと、早朝の涼し

い時間帯に真宗本廟の法要に参拝し、渉成園で朝食を召し上がって
いただく催しを開催します。非日常のひと時をお楽しみください。
　さらに、8月30日の夕方から31日にかけ
て、お東さん広場にて「おひがしさん門前
フェスタ」を開催します。
　さまざまな催しがありますので、詳細は
東本願寺公式ホームページをご覧いただ
き、ぜひ足をお運びください。

渉成園PR動画公開

お東さんで朝涼み ～早朝参拝と渉成園で朝ごはん～

ひ が し

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

　令和6年能登半島地震に対し、2024年6月18日まで
に210,936,572円救援金を宗派にお寄せいただきま
した。このたび災害救援本部会議において被害のあっ
た教区に対し、1回目の給付を決定いたしました。
　各教区への給付額は以下のとおりです。

　あらためて救援金勧募にご協力いただいたすべての
方に対し、衷心より厚く御礼申し上げるとともに、宗派で
は引き続き「令和6年能登半島地震」に対
する救援金の勧募をしております。皆さま
の温かいご支援をお願い申し上げます。

令和6年能登半島地震の
救援金給付について

能登教区
新潟教区
富山教区
金沢教区

2億円
100万円
100万円
500万円

教 区 給付額

可
決
し
た
条
例

そ
の
他
可
決
し
た
案
件

（
一
部
）

救援金総額  236,652,711円 （2024年7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。

渉成園

実施期間

6：15 受付開始
7：00 晨朝法要参拝
8：00 朝食  ※朝食後自由参観

8月18日、25日、9月1日、8日
（4日間とも日曜日）

募集定員 各回30人

予約・詳細はホームページを
ご確認ください

参加費 1人5,000円
（朝食・庭園維持寄付金を含む）

日  程

庭園維持寄付金を改定しました

東本願寺公式HP ➡

昨年の
「おひがしさん
門前フェスタ」
の様子

朝食の御膳

参議会での採決の様子参議会での採決の様子

き こく てい

ご
注
文
は 075-371-9189T

E
L

A5判・218頁／定価：1,100円（税込）
真宗児童聖典

東本願寺青少幼年センター メール相談室　　������������������������������

総ルビで読みやすい！
「優しく温かい言葉だと感じた」
「大人でも楽しめる内容だった」
など、好評の声を頂いています。

浄土三部経と正信偈の
“こころ”と“ねがい”にふれる

HPからも
ご注文が
できます
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好評 
発売中!

見やすく、読みやすい体裁に①

宗祖が付した左訓を収録②
研究成果を踏まえた本文に③

年表の充実④
学習への配慮⑤

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年  慶讃記念事業

大判 1,424頁・ケース付き／定価：4,950円（税込）
小判 1,424頁・ケース付き／定価：4,400円（税込）

東本願寺出版
おすすめ本

詳しい書籍情報は
東本願寺出版 　

ご注文・お問い合わせは

075-371-9189T
E
L

075-371-9211F
A
X

本尊と向き合う時と
場が相続されにくく
ある現代において、
親鸞聖人の言葉や
その姿勢から、本尊
を前に合掌し〝南無
阿弥陀仏〟と称える
ことの大切さを尋ね
る小冊子。

金沢教区 浄土寺 大窪 康充 著　
新書変形判 24頁／定価：110円（税込）

合掌のすがた
―帰依三宝の称名念仏―

どうして念仏申すのか―。

『真宗聖典 第二版』
大判用カバーも
発売中！

『真宗聖典』（第二版・初版）に収載されている聖教の本文の検索を
行うことができます。

HPからも
ご注文が
できます

仏事冊子最新刊

聖教編纂室 編

主な特徴

◆『同朋新聞』は前号で創
刊800号という節目を迎え
ました。東本願寺公式ホー
ムページで公開している
WEB版『同朋新聞』7月号の
表紙は、創刊号から100号、
200号と歴代の表紙を掲載
し、これまでの変遷を振り
返る特別仕様になっており
ます。紙版でお読みの方は、
ぜひWEB版もご覧くださ
い。また、過去1年分のバッ
クナンバーも公開中です。
私が生まれるよりずっと前
から、みなさまとともに歩ん
できた『同朋新聞』の歴史を
感じ、あらためて心を込め
て編集に取り組んでいきた
いと背筋の伸びる思いがし
ました。
◆今号は、各連載に加え、
4・5面で2024年宗会の宗
務総長演説、6・7面で2024
年度の宗派予算を掲載し、
7月から新年度を迎えた真
宗大谷派の2024年度の方
針をお伝えしております。久
しぶりの12面構成でお送り
しておりますので、みなさま
隅々までお読みいただけま
すと幸いです。 （古賀）

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9月10日（火）（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8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！

◆「人間といういのちの相」給食をとおして地域の文化や世界
情勢などが学べることを知り、毎日の学校給食の献立を意識
して食べたいと思いました。（岐阜県10代）

◆「特集」2009年に上山研修した時のことは今でも心の中に
しっかり生きています。それからの人生にどれほど役立ったか。
ありがたく思っています。（新潟県80代）

メールでも応募できます！

6
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

5月号を読んで

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！

あ
お
う
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！8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

9

5

7

8
10

11

2

1 「人間といういのちの相」〇〇〇〇真緒さんは、思春
期保健相談士です。（2・3面）
2024年度は教区・組・地方機関での教化活ど〇〇
〇〇んに、24億6,545万円が支出される見込みで
す。（6・7面）
8月1日から約1カ月間、京都駅周辺のに〇〇〇づく
りを目的とした「下京・京都駅前サマーフェスタ」が開
催されます。（11面）
「現在を生きる」今月は小松大聖寺教区通信員な〇
〇に寧さんが執筆しています。（8面）
「真宗聖典検索サイト」では、『真宗せ〇〇〇』（第二
版・初版）に収載されている聖教の本文の検索を行う
ことができます。（12面）
東本願寺青少幼年センター 〇〇〇相談室 
sagaesan@higashihonganji.or.jp（11面枠下）
東本願寺の飛〇〇境内地である渉成園（枳殻邸）。そ
の美しさや魅力をご紹介する動画を、東本願寺公式
YouTubeチャンネルにて公開しています。（11面）

当派の最高議決機関である宗会（常
会）が招集され、5月30日から6月11
日まで宗議会が、6月7日から12日ま
で〇〇〇〇いが開かれました。（4面）
「今月の法話 如是我聞」今月のタイト
ルは「〇〇が結ばれ星座となった物
語」です。（1面）
「縁―お寺の掲示板―」今月の言葉
は「〇〇〇になっても びっくりするこ
とが一杯 それは 逃げ場なしの身が
思い知らされるとき」です。（8面）
「どうぼうしんぶんきっず」『真宗児童
聖〇〇』を漫画でご紹介しています。
（10面）
宗務〇〇〇ょう演説の全文は宗派
ホームページをご覧ください。（5面）

プレゼント付

B

D

C

A7 8

43

6

9

10 11

21

5

読者のこえ

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、8月10～18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）
8月の定例法話

8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

【日時】毎日14時～

【時間】9時30分～11時
【講師】8月4日    茨田 通俊氏
　　　　　　　　 （大阪教区願光寺住職）
　　   8月18日  井上 尚実氏
　　　　　　　　 （大谷大学教授）
　　   8月25日  室井 美千博氏
　　　　　　　　 （三木清研究会事務局長）

交流ギャラリー
「東本願寺の今昔」展 開催中

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♪

※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

2024年

※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

真宗本廟
おみがき奉仕団
〈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）

真宗本廟報恩講奉仕団

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。

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。

【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。

〈2泊3日〉11月20日（水）～22日（金）
11月24日（日）～26日（火）

11月27日（水）～29日（金）満館

〈1泊2日〉11月20日（水）～21日（木）
11月24日（日）～25日（月）

11月27日（水）～28日（木）満館
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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
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