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か
つ
て
東
井
義
雄
師
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ「
こ
こ
ろ
の
時

代
」で
、5
歳
の
保
育
園
児
の
つ
ぶ
や
き
と
し
て
紹
介
さ

れ
た
言
葉
が
よ
く
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

　
　「
僕
の
舌
動
け
」と
い
う
た
と
き
は

　
　
も
う
動
い
た
あ
と
や
　
僕
よ
り
先
に

　
　
僕
の
舌
動
か
す
の
は
何
や

　
5
歳
の
お
子
が
、自
分
が
生
き
て
い
る
存
在
の
根
底

の
は
た
ら
き
を
感
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。お
念
仏
の
ご

縁
の
中
で
育
た
れ
た
の
か
、自
分
の
思
い
以
前
に
自
分
を

動
か
し
て
い
る
不
思
議
に
問
い
を
立
て
る
、柔
ら
か
で
新

鮮
な
生
命
感
覚
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
こ
ん
な
小
さ
な
子
が
、い
や
小
さ
い
子
だ
か
ら
こ
そ

素
直
に
身
体
で「
不
思
議
」を
感
じ
取
る
の
か
。

　
親
鸞
様
は
、阿
弥
陀
仏
は「
自
然
の
は
た
ら
き
を
私

た
ち
に
知
ら
せ
る
ご
方
便
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、「
自
然
と

い
う
は
、も
と
よ
り
し
か
ら
し
む
る
と
い
う
こ
と
ば
な

り
」と
。私
の
外
に
見
る
自
然
現
象
で
な
く
、私
を
生
か

し
め
て
い
る
生
命
根
源
の
お
は
た
ら
き
と
。

　
人
間
は
そ
の
命
を
私
有
化
し
自
我
が
芽
生
え
る
と
、

元
の
い
の
ち
を
忘
れ
て
専
ら
自
我
が
描
く
夢
の
実
現
に

生
き
る
。で
も
身
体
は
決
し
て
忘
れ
な
い
。

　「
私
よ
り
先
に
心
臓
を
動
か
し
て
い
る
の
は
何
や
」

　「
私
を
か
く
在
ら
し
め
て
い
る
の
は
何
や
」

　
こ
の
身
に
自
然
力
は
い
つ
も
問
い
か
け
て
い
る
。

僕
の
舌
動
か
す
の
は
何
や

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

京
都
マ
ラ
ソ
ン
に
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
今
月
の
写
真

宗
派
で
は
、入
院
中
の
子
ど
も
に
付
き
添
う
ご
家
族
が
、安
心
し

て
休
息
で
き
る
滞
在
施
設（
ド
ナ
ル
ド・マ
ク
ド
ナ
ル
ド・ハ
ウ
ス
京

都
）の
整
備
を
進
め
る
京
都
府
公
立
大
学
法
人
に
対
し
、京
都

市
上
京
区
に
所
有
す
る
土
地
を
無
償
貸
与
す
る
計
画
を
進
め

て
い
ま
す
。地
元
京
都
の
開
設
募
金
委
員
会
が
取
り
組
ん
で
い

る
活
動
を
応
援
す
る
た
め
、京
都
マ
ラ
ソ
ン
2
0
2
5
に
宗
派

関
係
者
が
、チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ラ
ン
ナ
ー
の一
員
と
し
て
出
場
し
ま

し
た
。当
日
は
、参
加
者
約
1
6
、0
0
0
人
の
中
、二
人
と
も

ゴ
ー
ル
ま
で
無
事
に
走
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

※東井義雄…1912年～1991年。浄土真宗本願寺派の僧侶。「いのちの教育」の探求に尽くした教育者。

ソメイヨシノをはじめ、
さまざまな種類の桜を
楽しめます♪

開門・閉門時間
5：50～17：30
主な法要・行事
4月1日～5日
　　　　 春の法要4月15日
立教開宗記念法要

開館時間
9：00～17：00
休館日
毎週火曜日

開園時間
9：00～17：00
（受付は16：30まで）
庭園維持寄付金
大　人 700円以上／
中高生 300円以上／
小学生以下　無 料
今月の見どころ

絵本コーナー
畳敷きのコーナーでゆっくりと絵本に
親しむことができます。 ※貸出可能（16：30まで）

Pick up
一般参拝案内【無料】　毎日2回 （9：30・15：00）
職員が御影堂と阿弥陀堂をご案内します。
※都合により、休止日もあります。

Pick up

inform
ation

「ドナルド・マクドナルド・ハウス
京都」の開設に向け募金活動を
おこなっています。

詳しくはこちら▶

光華女子学園 職員

岡村 優依さん
真宗大谷派宗務所 職員

海 雄二さん
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令和6年能登半島地震で被害に遭われました被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い申し上げます

（1）  第809号 2025年（令和7年）4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

『
万
葉
集
』を
と
お
し
て
ど
う
い
っ
た
こ
こ
ろ

が
見
え
て
き
ま
す
か
。

　
万
葉
集
は
極
め
て
複
雑
な
技
巧
を
持
って
い

̶

上
野
さ
ん
は
、『
万
葉
集
』に
は
素
朴
で

お
お
ら
か
な
歌
だ
け
が
集
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、

る
も
の
も
あ
れ
ば
、現
代
語
で
聞
い
て
も
わ
か

る
ぐ
ら
い
わ
か
り
や
す
い
歌
も
あ
って
、い
ろ
い

ろ
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、尊
さ
を

感
じ
ま
す
。ま
た
技
巧
だ
け
で
は
な
く
、恋
心

を
訴
え
る
も
の
も
あ
れ
ば
、恋
心
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
楽
し
げ
に
歌
う
歌
も
あ
る
し
、い
ろ

ん
な
場
面
の
歌
が
あ
る
。そ
う
い
う
歌
に
接
す

る
こ
と
で
、日
本
人
の
こ
こ
ろ
が
耕
さ
れ
て
ゆ

く
の
で
す
。

　
い
ろ
ん
な
も
の
を
読
め
ば
、ど
こ
か
に
、自
分

の
今
の
こ
こ
ろ
に
フ
ィッ
ト
す
る
も
の
も
あ
る

し
、そ
の
時
に
理
解
で
き
な
く
て
も
10
年
後
に

理
解
で
き
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

̶

『
万
葉
集
』が
つ
く
ら
れ
た
時
代
か
ら

現
代
ま
で
変
わ
ら
な
い
普
遍
的
な
も
の
は
ど

こ
で
感
じ
ら
れ
ま
す
か
。    

　『
万
葉
集
』に
は
部
立
と
い
う
歌
の
分
類
法

が
あ
っ
て
、最
初
が「
雑
歌
」、こ
れ
は
日
常
を

歌
っ
た
歌
で
す
。次
が「
相
聞
」と
いって
、互
い

に
聞
く
と
い
う
恋
の
歌
の
こ
と
。最
後
が「
挽

歌
」、挽
き
歌
と
い
う
の
は
人
の
死
に
関
わ
る

歌
で
す
。日
常
を
生
き
、恋
を
し
て
、死
ぬ
と
い

う
、そ
れ
は
人
生
そ
の
も
の
で
す
。

　
恋
を
し
な
い
人
生
も
あ
る
と
言
う
人
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
土
地
や

物
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
の
恋
が
あ
る
し
、

日
々
の
生
活
だ
って
、ハ
レ（
非
日
常
）の
日
も
あ

れ
ば
、ケ（
日
常
）の
日
も
あ
る
。そ
し
て
死
と
い

う
も
の
も
避
け
ら
れ
な
く
て
、死
と
い
う
も
の

が
ど
う
い
う
も
の
か
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は

宗
教
の
大
き
な
役
割
で
す
。「
雑
歌
」「
相
聞
」

「
挽
歌
」の
３
つ
に
歌
を
分
類
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、大
き
な
思
想
体
系
で
す
よ
ね
。

　
そ
の
思
想
は
、普
遍
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。そ
し
て
、歌
集
は
必
ず
雑
歌
か
ら
入
り
ま

す
。そ
し
て
雑
歌
、相
聞
、挽
歌
と
い
う
部
立
が

あ
る
場
合
に
は
そ
の
順
番
は
崩
れ
な
く
て
、最

後
は
死
、こ
れ
は
当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
、相
聞
の
前
に
雑
歌
が
あ
る
ん
で
す
。そ
れ

は
日
常
の
中
に
し
か
恋
も
な
け
れ
ば
死
も
な
い

と
い
う
。日
常
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。偉

大
な
る
哲
学
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
、歌
を
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、人
間

の
営
み
の
一つ
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。そ
し

て
、全
て
の
営
み
に
お
い
て
、優
先
し
て
存
在
す

る
も
の
は
日
常
生
活
で
し
か
な
い
。日
常
の
中

に
宗
教
が
あ
って
、芸
術
が
あ
って
、そ
し
て
歌

が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。真
宗
門
徒
の
皆
さ

ん
に
は
、こ
の
歌
の
哲
学
と
和
讃
を
大
切
に
し

て
ほ
し
い
と
、切
に
願
って
お
り
ま
す
。

（
了
）

古
代
か
ら
変
わ
ら
な
い
人
の
こ
こ
ろ

̶

言
葉
に
よ
っ
て
人
は
気
持
ち
を
伝
え
ま

す
が
、一
方
で
言
葉
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
も

ど
か
し
さ
も
あ
り
ま
す
。ご
著
書
で
は「
言
葉

を
使
う
こ
と
は
言
葉
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
」と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
は
言
語
化
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。例
え

ば「
歯
が
痛
い
ん
だ
」と
い
う
ふ
う
に
私
が
言
っ

た
と
し
ま
す
ね
。そ
う
す
る
と
、名
詞
の「
歯
」、

助
詞
の「
が
」、そ
し
て
形
容
詞
の「
痛
い
」と
分

析
で
き
ま
す
。し
か
し
、10
年
前
の
虫
歯
治
療

の
時
の
痛
さ
と
、今
、親
知
ら
ず
が
痛
み
出
し

も
の
に
こ
そ
、深
い
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

̶

音
声
化
さ
れ
た
歌
と
い
う
も
の
を
大
事

に
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
の
で
す
ね
。

　
歌
と
い
う
も
の
は
、半
分
は
つ
く
っ
た
人
に
解

釈
の
権
利
が
あ
り
ま
す
が
、も
う
半
分
は
読
み

手
に
解
釈
の
権
利
が
あ
る
ん
で
す
。そ
し
て
そ

の
両
方
に
よ
って
一つ
の
歌
と
な
る
。読
み
手
の

想
い
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
て
、読
む
側

も
自
分
の
思
い
と
重
ね
て
読
ん
で
い
い
の
で

す
。五・
七・
五・
七・
七
の
短
歌
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
も
の
で
す
。こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
解
釈
を
一つ
定
め
て
、全
員
が
そ
の

よ
う
に
感
じ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方

は
、極
め
て
近
代
主
義
的
な
考
え
方
で
す
。歌

は
本
来
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。つ
く
っ
た

人
の
思
い
を
大
切
に
し
て
い
れ
ば
、ど
う
解
釈

し
て
も
よ
い
の
で
す
。

　
ま
た
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
移
民
政
策
が

進
ん
で
い
て
、多
様
な
言
語
の
話
者
が
い
る
の

で
、教
会
に
行
く
と
、時
間
帯
に
よって
さ
ま
ざ

ま
な
言
語
で
ミ
サ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。や
は

り
自
分
の
国
の
言
葉
で
祈
り
を
捧
げ
、歌
を
歌

う
こ
と
で
初
め
て
こ
こ
ろ
に
響
く
も
の
も
あ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、親
鸞
聖
人
の
和
讃
を
詠
う
こ
と

は
、親
鸞
さ
ん
の
こ
こ
ろ
が
そ
こ
で
よ
み
が
え
る

と
思
って
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
で
す
よ
ね
。

声
に
出
す
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

に
こ
だ
わ
り
ま
す
。例
え
ば『
古
事
記
』の
先
生

が
講
義
を
す
る
時
に
、「
天
地
初
め
て
発
く
る

時
、高
天
原
に
成
り
し
神
の
名
は
」と『
古
事

記
』の
内
容
を
声
に
出
し
た
瞬
間
に
、全
て
が

表
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。

　
奈
良
時
代
の
歌
人
、山
部
赤
人
は「
富
士
の

歌
」に「
語
り
継
ぎ 

言
い
継
ぎ
行
か
む 

富
士

の
高
嶺
は
」と
歌
って
い
ま
す
。つ
ま
り
、ど
ん
な

に
素
晴
ら
し
い
も
の
も
、語
り
継
ぎ
、言
い
継
い

で
い
か
な
け
れ
ば
、そ
れ
は
そ
の
時
代
に
生
命

を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
。だ
か
ら
や
は
り
、語
り
継
ぎ
、言
い
継
ぐ
こ

と
で
今
の
時
代
に
そ
の
こ
こ
ろ
が
生
き
る
の
で

あ
って
、語
り
継
ぎ
、言
い
継
ぐ
と
い
う
実
践
が

大
切
な
の
で
す
。

　
日
本
の
仏
教
の
祖
で
も
あ
る
聖
徳
太
子
の

歌
は
、い
ろ
い
ろ
と
歌
い
継
が
れ
て
い
ま
す
。『
日

本
書
紀
』に
あ
っ
た
歌
が
広
ま
って
、そ
こ
か
ら

形
が
変
わ
っ
た
も
の
が
ま
た『
万
葉
集
』に
も

入
って
い
る
の
で
す
。そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ

と
で
、歌
に
し
か
な
い
力
と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、人
々
の
生
活
の
中
で
歌
い
継
が
れ
て
く
る

た
痛
さ
、そ
し
て
ま
た
別
の
歯
が
炎
症
を
起
こ

し
た
時
の
痛
さ
は
、１
日
だ
って
同
じ
痛
さ
で

も
な
い
し
、1
秒
だって
同
じ
痛
さ
で
は
な
い
は

ず
で
す
。で
も
、言
語
化
し
て
し
ま
う
と
同
じ

「
歯
が
痛
い
」に
な
っ
て
し
ま
う
。「
ず
き
ず
き

痛
い
」「
し
く
し
く
痛
い
」な
ど
と
表
現
し
た
と

こ
ろ
で
、痛
み
の
全
て
が
言
い
表
せ
ら
れ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
言
語
化
と
い
う
も

の
は
、多
く
の
も
の
を
捨
て
去
って
い
く
作
業
で

も
あ
る
の
で
す
。

　
他
に
も
、「
私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
ま
す
」

と
言
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。そ
の
言
葉
を
言
っ
た

と
こ
ろ
で
、そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
気
持
ち
が
伝

わっ
た
と
は
言
う
け
れ
ど
も
、ど
う
い
う
ふ
う
に

愛
し
て
い
る
か
が
伝
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

で
す
よ
ね
。も
し
結
婚
し
て
い
る
関
係
で
あ
る

な
ら
ば
、結
婚
生
活
が
終
わ
る
、つ
ま
り
別
れ

た
り
死
ん
だ
り
す
る
直
前
ま
で
の
そ
の
人
の
行

動
に
よって
そ
れ
は
表
さ
れ
る
わ
け
で
、言
葉
だ

け
で
気
持
ち
が
伝
わ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す

よ
ね
。で
す
か
ら
、言
語
化
す
る
と
い
う
こ
と
は

多
く
の
も
の
を
捨
て
去
る
行
為
だ
と
い
う
こ
と

も
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

̶

言
葉
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、

言
い
尽
く
せ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
も

理
解
し
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。で
も
、私
た
ち
は
そ
の
言
葉

を
歌
い
継
い
で
い
く
時
、そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

歌
う
の
か
と
考
え
ま
す
よ
ね
。そ
の
時
に
そ

の
言
い
尽
く
せ
な
い
想
い
は
よ
み
が
え
って
き

ま
す
。

　
歌
と
い
う
も
の
は
、感
情
を
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ

イ
加
工
し
た
よ
う
な
も
の
で
、声
に
出
し
て
初

め
て
よ
み
が
え
る
の
で
す
。

　
古
典
の
先
生
も
、優
秀
な
人
ほ
ど
音
声
化

言
葉
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
も
の

上
野 

誠
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
歌
」に
よ
って
伝
わ
る
人
の
こ
こ
ろ

1960年、福岡生まれ。國學院大学大
学院文学研究科博士課程満期退
学。博士（文学）。國學院大學文学部
教授（特別専任）。奈良大学名誉教
授。万葉文化論の立場から、歴史学・
民俗学・考古学などの研究を応用し
た『万葉集』の新しい読み方を提案
している。

人
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
触
れ
ら
れ
る
、

こ
こ
ろ
の
文
化
財
な
の
で
す
。そ
う

思
って
、こ
れ
ま
で
研
究
を
続
け
て

き
ま
し
た
。

̶

「
歌
」と
は
私
た
ち
に
と
っ

て
ど
う
い
う
存
在
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
た
ち
人
類
の
歴
史
の
中
で
重
要
な
出
来

事
は
、火
を
使
え
る
よ
う
に
なっ
た
こ
と
な
ん
で

す
ね
。火
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、他
の

動
物
か
ら
襲
わ
れ
な
く
な
り
、火
を
囲
ん
で
集

団
で
生
活
す
る
こ
と
に
よ
って
、言
語
が
発
達

し
ま
す
。ま
た
、火
を
使
う
こ
と
に
よ
って
、従

来
食
料
で
な
かっ
た
も
の
が
食
料
に
な
り
ま
し

た
。こ
れ
は
人
類
史
の
中
で
大
き
な
出
来
事
で

し
た
。そ
こ
か
ら
、音
楽
も
発
展
し
ま
す
。つ
ま

り
、「
歌
」と
は
、人
間
に
備
わ
って
い
る
一つ
の

能
力
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。例

え
ば
、私
た
ち
は
外
国
語
の
歌
を
聴
い
て
も
、

̶

上
野
さ
ん
が『
万
葉
集
』を
研
究
さ
れ

た
き
っ
か
け
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
の
家
は
、福
岡
市
博
多
に
あ
る
零
細
な

洋
品
店
で
し
た
が
、福
岡
は
俳
句
を
た
し
な
む

人
が
と
て
も
多
く
、母
親
も
九
州
で
は
有
名
な

俳
人
で
、親
戚
に
も
俳
人
が
多
く
い
ま
し
た
。

そ
し
て
ま
た
、歴
史
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、歴
史

の
研
究
者
に
な
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、大
学

入
試
で
史
学
科
に
合
格
で
き
ず
、日
本
文
学

科
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
ぜ
日
本
文
学
科
に
進
ん
だ
か
と
い
う
と
、

日
本
文
学
は
広
く
言
え
ば
、人
の
こ
こ
ろ
の
歴

史
を
探
求
す
る
か
ら
で
す
。私
が
研
究
対
象
と

し
て
い
る『
万
葉
集
』は
、8
世
紀
の
半
ば
に
で

き
ま
す
が
、4
、5
1
6
首
も
の
歌
が
20
巻
に

わ
け
ら
れ
て
収
載
さ
れ
て
い
る
、非
常
に
大
き

な
書
物
で
す
。そ
し
て
、お
お
よ
そ
7
世
紀
後

半
か
ら
8
世
紀
半
ば
ま
で
の
間
に
生
き
て
い
た

意
味
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、感
情
は
伝
わ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。人
は
、言
葉

と
音
楽
で
感
情
を
伝
え
る
動
物
な
の
で
す
。

̶

人
は
歌
を
と
お
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
よ
り
親
密
に
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ

う
ね
。歌
だ
か
ら
こ
そ
伝
わ
る
世
界
と
い
う

も
の
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
で
す
ね
。宗
教
を
例
に
取
る
と
、お
堂

の
中
で
声
明
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
も
宗
教
に

接
す
る
方
法
で
す
よ
ね
。親
鸞
聖
人
が
書
か
れ

た
和
讃
も
、実
際
の
言
葉
、音
声
で
触
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。親
鸞
聖
人
は
、言
葉
を
残
さ

れ
た
学
問
の
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、そ
の
こ
こ

ろ
を
歌
で
伝
え
る
こ
と
で
も
、教
化
を
な
さ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、仏
教
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。も

と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
語
で
書
か
れ
て
い
た
聖
書
が

ラ
テ
ン
語
に
な
り
、ラ
テ
ン
語
が
広
ま
る
と
同

時
に
ド
イ
ツ
語
、フ
ラ
ン
ス
語
、英
語
に
訳
さ

れ
、そ
し
て
多
く
の
人
た
ち
が
母
国
語
で
聖

書
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
って
キ
リ

ス
ト
教
も
、世
界
宗
教
に
な
り
ま
し
た
。そ
し

て
、グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
や
讃
美
歌
へ
と
広
が
り

ま
し
た
。

「
歌
」の
持
つ
力

歌
を
聴
い
た
時
に
、歌
詞
や
歌
い
手
の
感
情
に
胸
を
打
た
れ
た
り
、当
時
の
思

い
出
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。私
た
ち
真
宗
門
徒
が

親
し
む
歌
に
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
が
著
さ
れ
た『
浄
土
和
讃
』『
高
僧
和
讃
』『
正

像
末
和
讃
』が
あ
り
ま
す
。毎
日
6
首
ず
つ
読
み
詠
う
こ
と
を
毎
日
の
勤
め
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。歌
を
と
お
し
て
伝
わ
る
も
の
は
い
っ
た
い
な
ん

な
の
で
し
ょ
う
か
。日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
歌
集
で
あ
る『
万
葉
集
』を
研
究

さ
れ
て
い
る
上
野
誠
さ
ん
の
お
話
か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

聖徳太子

『感じる万葉集 
雨はシクシクと降っていた』
上野誠 著
定価：1,595円（税込）
KADOKAWA 刊

角川選書
角川選書ビギナーズ

響きの言葉から心の世界を読み解く、
新しい入門書。

上
野
さ
ん
の
最
新
刊 の

ま
こ
と

う
え

あ
め
つ
ち

た
か
ま
が
は
ら

や
ま
べ
の
あ
か
ひ
とし

ょ
う
と
く
た
い 

し

た
が
や

い
と
な

し
ょ
う
み
ょ
う

ひ
ら

ぶ  

だ
て

ぞ
う 

か
そ
う
も
ん

ば
ん

か

ひ

う
た

た
か 

ね

す
が
た う

た

じ
ょ
う 

ど    

わ    

さ
ん

し
ょ
う

こ
う 

そ
う

ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

ぞ
う 

ま
つ
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鈴村暁子さん

　雪
が
降
る
中
、榮
恩
寺
に
取
材
に
伺
っ
た
。榮
恩
寺
の
掲
示
板
は
、

道
に
面
す
る
鐘
楼
門
に
あ
る
。蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
法
要
に

あ
わ
せ
た
本
堂
の
改
修
の
際
、寺
の
世
話
人
の
方
が
製
作
さ
れ
、そ
れ

以
来
、月
に
一
度
は
掲
示
板
に
載
せ
る
言
葉
を
更
新
す
る
よ
う
に
し
て

い
る
そ
う
だ
。

　住
職
は
、「
掲
示
板
に
は
、あ
ま
り
難
し
す
ぎ
ず
、興
味
を
持
っ
て
も

ら
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
を
選
ぶ
よ
う
心
掛
け
て
い
る
。詩
集
や
絵

本
か
ら
の
言
葉
を
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
り
、印
刷
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、親
し
み
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
自
分
で
手
書
き
す
る
こ
と
も
多

い
」と
語
ら
れ
た
。

　境
内
に
は
樹
齢
四
百
年
の
枝
垂
桜
が
あ
り
、地
域
で
も
有
名
だ
。

「
春
に
な
れ
ば
満
開
の
桜
を
見
に
訪
れ
る
方
が
い
る
が
、寺
に
足
を
運
ん

で
も
ら
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
は
掲
示
板
も
同
じ
役
割
を
持
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
」と
住
職
は
語
る
。時
々
門
徒
の
方
や
観
光
客
が
立
ち
止

ま
っ
て
掲
示
板
を
眺
め
て
い
る
そ
う
だ
。

　現
代
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
何
も
考
え
ず
と
も
答
え
が
出
て
し
ま
う

時
代
だ
が
、ふ
っ
と
掲
示
さ
れ
た
言
葉
を
見
て「
何
だ
ろ
う
？
」と
疑
問

を
持
つ
こ
と
こ
そ
、掲
示
板
の
意
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　春
に
は
満
開
の
枝
垂
桜
が
咲
く
こ
と

だ
ろ
う
。ま
た
お
寺
を
訪
れ
た
い
。

　岐
阜
県
の
南
東
部
に
あ
る
第
12
組

は
、門
徒
の
方
と
と
も
に
活
発
な
教
化

活
動
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、推
進
員
の
養

成
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。鈴
村
暁
子

さ
ん
も
、願
わ
れ
て
推
進
員
養
成
講
座

に
参
加
さ
れ
た
一
人
だ
。

　暁
子
さ
ん
が
真
宗
と
深
い
関
わ
り
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、今
か
ら
18
年

ほ
ど
前
の
こ
と
。仕
事
を
辞
め
て
時
間

的
に
余
裕
が
で
き
、推
進
員
養
成
講

座
の
誘
い
を
受
け
た
の
が
き
っ
か
け
。そ

れ
ま
で
は
仕
事
と
家
事
に
明
け
暮
れ

て
、忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
、お
寺
は
先

祖
の
供
養
の
場
で
、お
葬
式
や
法
事
の

時
に
お
世
話
に
な
る
と
こ
ろ
と
い
う
認

識
で
、関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。し
か

し
、講
座
に
参
加
す
る
う
ち
に「
仏
教

は
今
を
生
き
る
私
た
ち
が
、ど
う
生
き

て
い
け
ば
い
い
の
か
を
考
え
さ
せ
て
く
れ

る
教
え
で
は
な
い
か
」と
思
い
始
め
た
そ

う
だ
。身
の
回
り
で
も
、心
配
事
は
絶
え

ず
あ
り
、毎
日
心
を
痛
め
る
ニュ
ー
ス
が

流
れ
、生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
る
時
代
の

中
で「
私
だ
け
で
な
く
、誰
も
が
悩
み
、

迷
い
、心
の
拠
り
所
を
求
め
て
い
る
。こ
ん

な
時
代
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て

仏
教
は
大
切
な
心
の
拠
り
所
に
な
る
の

で
は
な
い
か
？
」。そ
ん
な
思
い
を
抱
い
た

暁
子
さ
ん
は
、講
座
が
修
了
し
た
後
、

組
や
お
寺
の
法
話
会
な
ど
に
時
間
の
許

す
限
り
参
加
し
て
お
ら
れ
る
。「
わ
か
ら

な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
、お

話
を
聞
き
続
け
る
こ
と
で
、不
思
議
と

心
に
ス
ト
ン
と
落
ち
る
こ
と
も
あ
り
、そ
ん

な
時
は
う
れ
し
く
て
元
気
に
な
れ
ま

す
」と
語
ら
れ
る
。

　17
年
前
、本
山
で
の
後
期
講
習
の

折
に
見
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
テ
ー
マ『
今
、い
の
ち
が 

あ
な

た
を
生
き
て
い
る
』が
、よ
く
理
解
で
き

ず
に
い
た
そ
う
だ
が
、長
い
時
間
が
経

ち
、や
っと
こ
の
頃
ぼ
ん
や
り
と
つ
か
め
る

気
が
し
て
き
た
と
語
る
。「
長
い
時
の
流

れ
の
中
で
、た
く
さ
ん
の
先
祖
が「
い
の

ち
」を
つ
な
い
で
く
れ
て
今
の
私
が
あ
る
。

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
宇
宙
時
間
で
考
え

る
言
葉
。こ
の
貴
重
な
私
の
人
生
を
、大

切
に
生
き
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
を
強

く
持
た
せ
て
く
れ
る
言
葉
で
す
ね
」と

受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

　「講
座
に
参
加
し
て
18
年
も
た
ち
ま

す
が
、ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
気
持

ち
で
す
。こ
れ
か
ら
も
法
話
会
に
参
加

し
て
、「
私
の
」い
の
ち
を
一
生
懸
命
生
き

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
」。

　確
か
に「
い
の
ち
が
生
き
る
」こ
と
を

受
け
取
ら
れ
、暁
子
さ
ん
は
、歩
み
続

け
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。

新潟県上越市頸城区百間町669-1
住職  宮本 亮二

に

　し
ょ 

み
や

　が
く

二
所
宮 

岳

新
潟
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第257回

生るき
い ま

現在を
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
。

榮恩寺（新潟教区 高田13組）

「
呼
ぶ
」は
自
分
が
声
を
出
す

こ
と
。「
喚
ぶ
」は
、法
要
が
始

ま
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
喚
鐘

の
よ
う
な
、阿
弥
陀
仏
か
ら

の
換
び
か
け（
招
喚
）で
す
。

私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏

と
称
え
る
声
は
、同
時
に
、阿

弥
陀
仏
が
私
た
ち
に
換
び
か
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。そ
の
こ

と
を
皆
さ
ん
に
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
、甲
斐
和
里
子
さ
ん
の
言
葉

を
参
考
に
し
ま
し
た
。

岐
阜
高
山
教
区
通
信
員

か   

わ
い
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子
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　小
豆
念
仏

　慢 　罪
悪
深
重

一
形
悪
を
つ
く
れ
ど
も

　専
精
に
こ
こ
ろ
を

か
け
し
め
て

　つ
ね
に
念
仏

　せ
し
む
れ
ば

　諸
障
自
然
に

の
ぞ
こ
り
ぬ

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 
第
二
版
』五
九
七
頁
）

道
綽
禅
師  

三

【
現
代
語
訳
】

生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
悪
を
な
し

て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も

専
ら
精
い
っ
ぱ
い
に
心
を
か
け
て

つ
ね
に
念
仏
す
る
よ
う
に
と
願
わ
れ
て

い
る
の
で

さ
ま
ざ
ま
な
障
り
も
自
然
に
除
か
れ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。 第　　回16

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　道
綽
禅
師
は
、私
た
ち
が
生
き
て
い
る
世
界
は

末
法
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。末
法
に
生
き
て
い
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
は
、一
形

（
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
）悪
を
作
って
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。そ
の
た
め
、親

鸞
聖
人
は
私
た
ち
の
こ
と
を「
罪
悪
深
重
」（『
歎
異

抄
』第
一
条『
真
宗
聖
典
第
二
版
』七
六
七
頁
）と
捉
え
ま
す
。

　と
こ
ろ
が
、自
分
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
悪
い
存
在
で

は
な
い
と
感
じ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。自
分
が
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
ま
で

は
言
わ
ず
と
も
、周
囲
を
見
回
し
て
自
分
は
そ
ん

な
に
悪
く
は
な
い
と
の「
思
い
」を
抱
き
が
ち
で
す
。

　仏
教
で
は
、こ
れ
は
、極
め
て
危
う
い
状
態
だ
と

さ
れ
ま
す
。

　そ
れ
と
い
う
の
も
、こ
の「
思
い
」は
、自
分
の
行
為

そ
の
も
の
を
丁
寧
に
確
認
し
た
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
す
。た
だ
、何
と
な
く
、他
者
と
比
較
し
て
そ
の

よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。た
と
え

適
切
で
は
な
い
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、

「
そ
ん
な
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
」、「
こ
の
程
度
の
こ

と
を
大
げ
さ
に
非
難
す
る
の
が
お
か
し
い
」、「
も
っ

と
悪
い
人
が
い
る
」な
ど
と
、い
く
ら
で
も
言
い
訳
が

出
て
き
ま
す
。

　こ
の「
思
い
」を「
慢
」と
い
い
ま
す
。「
思
い
上
が
り
」

と
い
う
こ
と
で
す
。必
要
以
上
に
謙
遜
す
る
の
も
、あ

り
の
ま
ま
に
自
ら
を
見
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、慢
と

さ
れ
ま
す
。こ
の
慢
を
う
ち
破
る
の
は
た
や
す
い
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
し
て
や
、末
法
の
世
で
は
か

な
り
難
し
い
こ
と
で
す
。

　し
か
し
な
が
ら
、念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、末
法

で
あ
っ
て
も
行
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
れ
は
、

阿
弥
陀
仏
の
勧
め
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　道
綽
禅
師
は
、人
び
と
に
次
の
よ
う
な
方
法
を

提
案
し
ま
し
た
。念
仏
を
ひ
と
た
び
称
え
る
ご
と

に
袋
の
中
か
ら
小
豆
を
一つ
取
り
だ
し
、念
仏
を
数

え
る
よ
う
に
勧
め
た
の
で
す
。木
の
実
を
糸
で
つ
な

ぎ
、そ
の
実
を
繰
る
こ
と
で
念
仏
を
数
え
る
こ
と
も

教
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。現
在
の
念
珠
が「
数
珠
」

と
も
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

　こ
れ
は
、念
仏
の
数
を
競
わ
せ
た
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。も
の
を
数
え
る
と
き
、自
然
と
そ
の
対
象
に

集
中
し
ま
す
。小
豆
を
袋
か
ら
取
り
出
す
動
作
を

伴
え
ば
、そ
の
効
果
は
さ
ら
に
増
し
ま
す
。専
ら
念

仏
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
配
慮

で
し
た
。

　た
だ
念
仏
の
み
に
集
中
し
て
い
る
状
況
で
は
、慢

も
な
け
れ
ば
悪
を
な
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。念

仏
を
称
え
る
こ
と
が
、阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
応
じ
た

こ
と
だ
か
ら
で
す
。念
仏
が
湧
き
出
て
い
る
状
況
で

は
、さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
も
自
然
と
除
か
れ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。道
綽
禅
師
は
、こ
の
念
仏
と
い
う
行
為

に
、末
法
の
世
に
ふ
さ
わ
し
い
ひ
か
り
を
見
い
だ
し

た
の
で
し
た
。

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

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。
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鈴村暁子さん

　雪
が
降
る
中
、榮
恩
寺
に
取
材
に
伺
っ
た
。榮
恩
寺
の
掲
示
板
は
、

道
に
面
す
る
鐘
楼
門
に
あ
る
。蓮
如
上
人
五
百
回
御
遠
忌
法
要
に

あ
わ
せ
た
本
堂
の
改
修
の
際
、寺
の
世
話
人
の
方
が
製
作
さ
れ
、そ
れ

以
来
、月
に
一
度
は
掲
示
板
に
載
せ
る
言
葉
を
更
新
す
る
よ
う
に
し
て

い
る
そ
う
だ
。

　住
職
は
、「
掲
示
板
に
は
、あ
ま
り
難
し
す
ぎ
ず
、興
味
を
持
っ
て
も

ら
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
も
の
を
選
ぶ
よ
う
心
掛
け
て
い
る
。詩
集
や
絵

本
か
ら
の
言
葉
を
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
り
、印
刷
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、親
し
み
を
も
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
自
分
で
手
書
き
す
る
こ
と
も
多

い
」と
語
ら
れ
た
。

　境
内
に
は
樹
齢
四
百
年
の
枝
垂
桜
が
あ
り
、地
域
で
も
有
名
だ
。

「
春
に
な
れ
ば
満
開
の
桜
を
見
に
訪
れ
る
方
が
い
る
が
、寺
に
足
を
運
ん

で
も
ら
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
は
掲
示
板
も
同
じ
役
割
を
持
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
」と
住
職
は
語
る
。時
々
門
徒
の
方
や
観
光
客
が
立
ち
止

ま
っ
て
掲
示
板
を
眺
め
て
い
る
そ
う
だ
。

　現
代
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
何
も
考
え
ず
と
も
答
え
が
出
て
し
ま
う

時
代
だ
が
、ふ
っ
と
掲
示
さ
れ
た
言
葉
を
見
て「
何
だ
ろ
う
？
」と
疑
問

を
持
つ
こ
と
こ
そ
、掲
示
板
の
意
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　春
に
は
満
開
の
枝
垂
桜
が
咲
く
こ
と

だ
ろ
う
。ま
た
お
寺
を
訪
れ
た
い
。

　岐
阜
県
の
南
東
部
に
あ
る
第
12
組

は
、門
徒
の
方
と
と
も
に
活
発
な
教
化

活
動
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、推
進
員
の
養

成
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。鈴
村
暁
子

さ
ん
も
、願
わ
れ
て
推
進
員
養
成
講
座

に
参
加
さ
れ
た
一
人
だ
。

　暁
子
さ
ん
が
真
宗
と
深
い
関
わ
り
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、今
か
ら
18
年

ほ
ど
前
の
こ
と
。仕
事
を
辞
め
て
時
間

的
に
余
裕
が
で
き
、推
進
員
養
成
講

座
の
誘
い
を
受
け
た
の
が
き
っ
か
け
。そ

れ
ま
で
は
仕
事
と
家
事
に
明
け
暮
れ

て
、忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
、お
寺
は
先

祖
の
供
養
の
場
で
、お
葬
式
や
法
事
の

時
に
お
世
話
に
な
る
と
こ
ろ
と
い
う
認

識
で
、関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。し
か

し
、講
座
に
参
加
す
る
う
ち
に「
仏
教

は
今
を
生
き
る
私
た
ち
が
、ど
う
生
き

て
い
け
ば
い
い
の
か
を
考
え
さ
せ
て
く
れ

る
教
え
で
は
な
い
か
」と
思
い
始
め
た
そ

う
だ
。身
の
回
り
で
も
、心
配
事
は
絶
え

ず
あ
り
、毎
日
心
を
痛
め
る
ニュ
ー
ス
が

流
れ
、生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
る
時
代
の

中
で「
私
だ
け
で
な
く
、誰
も
が
悩
み
、

迷
い
、心
の
拠
り
所
を
求
め
て
い
る
。こ
ん

な
時
代
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て

仏
教
は
大
切
な
心
の
拠
り
所
に
な
る
の

で
は
な
い
か
？
」。そ
ん
な
思
い
を
抱
い
た

暁
子
さ
ん
は
、講
座
が
修
了
し
た
後
、

組
や
お
寺
の
法
話
会
な
ど
に
時
間
の
許

す
限
り
参
加
し
て
お
ら
れ
る
。「
わ
か
ら

な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
、お

話
を
聞
き
続
け
る
こ
と
で
、不
思
議
と

心
に
ス
ト
ン
と
落
ち
る
こ
と
も
あ
り
、そ
ん

な
時
は
う
れ
し
く
て
元
気
に
な
れ
ま

す
」と
語
ら
れ
る
。

　17
年
前
、本
山
で
の
後
期
講
習
の

折
に
見
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
テ
ー
マ『
今
、い
の
ち
が 

あ
な

た
を
生
き
て
い
る
』が
、よ
く
理
解
で
き

ず
に
い
た
そ
う
だ
が
、長
い
時
間
が
経

ち
、や
っと
こ
の
頃
ぼ
ん
や
り
と
つ
か
め
る

気
が
し
て
き
た
と
語
る
。「
長
い
時
の
流

れ
の
中
で
、た
く
さ
ん
の
先
祖
が「
い
の

ち
」を
つ
な
い
で
く
れ
て
今
の
私
が
あ
る
。

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
宇
宙
時
間
で
考
え

る
言
葉
。こ
の
貴
重
な
私
の
人
生
を
、大

切
に
生
き
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
を
強

く
持
た
せ
て
く
れ
る
言
葉
で
す
ね
」と

受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

　「講
座
に
参
加
し
て
18
年
も
た
ち
ま

す
が
、ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
気
持

ち
で
す
。こ
れ
か
ら
も
法
話
会
に
参
加

し
て
、「
私
の
」い
の
ち
を
一
生
懸
命
生
き

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
」。

　確
か
に「
い
の
ち
が
生
き
る
」こ
と
を

受
け
取
ら
れ
、暁
子
さ
ん
は
、歩
み
続

け
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。

新潟県上越市頸城区百間町669-1
住職  宮本 亮二

に

　し
ょ 

み
や

　が
く

二
所
宮 

岳

新
潟
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第257回

生るき
い ま

現在を
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
。

榮恩寺（新潟教区 高田13組）

「
呼
ぶ
」は
自
分
が
声
を
出
す

こ
と
。「
喚
ぶ
」は
、法
要
が
始

ま
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
喚
鐘

の
よ
う
な
、阿
弥
陀
仏
か
ら

の
換
び
か
け（
招
喚
）で
す
。

私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏

と
称
え
る
声
は
、同
時
に
、阿

弥
陀
仏
が
私
た
ち
に
換
び
か
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。そ
の
こ

と
を
皆
さ
ん
に
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
、甲
斐
和
里
子
さ
ん
の
言
葉

を
参
考
に
し
ま
し
た
。

岐
阜
高
山
教
区
通
信
員

か   

わ
い

　

   

あ
や

河
合  

文

第20回

同朋の会での座談会の様子

鈴
村 

暁
子
さ
ん（
76
歳
）

岐
阜
高
山
教
区 

第
12
組

靈
仙
寺
門
徒

す
ず  

む
ら    

あ
き   

こ

『
今
、い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
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新刊

大判／定価：4,950円（税込）　
小判／定価：4,400円（税込）

真宗聖典 第二版

東本願寺出版の書籍は
書店でもお取り寄せできます

月刊『同朋』4月号
『仏教がみちびく、あらたな人生』

『真宗聖典 第二版』
収録の宗祖漢文著作の
翻刻を掲載。

聖教編纂室 編
Ａ５判 286頁 箱付き／
定価：4,400円（税込）

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

宗祖親鸞聖人
著作集 二

好評
発売中

A4判・オールカラー／60頁
定価：400円　　　／年間購読：4,200円税込・

送料別( ) 税込・
送料込( )
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　私
た
ち
は
、言
語
に
絶
す
る
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
先
の

戦
争
に
よ
って
、沖
縄
を
は
じ
め
、ア
ジ
ア
諸
国
、と
り
わ
け

中
国
、朝
鮮
半
島
の
人
々
に
多
大
な
被
害
を
与
え
て
き
た

こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　そ
し
て
、宗
門
も
、親
鸞
聖
人
の
仰
せ
に
な
き
こ
と
を

仰
せ
と
し
て
戦
争
に
協
力
し
、仏
法
の
名
の
も
と
に
、多
く

の
ご
門
徒
や
僧
侶
、学
生
ま
で
も
戦
場
に
送
り
出
し
、戦

没
者
を
は
じ
め
、残
さ
れ
た
遺

族
に
も
、計
り
知
れ
な
い
苦
痛

と
悲
し
み
を
強
い
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
、戦
争
の
激
流
の
最

中
に
非
戦
を
唱
え
、非
国
民
と

さ
れ
た
僧
侶
た
ち
を
見
捨
て
て

き
ま
し
た
。そ
の
罪
責
を
慚
愧

す
る
教
団
と
し
て
、自
ら
に
使

命
を
負
う
責
任
が
あ
り
ま
す
。

何
を
な
す
べ
き
か

　わ
た
し
た
ち
は
。

い
の
ち
奪
わ
れ
た
あ
な
た
方
が

い
の
ち
奪
わ
れ
て
な
お

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
い
の
ち
を

見
守
ら
ん
と
し
て
い
る
と
き
。

青
ざ
め
た
耳
底
に

あ
な
た
方
の
澄
み
き
っ
た
声
が
聞
こ
え
る
。

あ
な
た
方
の
声
。

そ
の
声
。

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ

　
　
　
　
　
　
　

  

『
追
弔
の
偈
』よ
り

　作 

高
史
明

未
然
に
防
止
す
る

努
力
を
惜
し
ま
な
い

詳細や各決議文は
こ
ち
ら
か
ら
⬅

　毎
年
4
月
2
日
、真
宗
本

廟
で
勤
ま
る「
春
の
法
要
」の

中
で
、「
全
戦
没
者
追
弔
法

会
」が
勤
修
さ
れ
ま
す
。こ
の

法
会
は
、鎮
魂・慰
霊
の
儀
式

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。戦
争
で

命
を
奪
わ
れ
た
全
て
の
人
び

と
の
悲
し
み
と
痛
み
を
聞
き
、

そ
の
声
に
報
い
る
法
要
で
す
。

そ
れ
は
、日
本
の
軍
人
や
民

間
人
と
い
っ
た
被
害
の
面
の

み
な
ら
ず
、日
本
の
犠
牲
と

な
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
を
は
じ

め
と
し
た
諸
外
国
の
人
び
と

も
含
ま
れ
ま
す
。戦
争
と
い

う
人
間
の
罪
業
を
暴
き
出

す
よ
う
な
痛
ま
し
い
現
実
に

向
き
合
う
時
、私
た
ち
は
全

戦
没
者
の
願
い
に
背
く
生
き

方
を
し
て
は
い
な
い
か
を
省

み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　2
0
2
5
年
は
戦
後
80
年

を
迎
え
ま
す
。世
界
で
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
や
ガ
ザ
が
戦
地
と

な
っ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、日

本
に
お
い
て
も
基
地
問
題
で

沖
縄
が
置
か
れ
て
い
る
現
状

等
が
あ
る
今
、私
た
ち
の
足

元
を
確
か
め
て
い
き
ま
す
。

　戦
争
の
歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
中
で
、私
た
ち

は
戦
争
の
被
害
者
で
あ
る
と
と
も
に
、一
方
で
は
加

害
者
と
し
て
の
歴
史
も
問
わ
れ
て
き
ま
し
た
。「
正

義
」の
も
と
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
も
起
こ
し
て
し

ま
う
の
が
私
た
ち「
人
間
」で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、な

ぜ
戦
争
が
起
き
る
の
か
。ど
の
よ
う
な
社
会
構
造
が

戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
。過
ち
を
今
に
問
い
な

お
し
、未
来
に
伝
え
残
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　宗
門
は
、戦
後
50
年
と
な
る
1
9
9
5
年
に「
不

戦
決
議
」、戦
後
70
年
に「
非
戦
決
議
2
0
1
5
」を

表
明
し
ま
し
た
。そ
の
中
で
は
、人
間
で
あ
る
事
実

を
背
負
い
な
が
ら
も
、な
お「
惨
事
を
未
然
に
防
止

す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
」と
い
う
こ
と
が
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、近
年
の
世
界
情
勢
の
中
で

「
非
戦
決
議
2
0
2
2
」も
表
明
し
ま
し
た
。

　民
族・言
語・文
化・宗
教
の
相
違
を
越
え
て
、戦

争
を
許
さ
な
い
、豊
か
で
平
和
な
国
際
社
会
の
建
設

に
む
け
て
、か
つ
て
親
鸞
聖
人
が
呼
び
か
け
ら
れ
た

安
穏
な
る
世
を
、今
の
私
た
ち
の
社
会
の
中
で
問
い

続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

仰
せ
に
な
き
こ
と
を

仰
せ
と
し
て

   

世
の
な
か
安
穏
な
れ

           ―

非
戦
・平
和
への
願
い―

太平洋戦争開戦時に製作された葩
はなびら

真宗本廟で行われた学徒出陣の壮行式

非戦・平和沖縄研修会

御影堂門に立てられた
「挺身殉国」の看板
ていしんじゅんこく

けんしょう
非戦平和展 2022年全戦没者追弔法会シンポジウム非戦を唱えた僧侶の顕彰

さ
ん 

か

ざ
ん 

き

あ
ん

　
　

 

の
ん

・

・・・

この記事に関するお問い合わせは 解放運動推進本部 （075-371-9247）まで
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　1月28日、災害発生時に被
災地の多様なニーズに迅速に
対応し、被災者支援の強化を
図ることを目的として、全国に
約600店舗を展開し、品数を
豊富に揃えるコーナン商事株
式会社と協定書を締結した。
　宗派では、災害発生時に被災者支援の一環として、必要に応じて
被災地へ宗務役員を派遣している。令和6年能登半島地震が発生
した際にも、地震発生の2日後から宗務役員を派遣し、必要な物資
の確保と供給に努めてきたが、被災地の状況や物資のニーズは刻々
と変化し、適切な物資を迅速に確保することが課題となっていた。
　このたびの協定締結により、災害発生時には宗派からの要請に
応じて、コーナン商事株式会社から被災者支援に必要な物資を
優先的に供給いただくことが可能となる。これにより、物資の調達
がより円滑になり、迅速かつ適切な支援を行う体制が整うことが
期待される。

「是旃陀羅問題
学習テキスト
講習会」開催

お知らせ

　2月4日から6日にかけて、今年
度からの「是旃陀羅」問題に関す
る新たな取り組みの一つとして、

「是旃陀羅問題学習テキスト講習会」が真宗本廟で開催され
た。学習テキスト『御同朋を生きる』の編纂に携わった宮下晴輝
前教学研究所長をはじめ、解放運動推進本部本部委員と教学
研究所研究職が講義等を担当し、3日間の日程の中で『御同朋
を生きる』を読みとおすことを基調とした。
　受講者は、教区における取り組みを推進するスタッフをはじ
め、教区・組における取り組みの中軸となる者が、前年度に「是
旃陀羅」問題に関する説明会を開催した教区から選定され、教
区駐在教導5人を含む25人が参加。章ごとに輪読・講義・全体
座談が行われ、テキストが作成された経緯を踏まえた全体概
要と、各章の要点を押さえ直し、本問題に関する学びを深めた。
　この講習会での学びを受講者が各教区で共有することで、
教区及び組における取り組みを推進し、さらなる全宗門的な
課題共有につなげていく。なお本講習会は、3月・4月にも同内
容での開催が予定されている。

ひ が し

レポート

郵便振替口座番号  00920-3-203053救援金口座

救援金総額
加 入 者 名 真宗大谷派 

246,142,310円 （2025年2月28日現在）
※通信欄に「令和6年能登半島地震」と
　ご記載ください。

救援金を勧募しています
宗派では、「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。
皆さまからの温かいご支援をお願い申し上げます。

〒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。

『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

岐阜県養老郡  橋本 陽彩（8歳）
はし もと　はる あ

飴野一郎／参議会議員、［小松大聖寺教区選出］金沢教区第4上組本誓寺門徒。
2025年1月30日逝去。84歳。2022年2月から2期にわたり参議会議員を務められた。

逝去の
お知らせ

コーナン商事株式会社と
「災害時における物資の供給
に関する協定書」を締結

教学研究所長に織田顕祐氏が就任

木越内局一部交代
―参務に轡田普善氏、山田孝彦氏が就任―

　全国のたくさんの
寺院、僧侶、門徒とと
もに教えを聞き、全世
界に真宗の教えを届
けていくため、このた
び、真宗大谷派宗務
役員として、諸事業に従事いただける方を募集いたします。
詳細は下記「職員採用特設ページ」をご覧ください。
　応募資格等、ご不明な点がありましたら、下記お問い合わ
せ先までお気軽にご相談ください。

【織田顕祐教学研究所長 略歴】
1954年、愛知県生まれ。大谷大学文学
部仏教学科卒業、大谷大学大学院文学
研究科博士課程仏教学専攻満期退学。
博士（文学）。真宗大谷派嗣講。大谷大学
名誉教授。専門は東アジア仏教思想史
研究、中国日本華厳教学研究、漢訳大乗
経典研究。
主な著書に『親鸞聖人と聖徳太子』
『2010年安居次講　大般涅槃経序説』
『2023年安居次講　『華厳経』綱要』（東
本願寺出版）、『華厳教学成立論』『暮ら
しの中に仏教を見つける』（法藏館）他。

　4月17日～23日（御下向）、5月2日～
9日（御上洛）にかけて「蓮如上人御影道
中」情報ポータルサイトにて御影道中一
行のGPSによる位置情報を公開します。
ぜひご覧ください。

真宗大谷派
宗務役員（一般職）募集！

蓮如上人御影道中
リアルタイム
位置情報公開

お問い
合わせ

真宗大谷派宗務所 総務部 
宗務役員募集係
TEL：075-371-9272

真宗大谷派 採用「蓮如上人御影道中」ポータルサイト

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

2026年4月1日付採用（試用期間あり）

応募資格

毎月お手次寺から届く『同朋新聞』。
学校から帰って宿題をした後に、
一生懸命解いてくれたそうです。

　2月27日付、木越内局（木越渉宗務総長）の一部交代があり、
那須信純参務、西受秀文参務が退任し、新たに轡田普善氏、山田
孝彦氏が参務に就任した。新たな内局の顔ぶれは次のとおり。

　2024年12月31日付で宮下晴輝教学研究所長
が退任したことに伴い、2月27日付で、織田顕祐氏
（岡崎教区顯明寺）が教学研究所長に就任した。
　教学研究所は、宗門における教学の研鑽や、現代
社会に応える教化の推進に必要な調査研究をおこ
なう機関で、「真宗教化センターしんらん交流館」に
設置されている。

古賀堅志参務［九州教区浄泉寺］
木越渉宗務総長［金沢教区光專寺］ 
長峯顕教参務［九州教区西福寺］ 【財務長】

轡田普善参務［富山教区照善寺］【儀式指導研究所長・首都圏教化推進本部長】
佐々木高参務［能登教区長福寺］ 【行財政改革推進本部長】 
山田孝彦参務［福井教区唯稱寺］ 【解放運動推進本部長・青少幼年センター長】

前列左より 後列左より

職員採用特設ページ

おんどうぼう

ご   げ  こう

ご じょうらく

ぜ　 せん    だ     ら

れん  にょ  しょう  にん   ご   えい   どう  ちゅう

あめ の いちろう

くつわ  だ    ひろ  よし

お　  だ    あき   ひろ

やま   だ   たか  ひこ

みやしたせい  き

御本尊は本山からお受けしましょう

定期刊行物および梱包配送料の価格改定のお知らせ
このたび、昨今の資材・運送費用の高騰に伴い、『真宗』・月刊『同朋』
誌購読料、『同朋新聞』年間発送料および梱包配送料の価格を改定
させていただくこととなりました。
購読者各位におかれましては、何卒これらの諸事情をご理解いただき、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

改
定
価
格

『同朋新聞』年間発送料
年間購読者・個別発送申込寺院
※発送先1件あたりの金額です。

2025年7月号より

3
2025年7月号より
単号：250円（税別）
年間購読：3,000円（税別）

月刊『同朋』誌
2025年7月号より
単号：400円（税別）
年間購読：4,000円（税別）

2

梱包配送料
2025年4月1日より

4

1
6
16
101

～5
～15
～100
～300

1,500円
1,800円
3,500円
5,000円

 0円～1,999円

 2,000円
　～9,999円

10,000円以上

400円

800円

  無 料  

部 数 年間発送料（税別） 購入合計金額（税抜）金額（税別）

※日時指定をご希望の場合は、
現行通り1,000円（税別）の追加
送料をいただきます。

『真宗』購読料　1
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絶
す
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禍
を
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た
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戦
争
に
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って
、沖
縄
を
は
じ
め
、ア
ジ
ア
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国
、と
り
わ
け

中
国
、朝
鮮
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の
人
々
に
多
大
な
被
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を
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た

こ
と
を
決
し
て
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れ
て
は
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ま
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ん
。

　そ
し
て
、宗
門
も
、親
鸞
聖
人
の
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き
こ
と
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に
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も
の
の
い
の
ち
を

見
守
ら
ん
と
し
て
い
る
と
き
。

青
ざ
め
た
耳
底
に

あ
な
た
方
の
澄
み
き
っ
た
声
が
聞
こ
え
る
。

あ
な
た
方
の
声
。

そ
の
声
。

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ

　
　
　
　
　
　
　

  

『
追
弔
の
偈
』よ
り

　作 

高
史
明

未
然
に
防
止
す
る

努
力
を
惜
し
ま
な
い

詳細や各決議文は
こ
ち
ら
か
ら
⬅

　毎
年
4
月
2
日
、真
宗
本

廟
で
勤
ま
る「
春
の
法
要
」の

中
で
、「
全
戦
没
者
追
弔
法

会
」が
勤
修
さ
れ
ま
す
。こ
の

法
会
は
、鎮
魂・慰
霊
の
儀
式

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。戦
争
で

命
を
奪
わ
れ
た
全
て
の
人
び

と
の
悲
し
み
と
痛
み
を
聞
き
、

そ
の
声
に
報
い
る
法
要
で
す
。

そ
れ
は
、日
本
の
軍
人
や
民

間
人
と
い
っ
た
被
害
の
面
の

み
な
ら
ず
、日
本
の
犠
牲
と

な
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
を
は
じ

め
と
し
た
諸
外
国
の
人
び
と

も
含
ま
れ
ま
す
。戦
争
と
い

う
人
間
の
罪
業
を
暴
き
出

す
よ
う
な
痛
ま
し
い
現
実
に

向
き
合
う
時
、私
た
ち
は
全

戦
没
者
の
願
い
に
背
く
生
き

方
を
し
て
は
い
な
い
か
を
省

み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　2
0
2
5
年
は
戦
後
80
年

を
迎
え
ま
す
。世
界
で
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
や
ガ
ザ
が
戦
地
と

な
っ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、日

本
に
お
い
て
も
基
地
問
題
で

沖
縄
が
置
か
れ
て
い
る
現
状

等
が
あ
る
今
、私
た
ち
の
足

元
を
確
か
め
て
い
き
ま
す
。

　戦
争
の
歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
中
で
、私
た
ち

は
戦
争
の
被
害
者
で
あ
る
と
と
も
に
、一
方
で
は
加

害
者
と
し
て
の
歴
史
も
問
わ
れ
て
き
ま
し
た
。「
正

義
」の
も
と
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
も
起
こ
し
て
し

ま
う
の
が
私
た
ち「
人
間
」で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、な

ぜ
戦
争
が
起
き
る
の
か
。ど
の
よ
う
な
社
会
構
造
が

戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
。過
ち
を
今
に
問
い
な

お
し
、未
来
に
伝
え
残
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　宗
門
は
、戦
後
50
年
と
な
る
1
9
9
5
年
に「
不

戦
決
議
」、戦
後
70
年
に「
非
戦
決
議
2
0
1
5
」を

表
明
し
ま
し
た
。そ
の
中
で
は
、人
間
で
あ
る
事
実

を
背
負
い
な
が
ら
も
、な
お「
惨
事
を
未
然
に
防
止

す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
」と
い
う
こ
と
が
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、近
年
の
世
界
情
勢
の
中
で

「
非
戦
決
議
2
0
2
2
」も
表
明
し
ま
し
た
。

　民
族・言
語・文
化・宗
教
の
相
違
を
越
え
て
、戦

争
を
許
さ
な
い
、豊
か
で
平
和
な
国
際
社
会
の
建
設

に
む
け
て
、か
つ
て
親
鸞
聖
人
が
呼
び
か
け
ら
れ
た

安
穏
な
る
世
を
、今
の
私
た
ち
の
社
会
の
中
で
問
い

続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

仰
せ
に
な
き
こ
と
を

仰
せ
と
し
て

   

世
の
な
か
安
穏
な
れ

           ―

非
戦
・平
和
への
願
い―

太平洋戦争開戦時に製作された葩
はなびら

真宗本廟で行われた学徒出陣の壮行式

非戦・平和沖縄研修会

御影堂門に立てられた
「挺身殉国」の看板
ていしんじゅんこく

けんしょう
非戦平和展 2022年全戦没者追弔法会シンポジウム非戦を唱えた僧侶の顕彰

さ
ん 

か

ざ
ん 

き

あ
ん

　
　

 

の
ん

・

・・・

この記事に関するお問い合わせは 解放運動推進本部 （075-371-9247）まで
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◆2・3面「人間といういのちの
相」では、万葉集の研究をさ
れている上野誠さんにお話を
伺いました。その中で、古典の
先生は音声化にこだわるとい
うお話をされています。私は、
その話を聞いた時に高校時
代の古典の先生を思い出し
ました。その先生も文章を音
声化することをとても大切に
されていて、必ず授業の始め
に文章を全員で音読していま
した。古典を受験科目の一つ
としかとらえていなかった当
時の私には、なぜ毎回音読を
しなければいけないのか理解
できず苦手な時間だったので
すが、今あらためて振り返る
と、声に出すことでその言葉
に表情がつき、感情や情景を
とらえることで古典の文章と
向き合う力になっていたのだ
と気づきました。試験のため
という縛りが消えた今、もう一
度古典の文章を味わってみ
ようかなという意欲がわきま
した。　◆1面下に渉成園の
「今月のみどころ」を掲載して
います。四季折々の花が咲く
渉成園からの季節の便りを
楽しんでいただければと思い
ます。(玉井)

編集
室だより

答え
A B C D

※答えはすべて「ひらがな」でお答えください。

郵便はがきまたはメールにて、❶「クロスワードパズ
ルの答え」❷「郵便番号」・「住所」・「氏名」・「年齢」・
「電話番号」と❸『同朋新聞』の感想や紙面に関する
要望を添えて、右記までご応募ください。今月号の
締め切りは5月10日（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4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。

◆能登教区報恩講が紹介されていたので
うれしかったです。（石川県60代）

◆能登節の伝承者である廣陵兼純氏の「節談説教」を一度聞いて
みたいと思います。（岐阜県90代）

メールでも応募できます！

2
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

し
B

ん
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

1月号を読んで

正解者の中から抽選で3名様に「東本願寺出版オリジナル図書カード1,000円分」、2名様に月刊『同朋』をプレゼントします！

ば
い
お
う

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！4月号の
『同朋新聞』を読むと、ほとんどの答えがわかります！！

ヨコのカギタテのカギ
1

3

4
5

6

8

7

9

10

11

2

1 宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗慶
讃テーマ「南無阿〇〇〇つ 人と生まれたこと
の意味をたずねていこう」（２・３面枠下）
京都マラソン2025にしゅ〇〇関係者が、チャリ
ティーランナーの一員として出場しました。（1面）
「人間といういのちの相」今月のタイトルは「「歌」
によって〇〇〇〇人のこころ」です。（2・3面）
「今月の法話 如是我聞」今月のタイトルは「ぼ〇
〇舌動かすのは何や」です。（1面）
「読者のお便り」今月の読者はクロスワードを〇
〇〇〇んと一緒に解いてくださいました。（7面）
一形悪をつくれども 専精にこころをかけしめて 
つねに〇〇〇つせしむれば 諸障自然にのぞこ
りぬ（５面）
上野誠さんは〇〇大学の名誉教授です。　　
（2・3面）

「縁―お寺の掲示板―」今月の言葉は「〇
〇〇〇を呼ぶわが声は み仏のわれを喚び
ます み声なりけり」です。（4面）
「ご案内」おみがき奉仕団は、盂蘭盆会を
迎えるにあたって、真宗本廟内の〇〇〇の
おみがきを中心とした奉仕団です。（８面）
毎年4月2日、真宗本廟で勤まる「〇〇〇
〇う要」の中で、「全戦没者追弔法会」が厳
修されます。（6面）
「縁―お寺の掲示板―」〇〇〇〇寺の境
内には樹齢四百年の枝垂桜があります。
（4面）
4月17日～23日（御下向）、5月2日～9日
（御上洛）にかけて「蓮如上人御影〇〇中」
情報ポータルサイトにて御影〇〇中一行の
GPSによる位置情報を公開します。（７面）

プレゼント付

A

D

C

B

6 7

9

43

5

8

10 11

21

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
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） 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
「非戦・平和展」（開催中～5月7日）
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）

4月の定例法話
【時間】毎日14時～（12日は10時～）
　　　  ※休館日、4月1日～5日、27日は休会。その他、
　　　 　 都合により休会する場合があります。

4月の東本願寺日曜講演
【時間】9時30分～11時
【講師】４月６日    名和 達宣氏（教学研究所所員）
　　   ４月13日  亀谷 亨氏
　　　　　　　  　（北海道教区即信寺前住職）
　　   ４月20日  藤元 雅文氏（大谷大学准教授）
　　   ４月27日  杉浦 道雄氏
　　　　　　　  　（名古屋教区称名寺住職）

交流ギャラリー
「お釈迦さまとその風景」展（開催中～4月7日）

真宗本廟奉仕に
参加してみませんか

※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

2025年
ご案内

おみがき奉仕団
2025年
7月1日（火）～3日（木）

2
泊

1
泊
2025年
7月1日（火）～2日（水）

入館中はお仲間や
他団体の方 と々カフェ
（無料）でほっこり♪

【参加費】
〈2泊3日〉18,000円、米2kg
（1升4合）または米代1,300円
〈1泊2日〉13,000円、米1.2kg
（8合）または米代800円

真宗本廟中学生・
高校生奉仕団
8月7日（木）～9日（土）

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

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

子ども奉仕団については『同朋新
聞』３月号7面をご確認ください。※上記は大人（15歳以上）の場合です。
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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




