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真
宗
大
谷
派

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

イ
ン
フ
ォ

ボールを蹴れるのは当たり前じゃない。
 忘れていた大事なことを教えられました。

　あ
る
ご
門
徒
の
女
性
の
言
葉
で
す
。「
私
の
実
家
の
祖
母

は
字
が
読
め
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
れ
で
も
孫
の
私
た
ち
と
一
緒

に
す
る
朝
夕
の
お
内
仏
で
の
お
勤
め
の
時
、字
が
読
め
な
い

の
に
、必
ず
お
勤
め
の
本
を
開
く
の
で
す
。驚
い
た
こ
と
に
、

お
勤
め
し
て
い
る
箇
所
を
正
確
に
開
い
て
い
ま
し
た
」と
。

　こ
の
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
方
も
亡
く
な
ら
れ
ま

し
た
が
、よ
く
聴
聞
さ
れ
た
方
で
し
た
。そ
の
方
の
お
ば
あ

さ
ん
は
わ
が
身
を
法
の
鏡
の
前
に
、聴
聞
し
て
お
ら
れ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。帰
命
の
生
活
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、そ
の

女
性
の
聞
法
の
姿
勢
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　相
続
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、安
田
理
深
先
生
が
教
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

仏
法
の
歴
史
に
た
す
け
ら
れ
て
、た
す
け
る
仏
法
の
歴

史
を
つ
く
る
。こ
れ
が
相
続
で
あ
る
。南
無
阿
弥
陀
仏

の
歴
史
と
い
う
も
の
が
歴
史
を
超
え
た
世
界
を
荘

厳
し
て
い
る
。そ
れ
が
浄
土
で
あ
る
。

（
安
田
理
深『
願
生
浄
土
』永
田
文
昌
堂
発
行
）

　「た
す
け
ら
れ
る
」と
い
う
こ
と
は
、自
身
を
懺
悔
し
仏
法

を
敬
う
こ
こ
ろ
を
育
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。相
続
と

い
う
こ
と
が
経
済
観
念
の
み
で
考
え
ら
れ
る
風
潮
の
中
で
、

聞
法
つ
ま
り
念
仏
の
相
続
が
大
切
な
道
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

聞
法
の
相
続

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

今
月
の
写
真

5
月
5
日
、真
宗
大
谷
派
学
校
連
合
会
加
盟
校
の
大
谷
高
等

学
校（
京
都
）サ
ッ
カ
ー
部
が
、石
川
県
輪
島
市
門
前
町
に
お
い

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
い
ま
し
た
。石
川
県
は
高
校
サ
ッ

カ
ー
の
遠
征
場
所
と
し
て
有
名
な
地
で
、同
部
も
思
い
入
れ

が
深
い
場
所
で
す
。今
回
の
能
登
半
島
地
震
の
被
害
状
況
を

知
り
、何
か
恩
返
し
が
で
き
な
い
か
と
考
え
、昨
年
の
夏
か
ら

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

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

inform
ation

真宗本廟
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

一般参拝案内【無料】　毎日2回 （9：30・15：30）
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

しんらん交流館
開館時間
9：00～17：00
休館日
毎週火曜日

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

クチナシが花をつける時期になります。園内の随所に
植えられており、香りもお楽しみいただけます。
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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811号 2025年（令和7年）6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

̶

地
域
の
つ
な
が
り
は
風
前
の
と
も
し
び

で
は
あ
り
ま
す
が
、考
え
方
が
一
緒
の
人
だ
け

で
は
な
く
、趣
味
や
年
代
も
全
然
違
う
人
と

そ
こ
に
集
ま
り
、顔
を
合
わ
せ
て
話
を
す
る

こ
と
が
大
事
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　
地
域
の
つ
な
が
り
自
体
が
本
当
に
財
産
だ

と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。実
際
の
と
こ
ろ
、都
市

部
で
は
も
う
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
し
ま
って
い
る
と

思
い
ま
す
。そ
し
て
そ
れ
は一
度
失
わ
れ
て
し
ま

う
と
、戻
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。お
祭
り
で

も
な
ん
で
も
、ま
だ
そ
の
か
た
ち
が
残
って
い
れ

ば
、そ
れ
を
存
続
さ
せ
た
り
、あ
る
い
は
か
た
ち

を
変
え
て
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
場
に
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
、そ
う
いっ
た
も
の

が
や
は
り
財
産
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ

と
が
大
事
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

̶

そ
う
い
う
意
味
で
は
、お
寺
と
い
う
場

所
も
、法
要
が
あ
っ
て
、み
ん
な
で
お
参
り
を

し
て
、お
話
を
聞
く
。そ
し
て
、お
茶
を
飲
み
な

が
ら
話
を
す
る
。普
段
顔
を
合
わ
せ
て
い
る

人
と
も
落
ち
着
い
て
話
が
で
き
る
。そ
の
こ
と

の
有
用
性
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。

　
そ
う
で
す
よ
ね
。で
す
か
ら
、法
事
な
ど
で

集
ま
る
こ
と
は
、大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。親
戚
に
も
い
ろ
ん
な
背
景
の
人
が
い
ま

す
か
ら
。普
段
会
わ
な
い
よ
う
な
人
た
ち
と
も

あ
ら
た
め
て
話
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、

そ
う
い
う
機
会
は
大
切
に
し
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
。

　
ま
た
、先
祖
か
ら
自
分
に
引
き
継
が
れ
て
い

る
も
の
を
意
識
し
、自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
つ
く
る
上
で
も
こ
う
いっ
た
機
会
は

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。個
人
で
生
き
て
い
く
と

いっ
て
も
、一
人
で
立
派
な
業
績
を
出
し
た
人

は
そ
れ
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
、

そ
う
で
は
な
い
人
は
自
信
の
も
て
な
い
根
無
し

草
み
た
い
に
な
って
し
ま
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

先
祖
か
ら
私
に
い
の
ち
が
つ
な
がって
い
る
と
い

う
考
え
方
そ
の
も
の
も
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
の

か
な
と
私
は
思
い
ま
す
ね
。

̶

そ
う
で
す
ね
。「
今
だ
け
、自
分
だ
け
」

で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、本
当
は
人

と
つ
な
が
り
な
が
ら
、過
去
か
ら
未
来
に
か

け
て
生
き
て
い
る
の
に
、現
在
は
そ
こ
を
ぶ
つ

ぶ
つ
と
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

（
了
）

さ
ま
ざ
ま
に
つ
な
が
れ
る「
場
」

大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。ど
ん
な
に
親
し
い
人

で
も
、電
車
で
１
時
間
半
か
け
な
い
と
会
え
な

い
と
な
る
と
、そ
の
関
係
に
弱
さ
を
抱
え
ざ
る

を
得
な
い
。で
す
か
ら
、地
域
の
つ
な
が
り
と
い

う
の
は
、今
一
度
見
直
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
し
、そ
の
意
味
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
って

く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
ね
。そ

う
いっ
た
中
で
、や
は
り「
場
の
力
」を
再
度
見

直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
今
の
私
た
ち
は
、技
術
の
進
化
に
よ
っ
て

人
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。し
か
し
、人
と
結
び
つ
く
って
結
構
大
変

な
ん
で
す
よ
ね
。何
か
理
由
を
つ
け
な
い
と
会

え
な
い
し
、わ
ざ
わ
ざ
連
絡
を
し
な
い
と
い
け

な
い
。一
方
で「
場
」を
ベ
ー
ス
と
す
る
と
結
構

気
楽
で
、約
束
を
し
て
い
な
く
て
も
、そ
こ
に
何

と
な
く
足
を
運
ん
だ
り
、ふ
らっ
と
散
歩
の
つ
い

で
に
寄
る
こ
と
だ
って
で
き
る
。そ
う
いっ
た
場

所
を
地
域
に
つ
く
る
こ
と
は
、と
て
も
大
事
で

す
。そ
う
し
た
場
の
力
と
い
う
の
が
、こ
れ
ま
で

何
と
な
く
見
過
ご
さ
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
の
上
で
、今
一
度
つ
な
が
り
を
保
つ
た
め
の

介
入
や
強
制
と
いっ
た
こ
と
に
も
、も
う
少
し

真
剣
に
向
き
合
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。こ
の
ま
ま
放
置
し

て
お
い
た
ら
、つ
な
が
り
が
必
需
品
で
は
な
く

嗜
好
品
に
なって
し
まって
、好
き
な
人
と
だ
け

つ
な
が
れ
ば
い
い
と
い
う
世
の
中
に
な
り
か
ね

な
い
。本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

時
期
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

の
か
と
い
う
と
、「
ち
ょっ
と
ぐ
ら
い
寂
し
く
て

も
、煩
わ
し
い
つ
な
が
り
を
持
つ
ぐ
ら
い
な
ら

独
り
で
も
い
い
よ
」と
い
う
人
は
少
な
く
な
い

で
し
ょ
う
。

　
で
も
、そ
う
し
て
独
り
で
い
る
と
、つ
な
が
る

た
め
の
筋
力
は
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
いって
し
ま

う
ん
で
す
。一
度
独
り
に
な
って
し
ま
う
と
、も

の
す
ご
い
力
を
入
れ
な
い
と
、人
と
つ
な
が
る
の

が
難
し
く
な
って
し
ま
う
。そ
し
て
、難
し
い
か

ら
、さ
ら
に
独
り
で
い
る
よ
う
に
な
って
、結
果

と
し
て
、つ
な
が
り
の
中
に
戻
って
こ
ら
れ
な
く

なって
し
ま
う
。

　
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、つ
な
が
る
た
め
の
筋

力
、体
力
を
鍛
錬
で
き
る
社
会
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、ど
ん
ど
ん
孤
立
が
深

ま
って
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
一
番
起
こ
り
う

る
未
来
な
ん
で
す
よ
ね
。

̶

隣
近
所
と
の
付
き
合
い
も
希
薄
に
な
る

中
で
、難
し
い
状
況
で
す
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。そ
の
中
で
も
、地
域
の
つ
な
が

り
は
、最
後
の
砦
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、つ
な
が
り
と
い
う
も
の
を

意
識
し
た
場
合
、距
離
が
近
い
こ
と
って
結
構

̶

そ
う
い
う
中
で
、あ
ら
た
め
て
人
と
人

と
が
つ
な
が
っ
て
い
く
の
は
難
し
い
の
で
し
ょ

う
か
。

　
や
は
り
こ
れ
か
ら
も
つ
な
が
り
が
ま
す
ま
す

減
って
い
く
可
能
性
は
無
視
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。

　
例
え
ば
、エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
と
階
段
が
あ
る

と
、健
常
者
で
あ
っ
て
も
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を

使
って
し
ま
う
人
は
多
い
で
す
よ
ね
。で
も
そ
う

し
て
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
使
って
い
る
と
、筋
肉

は
ど
ん
ど
ん
衰
え
、ま
す
ま
す
階
段
を
使
い
た

く
な
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。そ
し
て
、や
が
て

は
完
全
に
筋
肉
が
衰
え
て
、外
に
出
る
こ
と

も
大
変
に
なって
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
、そ
れ
と
同
じ
こ
と
が

言
え
ま
す
。今
の
社
会
は
、も
う
す
で
に
一
人
で

過
ご
し
や
す
い
社
会
な
ん
で
す
よ
ね
。一
人
で
で

き
る
娯
楽
も
た
く
さ
ん
あ
って
、さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
一
人
で
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
一
方

で
、つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
、楽
し
さ
も
あ
る

半
面
、面
倒
く
さ
さ
や
、煩
わ
し
さ
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。そ
う
な
っ
た
時
に
、わ
ざ
わ
ざ
人

と
つ
な
が
ろ
う
と
思
う
人
が
ど
れ
ぐ
ら
い
い
る

「
場
の
力
」を
も
う
一
度
見
直
し
て

石
田 

光
規
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

孤
独
と
つ
な
が
り〈
後
編
〉

1973年、神奈川県生まれ。早稲田大
学文学学術院教授。東京都立大学
大学院社会科学研究科社会学専攻
博士課程単位取得退学。博士(社会
学)。著書に、『「人それぞれ」がさみし
い─「やさしく・冷たい」人間関係
を考える』(ちくまプリマー新書)な
どがある。

を
言
え
な
い
、と
いっ
た
傾
向
が
あ
る
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、お
寺
の
立
ち
位
置
と

い
う
の
は
、見
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
と

思
う
ん
で
す
よ
ね
。お
寺
って
、通
常
の
関
係
と

は
一
歩
離
れ
た
立
ち
位
置
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、そ
う
いっ
た
場
だ
か
ら
こ
そ
言
え
る
、そ
う

いっ
た
場
だ
か
ら
こ
そ
聞
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
い
う
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

̶

そ
う
で
す
ね
。お
寺
は
日
常
の
つ
な
が

り
で
は
な
い
つ
な
が
り
が
で
き
る
立
ち
位
置

に
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、普
段
言
わ
な
い

こ
と
を
言
え
る
環
境
は
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。し
か
し
、困
っ
て
い
て
も
、な
か
な
か

S
O
S
を
出
せ
な
い
人
も
い
ま
す
よ
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
、多
く
の
人
は
そ
う
い
う
理
由

で
我
慢
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。政
府
や
行
政
も

い
ろ
ん
な
シ
ス
テ
ム
や
サ
ポ
ー
ト
制
度
を
整
え

て
い
て
、「
本
当
に
つ
ら
い
か
ら
助
け
て
ほ
し
い
」

と
い
う
人
に
は
、支
援
の
手
だ
て
は
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。

　
た
だ
、そ
う
い
う
悩
み
ご
と
を
言
わ
ず
に
、

内
に
と
ど
め
て
し
ま
う
人
も
い
る
。つ
ら
い
と

と
は
な
る
べ
く
人
に
伝
え
な
い
方
が
よ
い
と
感

じ
、友
人
関
係
か
ら
退
く
人
も
い
る
よ
う
な
社

会
で
す
。だ
か
ら
、悩
み
や
困
り
ご
と
が
あ
っ

て
、本
当
だ
っ
た
ら
人
に
話
し
た
い
な
と
思
って

い
て
も
、そ
こ
か
ら
新
た
な
関
係
を
築
く
の
は

と
て
も
難
し
い
。そ
う
いっ
た
問
題
が
一
番
現
れ

や
す
い
の
が
高
齢
者
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、親
の
介
護
が
始
ま
っ
た
人
で
、今

ま
で
の
交
友
関
係
の
中
で
は
明
る
い
キ
ャ
ラ
で

と
お
し
て
、楽
し
く
振
る
舞
って
い
た
人
が
い
た

と
し
ま
す
。し
か
し
、そ
の
関
係
の
中
で
は
親
の

介
護
が
始
ま
って
つ
ら
い
と
い
う
こ
と
が
な
か

な
か
言
い
出
せ
な
く
て
、交
友
関
係
を
自
ら

断
って
し
ま
う
人
。あ
る
い
は
ママ
友
の
グ
ル
ー

プ
で
、子
ど
も
が
何
ら
か
の
問
題
を
持
って
し

ま
っ
た
こ
と
を
伝
え
ら
れ
な
い
か
ら
と
、ママ
友

の
輪
か
ら
自
ら
外
れ
て
し
ま
う
人
。ど
ち
ら
も
、

基
本
的
に
は
い
い
関
係
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
た

い
と
思
って
し
ま
い
、友
だ
ち
だ
か
ら
こ
そ
悩
み

̶

現
代
は
、お
年
寄
り
の
孤
独
死
な
ど
、

高
齢
者
の
孤
独・孤
立
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
、高
齢
者
の
場
合
、自
分
か
ら
強
く

意
識
し
な
い
と
つ
な
が
り
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。で
す
か
ら
、孤
独・孤
立
に

陥
り
や
す
い
と
い
う
認
識
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ

て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。特
に
配
偶
者
が
亡

く
な
っ
て
、一
気
に
孤
独・孤
立
状
態
に
な
る

ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
で
す
。

　
前
も
って
趣
味
の
会
な
ど
何
ら
か
の
つ
な
が

り
の
中
に
入
って
い
れ
ば
い
い
で
す
が
、な
か
な

か
そ
う
いっ
た
備
え
を
す
る
人
は
多
く
あ
り
ま

せ
ん
。あ
ら
か
じ
め
つ
な
が
り
が
あ
れ
ば
、何
か

が
あ
っ
た
時
も
つ
な
が
り
の
中
で
悩
み
や
不
安

を
解
決
し
て
い
け
る
こ
と
も
あ
る
。し
か
し
、人

と
の
つ
な
が
り
って
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な

い
で
す
し
、ま
し
て
日
本
社
会
は
マ
イ
ナ
ス
な
こ

言
っ
た
ら
迷
惑
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
か
、言
う
の

が
恥
ず
か
し
い
と
か
、あ
る
い
は
も
う
そ
う
い

う
支
援
に
期
待
で
き
な
い
ぐ
ら
い
に
疲
れ
て
し

ま
って
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
ん

な
中
で
、声
を
上
げ
ら
れ
な
い
人
を
ど
の
よ
う

に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、

孤
独・孤
立
対
策
の
一
番
大
き
な
課
題
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

̶

昔
は
近
所
に
世
話
好
き
の
人
が
い
ま
し

た
が
、そ
う
い
う
人
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
ま

す
か
ら
、ど
う
し
て
も
重
大
な
状
況
に
な
る

ま
で
対
応
で
き
な
い
の
が
現
実
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
で
き
れ
ば
深
刻
な
状
態
に
な
る
前
に
何
と

か
し
た
い
の
で
す
が
、そ
の
前
段
階
で
気
づ
く

こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。

　
孤
独・孤
立
の
一
番
難
し
い
問
題
は
、「
一
人

で
い
る
こ
と
の
何
が
悪
い
ん
だ
」と
か
、「
一人
で

生
活
し
て
も
別
に
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」って
言
わ

れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。

　
な
ぜ
孤
独・孤
立
が
問
題
な
の
か
と
い
う

と
、孤
独・孤
立
に
な
っ
た
結
果
、精
神
的
に
病

ん
で
し
まっ
た
り
、孤
立
死
や
自
殺
と
いっ
た
悲

劇
的
な
事
態
に
陥
り
や
す
い
か
ら
で
す
。調
査

の
結
果
を
見
て
も
、孤
独・孤
立
が
マ
イ
ナ
ス
の

結
果
を
招
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
はっ
き
り

し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、そ
こ
で
難
し
い
の
は
、問
題
に
な
り

そ
う
な
孤
独・孤
立
と
、問
題
な
さ
そ
う
な
孤

独・孤
立
を
事
前
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
で
す
。「
大
丈
夫
だ
」と
言
って
い
る
人
を

見
て
、「
あ
な
た
、大
丈
夫
と
言
って
い
る
け
ど
、

だ
め
そ
う
な
の
で
介
入
し
ま
す
」、あ
る
い
は

「
あ
な
た
は
本
当
に
大
丈
夫
だ
か
ら
何
も
し
ま

せ
ん
」と
勝
手
に
判
断
し
て
し
ま
う
と
、そ
れ

だ
け
で
人
権
侵
害
に
なって
し
ま
う
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。で
す
か
ら
結
果
と
し
て
、「
大
丈

夫
」と
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
、信
じ
る
し
か
な

い
、そ
ん
な
状
況
で
す
。

̶

人
に
迷
惑
を
か
け
ら
れ
な
い
、人
に
頼

る
の
は
よ
く
な
い
と
い
っ
た
考
え
は
、日
本
人

に
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
明
ら
か
に
日
本
人
に
は
多
い
で
す
ね
。例
え

ば
日
本
の
生
活
保
護
制
度
の
場
合
、「
み
ん
な

が
お
金
を
出
し
て
、面
倒
を
見
て
あ
げ
て
い
る

制
度
」と
いっ
た
意
識
が
あ
って
、生
活
保
護
を

世
帯
も
増
え
て
個
人
社
会
に
な
り
、関
係
が

個
々
に
分
断
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、迷
惑

を
か
け
て
は
い
け
な
い
、と
い
う
ム
ラ
社
会
の

ル
ー
ル
が
残
って
し
まって
い
る
。そ
う
な
る
と
、

迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
範
囲
が
、よ
り

広
く
、こ
の
社
会
全
体
に
な
って
し
ま
う
わ
け

で
す
。そ
の
結
果
、一
人
ひ
と
り
が
相
手
の
見
え

な
い
社
会
の
中
で
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
と

過
ご
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

も
ら
う
時
点
で
人
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
よ
う

な
気
に
な
って
し
ま
う
。周
り
に
迷
惑
を
か
け

る
こ
と
は
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
、

非
常
に
強
い
国
だ
な
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
、

個
人
主
義
的
な
考
え
の
中
に
、社
会
に
迷
惑

を
か
け
て
は
い
け
な
い
と
いっ
た
考
え
が
強
固

に
残
って
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
昔
の
ム
ラ
社
会
の
中
に
お
い
て
は
、集
落
の

人
に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ル
ー

ル
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、今
や
単
身

高
齢
者
は
な
ぜ
孤
立
し
や
す
い
の
か
？

日
本
社
会
は
、地
縁
や
血
縁
で
強
く
つ
な
が
れ
て
い
た
ム
ラ
社
会
か
ら
、

個
人
を
尊
重
す
る
社
会
へ
と
変
化
し
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、そ
の
中
で
、

孤
独
感
に
悩
む
人
が
増
え
、孤
独
に
対
す
る
不
安
や
恐
れ
が
増
幅
し
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。先
月
に
引
き
続
き
、社
会
学
の
立
場
か

ら
孤
独
や
孤
立
に
つ
い
て
研
究
を
さ
れ
て
い
る
石
田
光
規
さ
ん
の
お
話

か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

だ

み
つ

の
り

い
し

す
が
た

わ
ず
ら

し 

こ
う
ひ
ん

お
と
ろ

と
り
で
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児玉さん（左） 安田さん（右）

　
町
の
中
心
に
佇
む
圓
成
寺
は
、地
域
の
人
々
と
深
く
つ
な
が
る

お
寺
で
あ
る
。地
域
を
挙
げ
て
の
一
大
行
事
で
あ
る
と
な
み
夜
高

ま
つ
り
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
約
３
カ
月
も
の
間
、祭
り
の
準
備
に

多
く
の
人
々
が
集
う
場
所
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
圓
成
寺
は
2
0
2
1
年
、お
寺
の
修
復
を
き
っか
け
に
掲

示
板
を
設
置
し
た
。掲
示
板
は
境
内
の
２
カ
所
に
設
け
ら
れ
、そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
言
葉
を
掲
示
し
て
い
る
。そ
の
う
ち
一つ
の
掲
示
板
は
、

市
の
こ
ど
も
園
に
隣
接
し
て
い
る
た
め
、普
段
あ
ま
り
お
寺
に
縁
の
な

い
人
の
目
に
も
留
ま
る
よ
う
な
言
葉
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
。

　「
言
葉
を
人
に
伝
え
る
の
は
と
て
も
難
し
い
。で
も
、書
き
続
け
る

こ
と
で
届
け
ら
れ
る
言
葉
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」そ
う
話
し
て
く

れ
た
の
は
、掲
示
板
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、法
語
を
書
き
続
け
て
い

る
若
坊
守
さ
ん
だ
。

　
言
葉
は
、す
ぐ
に
人
の
心
に
届
く
も
の
で
は
な
い
。ま
し
て
心
の
深
く

に
響
く
一
語
と
の
出
会
い
は
、き
わ
め
て
稀
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。だ
か

ら
こ
そ
、書
き
続
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。い
つ
か
誰
か
の
心
に
そ
っ

と
届
く
、そ
の
瞬
間
の
た
め
に
。こ
れ
か
ら
も
、地
域
と
仏
法
と
を
結
ぶ

場
と
し
て
、あ
た
た
か
な
縁
を
育
む
お
寺

で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

―
お
二
人
は
同
級
生
だ
と

　お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
中
学
ま
で
同
じ
学
校
に
通
っ
て
い
ま

し
た
。今
は
、勝
誓
寺
の
門
徒
と
し
て
、

法
話
を
聞
い
た
り
、草
取
り
や
お
み
が

き
な
ど
、お
寺
の
婦
人
部
で
一
緒
に
活
動

し
て
い
ま
す
。今
回
は
、住
職
か
ら
の
お

声
が
け
が
き
っ
か
け
で
第
13
組
主
催
の

真
宗
入
門
講
座
を
受
講
し
、帰
敬
式

を
受
式
し
ま
し
た
。

―
受
式
さ
れ
た
感
想
を

　お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

安
田
さ
ん
　

帰
敬
式
を
受
け
、法
名
を
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、自
覚
が
な
く
て
。仏

弟
子
って
何
？
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り

で
す
…

児
玉
さ
ん
　

私
も
そ
う
で
す
。で
も
、わ
か

ら
な
い
な
り
に
帰
敬
式
と
い
う
場
に
立

た
せ
て
も
ら
い
、そ
の
形
を
受
け
取
っ
た

と
感
じ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
、そ
の
意
味

を
た
ず
ね
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま

す
。一
年
生
に
なっ
た
気
分
で
す
。

―
本
山（
同
朋
会
館
）で
の
生
活
は

　い
か
が
で
し
た
か
。

児
玉
さ
ん
　

身
を
運
び
、自
分
で
見
て
ふ

れ
る
こ
と
を
と
お
し
て
、今
ま
で
漠
然
と

し
て
い
た
親
鸞
聖
人
や
本
山
が
身
近

な
存
在
に
な
り
ま
し
た
。両
堂
参
拝
が

一
番
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。お
念
仏
の

教
え
に
ふ
れ
、そ
の
大
切
さ
を
感
じ
た
た

く
さ
ん
の
方
の
思
い
が
、建
物
や
歴
史
と

い
う
形
と
なって
私
の
と
こ
ろ
に
届
い
て
い

る
。こ
の
感
動
は
ず
っと
残
って
い
く
と
思

い
ま
す
。

安
田
さ
ん
　

地
元
で
研
修
し
て
き
た
仲

間
と
寝
食
を
と
も
に
す
る
と
い
う
、め
っ

た
に
な
い
経
験
が
で
き
て
と
て
も
楽
し

かっ
た
で
す
。講
義
で
は
、人
間
は
、他
者

と
つ
な
が
り
あ
い
、す
べて
の
も
の
に
支
え

ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ

り
ま
し
た
。

　
同
朋
会
館
で
は
多
く
の
方
と
生
活

す
る
の
で
、い
つ
も
誰
か
が
そ
ば
に
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
相
手
への
思
い
や

り
が
必
要
で
す
。い
ろ
ん
な
方
の
あ
た
た

か
い
気
持
ち
に
ふ
れ
、生
活
を
と
お
し
て

お
話
の
内
容
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

児
玉
さ
ん
　

自
分
中
心
で
し
か
生
き
ら
れ

な
い
私
で
あ
る
こ
と
を
、た
く
さ
ん
の
人

と
の
関
わ
り
の
中
で
気
づ
か
さ
れ
、仲
間

と
そ
の
こ
と
を
確
か
め
合
う
。そ
の
輪
が

地
域
、社
会
、世
界
に
広
がって
いっ
た
ら

い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

安
田
さ
ん
　

お
寺
は
年
を
と
っ
て
か
ら
行

く
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、教
え
を

聞
く
の
に
年
齢
は
関
係
な
い
と
思
い
ま

し
た
。若
い
人
に
ぜ
ひ
教
え
に
ふ
れ
て
ほ

し
い
。子
育
て
や
仕
事
で
大
変
だ
と
思

い
ま
す
が
、大
変
だ
か
ら
こ
そ

聞
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

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。
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現在を

通信員リレーリポート

圓成寺（富山教区 第2組）

　お
寺
の
掲
示
板
に
書
か
れ
た
言
葉

が
ふ
と
目
に
入
り
、足
を
止
め
る
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
ん
な
時
、少
し

肩
の
力
が
抜
け
る
よ
う
な
言
葉
を
届
け

た
い
と
思
い
、こ
の
法
語
を
選
び
ま
し

た
。楽
し
い
時
も
苦
し
い
時
も
、人
生
は

あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
く
。そ
の
中

で
、本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
か―

。

一
人
で
も
多
く
の
人
の
心
に
届
く
よ
う
、

や
さ
し
い
言
葉
を
選
ん
で
い
ま
す
。

研
修
部

第22回

北
海
道
教
区 

第
13
組

勝
誓
寺
門
徒

帰
敬
式
と
私

き    

き
ょ
う   

し
き

安
田 

佳
代
さ
ん

や
す   

だ       

か    

よ

児
玉 

麻
友
子
さ
ん

釋
尼
佳
景

釋
尼
慶
友

こ   

だ
ま      

ま     

ゆ    

こ

し
ゃ
く  

に    

か 

き
ょ
う

し
ゃ
く  

に  

き
ょ
う  

う

【
法
名
】

　帰
敬
式
は「
お
か
み
そ
り
」と
も
い
わ
れ
、仏
法

僧
の
三
宝
に
帰
依
し
、お
念
仏
の
教
え
に
自
ら
の

人
生
を
問
い
た
ず
ね
、真
宗
門
徒
と
し
て
新
た
に

歩
み
出
す
こ
と
を
誓
う
大
切
な
儀
式
で
す
。

　日
本
全
国
の
ご
門
徒
の
方
々
を
紹
介
す
る
本

コ
ー
ナ
ー
。今
回
は「
特
別
編
」と
し
て
、真
宗
本
廟

奉
仕
で
上
山
さ
れ
、帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
た
北

海
道
教
区
の
児
玉
さ
ん
、安
田
さ
ん
に
お
話
を

お
聞
き
し
ま
し
た
。

特別編

ご好評につき重版いたしました！

（
60
歳
）

（
60
歳
）

ほり つとむ

し
ょ
う
せ
い 

じ

えんじょう じ

き
き
ょ
う
し
き

き    

え

さ
ん
ぼ
う

こ  

だ
ま

や
す  

だ

た
た
ず

よ   

た
か

ま
れ

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） 1日に一度はお内仏へ  月に一度はお寺へ  年に一度は本山へお参りしましょう

東本願寺出版の
書籍は書店でも
お取り寄せできます

巻末には
「物語の関連地図」

も掲載！

日々 の食事、お斎にも最適！

松下 俊英（著）
大島 加奈子（絵）
B5変形判／80頁
定価：1,210円（税込）

仏教ゆかりの
植物図鑑

森 かおる（著）
B5変形判／120頁
定価：1,430円（税込）　

精進ごはん
おうちでできるレシピ108

かたおか朋子（イラスト）
A5判／112頁
定価：660円（税込）　

イラストで知ろう！ 東本願寺

イラストで見やすく
東本願寺を図解！

（5） （4）2024年（令和6年）1月1日 2025年（令和7年）6月1日  第794号   第811号



　釈
尊
の
本
意

　道
綽
禅
師
と
の
出
遇
い

　華
開
く
仏
教

釈
迦
は
要
門ひ

ら
き
つ
つ

　定
散
諸
機
を

こ
し
ら
え
て

　正
雑
二
行
方
便
し

　ひ
と
え
に
専
修
を

す
す
め
し
む

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 
第
二
版
』五
九
八
頁
）

善
導
大
師  

一

【
現
代
語
訳
】

釈
尊
は
、要
門
の
教
え
を
説
き
ひ
ら
い
て

い
く
中
で

さ
ま
ざ
ま
な
能
力
の
人
び
と
に
対
し
て
、

定
善
や
散
善
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応

し
い
多
く
の
実
践
方
法
を
示
し
つ
つ

正
行
と
雑
行
と
の
二
つ
の
行
で
衆
生
を

仏
道
に
誘
い
入
れ

専
ら
念
仏
を
称
え
る
こ
と
を
勧
め
る
よ

う
に
と
、善
導
大
師
に
促
さ
れ
た
。

第　　回18

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　善
導
大
師（
六
一
三―

六
八
一
）は
、中
国
の
隋
か
ら

唐
の
時
代
に
活
躍
し
ま
し
た
。若
い
頃
の
事
跡
は
あ

ま
り
審
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。出
家
後
は
、あ
ち

ら
こ
ち
ら
を
巡
って
い
た
よ
う
で
す
。

　善
導
大
師
が
生
ま
れ
た
時
に
は
、中
国
の
南
北
の

王
朝
が
お
よ
そ
三
百
年
ぶ
り
に
統
一
さ
れ
、隋
と
い

う
王
朝
が
成
立
し
て
い
ま
し
た
。仏
教
も
ま
た
朝
廷

の
保
護
を
受
け
て
大
き
く
発
展
し
ま
す
。中
国
の
仏

教
は
、世
界
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
た
仏
教
が

バ
ラ
バ
ラ
に
流
入
し
て
い
ま
し
た
。隋
代
以
降
、そ
れ

ら
の
仏
教
を
体
系
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
動
き

が
活
発
に
な
り
ま
し
た
。三
論
宗
や
天
台
宗
と
いっ

た
学
派
が
成
立
し
た
の
も
隋
代
で
す
。こ
の
風
潮
は
、

善
導
大
師
が
活
躍
し
た
唐
代
に
も
引
き
継
が
れ
、

中
国
で
は
多
様
な
仏
教
思
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　そ
の
よ
う
な
、仏
教
が
百
花
繚
乱
と
な
って
い
る

中
で
、善
導
大
師
は
、本
当
に
依
る
こ
と
が
で
き
る

師
を
求
め
て
い
た
の
で
す
。

　そ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
が
も
て
は
や
さ

れ
て
い
る
中
で
、善
導
大
師
は
、三
十
三
歳
の
年
に

道
綽
禅
師
に
師
事
し
ま
す
。道
綽
禅
師
が
当
時
住

し
て
い
た
の
は
、人
里
離
れ
た
山
奥
に
あ
る
玄
中
寺

で
し
た
。善
導
大
師
が
い
か
に
真
剣
に
師
を
求
め
て

ア
ン
テ
ナ
を
張
り
、果
敢
な
行
動
力
を
持
って
い
た

か
が
窺
わ
れ
ま
す
。

　善
導
大
師
は
、道
綽
禅
師
こ
そ
が
真
の
師
で
あ

る
と
確
信
し
た
の
で
し
ょ
う
。そ
の
ま
ま
道
綽
禅
師

が
亡
く
な
る
ま
で
玄
中
寺
で
浄
土
の
教
え
を
受
け

ま
し
た
。

　そ
の
後
、善
導
大
師
は
長
安
の
都
に
出
て
活
動
を

始
め
ま
す
。玄
奘
三
蔵
が
イ
ン
ド
か
ら
戻
っ
て
き
て

大
規
模
な
仏
典
翻
訳
を
始
め
た
頃
で
も
あ
り
ま
し

た
。長
安
で
は
、玄
奘
三
蔵
に
よ
る
翻
訳
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
慈
恩
寺
に
も
住
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。お
そ
ら
く
は
最
新
の
仏
教
研
究
を
吸
収

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　そ
の
よ
う
に
自
ら
貪
欲
に
修
学
す
る
一
方
、人
び

と
への
浄
土
教
教
化
に
も
努
め
ま
し
た
。『
仏
説
阿

弥
陀
経
』を
大
量
に
書
写
し
て
配
っ
た
り
、浄
土
の

様
子
を
描
い
た
図
を
二
百
枚
余
り
も
描
い
た
り
し

ま
し
た
。ま
た
、『
仏
説
観
無
量
寿
経
』の
注
釈
な

ど
を
著
し
ま
し
た
。

　世
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
を
持
っ
た
人
が

い
る
の
で
、釈
尊
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
合
わ
せ
て

さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
説
き
ま
し
た
。

　善
導
大
師
は
、そ
の
よ
う
な
多
様
な
実
践
に
は
、

仏
道
に
誘
い
入
れ
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

混
じ
って
い
る（
雑
行
）こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、念
仏
こ
そ
が
、釈
尊
の
本
意
に
か
な
う

「
正
行
」で
あ
る
と
示
し
た
の
で
す
。

　善
導
大
師
は
、道
綽
禅
師
か
ら
伝
え
ら
れ
た
浄

土
の
教
え
こ
そ
真
実
の
ひ
か
り
を
伝
え
る
も
の
で

あ
る
と
の
確
信
を
ま
す
ま
す
強
く
し
て
い
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

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。
親鸞聖人は彼らからどんな「ひかり」を受け取られたのでしょう。本号からは善導について、3回にわたってたずねてまいります。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             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

                                                                                                                    

ず
い 

と
う

              

つ
ま
び

                                                                     

さ
ん
ろ
ん

                                                                     

ひ
ゃっ
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り
ょ
う
ら
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よ

                                                                                                                     

げ
ん
ち
ゅ
う
じ

           

う
か
が

                      

                                                                 

ち
ょ
う
あ
ん

                                  

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

                                    

じ  

お
ん  

じ

                            

 

ぜ
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ど
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だ
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し

 

し
ゃ  
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よ
う 

も
ん

      

じ
ょ
う
さ
ん   

し
ょ   

き

      

し
ょ
う 

ぞ
う  

に  

ぎ
ょ
う 

ほ
う 

べ
ん

                                  

せ
ん  

じ
ゅ

        

ど
う
し
ゃ
く
ぜ
ん   

じ                         

あ

       

じ
ょ
う
ぜ
ん       

さ
ん
ぜ
ん                                                           

ふ
さ
わ

し
ょ
う
ぎ
ょ
う     

ぞ
う
ぎ
ょ
う                                              

し
ゅ
じ
ょ
う

も
っ
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と
な

こ
う
そ
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―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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児玉さん（左） 安田さん（右）

　
町
の
中
心
に
佇
む
圓
成
寺
は
、地
域
の
人
々
と
深
く
つ
な
が
る

お
寺
で
あ
る
。地
域
を
挙
げ
て
の
一
大
行
事
で
あ
る
と
な
み
夜
高

ま
つ
り
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
約
３
カ
月
も
の
間
、祭
り
の
準
備
に

多
く
の
人
々
が
集
う
場
所
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
圓
成
寺
は
2
0
2
1
年
、お
寺
の
修
復
を
き
っか
け
に
掲

示
板
を
設
置
し
た
。掲
示
板
は
境
内
の
２
カ
所
に
設
け
ら
れ
、そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
言
葉
を
掲
示
し
て
い
る
。そ
の
う
ち
一つ
の
掲
示
板
は
、

市
の
こ
ど
も
園
に
隣
接
し
て
い
る
た
め
、普
段
あ
ま
り
お
寺
に
縁
の
な

い
人
の
目
に
も
留
ま
る
よ
う
な
言
葉
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
。

　「
言
葉
を
人
に
伝
え
る
の
は
と
て
も
難
し
い
。で
も
、書
き
続
け
る

こ
と
で
届
け
ら
れ
る
言
葉
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」そ
う
話
し
て
く

れ
た
の
は
、掲
示
板
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、法
語
を
書
き
続
け
て
い

る
若
坊
守
さ
ん
だ
。

　
言
葉
は
、す
ぐ
に
人
の
心
に
届
く
も
の
で
は
な
い
。ま
し
て
心
の
深
く

に
響
く
一
語
と
の
出
会
い
は
、き
わ
め
て
稀
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。だ
か

ら
こ
そ
、書
き
続
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。い
つ
か
誰
か
の
心
に
そ
っ

と
届
く
、そ
の
瞬
間
の
た
め
に
。こ
れ
か
ら
も
、地
域
と
仏
法
と
を
結
ぶ

場
と
し
て
、あ
た
た
か
な
縁
を
育
む
お
寺

で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

―
お
二
人
は
同
級
生
だ
と

　お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
中
学
ま
で
同
じ
学
校
に
通
っ
て
い
ま

し
た
。今
は
、勝
誓
寺
の
門
徒
と
し
て
、

法
話
を
聞
い
た
り
、草
取
り
や
お
み
が

き
な
ど
、お
寺
の
婦
人
部
で
一
緒
に
活
動

し
て
い
ま
す
。今
回
は
、住
職
か
ら
の
お

声
が
け
が
き
っ
か
け
で
第
13
組
主
催
の

真
宗
入
門
講
座
を
受
講
し
、帰
敬
式

を
受
式
し
ま
し
た
。

―
受
式
さ
れ
た
感
想
を

　お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

安
田
さ
ん
　

帰
敬
式
を
受
け
、法
名
を
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、自
覚
が
な
く
て
。仏

弟
子
って
何
？
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り

で
す
…

児
玉
さ
ん
　

私
も
そ
う
で
す
。で
も
、わ
か

ら
な
い
な
り
に
帰
敬
式
と
い
う
場
に
立

た
せ
て
も
ら
い
、そ
の
形
を
受
け
取
っ
た

と
感
じ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
、そ
の
意
味

を
た
ず
ね
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま

す
。一
年
生
に
なっ
た
気
分
で
す
。

―
本
山（
同
朋
会
館
）で
の
生
活
は

　い
か
が
で
し
た
か
。

児
玉
さ
ん
　

身
を
運
び
、自
分
で
見
て
ふ

れ
る
こ
と
を
と
お
し
て
、今
ま
で
漠
然
と

し
て
い
た
親
鸞
聖
人
や
本
山
が
身
近

な
存
在
に
な
り
ま
し
た
。両
堂
参
拝
が

一
番
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。お
念
仏
の

教
え
に
ふ
れ
、そ
の
大
切
さ
を
感
じ
た
た

く
さ
ん
の
方
の
思
い
が
、建
物
や
歴
史
と

い
う
形
と
なって
私
の
と
こ
ろ
に
届
い
て
い

る
。こ
の
感
動
は
ず
っと
残
って
い
く
と
思

い
ま
す
。

安
田
さ
ん
　

地
元
で
研
修
し
て
き
た
仲

間
と
寝
食
を
と
も
に
す
る
と
い
う
、め
っ

た
に
な
い
経
験
が
で
き
て
と
て
も
楽
し

かっ
た
で
す
。講
義
で
は
、人
間
は
、他
者

と
つ
な
が
り
あ
い
、す
べて
の
も
の
に
支
え

ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ

り
ま
し
た
。

　
同
朋
会
館
で
は
多
く
の
方
と
生
活

す
る
の
で
、い
つ
も
誰
か
が
そ
ば
に
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
相
手
への
思
い
や

り
が
必
要
で
す
。い
ろ
ん
な
方
の
あ
た
た

か
い
気
持
ち
に
ふ
れ
、生
活
を
と
お
し
て

お
話
の
内
容
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

児
玉
さ
ん
　

自
分
中
心
で
し
か
生
き
ら
れ

な
い
私
で
あ
る
こ
と
を
、た
く
さ
ん
の
人

と
の
関
わ
り
の
中
で
気
づ
か
さ
れ
、仲
間

と
そ
の
こ
と
を
確
か
め
合
う
。そ
の
輪
が

地
域
、社
会
、世
界
に
広
がって
いっ
た
ら

い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

安
田
さ
ん
　

お
寺
は
年
を
と
っ
て
か
ら
行

く
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、教
え
を

聞
く
の
に
年
齢
は
関
係
な
い
と
思
い
ま

し
た
。若
い
人
に
ぜ
ひ
教
え
に
ふ
れ
て
ほ

し
い
。子
育
て
や
仕
事
で
大
変
だ
と
思

い
ま
す
が
、大
変
だ
か
ら
こ
そ

聞
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

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。

富山県砺波市表町13番2号
住職  堀  勉

や
ま  

だ      

し
ん   

た   

ろ
う

山
田 

晋
太
郎

富
山
教
区
通
信
員

生るき
い ま

現在を

通信員リレーリポート

圓成寺（富山教区 第2組）

　お
寺
の
掲
示
板
に
書
か
れ
た
言
葉

が
ふ
と
目
に
入
り
、足
を
止
め
る
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
ん
な
時
、少
し

肩
の
力
が
抜
け
る
よ
う
な
言
葉
を
届
け

た
い
と
思
い
、こ
の
法
語
を
選
び
ま
し

た
。楽
し
い
時
も
苦
し
い
時
も
、人
生
は

あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
く
。そ
の
中

で
、本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
か―

。

一
人
で
も
多
く
の
人
の
心
に
届
く
よ
う
、

や
さ
し
い
言
葉
を
選
ん
で
い
ま
す
。

研
修
部

第22回

北
海
道
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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） 1日に一度はお内仏へ  月に一度はお寺へ  年に一度は本山へお参りしましょう

東本願寺出版の
書籍は書店でも
お取り寄せできます

巻末には
「物語の関連地図」

も掲載！

日々 の食事、お斎にも最適！

松下 俊英（著）
大島 加奈子（絵）
B5変形判／80頁
定価：1,210円（税込）

仏教ゆかりの
植物図鑑

森 かおる（著）
B5変形判／120頁
定価：1,430円（税込）　

精進ごはん
おうちでできるレシピ108

かたおか朋子（イラスト）
A5判／112頁
定価：660円（税込）　

イラストで知ろう！ 東本願寺

イラストで見やすく
東本願寺を図解！
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詳しい書籍情報は 東本願寺出版

仏教がみちびく、
あらたな人生

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』6月号

生き抜くための

手芸

特集カプセルトイ
キャンペーン

東本願寺お買い物広場にカプセルトイが設置されたこと
を記念して、東本願寺出版ホームページにて3,000円
以上ご購入の方から抽選で15名様に大人気アクリル
スタンドをプレゼントします。（全5種のうち1つ）
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※消費税・送料を除く3,000円以上

― 6/1～6/30 ―

御本尊は本山からお受けしましょう

阿弥陀堂 阿弥陀堂 孔雀・共命鳥孔雀・共命鳥

唐獅子牡丹図唐獅子牡丹図 桜花図御影堂御影堂

詳しくは
こちら

　真宗本廟「春の法要」期間中の4月2日、真宗
本廟において、九州教区「原爆80年 非核非戦」
事業の取り組みとして、阿弥陀堂南側に「嘉代子
桜」が、お東さん広場に「被爆クスノキ2世」の苗
木が植樹された。 
　「嘉代子桜」は、爆心地から約500mの所に
あった兵器工場の事務所として使われていた長
崎市立城山小学校（旧城山国民学校）で亡く
なった林嘉代子さんや女学生たちを憶い、嘉代
子さんの母親が、娘の好きだったソメイヨシノの
苗木を城山小学校へ送り植樹したことから始ま
り、長崎において平和のシンボルとなっている。

　また、「被爆クスノキ2世」は、爆心地から約
800mに位置する山王神社の境内にある被爆
クスノキの種を採取し育てられたものである。原
爆によって枯れ木同然の姿になるも、樹勢を取
り戻し、人々に生きる勇気と希望を与えたことか
ら、その苗は世界中に植えられている。 
　2025年は原爆投下から80年という節目の
年にあたり、被爆された方々が高齢化し、語り継
ぐ方が少なくなってきている今、被爆樹木の“声
なき声”を聞き、原爆の悲惨さを未来永劫にわた
り語り継いでいくことを願いとして、春の法要の
全戦没者追弔法会に合わせ植樹が実施された。

　2024年7月から開始された真宗本廟境内の手水屋形の修理工事が
完了し、3月27日に「手水屋形修理工事完了式」が執り行われた。
　現存する手水屋形は、御影堂と同じ伊藤平左衛門が棟梁となり1895
（明治28）年に再建されている。このたびの修理工事は、明治再建後、初
めての大規模な修理で瓦の葺き替えに、錺金具の補修工事、耐震補強工
事が行われた。
　完了式では、大谷暢裕門首、木越渉宗務総長をはじめとした宗派関係
者や修理工事を担当した施工者、修理にあたりご寄付いただいた方な
ど、約40人が出席した。
　長峯顕教財務長の調声による勤行の後、宗務総長と、来賓を代表して
株式会社寺本甚兵衛製瓦代表取締役より挨拶があった。その後、京都府
から阿弥陀堂門・鐘楼・手水屋形3棟の修理報告をいただき、最後に修
理期間中停止していた水を龍の口から通水して式典は終了となった。
　2021年から約4年間にわたり、国庫補助を得て行われた国指
定重要文化財3棟（阿弥陀堂門・鐘楼・手水屋形）の修理事業は、
これをもって無事完了した。

　京都府では、大阪万博の期間中に京都の文化の魅
力にふれてもらおうと、京都駅周辺エリアにて「京都駅
周辺まるごとゲートウェイ事業」を開催しています。そ
の取り組みの一環として、東本願寺の境内や飛び地境
内地の渉成園において「いけばな」、「日本画」、「写真」、
「工芸美術」などの文化芸術作品の展示を行います。
　ご参拝の折には、ぜひお立ち寄りください。

お知らせ

レポート非核非戦の願いを伝える
「嘉代子桜・被爆クスノキ2世」を植樹 

国指定重要文化財「手水屋形」
修理工事完了式を執行

東本願寺・渉成園を
会場に展示会開催

　2024年1月に発生した「令和6年能登半島地震」、なら
びに9月に発生した「令和6年奥能登豪雨」。第53回能登
教区同朋大会は、この度重なる災害によって被った厳しい
現実を心に刻み、犠牲となられたすべてのいのちに思いを
馳せて、ご遺族・被災者の悲しみの心に寄り添いながら、物
故者追弔法会として開催します。どなたでもご自由にお参
りいただけます。皆さまのお参りを心よりお待ちしています。

第53回能登教区同朋大会

〒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。

息子と聖徳太子像の
　　　　　　   御開帳へ

　2月に、小学3年生の息子と、水戸市の
善重寺にお伺いしました。お目当ては聖
徳太子像の御開帳です。
　実は、前日にあった授業参観で、善重
寺について発表した息子。発表の準備の
ため、昨年の夏に初めて善重寺を訪れ、
その時に年に一度の御開帳のことを知り
ました。息子は、聖徳太子像については

ネットで調べたことをもとに発表したので
すが、「本物を見たい」ということで今回
再び足を運んだのです。
　たくさんの人が見に来ていて、順番に
並んで見ました。展示品や説明を見て、
息子は「調べたやつだ！」と楽しそうに写
真を撮っていました。また、ネットではよくわ
からなかったけれど、実際に見て理解でき

たこともあったようです。
　私も、息子のおかげで初めて知ること
がたくさんありました。『同朋新聞』も御開
帳に並んでいる時に配られて初めて読
み、興味深い記事に感銘を受けました。
　この機会にとても感謝しています。

『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

茨城県水戸市

小堀 亜由美（38歳）
こ ぼり   あ  ゆ  み

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 247,221,346円 

（2025年5月7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。

2025年6月21日（土）13時から
能登教務所（済美精舎） 本堂
13時　　　開会
13時30分  勤行
14時30分  感話
15時　　　法話
16時　　　閉会

日時
会場

日程

ひ が し

木越渉
宗務総長

大谷暢裕門首
出仕

令和6年能登半島地震・
奥能登豪雨物故者追弔法会

植樹された「被爆クスノキ2世」「嘉代子桜」植樹の様子

か       よ       こ ひ     ばく

い  とう へい  ざ  え  もん

かざり

おおたにちょうゆう き  ごしわたる

こうむ
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しろやま
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植樹された「被爆クスノキ2世」「嘉代子桜」植樹の様子

か       よ       こ ひ     ばく

い  とう へい  ざ  え  もん

かざり

おおたにちょうゆう き  ごしわたる

こうむ

ながみねあきのり

しろやま

じゅせい

てらもとじん  べ   え せいかわら

さい  びしょうじゃ

ぜんじゅう  じ

ちょうず     や   かた

しょう  せい　えん
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◆4月に宗務役員となって
すぐ、春の法要が勤まり、私
は撮影のため御影堂に足を
運びました。子どもの頃にお
参りしたことはありました
が、大人になり、あらためて
見てみるとその荘厳さや、参
拝の方々の真剣なまなざし、
熱心に「南無阿弥陀仏」と
称えながら手を合わせてい
る姿に、深い感動を覚えま
した。
◆このたび『同朋新聞』の編
集に携わらせていただくこと
になりました。住職である祖
父は足が悪いため、その手
伝いでご門徒の方々に本紙
をお配りした経験がありま
す。当時はどんな新聞である
か知らなかった私が、その作
り手になるということに、大
きなご縁を感じています。
『同朋新聞』の歴史や、毎日
寄せられる感想などから、多
くの人に愛されてきた、本当
に大切な機関紙であると知
り、身の引き締まる思いで
す。読者の皆さまにとって読
みやすくわかりやすい紙面
となるように、精一杯努めて
まいります。どうぞよろしく
お願いいたします。(髙坂）

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7月10日（木）（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6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。

◆「表紙」荘川桜が根付いている姿
はなんともいえない生命の尊さを
感じました。（富山県80代）

◆「人間といういのちの相」「おひとりさまと介護」を読み、高齢の親や自分の先行き
のことを考えずにはいられませんでした。「認知症が怖い」と恐れる前に認知症の
ことを知る努力をしようと思いました。（茨城県50代）

メールでも応募できます！

4
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

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！

お
は
な
み

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！6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

7

4

8

9

2

1 『教行信証』は宗祖親鸞聖人の主著であ
り、浄土真宗の〇〇〇〇聖典です。（8面）
『精進ごはん お〇〇でできるレシピ108』
は、日 の々食事、お斎にも最適です。（4面）
「京都駅周辺まるごとゲートウェイ事業」
の一環として、東本願寺の境内や飛び地
境内地の渉成園において「い〇〇〇」、「日
本画」、「写真」、「工芸美術」などの文化芸
術作品の展示を行います。（6面）
親鸞聖人は、法然上人を「〇〇ひと」と仰
ぎ、生涯その教えを憶念し続けた人です。
（8面）
月刊『同朋』6月号の特集は、「生き抜くた
〇〇〇ゅ芸」です。（6面）

「ひかりを伝えたひと」本号は、『真宗聖典 第二
版』598頁の『〇〇〇〇和讃』から引用していま
す。（5面）
「人間といういのちの相」今月のタイトルは「孤独
と〇〇〇〇（後編）」です。（2・3面）
「縁―お寺の〇〇〇板―」今月の言葉は「人生一
生酒一升 あるかと思えばもう空か」です。（4面）
非核非戦の願いを伝える「嘉代子桜・被〇〇〇
〇〇キ２世」が植樹されました。（6面）
「〇〇〇ん交流館」絵本コーナーでは、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。（1面）
真宗本廟お〇〇〇奉仕団は、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
お〇〇〇を日程の中心とした奉仕団です。（7面）

プレゼント付

A

B

D

C

7

6

9

43 5

8

21

3月号を
読んで

読者のこえ

しんらん交流館真宗本廟

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

東本願寺詳しくは ➡
詳しくは ➡

晨朝（おあさじ）
6月の定例法話

6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
「非戦と平等の源流をたずねて」（開催中～6月26日）
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）

【時間】毎日14時～
　　　（12日・27日は10時～）

【時間】9時30分～11時
【講師】6月22日  武井 弥弘氏
　　　　　　 （九州大谷短期大学副学長・
　　　　　　  京都教区明覺寺住職）

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♪

真宗本廟中学生・
高校生奉仕団

※申込締切は各入館日の40日前です。

8月7日（木）～9日（土）

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

※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。

※6月1・8・15・29日は休会。

ご案内

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

真宗本廟おみがき奉仕団

【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9日（日）～11日（火）
11月9日（日）～10日（月）

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。

2泊
1泊
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真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう



　宗
祖
親
鸞
聖
人
の
主
著
で
あ
り
、浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
で
あ
る『
教
行
信
証
』。特
に

「
坂
東
本
」と
呼
ば
れ
る『
教
行
信
証
』は
、唯
一
の
宗
祖
自
筆
本
で
す
。自
筆
だ
か
ら
こ
そ

窺
え
る
宗
祖
の
思
索
の
変
遷
や
筆
致
、そ
し
て
後
世（
私
た
ち
）に
か
け
ら
れ
た
願
い―

。

　宗
祖
の
息
吹
を
感
じ
な
が
ら
、宗
祖
の
著
述
に
基
づ
く
学
び
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を

願
い
、『
坂
東
本
教
行
信
証
』カ
ラ
ー
影
印
縮
刷
本
を
発
行
し
ま
す
。

「教巻・行巻」を収載                           160頁
「信巻」を収載                                    192頁
「証巻・真仏土巻」を収載                   144頁
「化身土本巻・化身土末巻」を収載     232頁

①お名前・住所・電話番号・注文部数を明記の上、右記「東本願寺出版」までハガキ・メール・
Faxにてご注文ください。高額のため、お電話での注文は受け付けておりません。

　 何卒ご了承ください。

②2025年7月1日より「東本願寺出版HP」にて予約受付を開始いたします。

③発送時期は、2025年11月下旬を予定しております。

④お知らせいただきました個人情報は、書籍の送付・請求以外に使用いたしません。

A4変形判(縦30.5cm×横23cm)
オールカラー・箱付き

◆「坂東本」の詳細・特徴は、動画
「立教開宗の書 教行信証《坂東
本》の世界」や『はじめてふれる
坂東本・教行信証』
（東本願寺出版・
1,650円（税込））を
ご覧ください。

―

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
直
に
ふ
れ
る
機
会
に―

坂東本とは
し
ゅ
う  

そ   

し
ん  

ら
ん
し
ょ
う 
に
ん

三木 彰円氏
（大谷大学教授） 

み    き     あき まる

予
約
注
文
に
あ
た
っ
て

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上る
メール：books@higashihonganji.or.jp
Fax：075-371-9211

『
坂
東
本
教
行
信
証
』  

 
カ
ラ
ー
影
印
縮
刷
本

　親
鸞
聖
人
は
、法
然
上

人
を「
よ
き
ひ
と
」と
仰

ぎ
、生
涯
そ
の
教
え
を
憶

念
し
続
け
た
人
で
す
。そ

の
聖
人
の
姿
勢
が
鮮
明
に

表
れ
て
い
る
の
が
、最
晩

年
ま
で
手
を
加
え
続
け
ら

れ
た『
教
行
信
証
』「
坂
東

本
」で
す
。

　全
体
が
毛
筆
に
よ
る
漢

文
で
書
か
れ
た「
坂
東

本
」は
、一
見
読
み
づ
ら
く
、

わ
か
り
に
く
い
書
と
感
じ

る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、そ
の一
字
一
字
の

丁
寧
な
筆
運
び
、墨
や
朱

に
よ
る
細
か
な
註
や
修
訂

の
跡
を
見
る
と
、聖
人
が

後
世
の
た
め
、何
と
し
て
も
浄
土
真
宗・念
仏

の
教
え
を
正
し
く
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
願

い
、筆
を
執
ら
れ
て
い
る
姿
が
目
の
前
に
浮
か

ん
で
く
る
よ
う
で
す
。私
は
、こ
の「
坂
東
本
」

に
記
さ
れ
た
文
字
を
た
だ
見
て
い
た
だ
く
、そ

れ
だ
け
で
、生
き
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
に
出
遇
う

こ
と
が
で
き
る
と
思
って
お
り
ま
す
。

　親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
七
百
六
十
余

年
を
経
た
今
日
、私
た
ち
が『
教
行
信
証
』に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、聖
人
の
願
い
と
、

こ
の
書
を
護
り
伝
え
て
こ
ら
れ
た
無
数
の
方
々

の
願
い
に
よ
る
も
の
で
す
。私
た
ち
が「
坂
東

本
」を
と
お
し
て
教
え
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
願
い
を
聞
き
、受
け
継
い
で
い
く
こ
と
で

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

2025年6月1日～9月15日予約注文受付期間

カラー影印縮刷本について
予約受付
開始

掲載内容（四分冊） 聖教編纂室 編

ば
ん     

ど
う     

ぼ
ん      

き
ょ
う   

ぎ
ょ
う    

し
ん   

し
ょ
う

え
い     

い
ん

予約受付
開始

99,000円
            （税込・送料込）

価格

79,200円 (税込・送料込)期間中の注文に限り
予約
受付
予約
受付

※各頁数は予定

一
二
三
四

　真宗大谷派（東本願寺）に蔵される『顯淨土眞實敎行證文類』（『教行信
証』）「坂東本」は、現存する唯一の宗祖親鸞聖人自筆の『教行信証』であり、
1952（昭和27）年に国宝に指定されています。「坂東本」の通称は、宗祖の
高弟・性信によって「坂東報恩寺」（現：東京都台東区）に長く伝持されてきた
ことに由来するものです。
　本文の大部分は、宗祖60歳頃の筆で記されており、さらにそれ以降、最晩
年にまで加筆や修正の跡が見られ、『教行信証』を執筆する宗祖の息づかい
を感じさせてくれます。

①影印本とは複製本のことです。この本は、「坂東本」の本文全頁の写真を
カラーで掲載し、「坂東本」の頁割と同様に画像を配置しました。
②「坂東本」の約90％の縮尺で写真を掲載しています。
③翻刻文と合わせて活用いただけるよう、『顯淨土眞實敎行證文類〈翻刻
篇〉』の頁数を併記しています。

                                                                                                                            

こ
ん 

ぽ
ん

 

う
か
が                                                  

へ
ん 

せ
ん       

ひっ  

ち

                                                                                                                          けんじょう ど   しんじつきょうぎょうしょうもんるい

                      しょうしん                             ばんどうほうおん  じ

                                      

ほ
う
ね
ん
し
ょ
う

に
ん

                                                 

お
く

ね
ん

                                          

し
ゅ
う
て
い

                     

と

                                                                                     

あ

                     

ま
も

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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