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Pick up

　思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。学
生
時
代
に
先
生
か

ら
、「『
大
経
』（
仏
説
無
量
寿
経
）に
は
※
五
つ
の
異
な
っ
た
訳
が

あ
り
ま
す
が
、正
依
の『
大
経
』（
私
た
ち
が
依
っ
て
い
る『
大

経
』）は「
我
聞
如
是
」で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。大
乗
経
典
の
多
く

が「
如
是
我
聞
」で
始
ま
っ
て
い
る
中
で
、「
我
聞
如
是
」で
始

ま
っ
て
い
る
の
は
唯
一
正
依
の『
大
経
』だ
け
で
す
」と
お
聞
き

し
た
こ
と
で
す
。

　無
我
を
説
く
仏
教
に
あ
っ
て「
我
」か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、『
大
経
』を
訳
さ
れ
た
三
蔵
法
師
の
主
張
が
込
め

ら
れ
て
い
る
も
の
と
、そ
の
時
以
来
、私
に
は
、い
た
だ
か
れ
て

い
ま
す
。

　『大
経
』は
、私
た
ち
を〝
群
生
〞と
呼
び
か
け
て
説
か
れ
て
い

る
経
典
で
す
。凡
夫
と
し
て
五
濁
の
現
実
を
生
き
て
い
る
ゆ

え
に
業
縁（
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
）の
中
で
罪
を
犯
し
、ま
た

翻
弄
さ
れ
て
生
き
る
ほ
か
に
な
い
身
。そ
の
よ
う
な
確
か
な
我

を
見
出
せ
ず
に
い
る
私
た
ち
の
救
い
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
の
が『
大
経
』で
す
。

　仏
さ
ま
が〝
南
無
阿
弥
陀
仏
〞と
名
号
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
の「
我
」と
な
り
、

一人
ひ
と
り
の
生
涯
を
果
た
し
遂
げ
さ
せ
て
く
だ
さ
る
。

　『大
経
』が「
我
」で
始
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、そ
の
よ

う
な
我
と
な
っ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
を
説
い
て
い
る
経
典
で

あ
る
と
示
そ
う
と
す
る
訳
者
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。そ
の

よ
う
に
、私
は
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

我
と
な
っ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

安
居
開
講

今
月
の
写
真

安
居
と
は
、古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
雨
期
の
3
カ
月
間
一
定
の
場
所

に
集
ま
り
、と
も
に
釈
尊
の
教
え
を
確
か
め
合
っ
た
こ
と
が
起
源
と

さ
れ
、そ
の
後
日
本
に
も
伝
わ
り
ま
し
た
。真
宗
大
谷
派
で
は
、毎
年

7
月
下
旬
に
全
国
か
ら
多
く
の
僧
侶
が
集
ま
り
、真
宗
と
仏
教
の
教
え

に
つ
い
て
学
ぶ
、学
事
の
中
心
道
場
と
し
て
開
設
さ
れ
ま
す
。今
年
は

７
月
17
日（
木
）〜
31
日（
木
）。7
月
17
日
の
開
講
式
・
初
日
講
義
、

7
月
31
日
の
満
講
式
は
東
本
願
寺
公
式
Y
o
u
T
u
b
e
で
ラ
イ
ブ

配
信
を
行
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

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
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

回棹廊前、ガマが花穂
をつける季節です。

精進料理の昼食　（11：30～13：30）
大人4,000円　子ども1,000円
　　　    　　　　　　　　　　　　　　※要事前申込み

東本願寺文庫　（開室時間 9：00～16：30）
仏教・真宗を中心にさまざまな図書をご覧いただけます。
会員登録により貸出も行っています。
※登録手数料100円（要身分証）　※1人10冊2週間まで

かいとうろうまえ                  か すい

※「無量寿経」は、12回漢訳されており、その内、五つが現存している。『大阿弥陀経』、『無量清浄平等覚経』、『仏説無量寿経（大経）』、『無量寿如来会』、『大乗無量寿荘厳経』の五つ。

安居のライブ
配信はこちら
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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812号 2025年（令和7年）7月1日（毎月1日発行）



記念講演の全編を
東本願寺

公式YouTubeで
公開しています

じ
で
す
。こ
の
よ
う
な
行
為
は
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の

武
力
、そ
の
土
台
で
あ
る
徴
兵
制
に
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

     ｠   戦 闘
機
は
超
カ
ッ
コ
い
い
？

　イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
18
歳
に
な
る
と
男
性
は
3

年
間
、女
性
は
2
年
間
、徴
兵
さ
れ
ま
す
。私

は
戦
闘
機
の
パ
イ
ロッ
ト
に
な
る
の
が
3
歳
か

ら
の
夢
で
、喜
ん
で
入
隊
し
ま
し
た
。イ
ス
ラ
エ

ル
の
親
た
ち
に
とって
、子
ど
も
が
戦
闘
機
の
パ

イ
ロッ
ト
に
な
る
こ
と
は
誇
り
で
す
。複
数
の

試
験
を
通
過
し
た
、ご
く
限
ら
れ
た
人
間
し
か

パ
イ
ロッ
ト
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。私
は
あ
る
試
験

に
落
ち
て
パ
イ
ロッ
ト
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、

二
度
と
戦
闘
機
に
触
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思

た
ユ
ダ
ヤ
人
は
い
つ
か
戻
って
こ
よ
う
と
願
って

い
ま
し
た
。そ
こ
で
始
ま
っ
た
の
が
※2
シ
オ
ニ
ズ

ム
運
動
で
す
。そ
の一
環
で
、私
の
父
方
の
両
親

は
1
9
2
0
年
に
、母
方
の
両
親
は
そ
の
4
年

後
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
移
住
し
ま
し
た
。そ
れ
以

外
の
親
戚
は
ほ
ぼ
皆
、ア
ウ
シュ
ビ
ッ
ツ
な
ど
で

殺
さ
れ
ま
し
た
。私
が
今
日
こ
こ
で
お
話
し
で

き
る
の
は
、父
母
の
両
親
た
ち
が
移
住
を
決
断

し
た
か
ら
で
す
。

　し
か
し
、※2
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
が
中
東
の
バ
ラ

ン
ス
を
崩
し
た
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
私
た
ち
が
こ
こ
に
住
む
か
ら
出
て
い

け
」と
言
わ
れ
て
喜
ぶ
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
土
地
に
次
々
と

入
植
し
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
80
年
前
に
日
本

が
中
国
な
ど
の
諸
国
を
侵
略
し
た
こ
と
と
同

生 

き
の
び
た
親
た
ち
の
も
と
で

　私
が
初
め
て
日
本
に
来
た
の
は
今
か
ら
45

年
前
、当
時
22
歳
で
し
た
。日
本
に
来
て
、い
ろ

ん
な
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。そ
れ
を
今
日
は

話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　私
が
生
ま
れ
育
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、日
本
か

ら
約
9
0
0
0
キ
ロ
離
れ
て
い
て
、だ
い
た
い

四
国
く
ら
い
の
大
き
さ
の
土
地
で
す
。そ
の
土

地
の
中
に
、そ
れ
ぞ
れ
数
百
万
の
ユ
ダ
ヤ
人
と

パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
住
ん
で
い
ま
す
。

　2
0
2
3
年
10
月
に
※1
ハマ
ス
に
よ
る
攻
撃

が
あ
り
、イ
ス
ラ
エ
ル
の
さ
ら
に
激
し
い
攻
撃
が

続
き
ま
し
た
が
、こ
の
問
題
は
そ
の
時
に
突
然

始
ま
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。遥
か
昔
、

2
0
0
0
年
ほ
ど
前
に
こ
の
土
地
を
追
わ
れ

い
、悔
し
く
て
泣
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　で
も
、今
は
パ
イ
ロッ
ト
に
な
ら
な
く
て
幸
福

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。も
し
私
が
パ
イ
ロッ
ト
に

な
っ
て
い
た
ら
、絶
対
に
ガ
ザ
へ
爆
弾
を
落
と

し
ま
し
た
。現
に
多
く
の
友
人
た
ち
は
ガ
ザ
に

爆
弾
を
落
と
し
て
、赤
ち
ゃ
ん
で
も
お
年
寄
り

で
も
、女
性
で
も
男
性
で
も
殺
し
て
い
ま
す
。

で
も
、私
は
パ
イ
ロッ
ト
に
な
ら
な
かっ
た
か
ら
、

そ
ん
な
こ
と
を
せ
ず
に
い
ら
れ
ま
す
。

　日
本
に
来
て
、い
ろ
ん
な
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
。日
本
の
人
も
、戦
闘
機
を
見
て「
カ
ッコ

い
い
」と
言
う
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。で
も
、

要
注
意
で
す
。た
と
え
ば
、戦
闘
機
の
目
的
は

何
か
。戦
闘
機
は
確
か
に
複
雑
な
機
械
で
す

が
、目
的
は
モ
ノ
を
破
壊
す
る
こ
と
、人
を
殺

す
こ
と
、そ
れ
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。ま
っ
た
く

カ
ッコ
い
い
機
械
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　た
と
え
ば
、街
中
で
ナ
イ
フ
を
振
り
回
し
て

い
る
人
が
い
て
も「
う
わ
あ
、カ
ッコ
い
い
！
」と

は
な
ら
な
い
で
す
ね
。で
も
、そ
れ
が
戦
闘
機
だ

と「
超
カ
ッコ
い
い
！
」と
言
う
人
は
結
構
い
ま

す
。で
も
、ガ
ザ
で
爆
撃
を
受
け
て
い
る
人
は
決

し
て
そ
う
言
わ
な
い
。つ
ま
り
、武
器
を
使
う
側

に
い
る
か
、使
わ
れ
る
側
に
い
る
か
。そ
れ
が
決

め
手
に
な
り
ま
す
。

大 

人
の
言
葉
に
騙
さ
れ
な
い
で

　現
在
、日
本
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
た
く
さ
ん
の

兵
器
を
購
入
し
て
、近
隣
諸
国
の
脅
威
に
備

え
る
な
ど
と
言
って
い
ま
す
。「
準
備
し
な
き
ゃ

ダ
メ
だ
」と
。で
も
、ち
ょっ
と
待
って
く
だ
さ
い
。

まっ
た
く
同
じ
人
間
で
す
。

　戦
争
が
本
当
に
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本

能
だ
っ
た
ら
、こ
う
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。つ
ま

り
、敵
と
い
う
考
え
方
は
、歪
ん
だ
教
育
や
メ

デ
ィ
ア
に
よ
って
作
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。

幼
い
頃
か
ら
新
聞
に「
敵
基
地
」な
ど
の
文
字

が
あ
る
の
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に「
日
本
に
は

敵
が
い
る
の
か
。敵
だ
っ
た
ら
爆
弾
で
殺
し
て

も
仕
方
な
い
な
」と
思
う
よ
う
に
な
って
し
ま

う
の
で
す
。

　で
も
、も
し
日
本
の
子
ど
も
が
ア
ジ
ア
諸
国

の
子
ど
も
た
ち
と
保
育
園
で
遊
ん
だ
ら
、同
じ

人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
は
ず
で

す
。こ
う
いっ
た
気
づ
き
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、

ち
ゃ
ん
と
物
事
を
見
よ
う
と
す
る
か
ど
う
か
に

か
かって
い
ま
す
。「
見
ざ
る
、聞
か
ざ
る
、言
わ

ざ
る
」は
お
猿
さ
ん
な
ら
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、人
間
は
も
う
ち
ょっ
と
で
き
る
は
ず
で
す
。

よ
く
見
て
、よ
く
聞
い
て
、よ
く
話
す
べ
き
で
す
。

私 

た
ち
は
戦
争
を

　
　
　止
め
る
こ
と
が
で
き
る

　お
そ
ら
く
、今
日
こ
こ
に
来
て
い
る
人
は
戦

争
に
反
対
で
し
ょ
う
。で
も
、戦
争
は
な
か
な
か

終
わ
ら
な
い
。す
る
と
、私
た
ち
の
ち
っ
ぽ
け
な

力
で
戦
争
を
止
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、と
い

う
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。し
か
し
、こ
の
疑

問
を
持
って
い
る
人
は
戦
争
を
止
め
ら
れ
な
い

と
私
は
思
い
ま
す
。絶
対
に
戦
争
を
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
、と
い
う
気
持
ち
で
臨
ま
な
い
と

戦
争
は
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　な
ぜ
、そ
の
よ
う
に
自
信
を
な
く
し
て
し
ま

う
の
か
。私
は
教
育
の
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。た
と
え
ば
、今
か
ら
25
年
後
、2
0
5
0

年
に
世
界
史
は
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る

の
か
、想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。ロ
シ
ア
の
ウ
ク

う
つ
も
り
は
な
い
ん
で
す
。抑
止
力
と
し
て
持
っ

て
来
た
だ
け
で
す
」と
答
え
た
時
に
、「
あ
あ
、

抑
止
力
の
た
め
で
す
か
。そ
れ
は
仕
方
あ
り
ま

せ
ん
ね
」って
、そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な

い
で
し
ょ
う
。

　あ
る
い
は
、ど
こ
か
の
保
育
園
で
二
人
の
園

児
が
喧
嘩
し
て
い
て
、保
育
士
が「
昨
日
も
言
っ

た
で
し
ょ
う
。話
し
合
い
が
大
事
だ
って
」と
仲

裁
し
た
と
し
ま
す
。す
る
と
一
人
が「
何
甘
い
こ

と
言
って
る
の
？
話
し
合
い
な
ん
か
で
解
決
で

き
な
い
よ
。暴
力
じ
ゃ
な
き
ゃ
！
」と
答
え
た
時

に
、「
あ
あ
、そ
う
だ
ね
。ど
ん
ど
ん
喧
嘩
し
て

ね
」って
保
育
士
の
先
生
は
言
う
で
し
ょ
う
か
。

絶
対
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
い
は
ず
で
す
。つ

ま
り
、「
抑
止
力
」も「
仕
方
な
い
」も
、も
っ
と

も
ら
し
く
聞
こ
え
る
け
れ
ど
、実
は
一
番
単
純

な
こ
と
を
大
人
が
わ
かって
い
な
い
の
で
す
。

戦 

争
は
人
間
の
本
能
か

　た
と
え
ば
、肉
食
動
物
が
草
食
動
物
を
狩
っ

て
食
べる
よ
う
に
、人
や
国
を
敵・味
方
で
分
け

る
考
え
方
は
人
間
の
D
N
A
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
か
ら
、「
戦
争
は
人
間
の
本
能
」と
言
う

人
も
い
ま
す
。し
か
し
、そ
れ
は
違
い
ま
す
。

　日
本
に
来
て
、と
て
も
驚
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。私
は
幼
い
頃
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
の
教

育
の
中
で
、「
シ
リ
ア
人
は
敵
だ
」と
聞
か
さ
れ

て
き
ま
し
た
。だ
か
ら
、あ
る
公
園
の
キ
ッ
チ
ン

カ
ー
で
シ
リ
ア
人
が
ケ
バ
ブ
を
売
っ
て
い
る
の

を
見
た
時
、本
当
に
驚
き
ま
し
た
。し
か
も
、そ

の
人
は
な
ご
や
か
に
話
し
て
い
て
、私
を
殺
そ

う
と
も
し
な
い
。普
通
の
人
間
な
ん
だ
、と
初

め
て
気
づ
き
ま
し
た
。私
た
ち
は
映
画
か
何
か

の
観
過
ぎ
で
、戦
争
と
は
敵
を
殺
す
も
の
だ
と

思
い
込
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。で
も
、違
う
。敵
な

ん
て
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。自
分
と

想
像
力
を
働
か
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。も
し
本
当

に
近
隣
諸
国
が
日
本
を
攻
撃
す
る
な
ら
、日
本

の
軍
事
力
強
化
を
待
つ
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

事
実
、日
本
は
近
隣
諸
国
と
80
年
間
戦
争
し

て
い
な
い
。こ
れ
か
ら
の
80
年
も
そ
う
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。私
た
ち
が
親
た
ち
か

ら
平
和
を
授
か
っ
た
よ
う
に
、次
世
代
に
平
和

を
手
渡
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。そ
れ
が
大
人

と
し
て
の
責
任
、義
務
で
す
。

　こ
こ
ま
で
話
す
と
、「
だ
か
ら
こ
そ
抑
止
力

が
必
要
で
、場
合
に
よ
って
は
戦
争
も
仕
方
な

い
の
で
は
？
」と
言
う
人
も
い
ま
す
。こ
こ
で
ま

た
想
像
力
を
働
か
せ
て
く
だ
さ
い
。た
と
え

ば
、ど
こ
か
の
学
校
に
学
生
が
ナ
イ
フ
を
持
って

行
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。先
生
が「
な
ぜ
ナ
イ
フ

を
学
校
に
持
って
来
る
の
か
」と
学
生
に
尋
ね

ま
す
。す
る
と
、「
先
生
、大
丈
夫
で
す
。心
配

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。私
は
こ
の
ナ
イ
フ
を
使

ラ
イ
ナ
への
侵
攻
、イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
で
の
虐

殺
、次
々
と
戦
争
が
あ
っ
て
、戦
争
、戦
争
、戦

争
と
い
う
雰
囲
気
で
語
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　こ
の
よ
う
に
、学
校
で
勉
強
す
る
世
界
史
の

時
系
列
は
、戦
争
が
軸
に
な
って
い
る
の
で
す
。

こ
の
戦
争
の
次
は
あ
の
戦
争
と
い
っ
た
具
合

で
、勉
強
す
る
う
ち
に「
戦
争
は
終
わ
ら
な

い
」、「
や
っ
ぱ
り
戦
争
は
人
間
の
本
能
な
ん

だ
」と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。教
科
書
を
見
る

と
、い
か
に
も
数
千
年
前
か
ら
ず
っ
と
み
ん
な

が
戦
争
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　で
も
、少
し
待
って
く
だ
さ
い
。先
ほ
ど
も
話

し
ま
し
た
が
、戦
争
が
本
当
に
人
間
の
本
能
な

ら
ば
、な
ぜ
皆
さ
ん
は
黙
って
座
って
私
の
話
を

聞
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。こ
れ
だ
け
の
人
間

が
い
て
、戦
争
が
本
能
な
ら
大
喧
嘩
に
なって
い

る
は
ず
で
す
。戦
争
は
、人
間
の
本
能
で
も
何

で
も
な
い
の
で
す
。

　「ど
こ
で
も
い
つ
で
も
戦
争
は
あ
る
じ
ゃ
な
い

か
」と
言
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。確
か
に
ロ
シ

ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、そ
の
他
の
多
く
の
国
は
現
在
、戦
争

を
し
て
い
ま
せ
ん
。フ
ラ
ン
ス
人
は
カ
フ
ェ
オ
レ

を
飲
み
、イ
タ
リ
ア
人
は
ピ
ザ
を
食
べ
、ス
ペ
イ

ン
人
は
ダ
ン
ス
し
て
い
る
。そ
う
い
う
教
科
書
に

載
ら
な
い
現
実
が
一方
に
は
あ
る
の
で
す
。

　人
口
で
考
え
る
と
、ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は

人
類
の
約
2
％
。イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の

人
口
を
足
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、人
類
の
ほ
と
ん
ど
は
現
在
戦
争
を
し

て
い
な
い
。戦
争
を
し
て
い
な
い
国
の
ほ
う
が
圧

倒
的
に
多
い
の
で
す
。だ
か
ら
、残
り
の
98
％
が

本
気
で
や
め
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、戦
争
は
終
わ
る
の
で
す
。

　学
校
の
先
生
は
、い
つ
、ど
こ
で
戦
争
が
始
ま

り
、そ
し
て
終
わ
っ
た
か
を
教
え
て
く
れ
ま
す

が
、当
時
ど
れ
だ
け
多
く
の
国
が
戦
争
を
し
な

か
っ
た
の
か
は
教
え
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。そ

れ
に
加
え
て
、次
の
戦
争
を
避
け
る
方
法
を
教

わ
る
機
会
も
少
な
い
。だ
か
ら
、「
平
和
って
お

と
ぎ
話
だ
よ
ね
」と
言
う
次
世
代
が
生
ま
れ
て

く
る
の
で
す
。

私 
た
ち
が
歩
む
べ
き
道
は

　人
権
以
上
に
大
切
な
も
の
は
な
い
、と
私
は

思
い
ま
す
。人
権
と
は
幸
せ
に
生
き
る
権
利

で
、ど
ん
な
人
に
も
あ
り
ま
す
。人
権
を
守
る

た
め
の
選
択
肢
は
戦
争
で
は
な
い
。だ
か
ら
、政

治
家
の
責
任
は
、懸
命
に
外
交
し
て
戦
争
の
犠

牲
者
を
一
人
も
出
さ
な
い
こ
と
。話
し
合
い
を

し
て
戦
争
を
し
な
い
こ
と
で
す
。そ
し
て
、全
て

の
大
人
の
責
任
は
、近
隣
諸
国
が
敵
で
は
な
い

と
教
え
る
こ
と
で
す
。肌
の
色
、宗
教
、性
別
、

民
族
、国
籍
を
問
わ
ず
、み
ん
な
同
じ
人
間
で

す
。こ
の
こ
と
を
子
ど
も
に
伝
え
る
の
が
一
番

手
っ
取
り
早
い
平
和
への
道
で
す
。

　さ
て
、現
在
も
戦
争
が
続
く
こ
の
世
界
は

真
っ
暗
で
し
ょ
う
か
。80
年
前
の
日
本
で
は
こ
ん

な
話
も
で
き
ず
、真
っ
暗
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。で

も
、今
は
違
い
ま
す
。私
た
ち
は
今
、分
か
れ
道

の
前
に
い
る
の
で
す
。真
っ
暗
な
世
界
と
、希
望

の
あ
る
世
界
と
、ど
ち
ら
を
次
世
代
に
手
渡
す

の
か
。私
は
責
任
を
持
って
、愛
の
あ
る
世
界
を

次
世
代
に
手
渡
し
た
い
と
思
い
ま
す
。皆
さ
ん

は
ど
う
で
す
か
？

（
2
0
2
5
年
4
月
2
日 

真
宗
本
廟
御
影
堂
）

春
の
法
要
期
間
中
の
4
月
2
日
、真
宗
本
廟
御
影
堂
に
お
い
て

「
念
仏
者
の
平
和
運
動
―
戦
争
の
抑
止
と
は
何
か
―
」を
テ
ー
マ
に

全
戦
没
者
追
弔
法
会
が
勤
ま
り
ま
し
た
。法
要
に
あ
た
り
行
わ
れ
た
、

ダ
ニ
ー
・
ネ
フ
セ
タ
イ
氏
の
記
念
講
演
の
抄
録
を
掲
載
し
ま
す
。

1
9
5
7
年
、イ
ス
ラ
エ
ル
生
ま
れ
。イ
ス
ラ
エ
ル
の
高
校
を

卒
業
後
徴
兵
制
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
空
軍
で
3
年
間
兵
役

を
務
め
る
。退
役
後
ア
ジ
ア
の
旅
に
出
て
来
日
。

1
9
8
8
年
、埼
玉
県
秩
父
に
移
住
し
家
具
作
家
と
な
る
。

木
工
房
を
夫
婦
で
営
み
な
が
ら
、反
戦
や
反
原
発
を
訴
え
る

講
演
を
各
地
で
行
っ
て
い
る
。

ダ
ニ
ー
・
ネ
フ
セ
タ
イ

（
木
製
家
具
作
家
、元
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
兵
士
）

げ
る
の
？

〜
気
づ
き 

戦
争
と
人
権
〜

※1 ハマス…「イスラム抵抗運動」の意味で、イスラム原理主義組織の一つ。
※2 シオニズム運動…19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ユダヤ人の民族的・宗教的アイデンティティを再確立
　　し、彼らの歴史的故郷であるパレスチナにユダヤ人国家を建設することを目指した政治的・社会的運動。

防防

春の法要・
全戦没者追弔法会
記念講演

武
力
で

戦
争
は

ゆ
が

「南無阿弥陀仏 人と生まれたことの意味をたずねていこう」宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃テーマ
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ら
な
教
権
主
義
と
、私
的
感
情
の
み
に

拠
っ
た
誤
っ
た
経
営
主
義
で
あ
り
ま
す
。

宗
門
が
教
法
に
よって
統
理
さ
れ
た
教
団

と
し
て
、す
な
わ
ち
教
法
を
聞
思
し
、か
つ

実
践
す
る
組
織
体
と
し
て
、そ
の
質
的
転

換
を
達
成
す
る
方
策
が
、基
本
的
目
標

と
し
て
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」と
教

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
教
法
を
聞
思
し
、か
つ
実
践
す
る
」と

い
う
使
命
感・責
任
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、

宗
門
人
の「
反
応
の
大
事
」。こ
こ
に「
改

革
」の
基
礎・基
軸
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
を

外
し
て
は
成
り
立
た
な
い
と
思
い
ま
す
。

　我
ら
の
宿
題

　
こ
の
表
明
は「
宗
憲
改
正
」前
の
こ
と

で
す
。つ
ま
り
、改
正
の
直
接
目
標
な
の
で

す
。そ
の
後
、「
分
裂
報
恩
講
」や「
即
決

和
解
」を
経
て
、改
正
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
宗
憲
前
文
に「
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
を
撰
述
し
て
、真

実
の
教
た
る
佛
説
無
量
寿
経
に
よ
り
、阿

弥
陀
如
来
の
本
願
名
号
を
行
信
す
る
願

生
浄
土
の
道
が
、人
類
平
等
の
救
い
を
全

う
す
る
普
遍
の
大
道
で
あ
る
こ
と
を
開
顕

さ
れ
た
。（
中
略
）爾
来
、宗
門
は
長
い
歴

史
を
通
し
て
幾
多
の
変
遷
を
重
ね
る
う
ち

に
は
、そ
の
本
義
が
見
失
わ
れ
る
危
機
を

経
て
き
た
が
、わ
が
宗
門
の
至
純
な
る
伝

統
は
、教
法
の
象
徴
た
る
宗
祖
聖
人
の
真

影
を
帰
依
処
と
し
て
教
法
を
聞
信
し
、教

法
に
生
き
る
同
朋
の
力
に
よ
って
保
持
さ

れ
て
き
た
」と
あ
り
ま
す
。

　
こ
の一
文
に
我
ら
の
宿
題
の
趣
意
が
込

め
ら
れ
て
お
り
、宗
門
の
現
状
と
背
景
を

想
う
中
、「
教
団
の
質
的
転
換
」を
期
し

「
教
法
を
聞
思
し
実
践
す
る
」こ
と
を
、

我
々
に
託
さ
れ
た「
宿
題
」と
受
け
と
め

ま
す
。 

　
ま
た
、宗
祖
は
、誰
の
た
め
に『
教
行
信

証
』を
書
き
遺
し
、「
帰
命
無
量
寿
如
来
」

の
声
を
遺
し
て
く
だ
さっ
た
の
か
。他
で
も

な
い
、私
の
た
め
で
す
。宗
門
に
縁
あ
る

一
人
ひ
と
り
の
た
め
で
す
。我
々
に
は
既
に

し
て「
道
」が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　『
教
行
信
証
』に「
円
融
至
徳
の
嘉
号
は

悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
、難
信
金
剛

の
信
楽
は
疑
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真

理
な
り
」と
銘
記
さ
れ
て
い
ま
す
。他
に
真

が
あ
る
の
で
は
な
く
、他
を
探
し
回
る
よ

う
な
こ
と
で
も
な
い
。ど
こ
ま
で
も「
南
無

阿
弥
陀
仏
が
真
実
」で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。こ
の
点
を
、宗
門
の
転
換
期
に
あ
っ

て
、押
さ
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
強
く
感

じ
ま
す
。

　
つ
ま
り
、南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
る「
意

識
改
革
」で
す
。「
教
団
の
質
的
転
換
」を

期
し「
教
法
を
聞
思
し
実
践
す
る
」と
は
、

私
が
念
仏
申
す
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

人
は
、意
識
や
感
覚
を
自
分
で
あ
ら
た
め

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。そ
れ
を
仏
陀
は

「
凡
夫
」と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

我
ら
凡
夫
は
、「
気
づ
か
さ
れ
る
」こ
と
が

な
け
れ
ば
、あ
ら
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。自

分
が
教
法
に
よ
って
転
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な

し
に
、制
度
や
機
構
を
変
え
て
も
、本
質

的
な
改
革
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
一
人
の
意
識
改
革
な
し
に
、宗
門
の
改

革
は
な
い
。こ
れ
を
改
革
の
基
礎・基
軸
と

し
て
堅
持
し
、向
後
の
宗
門
を
と
も
に
形

づ
く
り
た
く
思
い
ま
す
。

　教
団
の
今

　
昨
年
の「
教
勢
調
査
」で
は
、「
門
徒
の

減
少
、教
化
組
織
の
衰
退・解
体
等
、宗
門

の
基
盤
の
揺
ら
ぎ
が
着
実
に
進
行
し
つ
つ

あ
る
」と
分
析
さ
れ
、各
住
職
の
回
答
か

ら
も「
教
え
や
寺
院
の
世
代
間
継
承
」、

「
転
居
門
徒
と
の
関
係
」、「
門
徒・地
域
と

の
関
係
の
希
薄
化
」等
の
危
機
感
に
向
き

合
う
姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
危
機
感
は
可
能
性
で
す
。い
つ
の
時
代

も
、生
き
る
人
々
の「
今
」を
大
切
に
し
、教

学
を
生
き
た
も
の
に
す
る
営
為
を
各
寺
が

続
け
て
き
ま
し
た
。 

　「
一
人
の
念
仏
者
の
誕
生
」を
願
い
、創

意
工
夫
を
施
し
続
け
ら
れ
て
き
た
教
化

事
業
が
、同
朋
会
運
動
で
す
。１
カ
寺
の
、

一
人
の
運
動
の
足
も
と
が「
既
に
し
て
あ

る
」の
で
す
。そ
の
歩
み
は
、未
来
に
、今
に

つ
な
がって
い
ま
す
。届
け
ら
れ
し
南
無
阿

弥
陀
仏
あ
っ
て
こ
そ
の
私
、念
仏
の
僧
伽

を
語
り
合
う
場
に
、「
自
信
教
人
信
の
誠

を
尽
く
し
」、「
人
類
に
捧
げ
る
教
団
」へ

の
、大
き
な
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
れ
こ
そ
が
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い

る
宗
教
法
人
の
公
益
性
で
あ
り
、寺
院
を

担
う
使
命
を
と
も
ど
も
に
学
ぶ
べ
く
、施

策
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、人
が
集
う
こ
と
で
大
切
に
さ

れ
て
き
た「
受
け
継
ぐ
べ
き
本
来
性
」と

「
変
え
て
い
く
柔
軟
性
」を
大
切
に
し
、教

団
を
形
づ
くって
ま
い
り
ま
す
。

　は
じ
め
に

　
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
今
な
お
厳
し

い
環
境
下
に
お
ら
れ
る
皆
さ
ま
に
お
見
舞

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。宗
門
と
し
て
息
の

長
い
支
援
を
継
続
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　現
代
と
宗
教

　
国
内
で
は
戦
後
８０
年
。し
か
し
、世
界

で
は
戦
争
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
災
害
や
戦
争
、悲
惨
な
事
件
が
続
く
現

代
。我
々
は
加
速
度
的
に
他
者
と
の
関
係

性
を
喪
失
し
、「
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
」と

い
う
感
覚
が
強
ま
り
、「
我
執・我
愛
の
欲

望
拡
大
」に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
、如
来

に
悲
し
ま
れ
て
い
る「
人
間
の
す
が
た
」が

露
わ
に
なって
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　
こ
こ
に
本
願
の
名
号
が
届
い
て
い
る
理

由
が
あ
り
ま
す
。人
間
の
理
知
分
別
の
限

界
が
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
人
間
は
、「
間
柄（
関
係
性
）を
生
き
る
」

の
で
す
か
ら
、宗
教
の
根
幹
で
あ
る「
救

済
」も
、「
間
柄
」が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
道

理
が
成
立
し
ま
せ
ん
。人
は
本
心
で
は
豊

か
な
関
係
、潤
い
あ
る
生
活
を
望
ん
で
い

ま
す
。し
か
し
現
実
は
、他
と
衝
突
し
、人

を
傷
つ
け
て
し
ま
う
。こ
れ
が
人
間
の
抱

え
る
根
本
問
題
、人
生
に
お
け
る
最
大
の

苦
悩
で
す
。 

　
現
代
社
会
の「
苦
悩
」自
体
が
、「
真
実

の
道
標
」を
強
く
願
い
、求
め
て
い
る
と
受

け
と
め
て
い
ま
す
。 

　人
と
法

　
こ
の
現
実
に
あ
って
、宗
門
に
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、「
宗
教
の
真
実
性
の
発

揮
」で
す
。そ
れ
を
先
達
が「
同
朋
会
運

動
」と
表
現
し
て
く
だ
さ
り
、受
け
継
い
で

ま
い
り
ま
し
た
。こ
こ
に「
人
の
ま
こ
と
」、

人
が
人
と
な
る「
真
宗
再
興
」の
道
標
が

あ
り
ま
す
。そ
の
証
し
は
南
無
阿
弥
陀
仏

の
声〈
み
な
〉で
す
。我
一々
人
ひ
と
り
が
、

声〈
み
な
〉を
今
現
に
聴
い
て
い
ま
す
。

　「
宗
教
の
真
実
性
」と
は
、ど
こ
か
の
誰

か
が
い
つ
か
証
明
す
る
の
で
は
な
く
、一
人

ひ
と
り
の
日
常
に
お
い
て
し
か
証
し
よ
う

が
な
い
の
で
す
。 

　「
人
と
仏
法
は
不
二
で
あ
る
」と
い
う

教
語
が
あ
り
ま
す
。浄
土
真
宗
と
は
、人

の
姿
に
顕
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、『
教
行
信
証
』に「
然

る
に
、愚
禿
釈
の
鸞
、建
仁
辛
の
酉
の
暦
、

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」と
銘
記
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
頭
で
考
え
た
決
意

で
は
な
く
、よ
き
ひ
と
法
然
上
人
の
念
仏

と
の
値
遇
に
よ
っ
て
賜
っ
た
、「
真
実
の
道

標
」で
し
ょ
う
。法
然
上
人
の
才
覚
に
感
動

し
た
の
で
は
な
く
、そ
の
生
き
様
や
お
姿

と
いっ
た「
存
在
」に
感
動
し
て
本
願
に
帰

さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
教
え
が
文
字
や
教
理
だ
け
で
伝
わ
る
の

で
は
な
く
、教
え
に
生
き
る
人
に
よって
証

し
さ
れ
、伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実

で
す
。 　改

革
の
基
礎・質
的
転
換

　
宗
門
の
最
重
要
課
題
は
、「
宗
務
改

革
」「
行
財
政
改
革
」で
す
。

　
事
を
あ
ら
た
め
て
転
ず
る
に
は
、基
礎・

基
軸
が
必
要
で
す
。こ
の
点
に
つ
い
て
、

1
9
7
5
年
に
嶺
藤
宗
務
総
長
が「
ま
ず

克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、い
た
ず

可決された条例（一部）
・宗議会議員選挙条例
・教区会議員選挙条例
・別院の再編成に関する条例
・大谷祖廟及び東大谷墓地に関する総合整備委員会条例
・地震災害に係る共済金給付額の算出に関する臨時措置条例
・災害対応準備金に関する特別措置条例
・海外開教推進資金に関する特別措置条例

　紙面を12面に拡大し、新聞の編集方針として、「毎月の暮らしに、心に、必要な新聞」
と言われる未来を創るために、その普遍的使命・役割として「あなたの暮らしに確か
な真宗をお届けし、あなたが仏に、あなたがあなたに、であう新聞」をつくります。
　紙面については、宗派の情報をはじめ、法事や納骨といった仏事の意義をお伝えす
る「情報性」。教育や福祉など、宗派が社会に貢献している活動をお伝えする「社会
性」。社会の出来事や価値観を、真宗の視点から問い、同朋の会などで読者間の対話
を深める「対話性」。天上天下唯我独尊の言葉が示すように、あなたはあるがまま尊い
存在であることをお伝えする「尊厳性」。時代や国、世代などを越えた言葉とのであいを
生活にお届けする「超越性」をもって構築します。
　また、インターネットも活用しつつ、仏教の教えをはじめ、東本願寺の価値や魅力が
これまで以上に伝わるように取り組みます。

その他可決した案件(一部)
・山陽教区・四国教区の教区改編に伴う山陽四国教区発足の議決を求める件
・真宗大谷派所有土地（石川県小松市丸の内町一丁目）処分（有償譲渡）の承諾を求める件
・真宗大谷派所有土地（熊本県球磨郡相良村）処分（有償譲渡）の承諾を求める件
・重要文化財（阿弥陀堂門・鐘楼・手水屋形）修復及び境内地の著しい模様替えの承諾を求める件
・審問院審事の任命について承認を求める件（宗議会のみ）

よりどころ

　当
派
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
宗
会（
常
会
）が
招
集
さ
れ
、5
月
29
日
か
ら

6
月
7
日
ま
で
宗
議
会
が
、6
月
5
日
か
ら
9
日
ま
で
参
議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　今
議
会
で
は
、2
0
2
5
年
度
の
宗
務
執
行
方
針
が
伝
え
ら
れ
、2
0
2
5
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
29
日
か
ら

6
月
7
日
ま
で
宗
議
会
が
、6
月
5
日
か
ら
9
日
ま
で
参
議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　今
議
会
で
は
、2
0
2
5
年
度
の
宗
務
執
行
方
針
が
伝
え
ら
れ
、2
0
2
5
年
度

予
算
等
の
財
務
案
件
、諸
条
例
案
な
ど
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

教
化
研
修
や
教
団
の

　将
来
像
構
築
に
向
け
た
取
り
組
み

「
是
旃
陀
羅
」問
題
の
課
題
共
有

ぜ    

せ
ん   

だ     

ら

　「仏説観無量寿経」における是旃陀羅の課題につ
いて、その歴史や現代の時代性を踏まえつつ、法事
で経典を読誦する意味と、是旃陀羅の課題を踏まえ
た法要のあり方を課題とする審議会を設置しました。
　なお、テキスト『御同朋を生きる』を活用した教区
学習会の開催や、教区・組での学びを推進する人の
養成等についても、継続して
取り組みます。

　教勢調査の分析結果や行財政改革の進捗等を含め、
2026年度以降の取り組みを策定します。 
　「人の誕生」を期した取り組みとして、「青少幼年教化推進研
修」が始まっており、第5期「教化伝道研修」も始まります。
　また、本廟参拝・本廟奉仕など
をとおして1人でも多くの方に真宗
本廟に触れていただけるよう、機
会を創出していきます。

　災害による緊急時において、一日でも早い教
化の現場・聞法の場の回復を期した支援体制
の確立を期し、宗派の共
済・保険制度に関する
審議を始めています。

　亡き方を縁として仏法を
相続していく場づくりを進
めるため、委員会を設置し
て複数年にわたる総計画
を立て、整備に着手します。
　また、東本願寺真宗会館
(東京)と沖縄別院の納骨
施設の整備を進めていく
予定です。

「
改
革
」の
時
機
を
共
に 

　
　―
慙
愧
心
を
賜
り
て

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

２
０
２
５
年

宗
会
招
集

第
77
回
宗
議
会

第
74
回
参
議
会

宗
務
改
革

「大谷祖廟の総合整備」等 「災害時特別教化交付金」の制定

教区及び組の改編

二 三

四

一

　教区改編に
より、7月1日に「山陽
四国教区」が誕生し
ました。

2
0
2
5
年
度
の
宗
務
執
行
方
針
を
審
議

宗
務
総
長
演
説（
要
旨
）
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子
ど
も
た
ち
の

す
べ
て
は
表
せ
な
い

國
分 

一
哉
さ
ん

人
間
と
い
う
い
の
ち
の
相

通
信
員
リ
レ
ー
リ
ポ
ー
ト

「
是
旃
陀
羅
」問
題

ぜ   

せ
ん   

だ    

ら

第    

回
12

現
在
を
生
き
る
第    

回
249

縁―

お
寺
の
掲
示
板―

ひ
か
り
を
伝
え
た
ひ
と

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

第    

回
7

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

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

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

と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　私た
ち
は
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
を
抱
え
て
生
き

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

な
く
、「
ご
愁
傷
さ
ま
」な
の
で
は
な
い
か
。

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

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

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

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

か
ら「
お
め
で
と
う
」と
言
っ
て
!! 

と
い
う
声
と
も
。

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

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
オ
ギ
ャ
ー
」の
声

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

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

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

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

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

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

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

今
月
の
写
真

真宗大谷派（東本願寺）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

に  

か
い 

ど
う   

ゆ
き 

と
し

                               

め
い  

ご

                                                 

し
ょ
う
ろ
う
び
ょ
う
し

  

い
っ
さ
い
か
い 

く

                                                                       

か
か

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

（1）  第800号

2024年（令和6年）7月1日（毎月1日発行）

？

大谷祖廟

２０２５年宗会(常会)で、当局が提案した案件(宗議会32案件、参議会29案件)に加え、
両議会において「非核非戦決議2025」が発議され、すべて可決されました。

宗会(常会)について詳しくは
宗派ホームページをご覧ください。▶

２０２５年度の主な取り組み
〈宗務総長演説より〉

2026年1月『同朋新聞』のリニューアル

〈
主
な
事
項
〉

真宗会館沖縄別院
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真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう東本願寺真宗大谷派ホームページ

（4）2025年（令和7年）7月1日  第812号（5） 2025年（令和7年）7月1日  第812号



ら
な
教
権
主
義
と
、私
的
感
情
の
み
に

拠
っ
た
誤
っ
た
経
営
主
義
で
あ
り
ま
す
。

宗
門
が
教
法
に
よって
統
理
さ
れ
た
教
団

と
し
て
、す
な
わ
ち
教
法
を
聞
思
し
、か
つ

実
践
す
る
組
織
体
と
し
て
、そ
の
質
的
転

換
を
達
成
す
る
方
策
が
、基
本
的
目
標

と
し
て
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」と
教

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
教
法
を
聞
思
し
、か
つ
実
践
す
る
」と

い
う
使
命
感・責
任
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、

宗
門
人
の「
反
応
の
大
事
」。こ
こ
に「
改

革
」の
基
礎・基
軸
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
を

外
し
て
は
成
り
立
た
な
い
と
思
い
ま
す
。

　我
ら
の
宿
題

　
こ
の
表
明
は「
宗
憲
改
正
」前
の
こ
と

で
す
。つ
ま
り
、改
正
の
直
接
目
標
な
の
で

す
。そ
の
後
、「
分
裂
報
恩
講
」や「
即
決

和
解
」を
経
て
、改
正
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
宗
憲
前
文
に「
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
を
撰
述
し
て
、真

実
の
教
た
る
佛
説
無
量
寿
経
に
よ
り
、阿

弥
陀
如
来
の
本
願
名
号
を
行
信
す
る
願

生
浄
土
の
道
が
、人
類
平
等
の
救
い
を
全

う
す
る
普
遍
の
大
道
で
あ
る
こ
と
を
開
顕

さ
れ
た
。（
中
略
）爾
来
、宗
門
は
長
い
歴

史
を
通
し
て
幾
多
の
変
遷
を
重
ね
る
う
ち

に
は
、そ
の
本
義
が
見
失
わ
れ
る
危
機
を

経
て
き
た
が
、わ
が
宗
門
の
至
純
な
る
伝

統
は
、教
法
の
象
徴
た
る
宗
祖
聖
人
の
真

影
を
帰
依
処
と
し
て
教
法
を
聞
信
し
、教

法
に
生
き
る
同
朋
の
力
に
よ
って
保
持
さ

れ
て
き
た
」と
あ
り
ま
す
。

　
こ
の一
文
に
我
ら
の
宿
題
の
趣
意
が
込

め
ら
れ
て
お
り
、宗
門
の
現
状
と
背
景
を

想
う
中
、「
教
団
の
質
的
転
換
」を
期
し

「
教
法
を
聞
思
し
実
践
す
る
」こ
と
を
、

我
々
に
託
さ
れ
た「
宿
題
」と
受
け
と
め

ま
す
。 

　
ま
た
、宗
祖
は
、誰
の
た
め
に『
教
行
信

証
』を
書
き
遺
し
、「
帰
命
無
量
寿
如
来
」

の
声
を
遺
し
て
く
だ
さっ
た
の
か
。他
で
も

な
い
、私
の
た
め
で
す
。宗
門
に
縁
あ
る

一
人
ひ
と
り
の
た
め
で
す
。我
々
に
は
既
に

し
て「
道
」が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　『
教
行
信
証
』に「
円
融
至
徳
の
嘉
号
は

悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
、難
信
金
剛

の
信
楽
は
疑
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真

理
な
り
」と
銘
記
さ
れ
て
い
ま
す
。他
に
真

が
あ
る
の
で
は
な
く
、他
を
探
し
回
る
よ

う
な
こ
と
で
も
な
い
。ど
こ
ま
で
も「
南
無

阿
弥
陀
仏
が
真
実
」で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。こ
の
点
を
、宗
門
の
転
換
期
に
あ
っ

て
、押
さ
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
強
く
感

じ
ま
す
。

　
つ
ま
り
、南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
る「
意

識
改
革
」で
す
。「
教
団
の
質
的
転
換
」を

期
し「
教
法
を
聞
思
し
実
践
す
る
」と
は
、

私
が
念
仏
申
す
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

人
は
、意
識
や
感
覚
を
自
分
で
あ
ら
た
め

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。そ
れ
を
仏
陀
は

「
凡
夫
」と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

我
ら
凡
夫
は
、「
気
づ
か
さ
れ
る
」こ
と
が

な
け
れ
ば
、あ
ら
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。自

分
が
教
法
に
よ
って
転
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な

し
に
、制
度
や
機
構
を
変
え
て
も
、本
質

的
な
改
革
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
一
人
の
意
識
改
革
な
し
に
、宗
門
の
改

革
は
な
い
。こ
れ
を
改
革
の
基
礎・基
軸
と

し
て
堅
持
し
、向
後
の
宗
門
を
と
も
に
形

づ
く
り
た
く
思
い
ま
す
。

　教
団
の
今

　
昨
年
の「
教
勢
調
査
」で
は
、「
門
徒
の

減
少
、教
化
組
織
の
衰
退・解
体
等
、宗
門

の
基
盤
の
揺
ら
ぎ
が
着
実
に
進
行
し
つ
つ

あ
る
」と
分
析
さ
れ
、各
住
職
の
回
答
か

ら
も「
教
え
や
寺
院
の
世
代
間
継
承
」、

「
転
居
門
徒
と
の
関
係
」、「
門
徒・地
域
と

の
関
係
の
希
薄
化
」等
の
危
機
感
に
向
き

合
う
姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
危
機
感
は
可
能
性
で
す
。い
つ
の
時
代

も
、生
き
る
人
々
の「
今
」を
大
切
に
し
、教

学
を
生
き
た
も
の
に
す
る
営
為
を
各
寺
が

続
け
て
き
ま
し
た
。 

　「
一
人
の
念
仏
者
の
誕
生
」を
願
い
、創

意
工
夫
を
施
し
続
け
ら
れ
て
き
た
教
化

事
業
が
、同
朋
会
運
動
で
す
。１
カ
寺
の
、

一
人
の
運
動
の
足
も
と
が「
既
に
し
て
あ

る
」の
で
す
。そ
の
歩
み
は
、未
来
に
、今
に

つ
な
がって
い
ま
す
。届
け
ら
れ
し
南
無
阿

弥
陀
仏
あ
っ
て
こ
そ
の
私
、念
仏
の
僧
伽

を
語
り
合
う
場
に
、「
自
信
教
人
信
の
誠

を
尽
く
し
」、「
人
類
に
捧
げ
る
教
団
」へ

の
、大
き
な
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
れ
こ
そ
が
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い

る
宗
教
法
人
の
公
益
性
で
あ
り
、寺
院
を

担
う
使
命
を
と
も
ど
も
に
学
ぶ
べ
く
、施

策
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、人
が
集
う
こ
と
で
大
切
に
さ

れ
て
き
た「
受
け
継
ぐ
べ
き
本
来
性
」と

「
変
え
て
い
く
柔
軟
性
」を
大
切
に
し
、教

団
を
形
づ
くって
ま
い
り
ま
す
。

　は
じ
め
に

　
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
今
な
お
厳
し

い
環
境
下
に
お
ら
れ
る
皆
さ
ま
に
お
見
舞

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。宗
門
と
し
て
息
の

長
い
支
援
を
継
続
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　現
代
と
宗
教

　
国
内
で
は
戦
後
８０
年
。し
か
し
、世
界

で
は
戦
争
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
災
害
や
戦
争
、悲
惨
な
事
件
が
続
く
現

代
。我
々
は
加
速
度
的
に
他
者
と
の
関
係

性
を
喪
失
し
、「
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
」と

い
う
感
覚
が
強
ま
り
、「
我
執・我
愛
の
欲

望
拡
大
」に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
、如
来

に
悲
し
ま
れ
て
い
る「
人
間
の
す
が
た
」が

露
わ
に
なって
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　
こ
こ
に
本
願
の
名
号
が
届
い
て
い
る
理

由
が
あ
り
ま
す
。人
間
の
理
知
分
別
の
限

界
が
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
人
間
は
、「
間
柄（
関
係
性
）を
生
き
る
」

の
で
す
か
ら
、宗
教
の
根
幹
で
あ
る「
救

済
」も
、「
間
柄
」が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
道

理
が
成
立
し
ま
せ
ん
。人
は
本
心
で
は
豊

か
な
関
係
、潤
い
あ
る
生
活
を
望
ん
で
い

ま
す
。し
か
し
現
実
は
、他
と
衝
突
し
、人

を
傷
つ
け
て
し
ま
う
。こ
れ
が
人
間
の
抱

え
る
根
本
問
題
、人
生
に
お
け
る
最
大
の

苦
悩
で
す
。 

　
現
代
社
会
の「
苦
悩
」自
体
が
、「
真
実

の
道
標
」を
強
く
願
い
、求
め
て
い
る
と
受

け
と
め
て
い
ま
す
。 

　人
と
法

　
こ
の
現
実
に
あ
って
、宗
門
に
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、「
宗
教
の
真
実
性
の
発

揮
」で
す
。そ
れ
を
先
達
が「
同
朋
会
運

動
」と
表
現
し
て
く
だ
さ
り
、受
け
継
い
で

ま
い
り
ま
し
た
。こ
こ
に「
人
の
ま
こ
と
」、

人
が
人
と
な
る「
真
宗
再
興
」の
道
標
が

あ
り
ま
す
。そ
の
証
し
は
南
無
阿
弥
陀
仏

の
声〈
み
な
〉で
す
。我
一々
人
ひ
と
り
が
、

声〈
み
な
〉を
今
現
に
聴
い
て
い
ま
す
。

　「
宗
教
の
真
実
性
」と
は
、ど
こ
か
の
誰

か
が
い
つ
か
証
明
す
る
の
で
は
な
く
、一
人

ひ
と
り
の
日
常
に
お
い
て
し
か
証
し
よ
う

が
な
い
の
で
す
。 

　「
人
と
仏
法
は
不
二
で
あ
る
」と
い
う

教
語
が
あ
り
ま
す
。浄
土
真
宗
と
は
、人

の
姿
に
顕
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、『
教
行
信
証
』に「
然

る
に
、愚
禿
釈
の
鸞
、建
仁
辛
の
酉
の
暦
、

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」と
銘
記
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
頭
で
考
え
た
決
意

で
は
な
く
、よ
き
ひ
と
法
然
上
人
の
念
仏

と
の
値
遇
に
よ
っ
て
賜
っ
た
、「
真
実
の
道

標
」で
し
ょ
う
。法
然
上
人
の
才
覚
に
感
動

し
た
の
で
は
な
く
、そ
の
生
き
様
や
お
姿

と
いっ
た「
存
在
」に
感
動
し
て
本
願
に
帰

さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
教
え
が
文
字
や
教
理
だ
け
で
伝
わ
る
の

で
は
な
く
、教
え
に
生
き
る
人
に
よって
証

し
さ
れ
、伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実

で
す
。 　改

革
の
基
礎・質
的
転
換

　
宗
門
の
最
重
要
課
題
は
、「
宗
務
改

革
」「
行
財
政
改
革
」で
す
。

　
事
を
あ
ら
た
め
て
転
ず
る
に
は
、基
礎・

基
軸
が
必
要
で
す
。こ
の
点
に
つ
い
て
、

1
9
7
5
年
に
嶺
藤
宗
務
総
長
が「
ま
ず

克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、い
た
ず

可決された条例（一部）
・宗議会議員選挙条例
・教区会議員選挙条例
・別院の再編成に関する条例
・大谷祖廟及び東大谷墓地に関する総合整備委員会条例
・地震災害に係る共済金給付額の算出に関する臨時措置条例
・災害対応準備金に関する特別措置条例
・海外開教推進資金に関する特別措置条例

　紙面を12面に拡大し、新聞の編集方針として、「毎月の暮らしに、心に、必要な新聞」
と言われる未来を創るために、その普遍的使命・役割として「あなたの暮らしに確か
な真宗をお届けし、あなたが仏に、あなたがあなたに、であう新聞」をつくります。
　紙面については、宗派の情報をはじめ、法事や納骨といった仏事の意義をお伝えす
る「情報性」。教育や福祉など、宗派が社会に貢献している活動をお伝えする「社会
性」。社会の出来事や価値観を、真宗の視点から問い、同朋の会などで読者間の対話
を深める「対話性」。天上天下唯我独尊の言葉が示すように、あなたはあるがまま尊い
存在であることをお伝えする「尊厳性」。時代や国、世代などを越えた言葉とのであいを
生活にお届けする「超越性」をもって構築します。
　また、インターネットも活用しつつ、仏教の教えをはじめ、東本願寺の価値や魅力が
これまで以上に伝わるように取り組みます。

その他可決した案件(一部)
・山陽教区・四国教区の教区改編に伴う山陽四国教区発足の議決を求める件
・真宗大谷派所有土地（石川県小松市丸の内町一丁目）処分（有償譲渡）の承諾を求める件
・真宗大谷派所有土地（熊本県球磨郡相良村）処分（有償譲渡）の承諾を求める件
・重要文化財（阿弥陀堂門・鐘楼・手水屋形）修復及び境内地の著しい模様替えの承諾を求める件
・審問院審事の任命について承認を求める件（宗議会のみ）

よりどころ

　当
派
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
宗
会（
常
会
）が
招
集
さ
れ
、5
月
29
日
か
ら

6
月
7
日
ま
で
宗
議
会
が
、6
月
5
日
か
ら
9
日
ま
で
参
議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　今
議
会
で
は
、2
0
2
5
年
度
の
宗
務
執
行
方
針
が
伝
え
ら
れ
、2
0
2
5
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
29
日
か
ら

6
月
7
日
ま
で
宗
議
会
が
、6
月
5
日
か
ら
9
日
ま
で
参
議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

　今
議
会
で
は
、2
0
2
5
年
度
の
宗
務
執
行
方
針
が
伝
え
ら
れ
、2
0
2
5
年
度

予
算
等
の
財
務
案
件
、諸
条
例
案
な
ど
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

教
化
研
修
や
教
団
の

　将
来
像
構
築
に
向
け
た
取
り
組
み

「
是
旃
陀
羅
」問
題
の
課
題
共
有

ぜ    

せ
ん   

だ     

ら

　「仏説観無量寿経」における是旃陀羅の課題につ
いて、その歴史や現代の時代性を踏まえつつ、法事
で経典を読誦する意味と、是旃陀羅の課題を踏まえ
た法要のあり方を課題とする審議会を設置しました。
　なお、テキスト『御同朋を生きる』を活用した教区
学習会の開催や、教区・組での学びを推進する人の
養成等についても、継続して
取り組みます。

　教勢調査の分析結果や行財政改革の進捗等を含め、
2026年度以降の取り組みを策定します。 
　「人の誕生」を期した取り組みとして、「青少幼年教化推進研
修」が始まっており、第5期「教化伝道研修」も始まります。
　また、本廟参拝・本廟奉仕など
をとおして1人でも多くの方に真宗
本廟に触れていただけるよう、機
会を創出していきます。

　災害による緊急時において、一日でも早い教
化の現場・聞法の場の回復を期した支援体制
の確立を期し、宗派の共
済・保険制度に関する
審議を始めています。

　亡き方を縁として仏法を
相続していく場づくりを進
めるため、委員会を設置し
て複数年にわたる総計画
を立て、整備に着手します。
　また、東本願寺真宗会館
(東京)と沖縄別院の納骨
施設の整備を進めていく
予定です。

「
改
革
」の
時
機
を
共
に 

　
　―
慙
愧
心
を
賜
り
て

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

２
０
２
５
年

宗
会
招
集

第
77
回
宗
議
会

第
74
回
参
議
会

宗
務
改
革

「大谷祖廟の総合整備」等 「災害時特別教化交付金」の制定

教区及び組の改編

二 三

四

一

　教区改編に
より、7月1日に「山陽
四国教区」が誕生し
ました。

2
0
2
5
年
度
の
宗
務
執
行
方
針
を
審
議

宗
務
総
長
演
説（
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）
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　昨年
７
月
、姪
御
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
、秋
口
に
寺
で

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

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

と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　私た
ち
は
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
を
抱
え
て
生
き

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

な
く
、「
ご
愁
傷
さ
ま
」な
の
で
は
な
い
か
。

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

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

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

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

か
ら「
お
め
で
と
う
」と
言
っ
て
!! 

と
い
う
声
と
も
。

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

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
オ
ギ
ャ
ー
」の
声

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

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

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

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

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

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

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

今
月
の
写
真

真宗大谷派（東本願寺）

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
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か

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

（1）  第800号

2024年（令和6年）7月1日（毎月1日発行）

？

大谷祖廟

２０２５年宗会(常会)で、当局が提案した案件(宗議会32案件、参議会29案件)に加え、
両議会において「非核非戦決議2025」が発議され、すべて可決されました。

宗会(常会)について詳しくは
宗派ホームページをご覧ください。▶

２０２５年度の主な取り組み
〈宗務総長演説より〉

2026年1月『同朋新聞』のリニューアル

〈
主
な
事
項
〉

真宗会館沖縄別院
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真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう東本願寺真宗大谷派ホームページ
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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、
利息収入などがあります。

2025年度

  2025年度 一般会計  経常部臨時部予算
   （2025年7月1日～   2026年6月30日）■1　相続講金

53.2％

■2　同朋会員志金 3.1%

■3　懇志金
10.8％

■5　賦課金
7.6%

■6　礼金
6.6%

■8　その他 
1.3%
■7　寄付金
1.0%

■9　繰越金 3.1%

■4　冥加金
4.3%

■1　真宗本廟の
崇敬･護持
19.3%

■3　教区･組･地方機関での
教化活動推進
28.2%

■5　宗門諸機関の
運営経費
21.3%

■7　別途資金を充てて行う事業 8.9%
■6　その他 
2.5%

2025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、目的ごとにわけて見ていきます。

※人件費合計 35億10万円　
　ただし、退職慰労金1億8,000万円除く

懇志受付（行事中）

同朋の会の旗

支出
総額

89億4,430万円

■10　臨時的な収入や
資金からの繰入金

 9.0％

■2　本山で
実施される
教化施策や研修､
学事振興､
社会活動
　15.4%

■4　沖縄､海外､
首都圏での開教 4.4%

「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
47億5,299万円

1

その他 1億1,787万
8,601円

8

繰越金
2億7,944万9,724円

9

2023年度決算剰余金の半額を繰越金として繰り入れて
います。また、2025年度予算では、「繰越金収入同額は将
来の支出に備える資金として積み立てる」方針のもと、真宗
本廟諸施設営繕積立金、災害対応準備金繰入金等への
資金へ積立を行いました。

別途資金を充てて行う事業
7億9,709万1,675円

7

■　中央推進費 1億5,656万円
　•同朋会館・研修道場・和敬堂の運営　他

■　真宗教化センター費 2億3,307万円
　•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 3億5,354万円
　•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　
　•大谷専修学院の運営
　•社会福祉施設での教化活動推進　他

同朋会運動推進のため会員志を皆さまからお納
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読経等の読経志、
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 9億6,436万円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。

真宗大谷派に所属する全ての寺院や僧侶に課せ
られる義務金です。

冥加金 3億8,681万円4

•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
17億2,617万5,000円

内､人件費 7億1,909万円

1 本山で実施される教化施策や
研修､学事振興､社会活動 13億7,404万7,000円

内､人件費 7億4,317万円

2

教区・組・地方機関での
教化活動推進 25億2,198万円

内､人件費 11億8,057万円

3

賦課金 6億7,921万円5

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 5億8,766万円6

•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

沖縄、海外、首都圏での
開教 3億9,640万円

内､人件費 1億1,736万円

4

•沖縄別院での開教活動
•南米・北米・ハワイ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

その他 2億2,000万円6

渉成園の維持・保全のため、参観者にお納めい
ただいている協力寄付金、御影堂門楼上見学
等の際に見学者にお納めいただく寄付金です。

寄付金 9,200万円7

御影堂 御正忌報恩講 親鸞仏教センターでの講座

奉仕団

渉成園

収入
総額

89億4,430万円

宗派の予算

額装御本尊

特
集

人件費

人件費

人件費

毎年、各寺院を通じて御門徒の皆さまに、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、皆さまに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。

2025年度 特別会計
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

4億7,290万円
 6億9,700万円
1億3,920万円
2億4,380万円

大谷祖廟仏前結婚式

宗門諸機関の運営経費
19億860万6,325円
（教区・首都圏除く）内､人件費 7億3,991万円

5

•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 宗会の様子

ブラジル別院報恩講

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2025年度は、真宗本廟諸施設
営繕積立金受金3億3,451万円や沖縄別院整備資金受
金1億3,238万1,675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 8億394万1,675円

10

帰敬式

ほう ぎ  そうぞく

びょう ご　じ

ほん

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

そう きょう

ほう おん こう
わきょう

ろう そく

ご  ほん ぞん
じょう よ  きん

ろうじょう

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 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

（6）2025年（令和7年）7月1日  第812号（7） 2025年（令和7年）7月1日  第812号



伊藤智子さん

　淨
光
坊
は
境
内
一
面
に
広
が
る
美
し
い
苔
庭
が
印
象
的
な
お
寺
で

あ
り
、報
恩
講
の
際
に
は
、ご
門
徒
の
作
品
を
展
示
す
る
な
ど
、多
く
の

方
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　掲
示
板
は
道
路
に
面
し
て
お
り
、道
行
く
方
も
足
を
止
め
、法
語
に

触
れ
て
い
る
。掲
示
板
に
よ
る
伝
道
は
、前
住
職
夫
妻
が
長
年
続
け

ら
れ
て
き
た
。

　現
住
職
が
引
き
継
い
だ
当
初
は
、『
雑
草
の
輝
き
』（
高
松
信
英
著
）を

輪
読
す
る「『
歎
異
抄
』に
学
ぶ
同
朋
会
」に
合
わ
せ
た
言
葉
を
掲
示
し

て
い
た
。や
が
て
、多
く
の
人
に
見
て
い
た
だ
く
た
め
、教
え
や
経
典
か
ら

の
言
葉
に
限
定
せ
ず
、教
え
を
請
う
た
先
生
方
の
言
葉
や
ヒッ
ト
曲
の

一
節
、自
身
の
思
っ
た
こ
と
な
ど
幅
広
く
掲
示
す
る
よ
う
に
。ご
門
徒
が

言
葉
を
紹
介
し
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　ご
門
徒
の
要
望
で
、法
語
の
掲
示
を
月
に
1
回
か
ら
2
回
に
増
や
し
た

ほ
か
、「
言
葉
の
意
味
が
知
り
た
い
」と
い
う
声
を
受
け
て
、選
ん
だ
理
由
や

自
分
の
受
け
と
め
を
法
語
の
横
に
載
せ
て
い
る
。読
む
方
の
感
じ
方
や
、言

葉
の
受
け
と
め
方
が
狭
く
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
を
払
って
い
る
と
い
う
。

　五
辻
住
職
は
、「
内
容
を
考
え
る
こ
と
は
自
身
の
学
び
に
なって
い
ま
す
。

良
い
言
葉
を
知
っ
た
、だ
け
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、紹
介
し
た
言
葉
に

つ
い
て
同
朋
の
会
で
取
り
上
げ
、深
め
て

い
き
た
い
で
す
ね
」と
語
ら
れ
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。

三重県四日市市東坂部町478
住職  五辻 元

や
ま  

だ    

じ
ゅ
ん  

き

山
田 

潤
貴

三
重
教
区
通
信
員

淨光坊（三重教区 四日市組）

自
分
の
経
験
や
知
識
と
い
っ
た
私

の
思
い
込
み
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
決
め
つ
け
、人
や
物
事
と
出

遇
え
な
い
ま
ま
、そ
こ
に
あ
る
思
い

や
背
景
を
発
見
で
き
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
聞
法
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
私
の

あ
り
方
で
す
。「
決
め
つ
け
」と「
思

い
込
み
」を
破
っ
て
発
見
と
出
遇
い

を
開
く
の
が
仏
教
な
の
で
し
ょ
う
。

第23回

伊
藤 

智
子
さ
ん（
88
歳
）

北
米
開
教
区

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別
院
門
徒

い   

と
う    

と
も   

こ

　ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォルニ
ア
州

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
に
あ
る
北
米
開
教
区

ロ
サ
ン
ゼル
ス
別
院
で
は
、毎
週
日
曜
日

の
午
前
10
時
か
ら
サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス

（
日
曜
礼
拝
）が
開
か
れ
て
お
り
、多
く

の
ご
門
徒
が
参
拝
さ
れ
る
。

　サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
、お
勤
め
が
あ

り
、合
唱
、そ
し
て
英
語
と
日
本
語
に

よ
る
法
話
が
あ
る
。法
要
の
後
に
は
、軽

食
を
と
り
な
が
ら
団
欒
す
る
の
が
毎
週

のル
ー
ティ
ー
ン
だ
。

　合
唱
は
、ロ
サ
ン
ゼル
ス
別
院
の
合
唱

団
に
よ
る
も
の
で
、1
9
6
6
年
の
結
成

以
来
、集
ま
っ
た
ご
門
徒
の
心
に
彩
を
与

え
て
お
り
、今
で
は
サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス
に

は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一つ
と
な
って
い
る
。

　そ
ん
な
合
唱
団
に
、結
成
初
期
か
ら

参
加
さ
れ
続
け
て
い
る
の
が
、別
院
門

徒
の
伊
藤
智
子
さ
ん
だ
。彼
女
は

1
9
6
2
年
に
日
系
2
世
だ
っ
た
夫
と

と
も
に
渡
米
し
た
。そ
の
後
、知
人
の
紹

介
で
ロ
サ
ン
ゼル
ス
別
院
を
知
り
、歌
う

こ
と
が
好
き
だ
っ
た
智
子
さ
ん
は
、合
唱

団
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。1
9
7
0
年
頃
か
ら
別

院
に
通
い
始
め
、そ
れ
以
来

ほ
ぼ
毎
週
欠
か
さ
ず
日
曜

礼
拝
に
参
拝
し
、合
唱
の
時

に
は
そ
の
凜
と
し
た
歌
声
を

響
か
せ
て
い
る
。

　「
渡
米
し
て
間
も
な
い

頃
、夫
し
か
知
ら
ず
英
語
も

う
ま
く
話
せ
ず
、心
細
か
っ
た

私
に
と
っ
て
、お
寺
が
私
の
居

場
所
で
し
た
」と
智
子
さ
ん

は
当
時
を
振
り
返
る
。「
歌

を
と
お
し
て
、心
を
一
つ
に
で

き
る
喜
び
を
知
っ
た
の
は
、こ

の
合
唱
団
に
入
っ
て
か
ら
で

す
」と
続
け
ら
れ
た
。

　ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別
院
の
門
徒
の
大
半

は
、第
二
次
世
界
大
戦
前
に
日
本
か
ら

ア
メ
リ
カ
へ
移
住
さ
れ
た
方
々
の
子
孫

で
、現
在
は
3
世
、4
世
の
方
が
多
く
、

日
本
語
は
ほ
と
ん
ど
話
さ
れ
な
い
。そ
れ

ゆ
え
、歌
わ
れ
る
合
唱
曲
も
仏
教
讃

歌
を
翻
訳
し
て
英
語
で
歌
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。「
お
経
だ
と
難
し
く
て
意
味
が

わ
か
り
づ
ら
い
で
す
が
、歌
だ
っ
た
ら
短

い
で
す
し
、私
た
ち
に
も
気
軽
に
歌
え

る
気
が
す
る
ん
で
す
。ま
た
、歌
詞
の

意
味
を
理
解
し
、歌
詞
に
込
め
ら
れ

た
真
宗
の
教
え
を
と
も
に
わ
か
り
合
え

る
こ
と
は
、合
唱
を
す
る
魅
力
で
す
」

と
智
子
さ
ん
は
話
さ
れ
る
。

　日
曜
日
の
朝
、西
洋
式
の
長
椅
子
が

並
ん
だ
ロ
サ
ン
ゼルス
別
院
の
本
堂
に
は
、

真
宗
の
教
え
の
歌
が
響
い
て
い
る
。

第259回

生るき
い ま

現在を

ロサンゼルス別院の本堂にて合唱の様子

北
米
開
教
監
督
部

今号は海外特別編。
ご門徒の方々や各地
で開かれている同朋
の会を紹介します。

通信員リレーリポート

歌
を
と
お
し
て

　
　育
ま
れ
る
仏
縁

いつつじ げん

じょうこう ぼう

       

あ

だ
ん
ら
ん

り
ん

た
ん  

に 

し
ょ
う

い
ろ
ど
り

いのちと心の相談室 075-371-9280 （毎週木曜13時～17時 ※祝日・行事日は閉室） 真宗本廟奉仕に参加しましょう ―言葉では説明できない“場の力”がここにある―
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仏
号
む
ね
と修

す
れ
ど
も

　現
世
を
い
の
る

行
者
を
ば

　こ
れ
も
雑
修
と

な
づ
け
て
ぞ

　千
中
無
一
と

き
ら
わ
る
る

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 

第
二
版
』五
九
八
頁
）

善
導
大
師  

二

【
現
代
語
訳
】

名
号
を
と
な
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
日
々

を
過
ご
し
て
は
い
て
も

そ
れ
が
現
世
の
役
に
立
つ
こ
と
を
期
待
し

て
の
も
の
な
ら
ば

こ
れ
は
混
じ
り
物
が
あ
る
実
践
で
し
か

な
い
と
し
て

千
に
一
度
も
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
、善
導
大
師
は
い
ま
し
め
て
お
ら
れ
る

第　　回19

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　
　仏
教
の
信
と
は
、
闇
雲
に
信
じ
る
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
教
え
に
う
な
ず
き
、
安
心
し
て
次
の

一
歩
を
進
め
ら
れ
る
心
の
状
態
が
仏
教
の
信
で
す
。

善
導
大
師
は
、
そ
の
信
を
、「
法
」と「
機
」と
い
う

二
つ
の
側
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　『仏
説
無
量
寿
経
』に
は
、法
蔵
菩
薩
に
よ
る「
か

く
か
く
し
か
じ
か
な
人
が
浄
土
に
往
生
で
き
る
よ

う
に
」と
の
誓
願
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

に
は
、
名
号
を
称
え
る
人
が
浄
土
に
往
生
す
る
よ

う
に
と
の
願
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
願
い
を
念
仏
の

教
え
と
し
て
確
か
め
伝
え
て
き
た
の
が
浄
土
教
で

す
。
こ
の
教
え
を
と
お
し
て
、
法
が
法
蔵
菩
薩
の

誓
願
と
し
て
私
に
も
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
に
深
く

う
な
ず
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　こ
れ
が「
法
の
深
信
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　と
こ
ろ
が
、
日
常
に
追
わ
れ
て
い
る
と
、
浄
土
往

生
と
い
う
馴
染
み
の
薄
い
こ
と
は
後
回
し
に
な
って

し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　自
ら
に
か
け
ら
れ
た
願
い
に
背
を
向
け
て
目
の
前

の
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
る
の
が「
現
世
を
い
の
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　そ
う
な
る
と
、
せ
っ
か
く
阿
弥
陀
仏
か
ら
差
し

向
け
ら
れ
た
念
仏
も
、
自
ら
の
欲
望
の
道
具
に
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
病
気
が
治
る
よ
う

に
と
念
仏
を
と
な
え
る
な
ど
は
、
そ
の
例
で
す
。

　い
く
ら
念
仏
を
と
な
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が

私
の
欲
望
を
実
現
す
る
た
め
の
道
具
に
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
な
ら
ば
、
浄
土
に
往
生
で
き
る
可
能
性
は

千
に
一
度
も
な
い
と
、
善
導
大
師
は
厳
し
く
指
摘

し
て
い
ま
す
。

　自
ら
を
救
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
、
そ
れ
を

わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
私
た
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ

ん
な
私
に
も
仏
法
が
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
か
を
示
す
た
め
に
、

仏
教
で
は「
機
」と
い
う
言
葉
を
使
って
き
ま
し
た
。

「
機
の
深
信
」と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
は
た
ら

い
て
い
る
私
の
あ
り
さ
ま
を
あ
り
あ
り
と
知
る
こ
と

で
す
。

　日
の々
生
活
の
中
で「
現
世
を
い
の
る
」こ
と
に
右

往
左
往
し
て
い
る
と
、
自
分
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に

自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
同
じ
よ
う
に
口
角

を
上
げ
て
い
て
も
、
周
囲
も
笑
顔
に
す
る
柔
ら
か

な
笑
顔
も
あ
れ
ば
、
他
人
を
嘲
る
影
の
あ
る
顔
も

あ
り
ま
す
。
自
分
の
顔
が
ど
う
な
って
い
る
の
か
知

る
た
め
に
は
鏡
が
必
要
で
す
。
善
導
大
師
は
、
そ

の
鏡
と
な
る
の
は
教
え
で
あ
る
と
述
べて
い
ま
す
。

　法
蔵
菩
薩
が
願
っ
た
世
界
と
そ
れ
を
伝
え
る
教

え（
法
）に
よ
って
、
自
ら
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
照

ら
し
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
、
法
が
私
に
は
た
ら
い

て
い
る
こ
と（
機
）が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

ひ
か
り
が
私
に
届
い
て
い
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。

善
導
大
師
は
、
法
と
機
と
の
関
係
を
明
確
に
し
て
、

信
の
重
要
性
を
示
し
た
の
で
す
。

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
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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。善導について、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

 

み
ょ
う
ご
う     

お
う
じ
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―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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伊藤智子さん

　淨
光
坊
は
境
内
一
面
に
広
が
る
美
し
い
苔
庭
が
印
象
的
な
お
寺
で

あ
り
、報
恩
講
の
際
に
は
、ご
門
徒
の
作
品
を
展
示
す
る
な
ど
、多
く
の

方
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　掲
示
板
は
道
路
に
面
し
て
お
り
、道
行
く
方
も
足
を
止
め
、法
語
に

触
れ
て
い
る
。掲
示
板
に
よ
る
伝
道
は
、前
住
職
夫
妻
が
長
年
続
け

ら
れ
て
き
た
。

　現
住
職
が
引
き
継
い
だ
当
初
は
、『
雑
草
の
輝
き
』（
高
松
信
英
著
）を

輪
読
す
る「『
歎
異
抄
』に
学
ぶ
同
朋
会
」に
合
わ
せ
た
言
葉
を
掲
示
し

て
い
た
。や
が
て
、多
く
の
人
に
見
て
い
た
だ
く
た
め
、教
え
や
経
典
か
ら

の
言
葉
に
限
定
せ
ず
、教
え
を
請
う
た
先
生
方
の
言
葉
や
ヒッ
ト
曲
の

一
節
、自
身
の
思
っ
た
こ
と
な
ど
幅
広
く
掲
示
す
る
よ
う
に
。ご
門
徒
が

言
葉
を
紹
介
し
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　ご
門
徒
の
要
望
で
、法
語
の
掲
示
を
月
に
1
回
か
ら
2
回
に
増
や
し
た

ほ
か
、「
言
葉
の
意
味
が
知
り
た
い
」と
い
う
声
を
受
け
て
、選
ん
だ
理
由
や

自
分
の
受
け
と
め
を
法
語
の
横
に
載
せ
て
い
る
。読
む
方
の
感
じ
方
や
、言

葉
の
受
け
と
め
方
が
狭
く
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
を
払
って
い
る
と
い
う
。

　五
辻
住
職
は
、「
内
容
を
考
え
る
こ
と
は
自
身
の
学
び
に
なって
い
ま
す
。

良
い
言
葉
を
知
っ
た
、だ
け
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、紹
介
し
た
言
葉
に

つ
い
て
同
朋
の
会
で
取
り
上
げ
、深
め
て

い
き
た
い
で
す
ね
」と
語
ら
れ
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。

三重県四日市市東坂部町478
住職  五辻 元

や
ま  

だ    

じ
ゅ
ん  

き

山
田 

潤
貴

三
重
教
区
通
信
員

淨光坊（三重教区 四日市組）

自
分
の
経
験
や
知
識
と
い
っ
た
私

の
思
い
込
み
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
決
め
つ
け
、人
や
物
事
と
出

遇
え
な
い
ま
ま
、そ
こ
に
あ
る
思
い

や
背
景
を
発
見
で
き
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
聞
法
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
私
の

あ
り
方
で
す
。「
決
め
つ
け
」と「
思

い
込
み
」を
破
っ
て
発
見
と
出
遇
い

を
開
く
の
が
仏
教
な
の
で
し
ょ
う
。

第23回

伊
藤 

智
子
さ
ん（
88
歳
）

北
米
開
教
区

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別
院
門
徒

い   

と
う    

と
も   

こ

　ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォルニ
ア
州

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
に
あ
る
北
米
開
教
区

ロ
サ
ン
ゼル
ス
別
院
で
は
、毎
週
日
曜
日

の
午
前
10
時
か
ら
サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス

（
日
曜
礼
拝
）が
開
か
れ
て
お
り
、多
く

の
ご
門
徒
が
参
拝
さ
れ
る
。

　サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
、お
勤
め
が
あ

り
、合
唱
、そ
し
て
英
語
と
日
本
語
に

よ
る
法
話
が
あ
る
。法
要
の
後
に
は
、軽

食
を
と
り
な
が
ら
団
欒
す
る
の
が
毎
週

のル
ー
ティ
ー
ン
だ
。

　合
唱
は
、ロ
サ
ン
ゼル
ス
別
院
の
合
唱

団
に
よ
る
も
の
で
、1
9
6
6
年
の
結
成

以
来
、集
ま
っ
た
ご
門
徒
の
心
に
彩
を
与

え
て
お
り
、今
で
は
サ
ン
デ
ー
サ
ー
ビ
ス
に

は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一つ
と
な
って
い
る
。

　そ
ん
な
合
唱
団
に
、結
成
初
期
か
ら

参
加
さ
れ
続
け
て
い
る
の
が
、別
院
門

徒
の
伊
藤
智
子
さ
ん
だ
。彼
女
は

1
9
6
2
年
に
日
系
2
世
だ
っ
た
夫
と

と
も
に
渡
米
し
た
。そ
の
後
、知
人
の
紹

介
で
ロ
サ
ン
ゼル
ス
別
院
を
知
り
、歌
う

こ
と
が
好
き
だ
っ
た
智
子
さ
ん
は
、合
唱

団
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。1
9
7
0
年
頃
か
ら
別

院
に
通
い
始
め
、そ
れ
以
来

ほ
ぼ
毎
週
欠
か
さ
ず
日
曜

礼
拝
に
参
拝
し
、合
唱
の
時

に
は
そ
の
凜
と
し
た
歌
声
を

響
か
せ
て
い
る
。

　「
渡
米
し
て
間
も
な
い

頃
、夫
し
か
知
ら
ず
英
語
も

う
ま
く
話
せ
ず
、心
細
か
っ
た

私
に
と
っ
て
、お
寺
が
私
の
居

場
所
で
し
た
」と
智
子
さ
ん

は
当
時
を
振
り
返
る
。「
歌

を
と
お
し
て
、心
を
一
つ
に
で

き
る
喜
び
を
知
っ
た
の
は
、こ

の
合
唱
団
に
入
っ
て
か
ら
で

す
」と
続
け
ら
れ
た
。

　ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
別
院
の
門
徒
の
大
半

は
、第
二
次
世
界
大
戦
前
に
日
本
か
ら

ア
メ
リ
カ
へ
移
住
さ
れ
た
方
々
の
子
孫

で
、現
在
は
3
世
、4
世
の
方
が
多
く
、

日
本
語
は
ほ
と
ん
ど
話
さ
れ
な
い
。そ
れ

ゆ
え
、歌
わ
れ
る
合
唱
曲
も
仏
教
讃

歌
を
翻
訳
し
て
英
語
で
歌
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。「
お
経
だ
と
難
し
く
て
意
味
が

わ
か
り
づ
ら
い
で
す
が
、歌
だ
っ
た
ら
短

い
で
す
し
、私
た
ち
に
も
気
軽
に
歌
え

る
気
が
す
る
ん
で
す
。ま
た
、歌
詞
の

意
味
を
理
解
し
、歌
詞
に
込
め
ら
れ

た
真
宗
の
教
え
を
と
も
に
わ
か
り
合
え

る
こ
と
は
、合
唱
を
す
る
魅
力
で
す
」

と
智
子
さ
ん
は
話
さ
れ
る
。

　日
曜
日
の
朝
、西
洋
式
の
長
椅
子
が

並
ん
だ
ロ
サ
ン
ゼルス
別
院
の
本
堂
に
は
、

真
宗
の
教
え
の
歌
が
響
い
て
い
る
。

第259回

生るき
い ま

現在を

ロサンゼルス別院の本堂にて合唱の様子

北
米
開
教
監
督
部

今号は海外特別編。
ご門徒の方々や各地
で開かれている同朋
の会を紹介します。

通信員リレーリポート

歌
を
と
お
し
て

　
　育
ま
れ
る
仏
縁

いつつじ げん

じょうこう ぼう

       

あ

だ
ん
ら
ん

り
ん

た
ん  

に 

し
ょ
う

い
ろ
ど
り

いのちと心の相談室 075-371-9280 （毎週木曜13時～17時 ※祝日・行事日は閉室） 真宗本廟奉仕に参加しましょう ―言葉では説明できない“場の力”がここにある―
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仏
号
む
ね
と修

す
れ
ど
も

　現
世
を
い
の
る

行
者
を
ば

　こ
れ
も
雑
修
と

な
づ
け
て
ぞ

　千
中
無
一
と

き
ら
わ
る
る

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 
第
二
版
』五
九
八
頁
）

善
導
大
師  

二

【
現
代
語
訳
】

名
号
を
と
な
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
日
々

を
過
ご
し
て
は
い
て
も

そ
れ
が
現
世
の
役
に
立
つ
こ
と
を
期
待
し

て
の
も
の
な
ら
ば

こ
れ
は
混
じ
り
物
が
あ
る
実
践
で
し
か

な
い
と
し
て

千
に
一
度
も
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
、善
導
大
師
は
い
ま
し
め
て
お
ら
れ
る

第　　回19

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　
　仏
教
の
信
と
は
、
闇
雲
に
信
じ
る
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
教
え
に
う
な
ず
き
、
安
心
し
て
次
の

一
歩
を
進
め
ら
れ
る
心
の
状
態
が
仏
教
の
信
で
す
。

善
導
大
師
は
、
そ
の
信
を
、「
法
」と「
機
」と
い
う

二
つ
の
側
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　『仏
説
無
量
寿
経
』に
は
、法
蔵
菩
薩
に
よ
る「
か

く
か
く
し
か
じ
か
な
人
が
浄
土
に
往
生
で
き
る
よ

う
に
」と
の
誓
願
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

に
は
、
名
号
を
称
え
る
人
が
浄
土
に
往
生
す
る
よ

う
に
と
の
願
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
願
い
を
念
仏
の

教
え
と
し
て
確
か
め
伝
え
て
き
た
の
が
浄
土
教
で

す
。
こ
の
教
え
を
と
お
し
て
、
法
が
法
蔵
菩
薩
の

誓
願
と
し
て
私
に
も
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
に
深
く

う
な
ず
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　こ
れ
が「
法
の
深
信
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　と
こ
ろ
が
、
日
常
に
追
わ
れ
て
い
る
と
、
浄
土
往

生
と
い
う
馴
染
み
の
薄
い
こ
と
は
後
回
し
に
な
って

し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　自
ら
に
か
け
ら
れ
た
願
い
に
背
を
向
け
て
目
の
前

の
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
る
の
が「
現
世
を
い
の
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　そ
う
な
る
と
、
せ
っ
か
く
阿
弥
陀
仏
か
ら
差
し

向
け
ら
れ
た
念
仏
も
、
自
ら
の
欲
望
の
道
具
に
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
病
気
が
治
る
よ
う

に
と
念
仏
を
と
な
え
る
な
ど
は
、
そ
の
例
で
す
。

　い
く
ら
念
仏
を
と
な
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が

私
の
欲
望
を
実
現
す
る
た
め
の
道
具
に
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
な
ら
ば
、
浄
土
に
往
生
で
き
る
可
能
性
は

千
に
一
度
も
な
い
と
、
善
導
大
師
は
厳
し
く
指
摘

し
て
い
ま
す
。

　自
ら
を
救
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
、
そ
れ
を

わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
私
た
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ

ん
な
私
に
も
仏
法
が
は
た
ら
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
か
を
示
す
た
め
に
、

仏
教
で
は「
機
」と
い
う
言
葉
を
使
って
き
ま
し
た
。

「
機
の
深
信
」と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
は
た
ら

い
て
い
る
私
の
あ
り
さ
ま
を
あ
り
あ
り
と
知
る
こ
と

で
す
。

　日
の々
生
活
の
中
で「
現
世
を
い
の
る
」こ
と
に
右

往
左
往
し
て
い
る
と
、
自
分
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に

自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
同
じ
よ
う
に
口
角

を
上
げ
て
い
て
も
、
周
囲
も
笑
顔
に
す
る
柔
ら
か

な
笑
顔
も
あ
れ
ば
、
他
人
を
嘲
る
影
の
あ
る
顔
も

あ
り
ま
す
。
自
分
の
顔
が
ど
う
な
って
い
る
の
か
知

る
た
め
に
は
鏡
が
必
要
で
す
。
善
導
大
師
は
、
そ

の
鏡
と
な
る
の
は
教
え
で
あ
る
と
述
べて
い
ま
す
。

　法
蔵
菩
薩
が
願
っ
た
世
界
と
そ
れ
を
伝
え
る
教

え（
法
）に
よ
って
、
自
ら
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
照

ら
し
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
、
法
が
私
に
は
た
ら
い

て
い
る
こ
と（
機
）が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

ひ
か
り
が
私
に
届
い
て
い
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。

善
導
大
師
は
、
法
と
機
と
の
関
係
を
明
確
に
し
て
、

信
の
重
要
性
を
示
し
た
の
で
す
。

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　や
み 

く
も

                                                                                  

　
　
　
　
　
　

  

き

                                                                             

ほ
う
ぞ
う 

ぼ  

さ
つ

                                

せ
い 

が
ん

                 

み
ょ
う
ご
う        

と
な                                                  

お
う
じ
ょ
う   

                                                                                                                          
                                                                               

あ
ざ
け

 

ぜ
ん   

ど
う    

だ
い     

し

 

ぶ
つ  

ご
う

                           

し
ゅ

       

げ
ん   

ぜ

                                

ぎ
ょ
う 

じ
ゃ

                           

ざ
っ  

し
ゅ

       
せ
ん 

ち
ゅ
う 

む   

い
ち

　現
世
を
い
の
る

        

　法
の
深
信

        

ほ
う        

じ
ん 

し
ん

　機
の
深
信

          

き          

じ
ん 

し
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。善導について、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

 

み
ょ
う
ご
う     

お
う
じ
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―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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今月の写真 （１面）
今月の法話 如是我聞 （１面）

人間といういのちの相 （２・３面）
現在を生きる （４面）

縁―お寺の掲示板― （４面）
ひかりを伝えたひと （５面）

特集 （６面）
お東さんガイド （７面）
読者のお便り （７面）

ご案内 （８面）
クロスワードパズル （８面）

読者のこえ （８面）
編集室だより （８面）

広告欄

109                     
143

120              
109                     

119               
110                    

90                                   
103                         

55                                                         
51                                                           

92                                 
51                                                            
50                                                            

26                                                                           

お聖教に関すること
僧侶のお話（法話や講義）

東本願寺の歴史に関すること
仏教と現代社会の問題に関すること

子ども・若者が読みやすいもの
本山の行事や情報
教区の行事や情報

コラム
小説や童話
エッセイ

料理レシピ
その他

62                                 
97

84            
91      

71                         
81               

51                                            
47                                               

40                                                      
50                                            

45                                                 
8                                                                                      

20代
30代

40代

50代
70代

80代

60代

10代 290代以上
10
21

34

96

133

103

15
2

2026年1月号より

　リニューアルに先立って、2024年12月号・2025年1月号にて
『同朋新聞』に関するアンケートを行い、読者の皆さまからたくさんの
貴重なご意見をいただきました。誠にありがとうございました。
　また、『同朋新聞』に関わるメンバーでグループワークを行い、
あらためて『同朋新聞』の使命と価値を考えました。
　本特集では、皆さまの声やワークから見えてきたこと、目指して
いく『同朋新聞』のこれからをお伝えします。

『同朋  　 聞』が

アンケート結果

現在の記事で興味があるのは？ （複数回答可）

実施期間
調査方法

2024年11月下旬～2025年1月31日
インターネットを用いたオンライン調査　

おおむね興味を
持って読まれて
いるようじゃ

これから読みたい記事は？ （複数回答可）

新

Q 

Q 
総計

総計

1,228

727

回答数

416人

● 仏事の簡素化
● 仏法の世代間継承がされにくい

『同朋新聞』を取り巻く環境

『同朋新聞』の強み
● お寺を通じて配布される安心感があり、
   そのことに価値がある。
● 僧侶とご門徒の会話のきっかけに。

ワークから見えたこと

『同朋新聞』の使命 あなたの暮らしに確かな真宗をお届けし、

あなたが仏に、あなたがあなたに、であう新聞をつくります

8面 ⇒ 12面に より読みやすい
表現・レイアウトに

新しい体制づくりを
進めています。
来年1月号からの

『同朋新聞』をぜひ楽しみに
お待ちください！

易しい言葉で、文字の大きさ・
余白・写真の配置をさらに見やすく！

既存のコーナーを活かしつつ、
新コーナー盛りだくさん！
毎月チェックしたくなるコーナーがきっと見つかる！

ポイント

1
ポイント

2

自由記述の主な意見 文字を大きく
してほしい

易しい言葉で
表現してほしい 写真を充実

させてほしい

ページを
増やしてほしい

対 象 者『同朋新聞』読者（寺族・門徒）

仏教の教えや社会の悩みに
興味があるみたい！

しくなります！しくなります！
『同朋  　 聞』が

毎月のクロスワード
パズルの応募でも、
紙面への意見や
感想を募集して
るんだって！

よりどころ

「正信偈」などの教え・
  仏事の大切さの発信が必要

→

しょうしん げ

クロスワードパズルのご応募をお待ちしております！紙面のご感想や要望を添えてお送りください （応募の詳細は12面へ）
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本
願
の
信
心  

は
じ
め
に

文・本
多
弘
之

だ
く
ろ
う

せ
い
ふ
う

連
載
コ
ラ
ム
第
1
回

　京都の文化財や伝統文化・産業などの奥深い魅力を伝え、ゆっくりと観光を楽
しんでいただくためのキャンペーンとして、第50回を迎える「京の夏の旅」。東本願寺で
は、「御影堂門楼上」・「渉成園 燕申堂」を特別公開します。この機会にぜひ拝観ください。 

　毎年4月23日から5月2日までの10日
間、吉崎別院において勤まる蓮如上人御忌
法要に合わせ、真宗本廟と吉崎別院の間を
蓮如上人の御影のお供として歩く「蓮如上
人御影道中」が本年も開催された。今年の
部分参加、全行程を含めた自主参加の事
前申し込み者数は御下向43人（昨年24
人）、御上洛29人（昨年22人）と、昨年より
も多くの方が蓮如上人のお供に加わった。
　今回も昨年に引き続き浄土真宗ドットイ
ンフォにてGPSによる御影道中のリアルタ

イム位置情報が提供され、飛び入り参加の
方々から「一行との合流の目安となる」と好
評の声が聞かれた。
　御上洛の随行教導を勤めた太田
浩史氏は真宗本廟において
行われた御帰山式（5月
9日）において「御影道

中には帰依三宝が備わっており、特に御下
向には法義相続、御上洛には真宗再興が
願われている」と御影道中の意義を語った。

〒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。

岐阜県在住
男性（59歳）

東本願寺と
　　　おじゃれの水

　私が教員として働いていた岐
阜県揖斐郡春日には、「おじゃれ
の水」と呼ばれる湧き水があり、
地域のほとんどの方が毎日その
水を汲んで飲んでいます。
　3年前の11月、修学旅行で京
都を訪れました。その際に、東本

願寺に「おじゃれの水」が「東本
願寺の水」として売られているこ
と、そしてそれが教如上人ゆかり
のものであると聞き、児童たちと
一緒に東本願寺に伺いました。
　実際に境内で販売されている
のを見て、東本願寺と春日がこ

のようなかたちでつながっている
ご縁がとてもうれしかったです。
子どもたちも「春日のお水だ！」と
声をあげて喜んでいました。
　月参りの際にはいつも『同朋新
聞』をいただいていましたが、それ
まではあまり目をとおしていませ

んでした。修学旅行での参拝を
機にしっかり読ませていただくよ
うになり、4月号は「お東さんガイ
ド」にあった御影道中などにとて
も興味を持ちました。今後は、い
ろいろな行事に参加したいです。

『同朋新聞』の感想をはじめ、日々の思いなどをお寄せください。お便り募集
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。
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こ
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述
べさ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

存
じ
ま
す
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催
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お知らせ

「蓮如上人御影道中」
情報ポータルサイト

第352回「蓮如上人御影道中」開催
―御下向約２００キロ・御上洛約２２０キロを歩む御仏事

　帰敬式を受式された時に受け取ら
れた肩衣は、長くお使いいただいている
間に傷んでくることがあります。所定の
簡単な手続きで新しい肩衣を受けませ
んか。お手次ぎの寺院、または最寄りの
教務所へお問い合わせください。

第50回「京の夏の旅」特別公開 帰敬式の肩衣を
取りかえることができます

宗派ホームページ「帰敬式」
もご覧ください

国の指定重要文化財の御影堂門の
楼上（内部）を公開。楼上に安置され
ている釈迦三尊像の他、境内や京都
市内の風景もご覧いただけます。

御影堂門楼上

飛地境内地の渉成園の主屋となる建物。近年まで住居
として使用されていたため、これまで非公開であった「燕
申堂」を初公開します。一つずつ形が異なる燕の釘隠が
特徴的です。幸野楳嶺による障壁画も見どころです。

渉成園 燕申堂

7月11日（金）～9月30日（火）

※「渉成園 燕申堂」を拝観される場合は、渉成園の拝観受付を15時45分までにお通りください。

「京の夏の旅」
料金等詳細はこちら10時～16時30分（16時受付終了）

帰敬式を受式された方の声を紹介しています

　村松勝藏参議会議員、新
潟教区高田１１組鞍馬寺門
徒。2025年5月1日逝去。
83歳。2018年から3期に
わたり参議会議員を務め
られた。

　村松勝藏参議会議員の
逝去に伴う補欠選挙の結
果、小林強氏（新潟教区第2
組善正寺門徒）が当選。

新潟教区 
参議会議員補欠選挙

逝去のお知らせ

ひ が し

期  間
時  間

取りかえ（再交付）に
かかる費用

※聞法ハンドバッグも新しい
　ものをお求めいただけます 
　1,000円

略肩衣  3,000円

参拝接待所ギャラリー
北側に御影道中で実際に
使用される御輿車を
常設展示しています

釘 隠釈迦三尊像
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御本尊は本山からお受けしましょう
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ご注文・お問い合わせは 075-371-9189T
E
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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：440円（税込・送料別）
年間購読：4,400円（税込・送料込）

月刊『同朋』7月号
あなたを軽やかにひっくり返す31音

特集 現代短歌

（11） 2025年（令和7年）7月1日  第812号 （7） 2025年（令和7年）7月1日  第812号



同朋新聞東本願寺ホームページで『同朋新聞』がお読みいただけます

◆2・3面、今回は4月に勤まっ
た全戦没者追弔法会の記念
講演抄録を掲載しています。
これまでも全戦没者追弔法会
の記念講演は行われておりま
したが、当日のお話をより多く
の皆さまに知っていただけれ
ばと思い、今回の掲載に至り
ました。今年は戦後80年で
す。日本では戦争のない日々
が80年続いていますが、世界
に目を向ければこの80年の
間にも戦争によって多くのい
のちが失われています。私た
ち一人ひとりは、自分の見渡
せる範囲でしか行動すること
はできませんが、それぞれが
平和を願って行動すれば、平
和な世界は広がっていくので
はないでしょうか。私たちに今
何ができるのか、そしてその
気持ちを次の世代にどのよう
につなげていけるのか、私自
身も考える夏にしたいと思い
ます。　◆宗派では7月から新
しい年度が始まります。2025
年度の取り組みとして『同朋
新聞』のリニューアルが挙げ
られています。2026年1月号
のリニューアルに向けて、これ
まで以上に愛される紙面とな
るよう、さまざまに話し合いを
進めています。ご期待くださ
い。（玉井）

編集
室だより

答え
A B C D

※答えは全て「ひらがな」でお答えください。

郵便はがきまたはメールにて、❶「クロスワードパズ
ルの答え」❷「郵便番号」・「住所」・「氏名」・「年齢」・
「電話番号」と❸『同朋新聞』の感想や紙面に関する
要望を添えて、右記までご応募ください。今月号の
締め切りは8月10日（日）（当日消印有効）です。

はがきと同様に必ず左記❶❷❸を記入し、
「件名」に「同朋新聞7月号クロスワード応募」
と入力の上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。

◆先日から「縁－お寺の掲示板－」を切り抜いてノートに
集めることにしました。今月も素敵な言葉が載せられて
いてうれしかったです。（福岡県80代）

◆クロスワードのおかげで中学生の従姉妹とともに新聞を楽し
め、内容について家族と話す時間もできて大変有意義な時間
を過ごせました。（石川県20代）

メールでも応募できます！

5
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！

さ
み
だ
れ

今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

を完成させよう！

「タテのカギ」「ヨコのカギ」それぞれの設問に答え、
クロスワードパズルを完成させましょう！7月号の
『同朋新聞』を読むと、ほとんどの答えがわかります！！

ヨコのカギタテのカギ
1

10

4

5

6

7

8

9

11

12

3

2 ダニー・ネフセタイさんは〇
〇〇〇家具作家です。　   
（2・3面）

『同朋新聞』の使命はあな
たの暮らしに確〇〇真宗を
お届けし、あなたが仏に、あ
なたがあなたに、であう新
聞をつくることです。（10面）
「ほ〇〇相続」とはお念仏の
教えを次代に伝えていくこ
とです。（6・7面）
「特集」『同朋新聞』のリ
ニューアルのため、新しい体
〇〇〇くりを進めています。
（10面）

月刊『同朋』7月号の特集は「現代短歌 あなたを軽やかにひっ
〇〇〇えす31音」です。（11面）
「現在を生きる」1966年の結成以来、集まったご門徒の心に
〇〇〇〇を与えているのはロサンゼルス別院の合唱団です。
（8面）

「読者のお便り」「おじゃれの水」は教如上人に〇〇りがあり
ます。（11面）
真宗大谷派の最高議決機関である〇〇〇〇〇が開かれま
した。（4面）
「渉成園」回〇〇〇〇前、ガマが花穂をつける季節です。（1面）
宗門の最重要〇〇〇は、「宗務改革」と「行財政改革」です。　
（４面）

「ひかりを伝えたひと」「仏号むねと修すれども 現世をいのる行
者をば これも雑修〇〇〇けてぞ 千中無一ときらわるる」（9面）
帰敬式の記念品のか〇〇ぬは取りかえることができます。（11面）

プレゼント付

A

B

D

C

76

1211

10

43

5

9

8

21

4月号を
読んで

読者のこえ

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 247,392,353円 

（2025年6月9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
歓募しています

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。

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

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

東本願寺詳しくは ➡
詳しくは ➡

晨朝（おあさじ）
7月の定例法話

7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
「親鸞聖人のご生涯」（常設展）

【時間】毎日14時～
　　　（毎月12日・27日は10時～）

【時間】9時30分～11時
【講師】7月27日  東舘 紹見氏
　　　　　　 　　（大谷大学教授）

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

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。
※7月27日（日）は休会です。

※7月6・13・20日は休会。

真宗本廟
おみがき奉仕団

真宗本廟報恩講奉仕団

【参加費】〈2泊3日〉18,000円、米2kg（1升4合）または米代1,300円
　　　　〈1泊2日〉13,000円、米1.2kg（8合）または米代800円
　　　　　※上記は大人（15歳以上）の場合です。

11月9日（日）～11日（火）

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。

2泊
1泊 11月9日（日）～10日（月）

11月20日（木）～22日（土）
11月24日（月）～26日（水）2泊

1泊 11月20日（木）～21日（金）
11月24日（月）～25日（火）

【満館】 2泊 11月27日（木）～29日（土）
【満館】 1泊 11月27日（木）～28日（金）
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