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　あ
る
日
、本
山
の
晨
朝
法
話
で
の
こ
と
。か
な
り
の

年
齢
と
お
見
受
け
す
る
講
師
が
演
台
の
前
に
立
た
れ

た
。開
口
一
番
、「
あ
さ
目
が
覚
め
た
ら
い
の
ち
が
あ
っ

た
。ま
っ
さ
ら
な
今
日
の
い
の
ち
、ま
っ
さ
ら
な
今
日

の
一
日
」。そ
れ
か
ら
し
ば
し
、若
い
修
練
※
生
た
ち
に

願
い
を
託
す
よ
う
な
恂
恂
と
し
た
お
話
が
あ
っ
た
。私

も
し
み
じ
み
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　そ
の
日
の
昼
食
時
、事
務
局
の
人
か
ら「
今
朝
の
法

話
の
先
生
が
、10
時
頃
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
」と
連
絡

が
入
っ
た
。「
え
え
ー
ッ
」と
い
う
声
と
、ど
よ
め
き
が

し
ば
ら
く
止
ま
な
か
っ
た
。

　夕
事
勤
行
の
あ
と
の
感
話
は
、こ
の
出
来
事
に
つ

く
さ
れ
た
。「
あ
の
先
生
の
お
話
は
と
て
も
印
象
に
の

こ
っ
た
」「
遺
言
の
よ
う
な
お
話
だ
っ
た
」「
僕
は
あ
の

時
居
眠
り
を
し
て
い
た
。ど
う
し
て
目
を
あ
け
て
聞
か

な
か
っ
た
の
か
、く
や
ま
れ
る
」等
々
。

　あ
れ
か
ら
、ど
れ
ほ
ど
の
年
月
が
流
れ
た
で
あ
ろ
う

か
。あ
の
日
の
出
来
事
は
、冒
頭
の
言
葉
と
と
も
に
、今

も
あ
ざ
や
か
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。修
練
生
だ
っ
た

彼
ら
の
胸
に
も
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

釈
尊
は
自
ら
の
入
滅
を
も
っ
て
最
後
の
説
法
と
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
る
。あ
の
日
の
出
来
事
こ
そ
ま
さ
に
臨
終

説
法
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

「
あ
さ
目
が
覚
め
た
ら

　
　
　

  

い
の
ち
が
あ
っ
た
」

今
月
の
法
話
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聞
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谷
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を
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手
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台
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※修練…教法をひろめ、儀式を執行する資格を有する「真宗大谷派教師」となるために必要な研修。教師修練のこと。
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相人
間
と
い
う

す
が
た

い
の
ち
の連

載

す
べて
の
時
間
を
要
介
護
者
と
し
て
接
す
る
と
、

介
護
さ
れ
て
い
る
人
は
要
介
護
者
と
し
て
し
か

生
き
て
い
け
な
い
で
す
し
、私
た
ち
も
常
に
介
護

す
る
側
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、人
間
と
し
て
の

対
等
性
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
。

　い
か
に
、今
こ
こ
を
と
も
に
楽
し
み
、悲
し
め

る
か
。ま
た
、ど
う
生
き
て
い
く
か
。こ
こ
に
お
い

て
対
等
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
職
員
に
は
持
っ

て
も
ら
い
た
い
な
と
思
って
い
ま
す
。

　老
化
は
正
常
な
こ
と
で
す
。そ
れ
は
人
間
だ

け
じ
ゃ
な
く
、生
き
物
す
べて
に
永
遠
な
も
の
は

な
く
て
、必
ず
有
限
で
終
わ
り
が
く
る
。し
か

し
、人
間
だ
け
が
そ
こ
か
ら
乖
離
し
て
、老
化

̶

施
設
で
働
く
新
人
の
職
員
の
方
に「
介

護
者
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、

介
護
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

　僕
ら
は
労
働
者
と
し
て
お
年
寄
り
と
関
わっ

て
い
ま
す
が
、ど
う
し
て
も
介
護
す
る
側・さ
れ

る
側
と
い
う
関
係
性
が
固
定
化
し
て
し
ま
い
ま

す
。で
も
、ど
ん
な
状
態
の
お
年
寄
り
で
あ
って

も
、24
時
間
3
6
5
日
、要
介
護
者
で
生
き
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、僕
ら
が
接
す
る
の
は
、

ト
イ
レ
や
食
事
な
ど
、介
助
が
必
要
な
時
だ
け

な
ん
で
す
ね
。そ
れ
以
外
は
ご
く
普
通
の一人
の

人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
。だ
か
ら
、私
た
ち
が

す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
社
会
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。老
い
る
と
い
う
自
然
の
摂
理

か
ら
乖
離
し
て
い
る
の
は
、実
は
社
会
の
方
な

ん
で
す
。こ
の
乖
離
を
埋
め
る
の
が
、僕
の
考
え

る
介
護
の
役
割
だ
と
思
って
い
ま
す
。こ
の
乖

離
を
埋
め
て
い
く
よ
う
な
介
護
が
で
き
る
か
、

そ
れ
を
発
信
で
き
る
か
、そ
う
し
た
考
え
方
が

で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

̶

社
会
で
は
、介
護
を
効
率
的
に
行
う
こ

と
が
優
先
さ
れ
て
い
る
気
も
し
ま
す
が
、そ
の

点
に
つ
い
て
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

　効
率
化
の
波
は
介
護
現
場
に
も
押
し
寄
せ

て
き
て
い
ま
す
。人
手
不
足
を
デ
ジ
タ
ル
技
術

で
補
っ
た
り
、「
ム
リ
」「
ム
ダ
」「
ム
ラ
」を
な
く

そ
う
と
し
た
り
、で
す
ね
。し
か
し
、ム
リ
、ム

ダ
、ム
ラ
を
な
く
し
て
、効
率
を
上
げ
、少
な
い

人
数
で
介
護
す
る
と
な
る
と
、介
護
現
場
は
虐

待
が
絶
え
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。機
械
や
セ

ン
サ
ー
を
使
え
ば
、人
間
以
上
の
精
度
の
高
い

情
報
が
集
ま
り
ま
す
。し
か
し
結
局
介
護
を

す
る
の
は
人
で
す
か
ら
、そ
う
い
う
精
度
の
高

い
セ
ン
サ
ー
が
拾
って
き
た
情
報
に
応
え
き
れ

な
い
。そ
し
て
ゆ
と
り
も
な
く
な
り
ま
す
。不

完
全
だ
か
ら
こ
そ
ゆ
と
り
が
あ
る
。人
間
の
力

に
は
限
界
が
あ
る
わ
け
で
す
。そ
の
限
界
を
い

か
に
み
ん
な
が
認
め
る
か
は
、と
て
も
重
要
な

こ
と
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
。限
界
が
あ
る
か
ら

こ
そ
お
年
寄
り
が
自
由
で
い
ら
れ
る
。

　そ
れ
が
全
部
、情
報
と
し
て
集
め
ら
れ
る

と
、そ
の
中
で
は
寛
容
性
が
失
わ
れ
、人
の

不
完
全
さ
を
許
さ
な
い
社
会
に
な
って
し
ま
い

ま
す
。精
度
を
上
げ
て
リ
ス
ク
を
減
ら
す
の
は

大
事
な
こ
と
で
す
。で
も
、一
人
の
人
間
の
体
の

不
完
全
性
の
中
で
起
こ
る
悲
し
み
も
喜
び
も
、

共
有
し
て
い
く
共
同
体
の
中
で
介
護
を
さ
れ

た
方
が
、お
年
寄
り
も
、介
護
す
る
側
も
楽
な

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　年
を
重
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、一つ
ひ
と
つ

失
う
こ
と
が
増
え
ま
す
が
、そ
こ
が
終
わ
り
で

は
な
く
て
、そ
こ
か
ら
新
し
い
始
ま
り
が
あ
る
。

そ
こ
に
実
は
本
当
の
老
い
の
す
ご
さ
と
い
う
の

が
あ
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
ね
。

　そ
れ
を
、僕
は
餅
つ
き
を
し
た
時
に
実
感
し

ま
し
た
。子
ど
も
の
頃
か
ら
、餅
つ
き
を
実
家
で

さ
せ
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
。僕
は
高
校
生
の
時

が
、餅
つ
き
が
で
き
る
ピ
ー
ク
だ
と
思
って
い
ま

し
た
。し
か
し
、実
際
は
、６０
歳
を
過
ぎ
た
今
の

方
が
で
き
る
ん
で
す
。間
違
い
な
く
体
力
も
落

ち
て
い
る
し
、力
も
な
い
の
に
。で
も
、高
校
生
の

時
よ
り
も
今
の
方
が
持
続
的
に
餅
を
つ
け
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、力
を
失
っ
た
か
ら

こ
そ
つ
く
知
恵
と
技
術
を
体
が
ち
ゃ
ん
と
習
得

し
て
い
る
か
ら
で
す
。そ
れ
は
た
ぶ
ん
、す
べて
の

も
の
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
高
ま
り
、

自
分
の
体
と
相
談
し
な
が
ら
やって
い
く
よ
う

な
力
が
若
い
人
よ
り
も
長
け
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
る
ん
で
す
ね
。

　お
年
寄
り
も
そ
れ
ぞ
れ
み
ん
な
自
分
の
都

合
の
中
で
、い
ろ
ん
な
工
夫
に
満
ち
た
生
活
を

し
て
い
る
は
ず
で
す
。弱
い
体
を
補
完
し
、強
く

し
て
い
く
と
い
う
発
想
よ
り
も
、弱
い
か
ら
こ

そ
万
物
と
交
流
で
き
る
こ
と
を
老
い
が
証
明

し
て
い
る
、と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
気
が
し
ま
す
。そ
れ
こ
そ
が「
老
い

を
堪
能
す
る
」と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

̶

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。失
っ
て

も
そ
こ
か
ら
始
ま
り
、い
ろ
ん
な
も
の
と
交
流

す
る
こ
と
で
、老
い
の
中
か
ら
発
揮
さ
れ
る
力

や
豊
か
さ
を
、あ
ら
た
め
て
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。（
了
）

「
老
い
」か
ら
得
ら
れ
る
も
の

̶

私
た
ち
は
老
い
て
い
く
現
実
を
な
か
な

か
受
け
と
め
ら
れ
ま
せ
ん
。特
に
ぼ
け
る
、認

知
症
に
対
し
て
は
そ
の
傾
向
が
強
い
で
す
ね
。

　僕
は
36
年
こ
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、昔

「
痴
呆
症
」と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
に
は
、「
ぼ
け

る
」と
の
現
場
レ
ベ
ル
の
使
い
分
け
が
あ
り
ま

し
た
。痴
呆
症
と
い
う
の
は
、生
活
が
非
常
に

困
難
な
状
態
が
固
定
化
し
た
状
態
。い
わ
ゆ
る

脳
の
病
変
な
ど
に
よって
、生
活
に
大
き
な
障
害

が
出
て
し
ま
う
状
態
を
、痴
呆
症
と
表
現
し
て

い
た
ん
で
す
ね
。そ
の
一
方
で
ぼ
け
る
と
い
う

言
葉
は
、年
を
取
って
、自
然
に
膝
が
悪
く
な
っ

さ
ん
は
山
の
質
を
捉
え
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

僕
は
名
前
だ
け
で
、お
ば
あ
さ
ん
は「
緑
の
深

い
山
」と
山
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
。お
年
寄
り

は
私
た
ち
の
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
概
念
で
は

な
く
、見
た
ま
ま
、感
じ
た
ま
ま
を
言
葉
に
し

て
い
る
。老
い
る
と
い
う
の
は「
今
こ
こ
を
生
き

る
」人
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を

感
じ
ま
し
た
。

　こ
の
、今
こ
こ
を
生
き
る
と
い
う
の
は
、実
は

す
ご
い
こ
と
で
す
。な
か
な
か
僕
ら
は
今
こ
こ

を
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
か
、記
憶
が
しっ
か
り

し
て
い
る
と
、過
去
に
と
ら
わ
れ
て
恨
み
つ
ら
み

の
中
で
生
き
た
り
、未
来
への
心
配
ば
か
り
を

し
て
し
ま
う
。で
も
、老
い
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る

ほ
ど
、今
こ
こ
を
老
い
て
い
く
よ
う
に
な
る
ん
で

す
ね
。僕
ら
の
概
念
だ
と
、老
い
た
人
は
何
か

が
欠
け
て
い
る
と
見
え
る
わ
け
で
す
が
、実
は

そ
う
い
う
生
き
方
の
方
が
生
き
生
き
と
し
て
、

幸
せ
な
の
で
は
な
い
か
な
と
思
え
ま
す
。

ち
ょっ
と
時
間
を
間
違
え
ち
ゃっ
た
り
と
か
、空

間
が一瞬
わ
か
ら
な
い
時
が
出
て
き
た
り
と
か
、

記
憶
が
お
ぼ
ろ
げ
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

実
は
私
た
ち
も
、ほ
と
ん
ど
の
こ
と
は
忘
れ
て

い
る
ん
で
す
。記
憶
障
害
が
あ
る
み
た
い
な
言

わ
れ
方
を
さ
れ
ち
ゃ
う
と
、お
年
寄
り
だ
け
が

顕
著
に
目
立
って
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、本
当

は
私
た
ち
も
、お
年
寄
り
に
負
け
な
い
ぐ
ら
い

覚
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
ん
で
す
よ
ね
。

̶

著
書
に
、「
不
自
由
に
な
る
体
は
、新
し

い
自
由
を
も
た
ら
す
」と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ

り
ま
し
た
が
、ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　福
岡
市
内
で
は
油
山
と
い
う
山
が
見
え
ま

す
。そ
の
油
山
を
、あ
る
お
ば
あ
さ
ん
に
、「
あ
の

山
、知
って
る
？
」と
聞
い
た
ん
で
す
。そ
う
し

た
ら
、「
緑
の
深
い
山
や
ろ
、よ
か
山
」と
い
う

返
事
が
き
ま
し
た
。僕
ら
は「
油
山
」と
い
う

名
前
が
聞
け
な
い
と
、理
解
し
て
い
な
い
な
と

思
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。し
か
し
、お
ば
あ

た
り
、目
が
見
え
づ
ら
く
なっ
た
り
、耳
が
聞
こ

え
づ
ら
く
な
っ
た
り
、自
然
の
摂
理
に
導
か
れ

て
変
容
し
て
い
く
姿
を
、自
然
な
こ
と
で
あ
る

と
い
う
意
味
合
い
で
使
っ
て
い
ま
し
た
。だ
か

ら
、「
ぼ
け
」と
い
う
の
は
自
然
な
も
の
だ
と
僕

は
受
け
と
め
て
い
ま
す
。そ
れ
が
2
0
0
4
年

に「
認
知
症
」と
い
う
言
葉
に
ま
と
め
ら
れ
て

し
ま
い
、ぼ
け
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
を
差

し
控
え
て
い
る
雰
囲
気
が
あ
る
。し
か
も
今
で

は
認
知
症
は
脳
の
病
気
と
い
う
捉
え
方
が
強

く
なって
し
ま
い
ま
し
た
。

　し
か
し
、認
知
症
状
と
い
う
の
は
、あ
く
ま
で

も
症
状
で
あ
って
、病
気
で
は
な
い
。認
知
症
状

を
引
き
起
こ
す
原
因
疾
患
が
、い
わ
ゆ
る
ア
ル

ツ
ハ
イ
マ
ー
病
な
ど
病
名
が
付
い
て
い
る
も
の

で
、そ
こ
か
ら
認
知
症
状
が
現
れ
ま
す
。で
は
、

お
年
寄
り
の
場
合
、み
ん
な
脳
の
病
気
に
よ
る

認
知
症
な
の
か
と
い
う
と
、そ
ん
な
は
ず
は
な

い
ん
で
す
よ
。普
通
に
年
を
取
っ
た
だ
け
で
、

老
い
は「
新
し
い
自
由
を
も
た
ら
す
」

村
瀨 

孝
生
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

私
た
ち
は
老
病
死
を
避
け
て
と
お
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。そ
の
中
で
も

「
老
い
」は
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
実
感
を
伴
う
も
の
で
す
。し
か
し
、そ
れ
に

抗
い
た
い
の
も
ま
た
私
た
ち
で
す
。福
岡
県
で
老
人
福
祉
施
設
を
運
営
さ

れ
て
い
る
村
瀨
孝
生
さ
ん
は
老
い
を「
新
し
い
始
ま
り
」と
語
ら
れ
ま
す
。

老
い
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
人
間
の
相
を
村
瀨
さ
ん
の
お
話
か
ら
考

え
ま
す
。

「
老
い
」を
堪
能
す
る

福岡県飯塚市出身。東北福祉大学卒業。
1988年、特別養護老人ホーム生活指
導員。1996年、第2宅老所よりあい所
長、2013年、宅老所よりあい代表。
2015年、よりあいの森施設長、2022年
退任。　
現在：よりあい統括所長、社会福祉法人
福岡ひかり福祉会理事。
著書に「おばあちゃんが、ぼけた」「看取
りケアの作法」「シンクロと自由」「ぼけ
と利他」等がある。

いっ
た
人
間
の
生
理
に
基
づ
い
た
営
み
は
繰
り

返
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、繰
り
返
さ
れ
て
い
る
中

で
も
、ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
は一つ
も
な
い
で
す

よ
ね
。そ
の
中
で
、習
慣
が
日
々
の
不
安
定
を

支
え
て
い
る
の
で
す
。で
す
か
ら
、人
間
は
そ
も

そ
も
習
慣
に
よ
っ
て
安
定
的
に
生
き
て
い
て
、

お
年
を
召
す
と
記
憶
力
が
落
ち
て
い
く
の
で
、

さ
ら
に
そ
れ
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　な
の
で
、家
か
ら
施
設
に
移
る
と
い
う
の
は
、

こ
れ
ま
で
つ
く
り
上
げ
て
き
た
家
で
の
習
慣
を

失
い
、新
し
い
環
境
で
再
び
習
慣
を
つ
く
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。お
年
を
召
し
て
い
く
と
、時

間
や
空
間
の
見
当
が
つ
き
づ
ら
く
な
る
の
で
、

も
う
一
度
新
し
い
習
慣
を
自
分
で
つ
く
る
の
は

と
て
も
難
し
い
。だ
か
ら
、今
ま
で
自
分
が
つ
く

り
上
げ
て
き
た
習
慣
を
で
き
る
だ
け
維
持
し

た
い
と
思
う
の
で
す
。施
設
に
入
っ
た
途
端
に
、

認
知
症
が
進
み
ま
し
た
と
いっ
た
声
は
、施
設

入
居
で
は
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
す
。

　僕
ら
が
自
宅
で
暮
ら
す
こ
と
を
支
援
す
る

の
は
、つ
く
り
上
げ
た
習
慣
で
生
き
る
こ
と
を

支
援
し
た
方
が
、急
に
施
設
に
入
る
よ
り
い
い

泊
ま
る
日
が
ど
ん
ど
ん
と
増
え
、最
終
的
に
は

こ
こ
に
暮
ら
す
状
態
に
な
り
ま
し
た
。そ
う
い

う
自
然
な
プ
ロ
セ
ス
で「
よ
り
あ
い
」の
支
援

モ
デ
ル
が
で
き
て
き
た
ん
で
す
。

̶

ま
ず
は
自
宅
で
暮
ら
す
お
年
寄
り
を
支

援
す
る
仕
組
み
づ
く
り
か
ら
始
め
ら
れ
た
わ

け
で
す
ね
。老
後
を
過
ご
す
な
ら
施
設
で
は

な
く
、ご
自
宅
の
方
が
い
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方

は
多
い
で
す
が
、ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。

　一概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、老
い
の
特
性
が

あ
る
と
思
って
い
ま
し
て
、急
激
な
環
境
変
化

が
お
年
寄
り
は
苦
手
で
す
。人
間
って
、み
ん
な

習
慣
で
生
き
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。こ
の
習
慣

が
、固
定
的・安
定
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、日
常

が
送
れ
る
の
で
す
が
、同
じ
一
日
は
あ
り
ま
せ

ん
。例
え
ば
、食
べ
る
、寝
る
、排
せ
つ
す
る
、と

̶

「
宅
老
所
よ
り
あ
い
」は
ユ
ニ
ー
ク
な

取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、ど
の
よ
う
な

経
緯
で
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　「
宅
老
所
よ
り
あ
い
」は
、34
年
前
に
マ
ン

シ
ョ
ン
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
92
歳
の

女
性
の
居
場
所
づ
く
り
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

伝
照
寺
と
い
う
お
寺
の
茶
室
を
お
借
り
し
て
、

そ
の
方
が
出
掛
け
る
場
所
を
つ
く
っ
た
の
が

宅
老
所
の
始
ま
り
で
す
。

　そ
の
後
、も
っ
と
多
く
の
方
が
出
入
り
で
き

る
よ
う
に
と
、敷
地
内
に
あ
っ
た
古
い
民
家
を

改
築
し
て
、デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
な
も
の
に

な
って
い
き
ま
し
た
。最
初
は
み
な
さ
ん
が
通
っ

て
く
る
場
所
で
し
た
が
、年
々
老
い
が
深
ま
り
、

自
宅
に一人
に
し
て
お
く
の
は
厳
し
く
、ど
う
し

て
も
帰
せ
な
い
日
が
出
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
、

と
思
う
か
ら
で
す
。い
つ
か
施
設
に
入
る
と
し

て
も
、入
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
丁
寧
に
し

た
い
。例
え
ば
数
年
間
の
長
い
ス
パ
ン
を
か
け

て
施
設
で
の
宿
泊
を
増
や
し
て
い
く
と
、急
激

な
環
境
変
化
は
あ
ま
り
な
く
、職
員
と
の
人
間

関
係
も
で
き
、そ
の
人
間
関
係
が
支
え
に
な

り
ま
す
。

　今
の
介
護
の
制
度
体
系
で
は
、い
き
な
り

施
設
に
入
って
、空
間
も
時
間
も
変
わ
り
、み
な

さ
ん
混
乱
す
る
ん
で
す
ね
。つ
い
つ
い
私
た
ち
の

目
で
見
る
と
、機
能
が
低
下
し
た
と
いっ
た
言

い
方
を
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、そ
れ
は
こ
ち
ら
の

物
差
し
の
見
方
で
す
。老
い
る
と
い
う
の
は
、人

間
の
当
た
り
前
の
変
化
な
ん
で
す
。「
お
ぎ
ゃ

あ
」と
生
ま
れ
て
き
た
赤
ち
ゃ
ん
は
、最
初
か
ら

「
お
母
さ
ん
、僕
を
産
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と

う
」な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
。し
ゃべ
り
も
し
な
い

し
、寝
返
り
さ
え
う
て
な
い
。で
も
そ
の
状
態

を
、「
機
能
不
全
」と
は
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。

　そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、お
年
寄
り
が
一つ
ひ

と
つ
機
能
を
失
って
い
く
と
い
う
の
は
、病
気
や

障
害
と
い
う
よ
り
は
、人
間
が
当
た
り
前
に

そ
の
よ
う
に
姿
形
を
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

老
い
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
す
。

な
ぜ
自
宅
で
暮
ら
す
こ
と
を

支
援
す
る
の
か
？「よりあい」での食事風景

せ

む
ら

た
か

お

す
が
た

あ
ら
が

で
ん
し
ょ
う
じ

あ
ぶ
ら
や
ま

か
い  

り

た

ち  

ほ
う
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佐山 芳照さん

　掲
示
板
に
載
せ
る
言
葉
は
、佐
々
木
住
職
ご
自
身
が
日
々
の
生
活
の

中
で
感
じ
た
こ
と
を
載
せ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。そ
し
て
そ
の
言
葉
の

横
に
は
い
つ
も
挿
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　30
年
ほ
ど
前
に
ご
縁
の
あ
っ
た
お
寺
で
の
法
務
の
傍
ら
、版
画
家
の

も
と
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
し
て
い
た
佐
々
木
住
職
。2
0
2
0
年
、札
幌
別

院
の
機
関
紙
に
挿
れ
る
七
高
僧
の
絵
の
制
作
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、本
格
的
に
作
画
に
取
り
組
み
始
め
た
。「
掲
示
板
は
挿
絵
の
有

無
で
通
行
人
が
立
ち
止
ま
っ
て
く
れ
る
割
合
が
全
然
違
い
ま
す
よ
。絵

は
い
ろ
い
ろ
な
垣
根
を
越
え
ま
す
か
ら
ね
」と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
た
。

今
で
は
お
寺
の
中
に
あ
る
ア
ト
リ
エ
で
、主
に
仏
教
画
の
制
作
に
取
り
組

ん
で
お
り
、年
に
数
回
、お
寺
を
中
心
に
絵
画
展
も
開
い
て
い
る
。「
仏
法

を
少
し
で
も
多
く
の
方
々
に
広
め
る
手
段
の
一つ
と
し
て
絵
画
に
行
き
つ
い

た
。絵
と
と
も
に
仏
教
を
広
め
て
い
き
た
い
」と「
仏
教
画
家
」と
し
て
こ
の

活
動
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　作
画
活
動
を
と
お
し
て「
お
坊
さ
ん
ア
ー
ティス
ト
」と
知
り
合
う
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。佐
々
木
住
職
の
現
在
の
夢
は
彼
ら
と
年
に
一
度
の
展
覧

会「
僧
侶
ア
ー
ト
プ
ロ
ジェク
ト
」を
開
催
す
る
こ
と
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

他
宗
派
の
方
々
も
含
む
ア
ー
ト
の
つ
な
が
り

が
、今
後
の
掲
示
板
活
動
の
さ
ら
な
る
発
展

に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　宮
城
県
の
南
部
に
位
置
す
る
村
田

町
。こ
の
地
に
建
つ
願
勝
寺
の
役
員
と

し
て
活
動
を
さ
れ
て
い
る
佐
山
芳
照
さ

ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

　曹
洞
宗
の
檀
信
徒
が
多
い
地
域
で

幼
少
期
を
過
ご
さ
れ
、自
身
の
実
家
も

曹
洞
宗
で
あ
っ
た
佐
山
さ
ん
に
と
っ
て
、

浄
土
真
宗
と
の
出
会
い
は
中
学
校
に

勤
務
し
て
い
た
50
歳
頃
、12
月
下
旬
に

義
母
が
亡
く
な
っ
た
時
で
あ
っ
た
。

　葬
儀
の
喪
主
を
務
め
た
佐
山
さ
ん

は
、年
の
瀬
の
忙
し
い
時
期
に
関
わ
る

皆
様
に
申
し
訳
な
い
と
恐
縮
し
て
、当

時
の
願
勝
寺
住
職
に
も
お
詫
び
の
言
葉

を
伝
え
た
と
い
う
。

　住
職
の
返
事
は「
私
た
ち
は
死
ぬ
日

を
選
べ
な
い
ん
だ
よ
。死
ぬ
日
が
良
い
と

か
悪
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
よ
」と
い

う
も
の
だ
っ
た
。佐
山
さ
ん
は「
こ
の
言

葉
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
時
、ほ
っ
と
し

ま
し
た
。あ
の
時
ほ
ど
安
心
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
」と
力
の
こ
も
っ
た
声
で
続

け
た
。そ
こ
か
ら
願
勝
寺
と
の
交
流
が

始
ま
り
、役
員
と
し
て
先
輩
方
と
と
も

に
寺
院
の
行
事
を
計
画
す
る
よ
う
に

な
る
と
、そ
れ
ま
で
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
寺
院
と
い
う
場
所
が
楽
し
い
場
所
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　退
職
さ
れ
て
か
ら
は
本
山
への
参
拝

を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
外
で
の
活
動

も
増
え
た
と
い
う
佐
山
さ
ん
。あ
る
年

の
本
山
参
拝
の
法
話
の
中
で
聞
い
た

「
あ
な
た
が
死
ん
だ
人
を
想
う
よ
り
死
ん

だ
人
が
あ
な
た
を
想
っ
て
い
る
」と
い
う

言
葉
が
印
象
深
く
残
っ
て
い
る
と
語
ら

れ
た
。「
そ
れ
ま
で
私
の
都
合
で
ご
先
祖

さ
ま
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
心
配
し
て
い
た

け
れ
ど
、ご
先
祖
さ
ま
の
方
が
私
た
ち
の

方
を
気
に
か
け
て
く
れ
て
い
る
、そ
う
い

う
存
在
な
ん
だ
よ
な
と
納
得
し
ま
し

た
。こ
ん
な
心
安
ら
ぐ
教
え
が
本
当
の

教
え
な
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
つ
つ
、今
を

歩
ん
で
い
る
わ
け
で
す
」。

　葬
儀
を
き
っ
か
け
に
真
宗
の
教
え
と

出
会
っ
た
佐
山
さ
ん
に
は
、自
分
の
よ
う

に
葬
儀
を
と
お
し
て
教
え
に
出
会
う
人

が
増
え
て
ほ
し
い
と
い
う
想
い
が
あ
る
と

い
う
。昨
今
、葬
儀
の
簡
素
化
が
進
む

中
で
、人
と
人
と
の
想
い
が
尊
重
さ
れ

可
視
化
さ
れ
る
よ
う
な
葬
儀
の
あ
り

方
が
残
せ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。寺
院
に

関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
広
が
っ
た
交
流
の

中
で
、何
か
い
い
方
法
は
な
い
か
と
模
索

さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。一
言
ひ
と
こ
と
確

か
め
る
よ
う
に
話
さ
れ
る
佐
山
さ
ん
の

お
姿
に
、こ
れ
か
ら
の
寺
院
の
あ
り
方

に
か
け
る
思
い
を
託
さ
れ
た
よ
う
に
感

じ
た
。

お寺の掲示板に込められたさまざまな願いを、
今月の言葉と一緒に毎月お届けします。

北海道札幌市東区北42条東1-4-1
住職  佐々木  強

や   

だ      

ま
さ 

ゆ
き

矢
田 

真
之

北
海
道
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第252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
。

栄光寺（北海道教区 第4組）

今
回
こ
の
言
葉
を
考
え
た

の
は「
私
が
正
し
い
と
思
う

こ
と
」を
家
族
や
友
人
に

突
き
付
け
た
時
、そ
れ
に

よ
っ
て
相
手
を
追
い
詰
め

た
り
、傷
つ
け
て
し
ま
っ
た

と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
。世
界
で
起
こ
っ
て

い
る
戦
争
は
ま
さ
に
、そ
こ

に
根
っ
こ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。掲
示
板
を
と
お
し
て
た
く
さ
ん
の
人
に
見
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、私
自
身
に
向
け
た
戒
め
の
言
葉
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

東
北
教
区
通
信
員

ふ
じ 

わ
ら  

り
ょ
う

藤
原 

了

第15回
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　量
る
こ
と
を
超
え
る

　菩
提
流
支
の
呵
責

　仙
人
を
め
ざ
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

本
師
曇
鸞
和
尚
は

　菩
提
流
支
のお

し
え
に
て

　仙
経
な
が
くや

き
す
て
て

　浄
土
に
ふ
か
く

帰
せ
し
め
き

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 

第
二
版
』五
九
二
頁
）

曇
鸞
大
師  

一

【
現
代
語
訳
】

根
本
の
師
で
あ
る
曇
鸞
大
師
は

菩
提
流
支
の
教
え
に
よ
って

不
老
長
寿
の
仙
人
に
な
る
教
え
を
す
べ

て
焼
き
す
て
て
し
ま
い

浄
土
の
教
え
に
深
く
帰
依
し
た
。

第　　回10

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　曇
鸞
大
師（
四
七
六
〜
五
四
二
）は
、中
国
の
南
北
朝

期
に
活
躍
し
た
仏
教
者
で
す
。こ
の
曇
鸞
大
師
を

讃
え
る
和
讃
の
第
一
首
と
し
て
、親
鸞
聖
人
は
と
あ

る
逸
話
を
取
り
あ
げ
て
い
ま
す
。

　曇
鸞
大
師
は
、『
大
集
経
』と
い
う
六
十
巻
も
の

経
典
に
注
釈
し
よ
う
と
し
ま
す
。と
こ
ろ
が
、途
中

で
病
気
に
な
って
し
ま
い
ま
し
た
。曇
鸞
大
師
は
、こ

の
難
事
業
に
は
健
康
が
重
要
だ
と
痛
感
し
ま
す
。

そ
こ
で
、高
名
で
あ
っ
た
陶
弘
景
と
い
う
、道
教
の
修

行
者
を
た
ず
ね
て
教
え
を
請
い
ま
し
た
。や
が
て

曇
鸞
大
師
は
仙
経（
長
寿
の
仙
人
に
な
る
た
め
の
教
え
）を

授
け
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
、意
気
揚
々
と
陶
弘
景
の

も
と
を
辞
し
た
の
で
す
。

　そ
の
帰
途
に
、曇
鸞
大
師
は
菩
提
流
支
に
遇
い

ま
し
た
。菩
提
流
支
は
天
親
菩
薩
の『
浄
土
論
』を

漢
訳
し
た
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。

　仙
経
を
授
け
ら
れ
た
興
奮
か
ら
で
し
ょ
う
か
、曇

鸞
大
師
は
菩
提
流
支
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け

て
し
ま
い
ま
す
。

「
仏
教
も
素
晴
ら
し
い
教
え
で
す
が
、長
生
と
い
う

点
で
は
こ
の
仙
経
ほ
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う
」

　そ
れ
を
聞
い
た
菩
提
流
支
は
、地
に
唾
を
吐
い
て

軽
蔑
の
意
を
示
し
、一
喝
し
ま
す
。

「
何
て
こ
と
を
言
う
の
か
。た
と
え
僅
か
ば
か
り
命

を
永
ら
え
た
と
し
て
も
、迷
い
の
世
界
を
経
巡
る
だ

け
で
は
な
い
か
」

　そ
し
て
、菩
提
流
支
は
、「
こ
れ
に
よ
れ
ば
迷
い
を

脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
、曇
鸞
大
師
に
経
典
を

授
け
ま
し
た
。

　曇
鸞
大
師
は
、こ
の
言
葉
に
ハッ
と
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、す
ぐ
さ
ま
、せ
っ
か
く
の
仙
経
を
す
べ
て

焼
き
す
て
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　曇
鸞
大
師
が
仙
経
に
期
待
し
た
の
は
健
康
で

長
生
き
す
る
こ
と
で
し
た
。し
か
し
、そ
れ
は「
世

間
」（
迷
い
）の
延
長
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　浄
土
教
の
伝
統
で
は
、菩
提
流
支
が
授
け
た
の

は『
仏
説
観
無
量
寿
経
』だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
無
量
寿
」と
は
、「
阿
弥
陀
」の
意
訳
で
、「
無
量
の

い
の
ち
」と
い
う
意
味
で
す
。「
無
量
」は「
大
量
」と

は
違
い
ま
す
。「
無
量
」と
は
、「
量
る
こ
と
を
超
え

た
」、「
量
る
こ
と
と
は
関
係
が
無
い
」と
い
う
こ
と

で
す
。そ
れ
は
、短
い
も
の
を
延
ば
し
て
長
く
す
る

と
い
っ
た
世
間
の
価
値
観
と
は
異
な
り
ま
す
。こ
の

よ
う
な
仏
法
の
特
質
を「
出
世
間
」と
い
い
ま
す
。

　迷
い
の
価
値
観
を
超
え
た
出
世
間
の
世
界
が
あ

る
こ
と
に
曇
鸞
大
師
は
あ
ら
た
め
て
気
づ
き
、菩
提

流
支
が
示
し
た
浄
土
の
教
え
に
帰
依
し
ま
し
た
。

　親
鸞
聖
人
は
、こ
の
場
面
を
極
め
て
重
視
し
ま

す
。そ
れ
は
、出
世
間
の
仏
法
さ
え
も
世
間
の
価
値

観
で
量
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
、こ
の
逸
話
が
鋭
く

指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

親鸞聖人がお念仏の教えを自分のところまで届けてくださった師として、生涯大切に仰がれた方 が々います。「七高僧」と呼ば
れるインドの龍樹・天親、中国の曇鸞・道綽・善導、日本の源信・源空（法然）。そして「和国の教主」と仰がれた聖徳太子です。
親鸞聖人は彼らからどんな「ひかり」を受け取られたのでしょう。本号からは曇鸞について、3回にわたってたずねてまいります。
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佐山 芳照さん

　掲
示
板
に
載
せ
る
言
葉
は
、佐
々
木
住
職
ご
自
身
が
日
々
の
生
活
の

中
で
感
じ
た
こ
と
を
載
せ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。そ
し
て
そ
の
言
葉
の

横
に
は
い
つ
も
挿
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　30
年
ほ
ど
前
に
ご
縁
の
あ
っ
た
お
寺
で
の
法
務
の
傍
ら
、版
画
家
の

も
と
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
し
て
い
た
佐
々
木
住
職
。2
0
2
0
年
、札
幌
別

院
の
機
関
紙
に
挿
れ
る
七
高
僧
の
絵
の
制
作
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
、本
格
的
に
作
画
に
取
り
組
み
始
め
た
。「
掲
示
板
は
挿
絵
の
有

無
で
通
行
人
が
立
ち
止
ま
っ
て
く
れ
る
割
合
が
全
然
違
い
ま
す
よ
。絵

は
い
ろ
い
ろ
な
垣
根
を
越
え
ま
す
か
ら
ね
」と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
た
。

今
で
は
お
寺
の
中
に
あ
る
ア
ト
リ
エ
で
、主
に
仏
教
画
の
制
作
に
取
り
組

ん
で
お
り
、年
に
数
回
、お
寺
を
中
心
に
絵
画
展
も
開
い
て
い
る
。「
仏
法

を
少
し
で
も
多
く
の
方
々
に
広
め
る
手
段
の
一つ
と
し
て
絵
画
に
行
き
つ
い

た
。絵
と
と
も
に
仏
教
を
広
め
て
い
き
た
い
」と「
仏
教
画
家
」と
し
て
こ
の

活
動
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　作
画
活
動
を
と
お
し
て「
お
坊
さ
ん
ア
ー
ティス
ト
」と
知
り
合
う
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。佐
々
木
住
職
の
現
在
の
夢
は
彼
ら
と
年
に
一
度
の
展
覧

会「
僧
侶
ア
ー
ト
プ
ロ
ジェク
ト
」を
開
催
す
る
こ
と
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

他
宗
派
の
方
々
も
含
む
ア
ー
ト
の
つ
な
が
り

が
、今
後
の
掲
示
板
活
動
の
さ
ら
な
る
発
展

に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　宮
城
県
の
南
部
に
位
置
す
る
村
田

町
。こ
の
地
に
建
つ
願
勝
寺
の
役
員
と

し
て
活
動
を
さ
れ
て
い
る
佐
山
芳
照
さ

ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

　曹
洞
宗
の
檀
信
徒
が
多
い
地
域
で

幼
少
期
を
過
ご
さ
れ
、自
身
の
実
家
も

曹
洞
宗
で
あ
っ
た
佐
山
さ
ん
に
と
っ
て
、

浄
土
真
宗
と
の
出
会
い
は
中
学
校
に

勤
務
し
て
い
た
50
歳
頃
、12
月
下
旬
に

義
母
が
亡
く
な
っ
た
時
で
あ
っ
た
。

　葬
儀
の
喪
主
を
務
め
た
佐
山
さ
ん

は
、年
の
瀬
の
忙
し
い
時
期
に
関
わ
る

皆
様
に
申
し
訳
な
い
と
恐
縮
し
て
、当

時
の
願
勝
寺
住
職
に
も
お
詫
び
の
言
葉

を
伝
え
た
と
い
う
。

　住
職
の
返
事
は「
私
た
ち
は
死
ぬ
日

を
選
べ
な
い
ん
だ
よ
。死
ぬ
日
が
良
い
と

か
悪
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
よ
」と
い

う
も
の
だ
っ
た
。佐
山
さ
ん
は「
こ
の
言

葉
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
時
、ほ
っ
と
し

ま
し
た
。あ
の
時
ほ
ど
安
心
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
」と
力
の
こ
も
っ
た
声
で
続

け
た
。そ
こ
か
ら
願
勝
寺
と
の
交
流
が

始
ま
り
、役
員
と
し
て
先
輩
方
と
と
も

に
寺
院
の
行
事
を
計
画
す
る
よ
う
に

な
る
と
、そ
れ
ま
で
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
寺
院
と
い
う
場
所
が
楽
し
い
場
所
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　退
職
さ
れ
て
か
ら
は
本
山
への
参
拝

を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
外
で
の
活
動

も
増
え
た
と
い
う
佐
山
さ
ん
。あ
る
年

の
本
山
参
拝
の
法
話
の
中
で
聞
い
た

「
あ
な
た
が
死
ん
だ
人
を
想
う
よ
り
死
ん

だ
人
が
あ
な
た
を
想
っ
て
い
る
」と
い
う

言
葉
が
印
象
深
く
残
っ
て
い
る
と
語
ら

れ
た
。「
そ
れ
ま
で
私
の
都
合
で
ご
先
祖

さ
ま
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
心
配
し
て
い
た

け
れ
ど
、ご
先
祖
さ
ま
の
方
が
私
た
ち
の

方
を
気
に
か
け
て
く
れ
て
い
る
、そ
う
い

う
存
在
な
ん
だ
よ
な
と
納
得
し
ま
し

た
。こ
ん
な
心
安
ら
ぐ
教
え
が
本
当
の

教
え
な
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
つ
つ
、今
を

歩
ん
で
い
る
わ
け
で
す
」。

　葬
儀
を
き
っ
か
け
に
真
宗
の
教
え
と

出
会
っ
た
佐
山
さ
ん
に
は
、自
分
の
よ
う

に
葬
儀
を
と
お
し
て
教
え
に
出
会
う
人

が
増
え
て
ほ
し
い
と
い
う
想
い
が
あ
る
と

い
う
。昨
今
、葬
儀
の
簡
素
化
が
進
む

中
で
、人
と
人
と
の
想
い
が
尊
重
さ
れ

可
視
化
さ
れ
る
よ
う
な
葬
儀
の
あ
り

方
が
残
せ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。寺
院
に

関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
広
が
っ
た
交
流
の

中
で
、何
か
い
い
方
法
は
な
い
か
と
模
索

さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。一
言
ひ
と
こ
と
確

か
め
る
よ
う
に
話
さ
れ
る
佐
山
さ
ん
の

お
姿
に
、こ
れ
か
ら
の
寺
院
の
あ
り
方

に
か
け
る
思
い
を
託
さ
れ
た
よ
う
に
感

じ
た
。

お寺の掲示板に込められたさまざまな願いを、
今月の言葉と一緒に毎月お届けします。

北海道札幌市東区北42条東1-4-1
住職  佐々木  強
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ま
さ 

ゆ
き

矢
田 

真
之

北
海
道
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第252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
。

栄光寺（北海道教区 第4組）

今
回
こ
の
言
葉
を
考
え
た

の
は「
私
が
正
し
い
と
思
う

こ
と
」を
家
族
や
友
人
に

突
き
付
け
た
時
、そ
れ
に

よ
っ
て
相
手
を
追
い
詰
め

た
り
、傷
つ
け
て
し
ま
っ
た

と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
。世
界
で
起
こ
っ
て

い
る
戦
争
は
ま
さ
に
、そ
こ

に
根
っ
こ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。掲
示
板
を
と
お
し
て
た
く
さ
ん
の
人
に
見
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、私
自
身
に
向
け
た
戒
め
の
言
葉
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

東
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根
本
の
師
で
あ
る
曇
鸞
大
師
は

菩
提
流
支
の
教
え
に
よ
って

不
老
長
寿
の
仙
人
に
な
る
教
え
を
す
べ

て
焼
き
す
て
て
し
ま
い

浄
土
の
教
え
に
深
く
帰
依
し
た
。

第　　回10

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　曇
鸞
大
師（
四
七
六
〜
五
四
二
）は
、中
国
の
南
北
朝

期
に
活
躍
し
た
仏
教
者
で
す
。こ
の
曇
鸞
大
師
を

讃
え
る
和
讃
の
第
一
首
と
し
て
、親
鸞
聖
人
は
と
あ

る
逸
話
を
取
り
あ
げ
て
い
ま
す
。

　曇
鸞
大
師
は
、『
大
集
経
』と
い
う
六
十
巻
も
の

経
典
に
注
釈
し
よ
う
と
し
ま
す
。と
こ
ろ
が
、途
中

で
病
気
に
な
って
し
ま
い
ま
し
た
。曇
鸞
大
師
は
、こ

の
難
事
業
に
は
健
康
が
重
要
だ
と
痛
感
し
ま
す
。

そ
こ
で
、高
名
で
あ
っ
た
陶
弘
景
と
い
う
、道
教
の
修

行
者
を
た
ず
ね
て
教
え
を
請
い
ま
し
た
。や
が
て

曇
鸞
大
師
は
仙
経（
長
寿
の
仙
人
に
な
る
た
め
の
教
え
）を

授
け
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
、意
気
揚
々
と
陶
弘
景
の

も
と
を
辞
し
た
の
で
す
。

　そ
の
帰
途
に
、曇
鸞
大
師
は
菩
提
流
支
に
遇
い

ま
し
た
。菩
提
流
支
は
天
親
菩
薩
の『
浄
土
論
』を

漢
訳
し
た
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。

　仙
経
を
授
け
ら
れ
た
興
奮
か
ら
で
し
ょ
う
か
、曇

鸞
大
師
は
菩
提
流
支
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け

て
し
ま
い
ま
す
。

「
仏
教
も
素
晴
ら
し
い
教
え
で
す
が
、長
生
と
い
う

点
で
は
こ
の
仙
経
ほ
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う
」

　そ
れ
を
聞
い
た
菩
提
流
支
は
、地
に
唾
を
吐
い
て

軽
蔑
の
意
を
示
し
、一
喝
し
ま
す
。

「
何
て
こ
と
を
言
う
の
か
。た
と
え
僅
か
ば
か
り
命

を
永
ら
え
た
と
し
て
も
、迷
い
の
世
界
を
経
巡
る
だ

け
で
は
な
い
か
」

　そ
し
て
、菩
提
流
支
は
、「
こ
れ
に
よ
れ
ば
迷
い
を

脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
、曇
鸞
大
師
に
経
典
を

授
け
ま
し
た
。

　曇
鸞
大
師
は
、こ
の
言
葉
に
ハッ
と
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、す
ぐ
さ
ま
、せ
っ
か
く
の
仙
経
を
す
べ
て

焼
き
す
て
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　曇
鸞
大
師
が
仙
経
に
期
待
し
た
の
は
健
康
で

長
生
き
す
る
こ
と
で
し
た
。し
か
し
、そ
れ
は「
世

間
」（
迷
い
）の
延
長
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　浄
土
教
の
伝
統
で
は
、菩
提
流
支
が
授
け
た
の

は『
仏
説
観
無
量
寿
経
』だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
無
量
寿
」と
は
、「
阿
弥
陀
」の
意
訳
で
、「
無
量
の

い
の
ち
」と
い
う
意
味
で
す
。「
無
量
」は「
大
量
」と

は
違
い
ま
す
。「
無
量
」と
は
、「
量
る
こ
と
を
超
え

た
」、「
量
る
こ
と
と
は
関
係
が
無
い
」と
い
う
こ
と

で
す
。そ
れ
は
、短
い
も
の
を
延
ば
し
て
長
く
す
る

と
い
っ
た
世
間
の
価
値
観
と
は
異
な
り
ま
す
。こ
の

よ
う
な
仏
法
の
特
質
を「
出
世
間
」と
い
い
ま
す
。

　迷
い
の
価
値
観
を
超
え
た
出
世
間
の
世
界
が
あ

る
こ
と
に
曇
鸞
大
師
は
あ
ら
た
め
て
気
づ
き
、菩
提

流
支
が
示
し
た
浄
土
の
教
え
に
帰
依
し
ま
し
た
。

　親
鸞
聖
人
は
、こ
の
場
面
を
極
め
て
重
視
し
ま

す
。そ
れ
は
、出
世
間
の
仏
法
さ
え
も
世
間
の
価
値

観
で
量
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
、こ
の
逸
話
が
鋭
く

指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

親鸞聖人がお念仏の教えを自分のところまで届けてくださった師として、生涯大切に仰がれた方 が々います。「七高僧」と呼ば
れるインドの龍樹・天親、中国の曇鸞・道綽・善導、日本の源信・源空（法然）。そして「和国の教主」と仰がれた聖徳太子です。
親鸞聖人は彼らからどんな「ひかり」を受け取られたのでしょう。本号からは曇鸞について、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

                                                      

だ
い 

じ
っ
き
ょ
う

                                                                

と
う
こ
う
け
い
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め
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し
ゅっ
せ  

け
ん

 

ど
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ら
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だ
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し

 

ほ
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ど
ん 

ら
ん  
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し
ょ
う

         

ぼ  

だ
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る    

し

        

せ
ん 

ぎ
ょ
う

       
じ
ょ
う  

ど
                                   

き

          

ぼ   

だ
い
　る

　 し          

か  

し
ゃ
く

は
か

真宗本廟奉仕に参加しましょう ―言葉では説明できない“場の力”がここにある―東本願寺いのちとこころの相談室 075-371-9280 （毎週木曜13時～17時 ※祝日・行事日は閉室）あなたのお悩みお聞きします

（5） （4）2024年（令和6年）10月1日 2024年（令和6年）1月1日  第803号   第794号
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五
淘

五
淘

十
淘

十
二
淘

三
淘

本廟部 参拝接待所　団体参拝担当
〒600-8505  京都府京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754番地
電話：075-371-9210（午前9時～午後5時）  FAX：075-371-9204
メールアドレス：honbyo@higashihonganji.or.jp

■JR京都駅より徒歩7分  ■地下鉄・五条駅より徒歩5分
■市バス烏丸七条バス停より徒歩1分

出典：『真宗大谷派声明集』、 『大谷派声明集 下』

① 申込フォーム▶
② 電話
③ FAX

11月1５日（金） 
午後5時まで

句
切
・
句
淘

　お勤めは逮夜、晨朝、日中と時間や
内容が異なる3種類があります。逮夜、
晨朝、日中をひとつのまとまりとして「一昼
夜」と呼んでいます。
　本山の報恩講では、この一昼夜が期間
中7回繰り返し勤められ、あわせて「七昼
夜」、計8日間にわたり勤まります。
　そして、期間中の一番初めに勤まる一
昼夜を「初日」、期間の真ん中を「中日」、
最後を「結願」と呼び、「結願」にあたる
「結願逮夜」「結願晨朝」「結願日中」が
最も重いお勤めです。

　本山報恩講の「逮夜」では「正信偈」が勤まりますが、普段
お勤めする読み方「草四句目下」とは違う節で勤まります。
お手次のお寺の報恩講では「真四句目下」が用いられている
こともあるのではないでしょうか。
　「句切」は本山と一部の別院での報恩講で、そして「句淘」は
本山の初逮夜（11/21）と結願逮夜（11/27）に勤められます。

日程報恩講の 「正信偈」報恩講「逮夜」の

　報恩講で勤まる「念仏」・「和讃」は普段
のお勤めより重い形となっています。
　みなさんが勤行本などでよく見るのは
三淘といい、お内仏などでも勤められる
ことがあるのではないでしょうか。
　またお手次のお寺の報恩講などでは五
淘で勤められていることも多いでしょう。
　本山の報恩講では、この五淘よりも多く
十淘と十二淘が勤まります。一番淘の
数が多くなる十二淘は結願でのみ勤ま
ります。

報恩講の
「念仏」
「和讃」

報恩講特設サイト開設！
報恩講特設サイトでは、詳しい情報を
見ることができます。報恩講の
お勤めの特徴について
紹介した動画も公開予定。
ぜひご覧ください。

お問い合わせ先

報恩講の日程
11/21
11/22
11/23
11/24
11/25
11/26
11/27
11/28

初晨朝
晨朝
晨朝
中晨朝
晨朝
晨朝

結願晨朝

初日中
日中
日中
中日中
日中
日中

結願日中

初逮夜
逮夜
逮夜
中逮夜
逮夜
逮夜

結願逮夜

真
宗
門
徒
に
と
っ
て「
報
恩
講
」は
、

最
も
大
切
な
御
仏
事
で
す
。

真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）で
は
毎
年
、

11
月
21
日
か
ら
28
日
ま
で

七
昼
夜（
8
日
間
）に
わ
た
っ
て
、

御
正
忌
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
す
。

今
回
は
報
恩
講
で
勤
ま
る

「
正
信
偈
」や
念
仏
に
つ
い
て

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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申
込
期
間

申
込
方
法

七昼夜
8日間

に

報
恩
講

お
参
り
し
よ
う
！

京 都 駅

東本願寺
（真宗本廟）

しんらん交流館

JR線

五条駅8番出口

花屋町通

五条通

京都タワー

河
原
町
通

地
下
鉄
烏
丸
線

間
之
町
通

東
洞
院
通

烏
丸
通

塩小路通

七条通

渉成園

市バス停 烏丸七条

地
下
鉄

五
条
駅

アクセスマップ

─ 197 ─
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三
淘

報恩講のご参拝に際して、
事前に申し込みをいただくと
「記念品」をお渡しいたします。

お一人からでもお申込みいただけます!

普段のお勤めと異なる声明にであう、
御正忌報恩講に

ぜひ一度
お参りしてみませんか？

東本願寺
×SOU・SOU

巾着ポーチ

し
っ
ち
ゅ
う
や

ぶ
つ  

じ

                                たい や      じんじょう    にっちゅう

                                                                                           いっちゅう

 や

                                    

                                                                                    ちゅうにち                                                                      

                       けちがん

                                                    そう   し    く   め  さげ

                                                                          しん

                   

            く  ぎり                                                                                                                 く  ゆり

                  しょ

                                                                                                      

みつゆり

　

                                                                                                いつつ

 ゆり

  と  ゆり      じゅう  に  ゆり

御正忌報恩講参拝申込受付中  【本廟部・参拝接待所】075-371-9210

（6）2024年（令和6年）10月1日  第803号



感話（森下理子さん）

法要の様子

勤行中の受式者（8月7日）

「真宗本廟子ども奉仕団」
レクリエーションの様子（7月29日）

　7月6日、広島別院明信院にて「非核
非戦法会兼原爆死没者追弔会」が勤修
された。別院では毎年、8月6日の「原爆
の日」の1ヶ月前に法会が開かれている。
　勤行の後、玉光順正氏（山陽教区光
明寺）より法話があった。玉光氏は、「反
核反戦」ではなく「非核非戦」という言葉
を用いるのには、親鸞聖人が流罪を縁
に自身を「非僧非俗（僧に非ず俗に非
ず）」と表明したことの影響があると述べた。
そして、この表明を「浄土を国籍として日本に
生きる人間の誕生」と受けとめ、浄土を国籍と
することは立場が明確になり、「世の中のあら
ゆる問題に浄らかさを考えながら対応してい
く」ことであると語った。
　「親鸞聖人が言われる「浄土」、「浄土真宗」
は単なる死後の世界や一宗派の名ではなく
私たちの生き方の問題を明らかにしているの
ではないか」と問い、「親鸞聖人の言葉を自分
が生きる中でどう表現し、お互いに交換し合
うのかが聞法生活の意味ではないか」と投げ

かけた。
　原爆が投下されてから79年、「非核非戦」
や「浄土真宗」という言葉の意味を先達がど
う受け取ってきたのかを学び、自分自身で問
い考えていくことが願われている。80年目を
前に、私たち人間の課題と道が知らされた法
会となった。     （山陽教区通信員 青山祐一）

　8月9日、長崎教会にて「非核非戦法
要」が勤修された。猛暑の中、多くの方
が参集し、外に設営されたテントで汗
を滲ませながら聴聞される方も見受け
られた。まず、境内にある「非核非戦」の
碑の前で勤行の後、本堂で開会式が
行われた。信國眞一九州教務所長の
挨拶後、読経があり、その後、森下理子
さん（長崎教会門徒）による感話があっ
た。87歳になる森下さんは原爆の語り
部の高齢化を憂い、自身の戦中から戦
後の生活、また、現代の戦争に対する
心痛の思いを語られた。森下さんは語

り継ぐことの大切さを述べた後、「人間
に生まれて本当に良かったと思える世
界が広がることを願ってここに立たせ
ていただきました」と締めくくられた。そ
の後、武宮智水氏（九州教区正蓮寺）
の法話があり、非核非戦法要勤修の歩
みや、自身のお寺と戦争のご縁につい
て語られ、「非核非戦を自身の問題とし
ていただかなければならない」と述べら
れた。
　来年迎える原爆投下80年に向け、
身の引き締まる法要であった。 

（九州教区通信員 奥村誓至）

九州教区
「非核非戦法要  ―共に生きよ―」

　8月14日から16日の3日間、大谷祖
廟（京都市東山区）において「東大谷
万灯会」が開催された。
　期間中午後7時より勤まる「お盆法要」
では、松井憲一氏（元大谷大学非常勤講
師）による法話が行われたほか、子ども向
けに紙芝居の上演を行った。また、御廟に
供えられた仏花を用いて「灯」の字が書か
れ、竹を加工し中にろうそくを灯す火文字
では、能登半島地震の復興を願い、「のと
つなぐ」の言葉が灯された。3日間をとおし
多くの参拝者が訪れ、亡き方を縁に手を
合わせる姿が見られた。
　また、8月1日から5日には「暁天講座」

が開催され、5日間で約430人が聴聞し、
本堂の広縁から境内に設けられた椅子
席、また、サテライト会場として設置した賀
慶殿まで大勢の聴聞者で埋め尽くされ
た。なお、各日の法話は、しんらん交流館の
YouTubeチャンネルで公開している。

新僧侶の誕生　
―真夏の得度式執行

お知らせ

〒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。

栃木県芳賀郡

石川 志保（34歳）

「違いを認める」ということ

　『同朋新聞』2024年7月号「人間という
いのちの相」で書かれていた「違いを認め
る」ということは、まさに今私自身考えている
ことで衝撃を受けました。人と違うことを気
にし、他人と比較していることに気づき悩む
毎日。でもいくつか本を読む中で、人はみな
違い、他人と比較することや同じであること

に重要性を感じることこそ間違いだと気づ
きました。
　通知表は子どもにとって他己分析しても
らう大きなチャンスなのではないかと思いま
す。しかし、今思うと当時の通知表の評価
の仕方に疑問を感じます。完全に無くすの
ではなく、数字での評価は無くし、どのよう

なことが評価され、またどう改善するとより
良くなるかなど言葉でつくる通知表があれ
ば良いと感じます。
　今私自身が考え悩んでいる「違いを認め
ること、その違いと自分自身を受け入れるこ
と」に関する文章を読むことができ有意義
な時間になりました。

『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

　8月4日と7日、真宗本廟（東本願寺）にて得度式が執り行われ、両日合わせて160
人の新しい僧侶が誕生した。大谷派では満9歳から得度式を受式できることから、夏
休みに合わせ多くの子どもたちが儀式に臨んだ。
　受式者は、御影堂にて大谷暢裕門首から「剃刀の
儀」を受け、仏弟子としての法名を授かった。7日に受
式された泉阿依子さん（9歳）は「練習どおりにお勤め
できるか心配でした。正座で足がしびれたけれど、最
後までしっかりできてほっとした」と感想を述べた。

夏の真宗本廟に子どもたちが集う　
―各奉仕団・大会開催 　7月25日から26日と28日から30日の2回、5年

ぶりに「真宗本廟子ども奉仕団」が開催された。ま
た、8月1日から4日には、「第34回同朋ジュニア大
会」、8月7日から9日にかけては「真宗本廟中学生・
高校生奉仕団」が開かれ、たくさんの子どもたちが
集い、さまざまなお話やレクリエーションを楽しん
だ。暑さに負けない元気な声が真宗本廟に響いた。

ひ が し

いしかわ   し   ほ

レポート

山陽教区「非核非戦法会兼
原爆死没者追弔会」

第63回東大谷万灯会開催
―大小の提灯が
　 参拝者の足下照らす―

―「非」の意味を考える― ―戦争を語り継ぐ―

　辻﨑保德参議会議員の辞職に伴う
補欠選挙の結果、伊藤辰夫氏（福井
教区第1組敎重寺門徒）が当選。

福井教区 参議会議員補欠選挙

たまみつじゅんしょう

ひ  そう  ひ  ぞく

のぶくにしんいち

もりしたみち こ

たけみや ち すい

あら あら

つじさきやすのり

おおたにちょうゆうもんしゅ ていとう

ほうみょう

いずみあ   い   こ

い  とう たつ お

まつ い けんいち

ともしび

御本尊は本山からお受けしましょう
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本廟部 参拝接待所　団体参拝担当
〒600-8505  京都府京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754番地
電話：075-371-9210（午前9時～午後5時）  FAX：075-371-9204
メールアドレス：honbyo@higashihonganji.or.jp

■JR京都駅より徒歩7分  ■地下鉄・五条駅より徒歩5分
■市バス烏丸七条バス停より徒歩1分

出典：『真宗大谷派声明集』、 『大谷派声明集 下』

① 申込フォーム▶
② 電話
③ FAX

11月1５日（金） 
午後5時まで

句
切
・
句
淘

　お勤めは逮夜、晨朝、日中と時間や
内容が異なる3種類があります。逮夜、
晨朝、日中をひとつのまとまりとして「一昼
夜」と呼んでいます。
　本山の報恩講では、この一昼夜が期間
中7回繰り返し勤められ、あわせて「七昼
夜」、計8日間にわたり勤まります。
　そして、期間中の一番初めに勤まる一
昼夜を「初日」、期間の真ん中を「中日」、
最後を「結願」と呼び、「結願」にあたる
「結願逮夜」「結願晨朝」「結願日中」が
最も重いお勤めです。

　本山報恩講の「逮夜」では「正信偈」が勤まりますが、普段
お勤めする読み方「草四句目下」とは違う節で勤まります。
お手次のお寺の報恩講では「真四句目下」が用いられている
こともあるのではないでしょうか。
　「句切」は本山と一部の別院での報恩講で、そして「句淘」は
本山の初逮夜（11/21）と結願逮夜（11/27）に勤められます。

日程報恩講の 「正信偈」報恩講「逮夜」の

　報恩講で勤まる「念仏」・「和讃」は普段
のお勤めより重い形となっています。
　みなさんが勤行本などでよく見るのは
三淘といい、お内仏などでも勤められる
ことがあるのではないでしょうか。
　またお手次のお寺の報恩講などでは五
淘で勤められていることも多いでしょう。
　本山の報恩講では、この五淘よりも多く
十淘と十二淘が勤まります。一番淘の
数が多くなる十二淘は結願でのみ勤ま
ります。

報恩講の
「念仏」
「和讃」

報恩講特設サイト開設！
報恩講特設サイトでは、詳しい情報を
見ることができます。報恩講の
お勤めの特徴について
紹介した動画も公開予定。
ぜひご覧ください。

お問い合わせ先

報恩講の日程
11/21
11/22
11/23
11/24
11/25
11/26
11/27
11/28

初晨朝
晨朝
晨朝
中晨朝
晨朝
晨朝

結願晨朝

初日中
日中
日中
中日中
日中
日中

結願日中

初逮夜
逮夜
逮夜
中逮夜
逮夜
逮夜

結願逮夜
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京 都 駅

東本願寺
（真宗本廟）

しんらん交流館

JR線

五条駅8番出口

花屋町通

五条通

京都タワー

河
原
町
通

地
下
鉄
烏
丸
線

間
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七条通

渉成園
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三
淘

報恩講のご参拝に際して、
事前に申し込みをいただくと
「記念品」をお渡しいたします。

お一人からでもお申込みいただけます!

普段のお勤めと異なる声明にであう、
御正忌報恩講に

ぜひ一度
お参りしてみませんか？

東本願寺
×SOU・SOU

巾着ポーチ

し
っ
ち
ゅ
う
や

ぶ
つ  

じ

                                たい や      じんじょう    にっちゅう

                                                                                           いっちゅう

 や

                                    

                                                                                    ちゅうにち                                                                      

                       けちがん

                                                    そう   し    く   め  さげ

                                                                          しん

                   

            く  ぎり                                                                                                                 く  ゆり

                  しょ

                                                                                                      

みつゆり

　

                                                                                                いつつ

 ゆり

  と  ゆり      じゅう  に  ゆり

御正忌報恩講参拝申込受付中  【本廟部・参拝接待所】075-371-9210
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大判／4,950円（税込）
小判／4,400円（税込）

東本願寺出版
おすすめ本

詳しい書籍情報は
東本願寺出版 　

ご注文・お問い合わせは

075-371-9189T
E
L

075-371-9211F
A
X

仏教成立の時代背景、
お釈迦さまの生涯をとお
して、仏教の基本的な
思想をやさしい言葉で
解説。仏教をはじめて学
ぶ方にも最適な一冊。

宮下 晴輝 著　新書判 224頁／定価：858円（税込）

はじめての仏教学
―ゴータマが仏陀になった井上 尚実 著　

B6判 226頁／定価：1,210円（税込）

はじめて読む正信偈

お釈迦様の生涯と
思想をたどる

重版にあたり『真宗聖典』からの引用を
第二版の表記に改めました

HPからも
ご注文が
できます

真宗聖典
〔第二版〕

重版

「帰命無量寿如来」で始まる、浄土真
宗の門徒にとってなじみ深い「正信偈」
に込められた親鸞聖人のお心を学び、
味わうための入門書。普段のお勤めで
は漢文をそのまま音読していますが、言
葉に込められた願いをあらためて確か
めることができる一冊です。

好評
発売中

重版

◆8月、宗派学校連合会加盟
の小松大谷高等学校の快進
撃をテレビや球場でご覧に
なった方も多かったのでは
ないでしょうか。甲子園の初
勝利となった1回戦、そして
過去の優勝校からマダック
ス（100球未満の完封勝利）
を達成しての勝利は、野球の
経験のない私も感動と勇気
をもらいました。小松大谷高
等学校の他にも、学校連合
会加盟校は全国に33校あり
ます。そして、野球部以外に
もさまざまな分野で全国大
会に出場している学校がた
くさんあります。今年の夏は
他にも京都光華中学校の陸
上競技部が全国大会に出場
しました。学校連合会加盟校
の応援もぜひお願いいたし
ます。（1面）
◆同朋新聞の編集に携わる
ようになって1年が経ちまし
た。取材や撮影などをとお
し、真宗本廟の行事や法要
を伝えるという目線で見直し
た時にあらためて真宗本廟
の良さに気づきました。写真
や文章で少しでも読者のみ
なさんにもお伝えできるよう
これからも研鑽していきたい
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11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10月号クロスワード応募」
と入力のうえhigashihonganjishuppan
@gmail.comへお送りください。

◆当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。 ◆個人情報はプレゼントの発送および紙面づくりの参考に使用し、それ以外の目的には使用しません。
◆感想は「読者のお便り」や「読者のこえ」に掲載する場合があります。 ◆本クロスワードパズルは、独自のルールに基づいて作成しております。

チャレンジ！

◆ハワイや南米、北米でも日本の盆踊りの
文化が広がっていることを知り面白いと
思いました。（岐阜県10代）

◆「ひかりを伝えたひと」小さい時から意味もわからずお勤めしていた正信偈
の意味がわかりやすく書かれていて、少しだけ身近なものになりました。
（滋賀県30代）

メールでも応募できます！

8
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

7月号を読んで

正解者の中から抽選で5名様に「東本願寺出版オリジナル図書カード1,000円分」をプレゼントします！

そ
う
め
ん

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！10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
3

4

5
9

8

6

7
10

11

2

1 真宗大谷派学校連合会加盟校である小
松大谷高校野球部が第106回全国高
校野球選手権〇〇〇いに出場しました。
（1面）
「今月の法話 如是我聞」今月のタイトルは
「〇〇目が覚めたらいのちがあった」です。
（1面）
7月25日から26日と28日から30日の
2回、5年ぶりに「真宗本廟子ども奉仕〇
〇」が開催されました。（7面）
「縁―お寺の掲示板―」今月の言葉は「世
の中で一番〇〇〇〇いこととは私の正義
である」です。（4面）
8月9日、長さ〇〇ょう会にて「非核非戦法
要」が勤修されました。（7面）
報恩講のご参拝に際して、事前に申し込
みをいただくと「〇〇〇品」をお渡しいたし
ます。（6面）

報恩講の「〇〇夜」では「正信偈」が勤まります
が、普段お勤めする読み方「草四句目下」とは違
う節で勤まります。（6面）
「ご案内」参拝接待所ギャラリーにて渉せ〇〇
〇展が開催中です。（8面）
「現在を生きる」今月のタイトルは「〇〇〇〇し
は偲ぶ場所から」です。（4面）
「人間といういのちの相」今月のタイトルは「「〇
〇」を堪能する」です。（2・3面）
親鸞聖人がお念仏の教えを自分の〇〇〇まで
届けてくださった師として、生涯大切仰がれた
方々がいます。（5面）
「ひかりを伝えたひと」本号からは〇〇〇〇につ
いて、3回にわたってたずねてまいります。（5面）
真宗本廟お煤払い奉仕団とは、歳末、両堂の
1年分の埃を竹の棒と〇〇〇な団扇を使って外
へ扇ぎだし、新しい年をお迎えする準備を行う
「お煤払い」に参加する奉仕団です。（8面）

プレゼント付

B

D

C

A

7 8

4

3

6

9

10 11

21

5

読者のこえ

しんらん交流館真宗本廟

東本願寺 浄土真宗ドットインフォ

真宗本廟（東本願寺）へご参拝の際には、
ぜひお立ち寄りください。

開館時間／9時～17時   休館日／毎週火曜日
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） 10月の定例法話

10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
渉成園展 開催中（～10月31日）

【時間】毎日14時～（12日は10時～、
　　　27日は休会） ※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。

【時間】9時30分～11時
【講師】10月6日    讓 西賢氏（大垣教区
　　　　　　　  　  慶圓寺住職・岐阜聖徳
　　　　　　　  　  学園大学名誉教授）
　　   10月20日  藤原 智氏
　　　　　　　  　  （教学研究所研究員）
　　   10月27日  脇坂 真弥氏
　　　　　　　  　  （大谷大学教授）

交流ギャラリー
「東本願寺の今昔」展 開催中

真宗本廟奉仕に
参加してみませんか

入館中はお仲間や
他団体の方 と々カフェ
（無料）でほっこり♪

※申込締切は各入館日の40日前です。

同朋会館・研修部　
TEL：075-371-9185

お申し込み・
お問い合わせ

真宗本廟奉仕を機にぜひ帰敬式を受式ください

2024年
ご案内

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

11月20日（水）～22日（金）

11月27日（水）～29日（金）満館
11月24日（日）～26日（火）満館

11月20日（水）～21日（木）

11月27日（水）～28日（木）満館
11月24日（日）～25日（月）満館

真宗本廟
お煤払い奉仕団

12月19日（木）～21日（土）  　　　　 12月19日（木）～20日（金）

真宗本廟報恩講奉仕団

歳末、両堂の1年分の埃を竹の棒と大きな団扇
を使って外へ扇ぎだし、新しい年をお迎えする
準備を行う「お煤払い」に参加する奉仕団です。

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。

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 238,864,920円 

（2024年9月4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。

救援金のお願い
宗派では、このたびの「令和6年能登半島地震」に対する救援金を勧募しています。みなさまからの温かいご支援をお願い申し上げます。

2泊
3日

1泊
2日

2泊3日 1泊2日
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