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木
桶
の
醤
油
を

次
の
世
代
に山

本 

康
夫
さ
ん

人
間
と
い
う
い
の
ち
の
相

通
信
員
リ
レ
ー
リ
ポ
ー
ト

真
宗
門
徒
と
し
て

　帰
敬
式
を

　
　受
け
ま
し
ょ
う

現
在
を
生
き
る
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回
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第    
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お
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掲
示
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ひ
か
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を
伝
え
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ひ
と
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七
高
僧
と
聖
徳
太
子
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回
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　と
あ
る
寺
よ
り
頂
い
た
日
め
く
り
カ
レ
ン
ダ
ー
。中
で
も

特
に
心
惹
か
れ
た
こ
と
ば
が
あ
る
。

　
　晴
れ
の
日
は
枝
が
伸
び
る

　
　雨
の
日
は
根
が
伸
び
る

　は
じ
め
て
こ
の
こ
と
ば
を
目
に
し
た
時
、す
ぐ
に
一
本
の

樹
が
思
い
浮
か
ん
だ
。し
っ
か
り
と
地
面
に
根
を
張
り
、

青
々
と
し
た
葉
を
茂
ら
せ
、す
く
っ
と
立
つ
一
本
の
樹
。

　い
つ
か
ら
こ
こ
に
居
る
の
だ
ろ
う
。人
の
手
に
よ
る
も

の
か
、は
た
ま
た
鳥
が
種
を
落
と
し
た
の
か
。始
ま
り
は
定

か
で
は
な
い
が
、確
か
な
こ
と
は
種
だ
け
で
は
育
つ
こ
と

は
で
き
ず
、陽
の
光
や
恵
み
の
雨
が
降
り
注
い
で
は
じ
め

て
こ
の
樹
が
育
ち
、今
日
ま
で
生
か
さ
れ
て
き
た
の
だ
と

い
う
こ
と
。だ
か
ら
こ
の
樹
は
い
の
ち
そ
の
も
の
と
言
え

る
。そ
う
思
う
と
い
と
お
し
さ
と
と
も
に
畏
敬
の
念
す
ら

湧
い
て
く
る
。

　親
鸞
聖
人
の
最
晩
年
の
お
こ
と
ば「
自
然
法
爾
」を
想
う
。

　あ
り
の
ま
ま
、さ
ま
ざ
ま
に
計
ら
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い

て
も
、弥
陀
の
誓
願
は
届
い
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
そ
う

だ
。一
本
の
樹
も
私
も
自
分
の
力
だ
け
で
生
き
て
い
る
の

で
は
な
い
。大
い
な
る
も
の
に
抱
か
れ
生
か
さ
れ
て
い
る
の

で
す
よ
と
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。お
か
げ
さ
ま
の
世

界
で
あ
る
。

い
の
ち
の
樹

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

手
水
屋
形
の
修
理
工
事 

（
真
宗
本
廟
）

　境
内
に
あ
る「
手
水
屋
形
」（
重
要
文
化
財
）の
修
理
に
向
け
、

仮
設
素
屋
根
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。今
後
、瓦
の
葺
き
替
え
や
耐

震
補
強
工
事
な
ど
の
修
理
工
事
が
行
わ
れ
、2
0
2
5
年
3
月
の

完
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　こ
の
た
び
の
素
屋
根
は
、今
で
は
見
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た

丸
太
を
組
み
合
わ
せ
る
京
都
の
伝
統
工
法
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
工
法
の
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、伝
統
技
術
を
次
世
代
に
継
承

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
京
都
府
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、真
宗

本
廟
の
重
要
文
化
財
修
理
で
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

ち
ょ
う  

ず     

や   

か
た

東本願寺  保存修理工事 　

重要文化財（鐘楼・手水屋形）
の修理のご寄付を募って
おります

ふ
じ  
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き
ょ
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こ
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ね
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ほ
う
に

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802号 2024年（令和6年）9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

う
ち
に
は
子
ど
も
が
３
人
い
ま
す
が
、３
人
と

も
今
は
全
然
継
ぐ
気
が
な
い
よ
う
で
す
。で

も
、自
分
が
10
代
の
時
に
も
、実
家
の
家
業
の

こ
と
な
ど
一
切
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、

こ
れ
は
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。い
つ

か
誰
か
が
継
い
で
く
れ
た
ら
い
い
な
と
は
思
っ

て
い
ま
す
け
ど
。

　
伝
統
的
な
も
の
を
つ
な
い
で
い
く
の
は
、「
駅

伝
」と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

先
代
か
ら「
た
す
き
」を
受
け
、そ
し
て
子
や
孫

の
世
代
に
た
す
き
を
つ
な
い
で
い
く
。駅
伝
の

̶

伝
承
や
継
承
を
大
切
に
さ
れ
て
き
た
山

本
さ
ん
の
今
の
思
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
私
た
ち
の
木
桶
の
プ
ロ
ジェク
ト
に
は
、今
多

く
の
後
継
者
が
帰
って
き
て
い
ま
す
。み
ん
な
、

最
初
の
頃
は
親
世
代
が
来
て
い
ま
し
た
。で
も
、

だ
ん
だ
ん
息
子
や
娘
に
代
替
わ
り
し
て
い
ま

す
。も
う
自
分
の
代
で
辞
め
て
も
い
い
か
な
と

思
って
い
た
と
こ
ろ
も
、商
品
が
売
れ
始
め
て
、

子
ど
も
の
世
代
が
帰
って
き
た
り
す
る
ん
で
す
。

　
た
だ
、肝
心
要
で
あ
る
う
ち
の
会
社
は
、子

ど
も
た
ち
が
後
を
継
ぐ
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

中
継
を
見
て
い
る
と
、た
す
き
を

つ
な
げ
な
い
場
面
が
、一
番
つ
ら
い

ん
で
す
よ
ね
。だ
か
ら
選
手
は
、た

す
き
を
つ
な
ご
う
と
必
死
に
な
る

ん
で
す
。

　
な
ぜ
、子
ど
も
や
孫
の
世
代
に

桶
づ
く
り
を
伝
え
た
い
、と
考
え

て
い
る
の
か
。も
し
桶
職
人
が
い

な
く
な
る
代
で
子
や
孫
が
た
す

き
を
受
け
取
っ
た
と
し
ま
す
。桶

自
体
は
１
０
０
年
以
上
使
え
ま

す
が
、そ
の
ま
ま
何
も
せ
ず
に
、桶

職
人
が
い
な
く
な
っ
た
後
に
次
の

世
代
に
た
す
き
を
渡
す
と
、そ
の

受
け
取
っ
た
世
代
、も
し
く
は
そ

の
次
の
世
代
に
は
、も
う
木
桶
で

醤
油
を
造
れ
な
く
なって
し
ま
う

の
で
す
。

　
た
ま
た
ま
私
は
桶
職
人
が
ま

だ
い
る
時
代
に
た
す
き
を
受
け

取
り
ま
し
た
が
、桶
職
人
が
い
な
く
な
る
と
、

本
物
の
醤
油
が
近
い
未
来
に
は
な
く
な
って
し

ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
う
思
う
と
、ど
う
に

か
し
な
い
と
い
け
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。桶
が

な
い
と
、た
す
き
が
つ
な
が
ら
な
く
な
る
の
は
わ

か
って
い
る
ん
で
す
。だ
か
ら
、私
は
次
の
世
代

に
た
す
き
を
つ
な
ぐ
た
め
に
桶
を
つ
く
っ
た
の
で

す
。た
す
き
を
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
感
覚
を

持
って
い
る
と
、自
分
が
た
す
き
を
受
け
た
時

に
、そ
の
先
も
た
す
き
が
つ
な
が
る
よ
う
な
こ

と
を
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
の
は
、食
べ
る
も
の
以

外
に
も
いっ
ぱ
い
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

消
え
る
時
は
、人
知
れ
ず
こ
っ
そ
り
消
え
て
い

く
ん
で
す
よ
。

　
最
近
、海
外
で
日
本
の
包
丁
は
と
て
も
人
気

で
、来
日
し
た
シェフ
が
買
って
い
く
そ
う
で
す
。

そ
の
包
丁
も
、一時
は
職
人
が
ゼ
ロ
に
な
り
そ
う

で
し
た
が
、日
本
の
包
丁
の
素
晴
ら
し
さ
を

知
っ
た
ド
イ
ツ
の
ナ
イ
フ
メ
ー
カ
ー
が
支
援
を

し
て
い
る
そ
う
で
す
。日
本
の
良
い
も
の
って
、

意
外
と
日
本
人
は
気
が
つ
か
ず
、外
国
人
の
方

が
気
づ
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

̶

当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、大
切

な
部
分
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
も
伝
え
ら
れ

て
き
た
念
仏
や
お
釈
迦
様
の
教
え
と
い
う
た

す
き
が
、こ
こ
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を

感
じ
な
が
ら
、次
の
世
代
に
た
す
き
を
つ
な
い

で
い
く
役
目
が
あ
る
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
了
）

次
の
世
代
に「
た
す
き
」を
つ
な
ぐ

̶
山
本
さ
ん
は
、こ
れ
か
ら
の
1
0
0
年
、

2
0
0
年
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
事
業
に
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
が
、そ
れ
は
ど
う
し

て
で
し
ょ
う
か
。

　
う
ち
は
メ
イ
ン
の
醤
油
を
造
る
の
に
４
年
か

か
り
ま
す
。そ
う
す
る
と
全
体
的
に
物
事
を
考

え
る
ス
パ
ン
も
長
く
な
り
ま
す
。

　
一
般
の
会
社
だ
と
、長
期
計
画
を
３
年
や

５
年
の
期
間
で
立
て
た
り
し
ま
す
が
、私
か
ら

す
る
と
３
年
で
は
醤
油
を
一
度
も
造
れ
ま
せ

ん
。長
期
で
も
、何
で
も
な
い
ん
で
す
。今
私
は
、

何
年
と
い
う
年
数
で
は
な
く
て
、何
代
と
い
う

世
代
で
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、そ
れ
は
子
ど

も
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
ま
す
。息

子
の
代
や
、孫
の
代
に
な
る
頃
ま
で
が
長
期
計

画
で
あ
って
、そ
の
中
で
５
年
や
10
年
の
短
期

の
計
画
を
立
て
な
が
ら
事
業
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

̶

一
代
が
30
年
だ
と
す
る
と
、数
回
し
か

醤
油
が
造
れ
な
い
わ
け
で
す
ね
。そ
の
中
で

ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
考
え
て
お
ら
れ
ま

す
か
。

　
変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
と
、変
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
も
の
を
き
ち
ん
と
わ
け
て
考
え
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。う
ち
の
場
合
は
お
醤

油
を
造
る
菌
の
生
態
系
を
残
す
た
め
に
、今
の

蔵
で
木
桶
を
使
って
醤
油
を
造
る
こ
と
は
絶
対

変
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
す
。た
だ
し
、変
え

な
い
と
い
け
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

結
局
ど
の
時
代
で
も
、最
後
に
残
る
の
は
変
化

す
べ
き
こ
と
を
変
え
た
企
業
だ
と
思
い
ま
す
。

̶

醤
油
造
り
は
菌
の
発
酵
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
が
、気
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。

　
基
本
的
に
、私
は
菌
の
発
酵
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
は
で
き
な
い
と
思
って
い
ま
す
。目
に
見
え
な

い
菌
を
、人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
な
ん
て
と

ん
で
も
な
い
こ
と
。う
ち
の
蔵
に
は
百
数
十
種

類
の
菌
が
い
る
の
で
、コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ん
か
無

理
な
ん
で
す
。

　
な
の
で
、私
は
菌
が
醤
油
を
造
る
の
を
ち
ょっ

と
手
伝
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

菌
が
住
み
や
す
く
て
、心
地
よ
く
発
酵
で
き
る

環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
私
の
仕
事
で
す
。ま
た
、

う
ち
の
醤
油
は
、う
ち
の
蔵
で
う
ち
の
木
桶

じ
ゃ
な
い
と
同
じ
味
に
な
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
、

そ
の
木
桶
や
蔵
の
環
境
を
残
す
の
が
大
事
な

迎
え
入
れ
て
技
術
を
伝
授
し
ま
し
た
。技
術

を
隠
し
て
独
占
し
て
し
ま
っ
た
ら
次
に
つ
な
が

ら
な
い
で
す
か
ら
、と
に
か
く
職
人
を
増
や
さ

な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
て
オ
ー
プ
ン
に
し
ま

し
た
。

　
そ
し
て
、木
桶
を
使
う
醤
油
屋
に
は
、木
桶

の
醤
油
の
良
さ
を
み
ん
な
で
情
報
発
信
し
て
、

市
場
の
シ
ェ
ア
を
１
％
か
ら
２
％
に
上
げ
ま

し
ょ
う
、と
呼
び
か
け
ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
蔵
に

よって
で
き
る
も
の
は
違
い
ま
す
し
、目
指
す
味

や
香
り
も
違
う
の
で
、品
質
で
競
争
す
れ
ば
、

お
互
い
の
レ
ベ
ル
も
上
が
って
、木
桶
の
醤
油
の

評
価
が
上
が
り
ま
す
。そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
醤
油
市
場
の
中
で
木
桶
の
醤
油
の
シェア
が

増
え
れ
ば
、売
り
上
げ
が
増
え
、新
た
な
桶
も

必
要
に
なって
、桶
屋
に
も
注
文
が
入
り
ま
す
。

木
桶
で
造
る
醤
油
が
増
え
れ
ば
、消
費
者
に

と
って
も
本
物
を
味
わ
う
機
会
が
増
え
ま
す
。

メ
ー
カ
ー
、消
費
者
、桶
職
人
、誰
も
損
を
し
な

い
。こ
の「
三
方
よ
し
」の
仕
組
み
を
つ
く
る
の

が
う
ち
の
プ
ロ
ジェク
ト
で
す
。

木
桶
は
1
0
0
年
か
ら
1
5
0
年
ほ
ど
し
か

使
え
な
い
の
で
、50
年
ぐ
ら
い
の
間
に
、日
本
中

の
醤
油
、み
そ
、お
酢
、み
り
ん
、お
酒
を
造
って

い
た
木
桶
が
使
え
な
く
な
って
し
ま
い
ま
す
。

木
桶
で
造
る
食
材
が
、将
来
的
に
残
る
か
ど
う

か
は
、桶
屋
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ん
で
す
。そ
の

最
後
の
１
社
も
廃
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

まっ
た
の
で
、ま
ず
い
な
と
思
って
、大
工
を
し
て

い
る
同
級
生
と
一
緒
に
桶
屋
へ
習
い
に
行
き
、桶

の
つ
く
り
方
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
木
桶
以
外
で
醤
油
を
造
る
と
い
う
選
択
肢

も
あ
り
ま
し
た
が
、醤
油
屋
が
自
分
で
桶
を
つ

く
っ
た
ら
お
も
し
ろ
い
な
と
思
い
、誰
も
や
って

い
な
い
な
ら
、最
初
に
や
って
や
ろ
う
と
思
っ
た

わ
け
で
す
。そ
れ
で
、新
規
事
業
と
し
て
桶
屋

を
始
め
、メ
デ
ィ
ア
な
ど
か
ら
も
注
目
を
集
め

ま
し
た
が
、小
さ
な
市
場
な
の
で
、桶
づ
く
り
の

仕
事
が
来
ま
せ
ん
。結
局
、自
分
の
と
こ
ろ
だ

け
使
って
も
、他
に
桶
の
注
文
が
な
い
と
桶
屋

は
成
り
立
た
な
い
ん
で
す
よ
ね
。い
ろ
い
ろ
な

人
に
一
緒
に
木
桶
を
つ
く
ら
な
い
か
と
声
を
か

け
、「
桶
を
つ
く
り
た
い
」と
い
う
人
が
い
た
ら
、

仕
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

̶

山
本
さ
ん
は
醤
油
造
り
だ
け
で
な
く
、

「
木
桶
職
人
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
し
て
木

桶
も
自
分
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

　
木
桶
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、醤
油

の
売
り
上
げ
が
増
え
、桶
が
足
り
な
く
な
って

き
た
時
で
す
。新
し
い
桶
が
必
要
に
な
り
ま
し

た
が
、当
時
桶
を
制
作
し
て
い
た
の
は
日
本
に

１
社
だ
け
で
し
た
。そ
し
て
、新
桶
を
発
注
し

た
の
で
す
が
、１
社
し
か
な
い
そ
の
会
社
で
さ

え
、新
し
い
桶
の
注
文
を
受
け
た
の
が
戦
後

４
つ
目
で
し
た
。当
然
そ
の
会
社
は
木
桶
だ
け

で
は
経
営
が
成
り
立
た
ず
、木
工
所
の
仕
事
も

し
て
生
計
を
立
て
て
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、納
品
の
時
に「
い
つ
ま
で
桶
づ
く
り

を
す
る
か
わ
か
ら
ん
で
。自
分
の
桶
は
自
分
で

直
し
て
ね
」と
言
わ
れ
、こ
れ
は
い
け
な
い
な
と

思
っ
た
ん
で
す
。私
が
生
き
て
い
る
間
は
木
桶

を
ま
だ
使
え
ま
す
が
、子
ど
も
や
孫
の
代
に
は
、

も
う
木
桶
が
使
え
な
く
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　
桶
屋
が
な
く
な
る
と
、木
桶
が
使
え
な
く
な

る
ま
で
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
が
始
ま
り
ま
す
。

な
ぜ
木
桶
を

自
分
で
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
か

山
本 

康
夫
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る「
和
食
」。そ
の
和
食
に
必
要

不
可
欠
な
調
味
料
の
一
つ
で
あ
る
醤
油
は
、伝
統
的
に「
木
桶
」で
発
酵
さ
せ
、製
造

さ
れ
て
き
ま
し
た
。現
在
で
は
工
場
で
大
量
生
産
も
さ
れ
て
い
る
中
、瀬
戸
内
海
の

小
豆
島
で
昔
な
が
ら
の
木
桶
に
よ
る
醤
油
を
製
造
し
続
け
て
い
る
山
本
康
夫
さ
ん

の
お
話
か
ら
人
間
の
相
を
考
え
ま
す
。

木
桶
の
醤
油
を
次
の
世
代
に

ヤマロク醤油5代目社長。香川県小豆
島在住。大学卒業後、地元の佃煮メー
カーに就職。営業職として全国各地
の商店を見て回るうち、昔ながらの無
添加の商品への想いを強くし、一念
発起し家業であるヤマロク醤油で醤
油の製造・販売に携わる。

　
商
品
の
販
売
と
と
も
に
、父
の
醤
油
造
り
の

手
伝
い
も
し
て
い
ま
し
た
。親
子
で
働
く
と
た

い
が
い
ケ
ン
カ
に
な
り
ま
す
が
、う
ち
も
よ
く
ケ

ン
カ
を
し
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、家
に
戻
って

3
年
目
に
父
が
倒
れ
、仕
事
が
で
き
な
く
な
っ

で
は
な
く
、売
って
く
れ
と
言
わ
せ
る
も
の
を
つ

く
り
た
い
と
思
い
、会
社
を
辞
め
て
醤
油
屋
を

継
ご
う
と
実
家
に
帰
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、会
社
を
辞
め
、う
ち
の
決
算
書
を

初
め
て
見
た
時
に
、こ
れ
で
は
利
益
が
出
な
い

と
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
し
た
。そ
こ
で
早
速
、営

業
を
始
め
ま
し
た
が
、出
張
経
費
を
出
せ
る
ほ

ど
の
余
裕
も
な
く
、ま
た
木
桶
で
醤
油
を
大
量

に
生
産
す
る
の
も
難
し
い
こ
と
も
わ
か
り
ま

し
た
。

　
そ
こ
で
、小
売
店
に
卸
す
の
で
は
な
く
、直

接
販
売
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。

そ
れ
ま
で
も
直
接
販
売
を
行
っ
て
い
た
の
で
、

少
な
い
な
が
ら
顧
客
リ
ス
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
リ
ス
ト
を
使
用
し
て
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

を
送
っ
た
り
、業
務
用
の
醤
油
の
生
産
を
減
ら

し
て
、小
さ
い
サ
イ
ズ
の
瓶
の
醤
油
を
販
売
す

る
な
ど
、少
し
ず
つ
直
接
販
売
の
売
り
上
げ
を

増
や
し
て
い
き
ま
し
た
。

̶

家
業
の
醤
油
屋
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
子
ど
も
の
頃
は
家
業
の
こ
と
は
まっ
た
く
考

え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
大
学
を
卒
業

す
る
時
に
、地
元
の
小
豆
島
が
好
き
だ
っ
た
の

で
、「
醤
油
屋
を
継
ご
う
か
」と
父
に
聞
い
た
と

こ
ろ
、儲
か
ら
な
い
か
ら
継
が
な
く
て
い
い
と
言

わ
れ
た
ん
で
す
。そ
れ
で
地
元
の
小
豆
島
の
佃

煮
メ
ー
カ
ー
に
営
業
と
し
て
就
職
し
ま
し
た
。

　
大
阪
と
東
京
で
営
業
を
し
て
い
た
時
に
は
、

大
手
ス
ー
パ
ー
な
ど
も
担
当
し
て
い
ま
し
た
。

働
い
て
い
た
会
社
は
日
本
で
最
初
に
無
添
加

の
佃
煮
を
量
産
化
し
た
メ
ー
カ
ー
で
し
た
が
、

当
時
は
と
に
か
く
値
段
と
ボ
リュ
ー
ム
が
重
要

で
、な
か
な
か
無
添
加
と
い
う
特
徴
に
注
目
し

て
も
ら
え
な
い
。添
加
物
の
多
い
食
品
が
並
ぶ

店
を
見
る
た
び
に
、「
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
売

り
に
行
き
た
く
な
い
な
」と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
ね
。そ
し
て
、商
品
を
売
り
に
行
く
の

て
し
ま
っ
た
の
で
、そ
れ
以
降
は
私
が
一
人
で
醤

油
を
造
る
こ
と
に
なっ
た
ん
で
す
。

　
そ
こ
か
ら
、い
ろ
い
ろ
と
自
分
な
り
に
仕
事

の
や
り
方
を
変
え
て
いっ
た
ん
で
す
ね
。

家
業
を
継
い
だ
き
っ
か
け

もろみ蔵内

木桶づくりの様子

も
と

や
ま

や
す

お

す
が
た

か
ん
じ
ん
か
な
め

「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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野原 美穂さん
（大垣教務所にて）

　
市
の
中
心
部
か
ら
少
し
離
れ
た
住
宅
地
の
中

に
あ
る
正
聞
寺
。掲
示
板
は
住
職
の
小
田
朋
隆

さ
ん
が
月
１
回
の
ペ
ー
ス
で
用
意
さ
れ
て
い
る
。小

田
住
職
は
九
州
大
谷
短
期
大
学
で
講
師
を
さ

れ
て
い
て
、授
業
で
も
法
語
を
よ
く
紹
介
す
る
そ

う
だ
。ま
た
お
寺
の
訪
問
者
用
に
法
語
の
ポ
ス
ト

カ
ー
ド
も
自
作
さ
れ
て
い
た
。「
今
の
時
代
、中
身
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け

ど
、そ
の
短
さ
と
い
う
点
に
法
語
の
良
さ
が
あ
り
ま
す
ね
」と
語
ら
れ
る

小
田
住
職
は
、言
葉
を
と
て
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
印
象
だ
っ
た
。

　「
人
間
は
言
葉
に
救
わ
れ
る
の
で
す
。け
れ
ど
言
葉
が
わ
か
っ
て
救
わ

れ
る
の
で
は
な
い
。わ
れ
わ
れ
が
救
わ
れ
る
言
葉
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
で

す
」。師
と
あ
お
ぐ
安
田
理
深
先
生
の
語
り
を
紹
介
さ
れ
つ
つ
、小
田
住

職
は
法
語
を
選
ぶ
際
の
留
意
点
を
二
つ
あ
げ
ら
れ
た
。「
押
し
つ
け
」に

な
っ
て
い
な
い
か
、「
上
か
ら
目
線
」で
は
な
い
か
。そ
う
し
た
点
も
坊
守
の

恵
美
子
さ
ん
に
感
想
を
求
め
て
書
く
と
い
う
。

　
取
材
時
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
小
田
住
職
の

本
に
は
、色
と
り
ど
り
の
無
数
の
付
箋
が
貼
ら
れ
、

そ
れ
は
ま
る
で
言
葉
の
宝
石
箱
の
よ
う
だ
っ
た
。

　「
ま
だ
ま
だ
仏
教
は
わ
か
ら
な
い
こ
と

だ
ら
け
。だ
か
ら
、知
る
た
め
に
い
ろ
い

ろ
な
行
事
に
参
加
し
て
い
ま
す
」。

　
そ
う
語
る
野
原
美
穂
さ
ん
は
、お
手

次
寺
の
報
恩
講
、別
院
の
法
座
、本
山

の
奉
仕
団
な
ど
、多
く
の
場
所
に
参
拝

し
聴
聞
さ
れ
て
い
る
。「
す
べて
が
学
び
の

場
で
あ
り
、御
同
朋
と
の
出
会
い
の
場

で
あ
り
、楽
し
く
仏
教
に
触
れ
ら
れ
る

場
で
す
」と
う
れ
し
そ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
野
原
さ
ん
の
ご
実
家
は
他
宗
派
で

あ
っ
た
そ
う
だ
が
、ど
の
よ
う
な
ご
縁
で

真
宗
門
徒
と
な
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
早
く
に
ご
両
親
を
、さ
ら
に

お
兄
様
ま
で
も
若
く
し
て
亡
く
さ
れ
た

こ
と
、ま
た
真
宗
門
徒
の
ご
主
人
と
結

婚
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、そ
の
人
生
の
節

目
で
の
大
き
な
出
来
事
や
出
会
い
に

導
か
れ
た
ご
縁
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。

　
真
宗
門
徒
と
し
て
、ま
ず
は
お
勤
め

を
覚
え
た
い
と
、「
正
信
偈
」の
練
習
か
ら

始
め
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
、真
宗
の
教
え
を
知
り
た
い

と
、さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
参
加
し
、そ
こ

で
感
じ
た
こ
と
や
気
づ
か
れ
た
こ
と
を

一つ
ひ
と
つ
ノ
ー
ト
に
書
き
溜
め
て
い
か

れ
た
。ま
た
、お
内
仏
の
お
荘
厳
の
作
法

や
、『
阿
弥
陀
経
』、「
正
信
偈
」、『
御

文
』の
現
代
語
訳
や
そ
の
意
味
、真
宗

の
歴
史
、ご
法
話
で
聞
か
れ
た
内
容
な

ど
幅
広
く
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
推
進
員
と
な
ら
れ
た
の
は
約
２
年

前
、ご
住
職
に｢

お
寺
の
こ
と
を
知
っ
て

ほ
し
い｣

と
誘
わ
れ
て
の
こ
と
。年
配
の

推
進
員
の
方
か
ら
、「
若
い
の
に
が
ん

ば
っ
て
い
る
ね
」と
励
ま
さ
れ
、初
め
て

身
に
つ
け
た
肩
衣
に
自
覚
と
自
信
を

も
ら
っ
た
と
い
う
。

　
さ
ら
に
、わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
よ
り

多
く
の
方
々
が
集
う
場
所
で
、そ
れ
ぞ

れ
の
体
験
を
と
お
し
た
仏
教
の
捉
え
方

か
ら
世
代
を
超
え
た
学
び
を
得
た
い

と
、聴
聞
に
励
ん
で
お
ら
れ
る
。

　｢
お
寺
や
仏
教
は
難
し
い
も
の
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、人
と
人
と
の
つ

な
が
り
の
中
に
あ
り
、生
活
に
密
着
し

て
い
る
の
だ
と
知
っ
て
ほ
し
い｣

と
野
原

さ
ん
は
語
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
真
宗
に
深
い
興
味
を
持

た
れ
、一つ
ひ
と
つ
自
分
の
身
に
教
え
を

受
け
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、

推
進
員
と
な
ら
れ
た
原
動
力
な
の
で

あ
ろ
う
。

　
多
く
の
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
仏

教
を
感
じ
、互
い
に
学
び
あ
う
野
原
さ

ん
の
姿
勢
は
、御
同
朋
、御
同
行
と
し

て
の
真
宗
門
徒
の
姿
な
の
だ
ろ
う
と
あ

ら
た
め
て
感
じ
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。

福岡県福岡市早良区原6-17-21
住職  小田 朋隆

ほ
ん  

だ      

と
も  

こ

本
田 

智
子

九
州
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第251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
。

正聞寺（九州教区 福岡組）

「
時
代
は
問
い
、親
鸞

は
答
え
る
。そ
の
問
い

に
身
を
置
き
、答
え
に

耳
を
傾
け
る
。そ
こ
に

真
宗
人
の
道
が
あ
る
」

と
語
ら
れ
、宗
祖
聖
人

の〝
聞
思
の
道
〞に
御

一
生
を
尽
く
さ
れ
た

金
子
大
榮
先
生
の
言

葉
で
す
。人
は
人
か
ら
教
わ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、人
が
人
を
教
え
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
。自
身
を
静
か
に
立
ち
ど
ま
ら
せ
て
く
れ
る「
法
」の
声
と

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

大
垣
教
区
通
信
員

う
ち  

だ     

あ
つ 

ひ
ろ

内
田 

篤
宏

第14回

「推進員・法話ノート」

野
原 

美
穂
さ
ん（
41
歳
）

大
垣
教
区 

第
６
組

康
安
寺
門
徒

の   

は
ら      

み    

ほ

法語カード

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

難
し
く
な
い
、

仏
教
の
教
え

お   だ   ともたか

しょうもん  じ

                                                                                          

             

も
ん  

し

か
ね  

こ    

だ
い
え
い

あ

や
す  

だ   

り  

じ
ん                                                               

           

                                                                                                   

て

つ
ぎ

                                 

お
ん
ど
う
ぼ
う

                                                                         

た

                                                                  

し
ょ
う
ご
ん

                                                                                                   

お

ふ
み

                                    

か
た 

ぎ
ぬ

                                                                    

お
ん 

ど
う
ぎ
ょ
う

こ
う
あ
ん 

じ

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―

���
���

������������
������������

9:30-15:30 9/22日

公募制推薦入試の対策方法について、
2教科型は河合塾講師、小論文型は
本学教員が解説します！

オープンキャンパスオープンキャンパス

入試対策講座入試対策講座

高校1・2年生に
オススメ！

高校3年生にオススメ！

詳細・申込みは
こちらから

オープンキャンパス & 入試対策講座

お問い合わせ ： 入学センター
〒603-8143 京都市北区小山上総町
TEL : 075-411-8114(直通)

お問い合わせ ： 入学センター
〒603-8143 京都市北区小山上総町
TEL : 075-411-8114(直通)

5/ 19 日

日6/ 16
ご家族での参加も
大歓迎です

10:00-15:30 開催時間

　　　  な大学生活にふれよう！Real

詳細・申込みは
こちらから

オープンキャンパス

ご
注
文・お
問
い
合
わ
せ
は 東本願寺出版 　

好
評
発
売
中

4,950円（税込）
4,400円（税込）

大判

小判

定
価

定
価

（5） （4）2024年（令和6年）1月1日 2024年（令和6年）9月1日  第794号   第802号

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

　「正
信
偈
」の
天
親
菩
薩
を
讃
え
る
段
は
、天
親

菩
薩
が『
浄
土
論
』を
著
し
た（「
造
論
」）こ
と
か
ら
始

め
ら
れ
て
い
ま
す
。『
浄
土
論
』は
、『
仏
説
無
量
寿

経
』の
注
釈
書
で
す
。『
仏
説
無
量
寿
経
』は
、阿
弥

陀
仏（「
無
碍
光
如
来
」）と
そ
の
本
願
の
物
語
を
説
く

経
典
で
す
。天
親
菩
薩
は
、仏
の
言
葉
で
あ
る
経

（「
修
多
羅
」）を
丁
寧
に
確
か
め
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が「
一
心
に
」と
い
う
か
た
ち
で

は
た
ら
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。そ
れ
は
、

私
が
煩
悩
具
足
の
存
在
で
あ
る
こ
と
も
障
り
と

な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　天
親
菩
薩
の
指
摘
に
触
れ
た
法
然
上
人
や
親
鸞

聖
人
は
、大
い
に
驚
き
、勇
気
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。「
浄
土
教
は
、修
行
も
で
き
な
い
者
の
た
め

の
教
え
で
し
か
な
い
」と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
か
ら
で

す
。そ
れ
な
の
に
、極
め
て
す
ぐ
れ
た
仏
教
者
で
あ

る
天
親
菩
薩
が
、浄
土
への
往
生
を
願
う
と
自
ら
表

明
し
て
い
る
の
で
す
。

　親
鸞
聖
人
が
、自
身
の「
親
鸞
」と
い
う
名
告
り

に
天
親
菩
薩
の
名
前
か
ら
一
字
を
取
っ
た
こ
と
に

も
、そ
の
感
動
が
う
か
が
え
ま
す
。

　「浄
土
への
往
生
」と
い
い
ま
す
が
、そ
の
世
界
は

「
大
宝
海
」に
も
喩
え
ら
れ
る
平
等
の
世
界
で
も
あ

り
ま
す
。そ
こ
で
は
、あ
ら
ゆ
る
存
在
が
差
別
な
く

輝
く
の
で
す
。

　さ
ら
に
、真
実
の
世
界
に
触
れ
た
者
は
、真
実
の

世
界
に
閉
じ
こ
も
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。姿
を

か
え
て
現
れ
た
仏（「
応
化
」）と
し
て
、迷
う
人
び
と

の
世
界（「
生
死
薗
」）に
は
た
ら
く
の
で
す
。

　例
え
ば
、念
仏
を
称
え
よ
と
た
だ
言
わ
れ
て
も
、

な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
す
。普
段
か
ら
念
仏
を
称

え
て
い
る
人
で
な
け
れ
ば
、ど
う
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ

で
、ど
う
い
う
声
の
大
き
さ
で
称
え
た
ら
よ
い
の
か
、

と
戸
惑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
ん
な
こ
と
は
気
に
す

る
必
要
は
な
い
と
言
わ
れ
て
も
、社
会
の
中
で
生
き

て
い
る
と
つ
い
周
囲
の
目
を
気
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　そ
ん
な
時
に
、誰
か
が
私
の
側
で
合
掌
し
て
念
仏

を
称
え
て
い
れ
ば
、私
自
身
も
湧
き
上
が
る
ま
ま

に
安
心
し
て
念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、隣
で
念
仏
を
称
え
て
い
る
人
は
、私
の

た
め
に
念
仏
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。湧

き
上
が
っ
て
き
た
ま
ま
に
念
仏
を
た
だ
称
え
た
だ

け
で
す
。し
か
し
、そ
の
姿
は
、私
が
念
仏
を
称
え
る

障
壁
を
意
図
せ
ず
に
取
り
払
っ
た
の
で
す
。そ
れ

は
、念
仏
せ
よ
と
い
う
仏
の
教
化
を
手
助
け
し
て

い
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　親
鸞
聖
人
は
、天
親
菩
薩
の
言
葉
を
と
お
し
て
、

大
海
に
も
喩
え
ら
れ
る
世
界
に
往
生
し
、ま
た

念
仏
が
こ
の
世
界
で
も
は
た
ら
く
こ
と
を
確
信
し

た
の
で
し
た
。そ
し
て
、「
一
心
に
」と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、煩
悩
具
足
の
私
に
ひ
か
り
が
届
い
て
い
る

こ
と
を
確
か
め
た
の
で
す
。

第　　回9

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

親
鸞
聖
人
が
お
念
仏
の
教
え
を
自
分
の
と
こ
ろ
ま
で
届
け
て
く
だ
さ
っ
た
師
と
し

て
、生
涯
大
切
に
仰
が
れ
た
方
々
が
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
で
は「
正
信
偈
」を
と
お
し
て
、

天
親
の
教
え
を
振
り
返
り
ま
す
。

　天
親
菩
薩
が
示
し
た
こ
と

次
回
か
ら
は
、

曇
鸞
大
師
に
つ
い
て

た
ず
ね
て
い
き
ま
す
。

天
親
菩
薩  

四

天
親
菩
薩
造
論
説

　

帰
命
無
碍
光
如
来

依
修
多
羅
顕
真
実

　

光
闡
横
超
大
誓
願

広
由
本
願
力
回
向

　

為
度
群
生
彰
一
心

帰
入
功
徳
大
宝
海

　

必
獲
入
大
会
衆
数

得
至
蓮
華
蔵
世
界

　

即
証
真
如
法
性
身

遊
煩
悩
林
現
神
通

　

入
生
死
薗
示
応
化

（「
正
信
偈
」『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集（
赤
本
）』

十
八
〜
二
十
頁
）
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野原 美穂さん
（大垣教務所にて）

　
市
の
中
心
部
か
ら
少
し
離
れ
た
住
宅
地
の
中

に
あ
る
正
聞
寺
。掲
示
板
は
住
職
の
小
田
朋
隆

さ
ん
が
月
１
回
の
ペ
ー
ス
で
用
意
さ
れ
て
い
る
。小

田
住
職
は
九
州
大
谷
短
期
大
学
で
講
師
を
さ

れ
て
い
て
、授
業
で
も
法
語
を
よ
く
紹
介
す
る
そ

う
だ
。ま
た
お
寺
の
訪
問
者
用
に
法
語
の
ポ
ス
ト

カ
ー
ド
も
自
作
さ
れ
て
い
た
。「
今
の
時
代
、中
身
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け

ど
、そ
の
短
さ
と
い
う
点
に
法
語
の
良
さ
が
あ
り
ま
す
ね
」と
語
ら
れ
る

小
田
住
職
は
、言
葉
を
と
て
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
印
象
だ
っ
た
。

　「
人
間
は
言
葉
に
救
わ
れ
る
の
で
す
。け
れ
ど
言
葉
が
わ
か
っ
て
救
わ

れ
る
の
で
は
な
い
。わ
れ
わ
れ
が
救
わ
れ
る
言
葉
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
で

す
」。師
と
あ
お
ぐ
安
田
理
深
先
生
の
語
り
を
紹
介
さ
れ
つ
つ
、小
田
住

職
は
法
語
を
選
ぶ
際
の
留
意
点
を
二
つ
あ
げ
ら
れ
た
。「
押
し
つ
け
」に

な
っ
て
い
な
い
か
、「
上
か
ら
目
線
」で
は
な
い
か
。そ
う
し
た
点
も
坊
守
の

恵
美
子
さ
ん
に
感
想
を
求
め
て
書
く
と
い
う
。

　
取
材
時
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
小
田
住
職
の

本
に
は
、色
と
り
ど
り
の
無
数
の
付
箋
が
貼
ら
れ
、

そ
れ
は
ま
る
で
言
葉
の
宝
石
箱
の
よ
う
だ
っ
た
。

　「
ま
だ
ま
だ
仏
教
は
わ
か
ら
な
い
こ
と

だ
ら
け
。だ
か
ら
、知
る
た
め
に
い
ろ
い

ろ
な
行
事
に
参
加
し
て
い
ま
す
」。

　
そ
う
語
る
野
原
美
穂
さ
ん
は
、お
手

次
寺
の
報
恩
講
、別
院
の
法
座
、本
山

の
奉
仕
団
な
ど
、多
く
の
場
所
に
参
拝

し
聴
聞
さ
れ
て
い
る
。「
す
べて
が
学
び
の

場
で
あ
り
、御
同
朋
と
の
出
会
い
の
場

で
あ
り
、楽
し
く
仏
教
に
触
れ
ら
れ
る

場
で
す
」と
う
れ
し
そ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
野
原
さ
ん
の
ご
実
家
は
他
宗
派
で

あ
っ
た
そ
う
だ
が
、ど
の
よ
う
な
ご
縁
で

真
宗
門
徒
と
な
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
早
く
に
ご
両
親
を
、さ
ら
に

お
兄
様
ま
で
も
若
く
し
て
亡
く
さ
れ
た

こ
と
、ま
た
真
宗
門
徒
の
ご
主
人
と
結

婚
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、そ
の
人
生
の
節

目
で
の
大
き
な
出
来
事
や
出
会
い
に

導
か
れ
た
ご
縁
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。

　
真
宗
門
徒
と
し
て
、ま
ず
は
お
勤
め

を
覚
え
た
い
と
、「
正
信
偈
」の
練
習
か
ら

始
め
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
、真
宗
の
教
え
を
知
り
た
い

と
、さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
参
加
し
、そ
こ

で
感
じ
た
こ
と
や
気
づ
か
れ
た
こ
と
を

一つ
ひ
と
つ
ノ
ー
ト
に
書
き
溜
め
て
い
か

れ
た
。ま
た
、お
内
仏
の
お
荘
厳
の
作
法

や
、『
阿
弥
陀
経
』、「
正
信
偈
」、『
御

文
』の
現
代
語
訳
や
そ
の
意
味
、真
宗

の
歴
史
、ご
法
話
で
聞
か
れ
た
内
容
な

ど
幅
広
く
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
推
進
員
と
な
ら
れ
た
の
は
約
２
年

前
、ご
住
職
に｢

お
寺
の
こ
と
を
知
っ
て

ほ
し
い｣

と
誘
わ
れ
て
の
こ
と
。年
配
の

推
進
員
の
方
か
ら
、「
若
い
の
に
が
ん

ば
っ
て
い
る
ね
」と
励
ま
さ
れ
、初
め
て

身
に
つ
け
た
肩
衣
に
自
覚
と
自
信
を

も
ら
っ
た
と
い
う
。

　
さ
ら
に
、わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
よ
り

多
く
の
方
々
が
集
う
場
所
で
、そ
れ
ぞ

れ
の
体
験
を
と
お
し
た
仏
教
の
捉
え
方

か
ら
世
代
を
超
え
た
学
び
を
得
た
い

と
、聴
聞
に
励
ん
で
お
ら
れ
る
。

　｢

お
寺
や
仏
教
は
難
し
い
も
の
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、人
と
人
と
の
つ

な
が
り
の
中
に
あ
り
、生
活
に
密
着
し

て
い
る
の
だ
と
知
っ
て
ほ
し
い｣

と
野
原

さ
ん
は
語
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
真
宗
に
深
い
興
味
を
持

た
れ
、一つ
ひ
と
つ
自
分
の
身
に
教
え
を

受
け
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、

推
進
員
と
な
ら
れ
た
原
動
力
な
の
で

あ
ろ
う
。

　
多
く
の
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
仏

教
を
感
じ
、互
い
に
学
び
あ
う
野
原
さ

ん
の
姿
勢
は
、御
同
朋
、御
同
行
と
し

て
の
真
宗
門
徒
の
姿
な
の
だ
ろ
う
と
あ

ら
た
め
て
感
じ
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。

福岡県福岡市早良区原6-17-21
住職  小田 朋隆

ほ
ん  

だ      

と
も  

こ

本
田 

智
子

九
州
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第251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
。

正聞寺（九州教区 福岡組）

「
時
代
は
問
い
、親
鸞

は
答
え
る
。そ
の
問
い

に
身
を
置
き
、答
え
に

耳
を
傾
け
る
。そ
こ
に

真
宗
人
の
道
が
あ
る
」

と
語
ら
れ
、宗
祖
聖
人

の〝
聞
思
の
道
〞に
御

一
生
を
尽
く
さ
れ
た

金
子
大
榮
先
生
の
言

葉
で
す
。人
は
人
か
ら
教
わ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、人
が
人
を
教
え
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
。自
身
を
静
か
に
立
ち
ど
ま
ら
せ
て
く
れ
る「
法
」の
声
と

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

大
垣
教
区
通
信
員

う
ち  

だ     

あ
つ 

ひ
ろ

内
田 

篤
宏

第14回

「推進員・法話ノート」

野
原 

美
穂
さ
ん（
41
歳
）

大
垣
教
区 

第
６
組

康
安
寺
門
徒

の   

は
ら      

み    

ほ

法語カード

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

難
し
く
な
い
、

仏
教
の
教
え
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9:30-15:30 9/22日

公募制推薦入試の対策方法について、
2教科型は河合塾講師、小論文型は
本学教員が解説します！

オープンキャンパスオープンキャンパス

入試対策講座入試対策講座

高校1・2年生に
オススメ！

高校3年生にオススメ！

詳細・申込みは
こちらから

オープンキャンパス & 入試対策講座

お問い合わせ ： 入学センター
〒603-8143 京都市北区小山上総町
TEL : 075-411-8114(直通)

お問い合わせ ： 入学センター
〒603-8143 京都市北区小山上総町
TEL : 075-411-8114(直通)

5/ 19 日

日6/ 16
ご家族での参加も
大歓迎です

10:00-15:30 開催時間

　　　  な大学生活にふれよう！Real

詳細・申込みは
こちらから

オープンキャンパス

ご
注
文・お
問
い
合
わ
せ
は 東本願寺出版 　

好
評
発
売
中

4,950円（税込）
4,400円（税込）

大判

小判

定
価

定
価
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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

　「正
信
偈
」の
天
親
菩
薩
を
讃
え
る
段
は
、天
親

菩
薩
が『
浄
土
論
』を
著
し
た（「
造
論
」）こ
と
か
ら
始

め
ら
れ
て
い
ま
す
。『
浄
土
論
』は
、『
仏
説
無
量
寿

経
』の
注
釈
書
で
す
。『
仏
説
無
量
寿
経
』は
、阿
弥

陀
仏（「
無
碍
光
如
来
」）と
そ
の
本
願
の
物
語
を
説
く

経
典
で
す
。天
親
菩
薩
は
、仏
の
言
葉
で
あ
る
経

（「
修
多
羅
」）を
丁
寧
に
確
か
め
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が「
一
心
に
」と
い
う
か
た
ち
で

は
た
ら
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。そ
れ
は
、

私
が
煩
悩
具
足
の
存
在
で
あ
る
こ
と
も
障
り
と

な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　天
親
菩
薩
の
指
摘
に
触
れ
た
法
然
上
人
や
親
鸞

聖
人
は
、大
い
に
驚
き
、勇
気
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。「
浄
土
教
は
、修
行
も
で
き
な
い
者
の
た
め

の
教
え
で
し
か
な
い
」と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
か
ら
で

す
。そ
れ
な
の
に
、極
め
て
す
ぐ
れ
た
仏
教
者
で
あ

る
天
親
菩
薩
が
、浄
土
への
往
生
を
願
う
と
自
ら
表

明
し
て
い
る
の
で
す
。

　親
鸞
聖
人
が
、自
身
の「
親
鸞
」と
い
う
名
告
り

に
天
親
菩
薩
の
名
前
か
ら
一
字
を
取
っ
た
こ
と
に

も
、そ
の
感
動
が
う
か
が
え
ま
す
。

　「浄
土
への
往
生
」と
い
い
ま
す
が
、そ
の
世
界
は

「
大
宝
海
」に
も
喩
え
ら
れ
る
平
等
の
世
界
で
も
あ

り
ま
す
。そ
こ
で
は
、あ
ら
ゆ
る
存
在
が
差
別
な
く

輝
く
の
で
す
。

　さ
ら
に
、真
実
の
世
界
に
触
れ
た
者
は
、真
実
の

世
界
に
閉
じ
こ
も
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。姿
を

か
え
て
現
れ
た
仏（「
応
化
」）と
し
て
、迷
う
人
び
と

の
世
界（「
生
死
薗
」）に
は
た
ら
く
の
で
す
。

　例
え
ば
、念
仏
を
称
え
よ
と
た
だ
言
わ
れ
て
も
、

な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
す
。普
段
か
ら
念
仏
を
称

え
て
い
る
人
で
な
け
れ
ば
、ど
う
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ

で
、ど
う
い
う
声
の
大
き
さ
で
称
え
た
ら
よ
い
の
か
、

と
戸
惑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
ん
な
こ
と
は
気
に
す

る
必
要
は
な
い
と
言
わ
れ
て
も
、社
会
の
中
で
生
き

て
い
る
と
つ
い
周
囲
の
目
を
気
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　そ
ん
な
時
に
、誰
か
が
私
の
側
で
合
掌
し
て
念
仏

を
称
え
て
い
れ
ば
、私
自
身
も
湧
き
上
が
る
ま
ま

に
安
心
し
て
念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、隣
で
念
仏
を
称
え
て
い
る
人
は
、私
の

た
め
に
念
仏
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。湧

き
上
が
っ
て
き
た
ま
ま
に
念
仏
を
た
だ
称
え
た
だ

け
で
す
。し
か
し
、そ
の
姿
は
、私
が
念
仏
を
称
え
る

障
壁
を
意
図
せ
ず
に
取
り
払
っ
た
の
で
す
。そ
れ

は
、念
仏
せ
よ
と
い
う
仏
の
教
化
を
手
助
け
し
て

い
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　親
鸞
聖
人
は
、天
親
菩
薩
の
言
葉
を
と
お
し
て
、

大
海
に
も
喩
え
ら
れ
る
世
界
に
往
生
し
、ま
た

念
仏
が
こ
の
世
界
で
も
は
た
ら
く
こ
と
を
確
信
し

た
の
で
し
た
。そ
し
て
、「
一
心
に
」と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、煩
悩
具
足
の
私
に
ひ
か
り
が
届
い
て
い
る

こ
と
を
確
か
め
た
の
で
す
。

第　　回9

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

親
鸞
聖
人
が
お
念
仏
の
教
え
を
自
分
の
と
こ
ろ
ま
で
届
け
て
く
だ
さ
っ
た
師
と
し

て
、生
涯
大
切
に
仰
が
れ
た
方
々
が
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
で
は「
正
信
偈
」を
と
お
し
て
、

天
親
の
教
え
を
振
り
返
り
ま
す
。

　天
親
菩
薩
が
示
し
た
こ
と

次
回
か
ら
は
、

曇
鸞
大
師
に
つ
い
て

た
ず
ね
て
い
き
ま
す
。

天
親
菩
薩  

四

天
親
菩
薩
造
論
説

　

帰
命
無
碍
光
如
来

依
修
多
羅
顕
真
実

　

光
闡
横
超
大
誓
願

広
由
本
願
力
回
向

　

為
度
群
生
彰
一
心

帰
入
功
徳
大
宝
海

　

必
獲
入
大
会
衆
数

得
至
蓮
華
蔵
世
界

　

即
証
真
如
法
性
身

遊
煩
悩
林
現
神
通

　

入
生
死
薗
示
応
化

（「
正
信
偈
」『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集（
赤
本
）』

十
八
〜
二
十
頁
）

                                                                                   

ぞ
う
ろ
ん

                      

む  

げ 

こ
う
に
ょ
ら
い

     

し
ゅ 

た  

ら

               

ぼ
ん 

の
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そ
く

                                                                                                                   

な    

の

                                                         

お
う
げ

                        

し
ょ
う
じ
お
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と
な

                                                                               

そ
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て
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じ
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ぼ      
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ぞ
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ろ
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せ
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み
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こ
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に
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ら
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し
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け
ん   

し
ん     
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こ
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せ
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お
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ち
ょ
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だ
い    

せ
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が
ん

 

こ
う     

ゆ     

ほ
ん   

が
ん    

り
き     
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こ
う

  

い       

ど     

ぐ
ん  

じ
ょ
う 

し
ょ
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し
ん

  
き    

に
ゅ
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く     

ど
く    

だ
い    

ほ
う   

か
い

 

ひ
っ   

ぎ
ゃ
く 
に
ゅ
う   

だ
い     

え     

し
ゅ    

し
ゅ

 

と
く     

し     

れ
ん     
げ     

ぞ
う     

せ     

か
い

 

そ
く  

し
ょ
う  

し
ん    

に
ょ    
ほ
っ   
し
ょ
う  

し
ん

  

ゆ     

ぼ
ん    

の
う    

り
ん   

げ
ん   

じ
ん   
づ
う

に
ゅ
う 

し
ょ
う    

じ     

お
ん     

じ     

お
う     

げ

 

て
ん   

じ
ん     

ぼ     

さ
つ

                                                                                                                        

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

ど
ん 

ら
ん  

だ
い   

し

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）
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帰敬式受式後の歩み

　ご本尊を安置した「お内仏」を中心

として、お念仏の教えを拠り所とする

生活を大切にしてください。具体的

には、朝夕に「正信偈」をお勤めす

る。また、お手次の寺院の報恩講を

はじめとする法要や同朋の会などさま

ざまな聞法の場に足を運びましょう。

                                       よ    どころ

真宗門徒として  帰敬式 を受けましょう
法名の名付け方

帰敬式の受式場所

　帰敬式は、真宗本廟（東本願寺）またはお
手次の寺院にて受式できます。真宗本廟（東
本願寺）では基本的に毎日、午前と午後の2
回執行しています。お手次の寺院での受式
を希望する場合は、住職にお尋ねください。

※全国の別院では、報恩講等の大きな法要
の際に帰敬式が執り行われることもあります
ので、各別院や教務所にお尋ねください。

　法名には「本山選定法名（本山で選

定された法名）」と「住職選定法名（住職

が選定した法名）」の二通りがあります。

帰敬式を受けようとされる際には、事前

にお手次の寺院にご相談ください。

法名の取り扱いが変わります
帰敬式相談窓口について主な変更について

き   きょう  しき

「
お
か
み
そ
り
」と
も
言
わ
れ
、「
仏
」「
法
」「
僧
」の
三
宝
に
帰
依
し
、

宗
祖
親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

「
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
。

受
式
さ
れ
ま
す
と
、仏
弟
子
と
し
て
の
名
告
り
で
あ
る

「
法
名
」（
釋
○
○
あ
る
い
は
釋
尼
○
○
）が
授
与
さ
れ
ま
す
。

帰
敬
式
と
は̶

お知らせ

　帰敬式の受式前、または受式後の疑問や
悩みにお応えするため、研修部（帰敬式実践
運動推進事務室）に「帰敬式相談窓口」を
開設いたします。
　帰敬式に関するさまざまな疑問や悩み等
について、お気軽にご相談ください。

◆男性には「釋○○」、女性には「釋尼○○」の法名授与を基本としつつ、受式
者の願い出に応じて、「釋○○」もしくは「釋尼○○」を選択 いただけます。

　なお、選択事由の説明は必要としません。

◆帰敬式受式後において「釋○○」もしくは「釋尼○○」の名告りの変更に
伴い、「変更後の法名紙の交付」を希望する場合は、所定の届出書の提出
をもって、新たに法名紙を授与いたします。

　※届出書については、研修部もしくはお近くの教務所にお尋ねください。

剃
刀
の
様
子

本山で帰敬式を
受式しました

　地元の4人の友人と「おかみそり（帰敬式）
を受けよう」と思い立って上山。
　宗祖親鸞聖人の御真影の前に座ったら、何
か背筋がスッと伸びた感じがして、身の引き締ま
る思いがした。ありがたかった。これからも生活
の中でお内仏の前に座って、お念仏してい
かなければならないなと思った。

福岡県  木下正信氏（74歳）　

２０２５年１月１日開始日

                                                                                                                                                          

さ
ん
ぼ
う

                                                                                                                     

な    

の

                             

し
ゃ
く                                                      

し
ゃ
く 

に

            て  つぎ

帰敬式相談窓口 075-371-9185 （研修部・帰敬式実践運動推進事務室）
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法要の様子

　2024年6月、宗派の最高議決機関である宗会において、長浜・京都
教区の新教区発足についての議決がなされ、7月1日付で京都教区が
発足した。これにより、京都府、滋賀県、兵庫県北部、鳥取県、島根県、
福井県の一部が京都教区となり、全国19教区体制となった。新たな
京都教区では右の5点を教区教化の理念と姿勢として出発する。
　また、これまでの京都教区では、教区内を8つの地区にわけて、それ
ぞれ特色のある教化活動が行われてきたが、新教区では、この8地区
に旧長浜教区を「長浜特区」として加え、全9地区での教化推進体制を
とった。なお「長浜特区」には、地元に根差した教化の取り組みが引き
続き行えるよう、長浜別院内に「長浜教化センター」を設け、長浜・五村
別院を中心とする教化事業の展開が図られる。

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

　6月22日、大阪教区第23組浄泉寺（和
歌山県新宮市）において、遠松忌法要が
勤修された。この法要は、「大逆事件」に
連座し、宗門から擯斥処分とされた髙木
顕明師の復権・顕彰と、師の非戦・平等へ
の歩みをたずねる集いで、顕明師の命日
である6月24日にちなみ、毎年6月第3土
曜日に勤まっている。
　宗派主催として2000年から続くこの
法要は、全国から毎年多くの方々の参拝
がある。今年も大阪教区主催のバスツ
アーが実施され、浄泉寺のご門徒や地
元・新宮市の市民が参加された。

　午前11時から、新宮市内の南谷
墓地にある「髙木顕明師顕彰碑」前
で勤行が行われ、午後には、浄泉寺
本堂において前住職の山口範之氏
を導師として法要が勤まった。
　勤行の後、大阪教区「髙木顕明の
事績に学ぶ実行委員会」実行委員よ
り顕明師の論文「余が社会主義」が

朗読され、その後、辻本雄一氏（佐藤春夫
記念館館長）から、「熊野・新宮からみた
髙木顕明の評価と、これまでの歩み」と題
した法話があった。その後、同実行委員に
よる感話があり、自身にとっての顕明師と
の出会い直しについて語られた。
　法要後、山口氏は挨拶で、ご門徒が遠
松忌法要を続ける中で「住職に協力する」
という意識から「自身の先祖の願い
に動かされていた」と受けとめ
直されたことを紹介され、
顕明師の願いを確か
める意義を語られた。

「お葬式・お墓から
人生を見つめる講演会」開催　
―「葬る」とは？ 「死」を受けとめるとは？―

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。

滋賀県草津市

久保 享子（55歳）

梅仕事

　『同朋新聞』は、毎月お手次のお寺の班
長さんが届けてくれます。6月号のクロス
ワードパズルの答えが「あおうめ」であった
ことから、母のことを思い出しました。
　私が娘の頃は、母が梅干しや梅酒を作っ
てくれていました。当時の私はそんなことに
はまったく興味がなく、母が作ってくれたもの

を食べるだけでした。
　母は10年ほど前に亡くなり、今は亡き母
に代わって私が梅仕事をしています。作っ
た梅干しは家で食べるだけでなく、家族の
お弁当に入れたりもしています。母の梅干し
は、よくお店で売っているようなカツオが
入っている梅干しや、はちみつ入りの甘い

梅干しではありません。昔ながらの塩だけで
漬けたしょっぱい味の梅干しで、その味が
私も主人も大好きでした。「亡くなる前に
もっと母に教えてもらっておけばよかった
なー」と少し後悔もしつつ、母の味を求めて
試行錯誤しながら梅仕事に励んでいます。

『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

　7月18日、「お葬式・お墓から人生を見
つめる講演会」が、大谷祖廟・賀慶殿にて
開催された。
　東本願寺出版発行の月刊『同朋』では、
2024年1月号で「お葬式ってなんだろ
う？」、同7月号で「お墓ってなんだろう？」
を特集。共にQ&A形式で「お通夜とお葬
式の違い」や「お墓とお内仏の違い」など
の疑問に応答するもので、回答者はそれ
ぞれ門脇健氏（大谷大学名誉教授）、蒲
池勢至氏（民俗学者）。
　今回の講演会では、門脇氏、蒲池氏を
招き、現代社会の中で変容しつつあるお

葬式・お墓のあり方を真宗の教えをとお
して見つめなおすことが課題とされた。当
日は約40人の参加があった。
　両氏の各15分の講演では、お二人の
経験、現場をとおして、「葬る」とは？「死」
を受けとめるとは？をテーマにお話があ
り、「現代では「死」のリアリティを感じる
機会が少なく、希薄になっているので
は？」と問題提起された。その後45分のク
ロストーク、会場からの質疑応答があり、
参加者からは「重みのある話にとても考
えさせられ、さまざまな思いがこみ上がっ
てきた」という声が寄せられた。

真宗大谷派
宗務役員
（一般職）募集！

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

（TEL：075-371-9189）まで

真宗大谷派 採用

採
用
時
期

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

2025年4月1日付で採用さ
れ、試用期間（1ヵ月以上1年
以内）を経て正式に任用

応
募
資
格

く   ぼ　きょう こ

て  つぎ

さき とぶら

レポート「遠松忌法要 
　―髙木顕明師を想う集い―」勤修

《教区教化の理念と姿勢》
①「出会いの場」を創造する
②「教化とは何か」を憶念する
　〔原点回帰〕
③「男女共同参画」の広がりと
　深まりを目指す
④「地域との連携と課題共有」を
　図る〔共同教化・循環する教化〕
⑤「教区教化は、教区人の手で」・
　「自分ごと」になる教化を目指す

教区及び組の改編

「京都教区」発足！
～両教区で培われてきた
　教化事業を継承～

―前を訪う  今、この時代に聞く非戦・平等の願い―

月刊『同朋』 2024年1月号、7月号
A4判／各400円（税込）

書籍の購入は

職員採用
特設ページ

湖東地区

湖西地区

長浜特区若狭地区雲因地区

丹但地区

石見地区
湖南地区

山城地区
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京都教務所
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かどわきけん
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WEB参加者募集

御本尊は本山からお受けしましょう

東本願寺 仏事サポートセンター福岡 「都市圏仏教入門講座 in 福岡」

仏教･仏事の
ハテナ？

詳細・お申し込みはこちら▲

参加費【全7回】
WEB：5,000円
会 場：7,000円

お申し込み・お問い合わせ先　 東本願寺 仏事サポートセンター福岡  TEL：092-734-0208

※各回14：00～15：15

開催日

1
2
3

4
5
6
7

会 場 お仏壇のはせがわ 福岡本店 
（福岡市博多区上川端町12-192 
はせがわビル4F）

定 員 WEB：500人／会 場：40人

講 師

吉元 信暁氏
九州大谷短期大学 学長

よし  もと 　 のぶ  あき

主催：東本願寺 仏事サポートセンター福岡   ／   共催：　　　         　／   協力：

2024年
　  9月28日（土）「仏さまの教えのハテナ？」
　10月12日（土）「お経のハテナ？」
　12月  7日（土）「通夜･葬儀のハテナ？」
2025年
　1月18日（土）「お寺のハテナ？」
　2月15日（土）「お念仏のハテナ？」
　3月  8日（土）「ご本尊のハテナ？」
　4月12日（土）「浄土のハテナ？」
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帰敬式受式後の歩み

　ご本尊を安置した「お内仏」を中心

として、お念仏の教えを拠り所とする

生活を大切にしてください。具体的

には、朝夕に「正信偈」をお勤めす

る。また、お手次の寺院の報恩講を

はじめとする法要や同朋の会などさま

ざまな聞法の場に足を運びましょう。

                                       よ    どころ

真宗門徒として  帰敬式 を受けましょう
法名の名付け方

帰敬式の受式場所

　帰敬式は、真宗本廟（東本願寺）またはお
手次の寺院にて受式できます。真宗本廟（東
本願寺）では基本的に毎日、午前と午後の2
回執行しています。お手次の寺院での受式
を希望する場合は、住職にお尋ねください。

※全国の別院では、報恩講等の大きな法要
の際に帰敬式が執り行われることもあります
ので、各別院や教務所にお尋ねください。

　法名には「本山選定法名（本山で選

定された法名）」と「住職選定法名（住職

が選定した法名）」の二通りがあります。

帰敬式を受けようとされる際には、事前

にお手次の寺院にご相談ください。

法名の取り扱いが変わります
帰敬式相談窓口について主な変更について

き   きょう  しき
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帰
敬
式
と
は̶

お知らせ

　帰敬式の受式前、または受式後の疑問や
悩みにお応えするため、研修部（帰敬式実践
運動推進事務室）に「帰敬式相談窓口」を
開設いたします。
　帰敬式に関するさまざまな疑問や悩み等
について、お気軽にご相談ください。

◆男性には「釋○○」、女性には「釋尼○○」の法名授与を基本としつつ、受式
者の願い出に応じて、「釋○○」もしくは「釋尼○○」を選択 いただけます。

　なお、選択事由の説明は必要としません。

◆帰敬式受式後において「釋○○」もしくは「釋尼○○」の名告りの変更に
伴い、「変更後の法名紙の交付」を希望する場合は、所定の届出書の提出
をもって、新たに法名紙を授与いたします。

　※届出書については、研修部もしくはお近くの教務所にお尋ねください。

剃
刀
の
様
子

本山で帰敬式を
受式しました

　地元の4人の友人と「おかみそり（帰敬式）
を受けよう」と思い立って上山。
　宗祖親鸞聖人の御真影の前に座ったら、何
か背筋がスッと伸びた感じがして、身の引き締ま
る思いがした。ありがたかった。これからも生活
の中でお内仏の前に座って、お念仏してい
かなければならないなと思った。

福岡県  木下正信氏（74歳）　

２０２５年１月１日開始日
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帰敬式相談窓口 075-371-9185 （研修部・帰敬式実践運動推進事務室）
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◆6面では帰敬式について特
集しています。帰敬式は、本
山のほか別院やお手次寺で
受式することができます。教
務所で勤務していた時、別院
の報恩講での帰敬式に立ち
会う機会がありました。別院
の大きな本堂の中心に並び、
たくさんの人に見守られなが
らおかみそりを受けられた
方々のうれしそうな顔、誓い
の言葉を読まれた方の真剣
なまなざしを思い出します。
私はこの仕事を始めるまで
本山での帰敬式しか知らな
かったのですが、地域の別院
やお寺というなじみのある場
所での帰敬式は、とてもやわ
らかい雰囲気で本山での帰
敬式とはまた違ったよさがあ
ると感じました。
◆このたび『同朋新聞』の編
集に携わることになりました。
たくさんの人が手に取る本紙
に関われることをうれしく感
じるとともに、身が引き締まる
思いです。読者の皆さまにわ
かりやすく充実した紙面をお
届けできるよう努めていきた
いと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。（山本）

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10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9月号クロスワード応募」
と入力のうえhigashihonganjishuppan
@gmail.comへお送りください。

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

チャレンジ！

◆「人間といういのちの相」「準備することより、手放していく
ことの方が大事なんじゃないか」とのお話が印象に残りまし
た。（京都府７０代）

◆「特集」あらためて災害の怖さを知りました。また、たくさんの
人 が々支援しているのを見て、人は一人ではないことを実感
しています。（秋田県４０代）

メールでも応募できます！

7
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

6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！

す
い
れ
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！9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
4

3
8

9

6

5

7

10

11

2

1 「読者の〇〇〇り」今月のタイトルは「梅仕事」です。（7面）
「特集」帰敬式とは、「おか〇〇り」とも言われ、「仏」「法」
「僧」の三宝に帰依し、宗祖親鸞聖人が明らかにされた
「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。（6面）
7月18日、「お葬式・お墓から人生を見つめる講演会」
が、大谷祖廟・〇〇〇〇んにて開催されました。（7面）
法名には「本ざ〇〇ん定法名（本山で選定された法
名）」と「住職選定法名（住職が選定した法名）」の二通
りがあります。（6面）
「現在を生きる」今月は大垣教区通信員〇〇〇〇つ
宏さんが執筆しています。（4面）
「人間といういのちの相」「〇〇ょく」はユネスコの無形
文化遺産にも登録されています。（2・3面）
「縁―お寺の掲示板―」今月の言葉は「教えたいという
人にニセモノはあっても 聞きたいという人にニセモノ
はあり〇〇〇」です。（4面）

真宗本廟〇〇〇〇奉仕団とは、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
みがきを日程の中心とした奉仕団
です。（8面）
6月22日、大阪教区第23組浄泉寺
（和歌山県新宮市）において、〇〇
松忌法要が勤修されました。（7面）
「人間といういのちの相」今月のタ
イトルは「木桶の醤油を〇〇〇〇
代に」です。（2・3面）
手水屋形の素屋根は、今では見る
ことが少なくなった丸太を組み合
わせる京都〇〇ん統工法で造られ
ています。（1面）
「今月の法話 如是我聞」今月のタイ
トルは「○○○の樹」です。（1面）

プレゼント付
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5

読者のこえ

ご案内

〈2泊3日〉10月30日（水）～11月1日（金）
〈1泊2日〉10月30日（水）～31日（木）

真宗本廟報恩講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。

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♪

真宗本廟おみがき奉仕団

※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

真宗本廟奉仕に
参加してみませんか

2024年

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20日（水）～22日（金）
11月24日（日）～26日（火）

11月20日（水）～21日（木）
11月24日（日）～25日（月）

〈1泊2日〉

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3日〉

11月27日（水）～29日（金） 11月27日（水）～28日（木）

郵便振替口座番号  
00920-3-203053

救援金口座 真宗大谷派 加入者名

237,744,214円 （2024年8月5日現在）救援金総額

※通信欄に「令和6年能登半島地震」とご記載ください。

しんらん交流館真宗本廟

東本願寺

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、９月21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 ➡ 浄土真宗ドットインフォ
詳しくは ➡

晨朝（おあさじ） 晨朝法話

真宗本廟法話

参拝接待所ギャラリー

【場所】阿弥陀堂及び
　　　御影堂
【時間】毎日7時～

【場所】御影堂  
【時間】毎日7時30分頃～

【場所】視聴覚ホール・御影堂・参拝接待所仏間
【時間】通常　　　　　10時10分～／
　　　　　　　　　　13時10分～
　　　逮夜日（12・27日）13時10分～  
　　　御命日（28日）　  9時30分～

【時間】9時～16時
渉成園展 9月6日～

交流ギャラリー
「東本願寺の今昔」展 開催中

9月の定例法話
【日時】毎日14時～（12日・27日は10時～）

9月の東本願寺日曜講演
【時間】9時30分～11時
【講師】9月1日    白山 勝久氏
　　　　　　　　 （東京教区西蓮寺候補衆徒）
　　   9月８日   荒山 淳氏
　　　　　　　　 （元名古屋教区教化センター主幹）
　　   ９月29日  武田 未来雄氏
　　　　　　　　　　　　　　  （教学研究所所員）

※休館日は休会。その他、都合により
　休会する場合があります。

ご案内

※その他、時間・
　会場を変更する
　場合があります。

満館 満館

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。

て  つぎ
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同朋新聞東本願寺ホームページで『同朋新聞』がお読みいただけます




