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　昨
年
の
十
月
、岐
阜
県
の
揖
斐
川
上
流
地
域
の
寺
院・

門
徒
で
行
わ
れ
て
い
る「
十
日
講
」に
お
招
き
に
預
か
っ

た
。こ
の
地
は
、教
如
上
人
が
二
度
に
わ
た
っ
て
訪
れ
ら

れ
、篤
く
も
て
な
し
た
村
人
に
、上
人
は
お
礼
と
し
て
自

ら
の
御
影
を
授
与
さ
れ
た
。そ
の
御
影
を
持
ち
回
り
し
、

会
所
の
寺
院
で
御
影
を
中
心
に「
十
日
講
」と
い
う
法
座

が
毎
年
持
た
れ
て
い
る
。コ
ロ
ナ
に
よ
り
二
度
中
止
さ
れ

た
が
、昨
年
か
ら
再
開
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　会
所
の
本
堂
で
、ご
門
徒
方
と
顔
を
合
わ
せ
て
い
る

と
、ふ
と
蓮
如
上
人
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
た
。

　蓮
如
上
人
は
、ご
門
徒
の
一
人
が
、自
分
は
い
く
ら
聴

聞
し
て
も
籠
か
ら
水
が
抜
け
る
よ
う
に
、す
ぐ
に
忘
れ
て

し
ま
い
ま
す
と
言
う
と
、「
そ
の
籠
を
水
に
つ
け
て
お
き

な
さ
い
、我
身
を
法
に
ひ
た
し
て
お
く
の
で
す
」と
教
え

ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

　蓮
如
上
人
は
ま
た
、「
往
生
は
一
人
一
人
の
し
の
ぎ
な
り
」

と
も
言
わ
れ
、他
人
事
の
よ
う
に
仏
法
を
聴
聞
す
る
こ
と

を
厳
し
く
諫
め
ら
れ
て
も
い
る
が
、一
人
ひ
と
り
が「
後
生

の
一
大
事
」と
し
て
仏
法
を
い
た
だ
く
た
め
に
は
、我
身
を

法
水
に
ひ
た
す
よ
う
な
環
境
に
置
く
こ
と
が
大
事
で
あ

る
こ
と
を
、先
の
よ
う
に
教
え
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　真
宗
門
徒
は
、寺
院
で
の
講
で
、ま
た
地
域
社
会
の
講

で
、こ
う
し
た
信
仰
生
活
を
送
っ
て
き
た
。そ
の
こ
と
を

強
く
思
わ
せ
ら
れ
る「
十
日
講
」で
の
経
験
で
あ
っ
た
。

「
そ
の
か
ご
を
水
に
つ
け
よ
」

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

真
宗
本
廟
奉
仕
で
の
座
談
会

今
月
の
写
真

同
朋
会
館
に
宿
泊
し
て
、寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
お
念
仏

の
教
え
を
聞
き
、語
り
合
い
、清
掃
奉
仕
な
ど
を
行
う
真
宗

本
廟
奉
仕
。思
い
を
言
葉
に
し
、お
互
い
の
声
を
聞
き
合
う

こ
と
を
と
お
し
て
自
分
を
見
つ
め
る
座
談
会
は
、同
朋
会
館

で
の
生
活
の
魅
力
の
一つ
で
す
。
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令和6年能登半島地震で被害に遭われました被災者の方々に対し、衷心よりお見舞い申し上げます

（1）  第807号 2025年（令和7年）2月1日（毎月1日発行）



　2024年宗
会（臨時会）に
提出の決算関
係の議案につ
いて、2023年

度決算概況を申し上げます。
　まずは、2023年度宗派経常費御依頼の収
納につきまして、ここにあらためてご報告いたし
ます。御依頼総額50億2，400万円に対し、
54億4，358万4，326円、率にして108．3％
の収納をいただきました。全教区からご完納
をいただきましたことから、2023年度一般会
計経常部歳入の「相続講金❶」「同朋会員
志金❷」は108％を超える収納率となりまし
た。宗門活動に深いご理解をいただき、格別
の御懇念を賜りましたこと、この場をおかりし
て心から御礼申し上げます。
　さて、2023年度一般会計については、経常
部・臨時部合わせた歳入額は86億3，054万
円、予算に対して104.0％の収納率であります。
　経常部歳入は、81億3,418万円、収納率は
104．4％であります。新型コロナウイルス感染
症の影響から復調しつつある実績を踏まえて
予算を増額した主な科目で見てみますと、「斎
冥加金❸」は収納率96．8％、「読経志❹」は収
納率106．3％、そして渉成園の拝観者にご協
力いただく「寄付金」の収納率は167．9％とな
りました。渉成園については、2014年度から国
庫補助金を得て渉成園の保存整備事業を実
施し、殊に昨年度は京都市・京都市観光協会
が主催する「京の冬の旅」での園林堂・閬風
亭の特別拝観や、秋と春に夜間特別拝観を開
催するなど、そのイベントと広報により2022年

　平
素
は
、法
義
相
続
・

本
廟
護
持
、そ
し
て
、同
朋

会
運
動
の
推
進
に
多
大
な

ご
尽
力
を
賜
っ
て
お
り
ま

す
こ
と
に
、厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　ま
ず
も
っ
て
、本
年
1

月
1
日
に
発
生
し
た「
令

和
6
年
能
登
半
島
地
震
」並
び
に
そ
の
被
災
地
に
重

ね
て
発
生
し
た「
令
和
6
年
9
月
能
登
半
島
豪
雨
」

に
よ
り
被
災
さ
れ
ま
し
た
す
べて
の
方
々
に
、衷
心
よ

り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、一日
も
早

い
復
興
を
念
じ
申
し
上
げ
ま
す
。本
年
の
宗
会（
常

会
）に
お
け
る
演
説
に
お
い
て
、「
本
願
念
仏
の
御
教

え
に
出
遇
う
こ
と
の
で
き
た
身
と
し
て
の
仏
教
的・大

乗
的
支
援
」と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。宗
派

に
と
って
史
上
最
大
級
の
被
災
で
あ
る
と
の
認
識
の

も
と
、念
仏
の
声
が
再
び
能
登
の
地
に
お
い
て
響
き
渡

る
よ
う
、引
き
続
き
内
局・宗
務
役
員
一同
、息
の
長
い

支
援
に
、最
大
限
の
力
を
尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　さ
て
、こ
の
た
び
の
臨
時
会
は
、決
算
審
査
の
充
実

と
早
期
の
決
算
承
認
を
目
的
と
し
て
、2
0
2
3
年

度
の
決
算
を
審
査
い
た
だ
く
た
め
、招
集
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　こ
の
経
緯
に
つ
き
ま
し
て
は
、皆
さ
ま
も
十
分
に
ご

承
知
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、長
年
に
わ
た
り
宗
議

会・参
議
会
両
会
に
て
議
論
が
行
わ
れ
、去
る
宗
会

（
常
会
）に
お
い
て
も
両
議
会
か
ら「
宗
会
に
お
け
る
決

算
審
査
及
び
決
算
承
認
の
早
期
化
を
求
め
る
建
議
」

が
提
出
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
全
会
一
致
に
て
議
決
さ
れ
ま

し
た
。実
効
性
と
即
応
性
を
重
視
し
た
決
算
審
査
の

充
実
は
、宗
門
の
重
要
課
題
で
あ
り
ま
す
行
財
政
改

革
の
取
り
組
み
と
も
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
受
け

と
め
て
お
り
、内
局
と
い
た
し
ま
し
て
も
、両
議
会
か

ら
の
ご
要
望
を
真
摯
に
受
け
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

こ
の
た
び
、決
算
審
査
の
た
め
の
臨
時
会
の
招
集
に

至
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　な
お
、本
議
会
の
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、現
行
法

規
に
基
づ
き
つ
つ
、議
会
の
運
営
上
の
変
更
を
も
って

可
能
な
範
囲
で
の
審
査
を
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
ま

す
が
、本
臨
時
会
を
経
て
、引
き
続
き
、議
会
と
内
局

が
相
互
に
協
力
し
つ
つ
、さ
ら
な
る
検
討
を
行
い
、よ

り
よ
い
運
営
形
態
を
形
作
って
ま
い
り
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　2
0
2
3
年
度
の
決
算
概
況
に
つ
い
て
は
、財
務

長
か
ら
の
議
案
説
明
に
委
ね
ま
す
が
、2
0
2
3
年

度
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、真
宗
本
廟
に
お
け
る

「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年・立
教
開
宗

八
百
年
慶
讃
法
要
」が
完
遂
さ
れ
た
翌
年
度
と
い
う

こ
と
で
、今
こ
そ
宗
祖
の
ご
教
示
に
基
づ
き「
足
も
と

を
明
ら
か
に
す
る
」こ
と
を「
要
の
課
題
」と
し
て
受

け
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
演
説
で
も
申
し

上
げ
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
な
中
、北
陸・

能
登
地
方
を
巨
大
地
震
が
襲
い
ま
し
た
。「
慶
讃
法

要
」と「
能
登
半
島
地
震
」と
い
う
重
大
な
出
来
事
を

経
験
し
た
私
た
ち
が
成
す
べ
き
こ
と
は
何
か
。真
宗

本
廟
で
の
慶
讃
法
要
は
完
遂
さ
れ
ま
し
た
が
、教
区

の
慶
讃
法
要
は
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。ま

だ
終
わ
って
お
り
ま
せ
ん
。そ
し
て
、能
登
半
島
地
震

で
被
災
さ
れ
た
寺
院・ご
門
徒
の
復
興
も
ま
だ
途
上

で
あ
り
ま
す
。

　内
局
と
い
た
し
ま
し
て
は
、教
区
の
慶
讃
法
要
、そ

し
て
能
登
半
島
地
震
への
支
援
と
い
う
こ
と
を
最
重

要
事
項
と
し
て
、同
朋
社
会
の
実
現
に
向
け
た
僧
伽

回
復
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
、こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
決
意
を
表
明
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　引
き
続
き
、皆
さ
ま
方
の
ご
理
解
と
ご
尽
力
を

得
て
、宗
門
一
丸
と
な
って
進
め
て
ま
い
り
た
く
存
じ

ま
す
。

となりました。この予算超過額は、条例に基づ
き災害見舞費の不足額7，979万円を災害見
舞準備金から繰入れました。
　なお、このたびの震災に対する救援金の勧
募につきましては、2024年6月30日現在で2億
3，490万9，521円の救援金を全国からお寄せ
いただきました。被災された方 に々思いを馳せ、
救援金を届けてくださったことに対し、厚く御礼
申し上げます。なお、救援金は、2023年度に能
登教区に2億円、新潟教区へ100万円、富山
教区へ100万円、金沢教区へ500万円を給付
いたしております。
　次に、臨時部においては、慶讃事業推進資
金を原資に「慶讃事業継続費❾」を2023年度
より予算化しています。その中で、慶讃記念事
業として『真宗聖典第二版』を東本願寺出版
から2024年4月1日に大・小各1万部を発売す
ることができ、2023年度内の3カ月で約5，500
部をお求めいただいています。
　総じて、2023年度一般会計経常部臨時部
決算の歳入予算超過額は3億3，434万円、歳
出予算残高は2億2，455万円であり、歳入歳
出差引剰余金は5億5，889万円となりました。
　次に、特別会計の中から、第2種共済特別
会計についてですが、令和6年能登半島地震
の被害報告件数をもとに歳出の部の第2種共
済の査定に係る経費を算出し予算を補正した
「事務費」は、提出資料に基づく査定に多くの
被災寺院・教会がご協力くださったことをはじ
め、能登教務所を査定員の拠点として、査定
員の旅費・宿泊費を抑制できたことから執行率
は65．5％となりました。
　以上、2023年度決算概況といたします。

度に比して拝観者は2万6千人以上の増加と
なり、過去最高の渉成園庭園維持寄付金の
収入となりました。
　一方で、「同朋会館冥加金❺」は、団体数は
目標に達したものの1団体あたりの上山人数の
減少傾向に加え、関係学校の上山研修の中
止も相俟って、収納率は79．6％となりました。
　次に、経常部歳出は、76億7，136万円であ
り、予算に対して98．2％の執行率であります。
執行率が低い主な科目として、「解放運動推
進本部費❻」は、「是旃陀羅」の課題に取り組
む学習テキスト『御同朋を生きる』の編纂スケ
ジュールに変更が生じたため、その後の研修
会の開催を見送ることとなり、執行率は67．6％
の減額執行となりました。また、「同朋の会推進
講座費❼」は、教区慶讃法要の準備に注力した
ことなどにより、実施予定の教区・組において、
延期・中止となったことから、執行率は69．8％と
減額執行になりました。
　一方で、予算超過となった科目として、「青
少幼年センター費❽」は、慶讃法要を機縁とし
発刊いたしました『真宗児童聖典』の反響が大
きく、全国の寺院・教会およびご門徒の皆さま
からのお求めに応えるべく重版したことから予
算超過となりました。加えて、住職慰労金の給
付件数増に起因する「第1種共済制度運用
費」、慶讃記念衣体調製に係る「調進費」等が
予算超過となっております。
　また、2024年1月1日に発生した令和6年能
登半島地震の支援については、「災害見舞
費」において、被災教区への見舞金、救援物
資、ボランティア活動助成、職員派遣に係る経
費を執行したことにより、執行率は2，373．4％

❶ 相続講金 ❷ 同朋会員志金

❻ 解放運動推進本部費 ❼ 同朋の会推進講座費 ❽ 青少幼年センター費

❸ 斎冥加金 ❹ 読経志

宗務総長挨拶（要旨）

2023年度決算概況（要旨）

一カ寺一カ寺に同朋の会が開か
れていくことを目標に教区への助
成や同朋の会の事例を紹介する
ハンドブックの編集などに関する予
算が計上された科目です。

真宗本廟における青少幼年教化
に関する事業や青少幼年教化に
取り組む団体への助成などに関す
る予算が計上された科目です。

部落差別をはじめとするさまざまな
差別問題に関する研修会及び調
査研究などに関する予算が計上さ
れた科目です。

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。

真宗本廟におけるお斎及び渉成
園における粥膳のお申込みの際
にお納めいただく冥加金です。

真宗本廟及び大谷祖廟における
読経のお申込みの際にお納めい
ただくご懇志です。

❾ 慶讃事業継続費

❺ 同朋会館冥加金

2022年度をもって閉鎖した慶讃
事業特別会計について、閉鎖後
も継続して取り組む事業や教区慶
讃法要厳修の推進などに関する
予算が計上された科目です。

真宗本廟奉仕のお申込みの際に
お納めいただく冥加金です。

「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。

宗派の決算
首都圏教化推進特別会計

222,063,399円

歳入歳出差引剰余金  21,078,912円
首都圏開教推進資金へ繰入

東大谷墓地特別会計

132,050,035円

107,461,286円

歳入歳出差引剰余金 24,588,749円
剰余金処分            12,294,375円
                　墓地整備準備金へ繰入
                　　　 12,294,374円
                　　　 2025年度へ繰入

東本願寺出版特別会計

歳入歳出差引剰余金  20,133,320円
東本願寺出版特別会計運営資金へ繰入

422,755,008円

402,621,688円

第2種共済特別会計

534,089,426円

281,003,706円

歳入歳出差引剰余金  253,085,720円
復興共済積立金へ繰入

8,134,184,846円
416,559,578円

7,671,367,004円
400,275,828円

計 8,071,642,832円
歳入歳出差引剰余金  558,899,448円 
剰余金処分  　　　  279,449,724円 平衡資金へ繰入
                　　　  279,449,724円 2025年度へ繰入

　当
派
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
宗
会

（
臨
時
会
）が
招
集
さ
れ
、昨
年
12
月
11

日
か
ら
13
日
ま
で
宗
議
会
が
、16
日
か
ら

18
日
ま
で
参
議
会
が
開
か
れ
た
。

　今
議
会
で
は
、決
算
審
査
の
充
実
と
早

期
の
決
算
承
認
を
目
的
と
し
、2
0
2
3

年
度
の
決
算
な
ど
が
審
議
さ
れ
た
。決
算

の
早
期
承
認
に
つ
い
て
は
、長
年
に
わ
た

る
議
論
を
踏
ま
え
、こ
の
た
び
の
臨
時
会

の
招
集
に
至
っ
た
。

　な
お
、当
局
が
提
案
し
た
案
件
は
す
べ

て
可
決
さ
れ
た
。可
決
さ
れ
た
案
件
は

以
下
の
と
お
り
。

◆真宗大谷派所有土地（京都市左京区聖護院円頓美町）処分（一般定期借地権設定契約）の承諾を求める件
◆2023年度  真宗大谷派経常部臨時部歳入歳出決算書
◆2023年度  第2種共済特別会計歳入歳出決算書
◆2023年度  東本願寺出版特別会計歳入歳出決算書
◆2023年度  東大谷墓地特別会計歳入歳出決算書
◆2023年度  首都圏教化推進特別会計歳入歳出決算書
◆2023年度  別途会計諸勘定計算書

第
76
回
宗
議
会

第
73
回
参
議
会

2023年度

歳入の部 

歳出の部  

歳入の部 

歳出の部  

歳入の部 

歳出の部  200,984,487円
経常部
臨時部

経常部
臨時部

79,797,856円
計 8,630,542,280円

一般会計

－ 歳入の部 － － 歳出の部 －

招
集

歳入の部 

歳出の部  

宗務総長  木越 渉

財務長  長峯 顕教 

災害見舞
準備金繰入

き
ょ
う
さ
ん

ゆ
だ

か
な
め

さ
ん   

が

あ

み

そう ぞく こう きん

じょうざん

あい  ま

ぜ  せん  だ   ら

おん どう ぼう

ちょうしん  ひ

ほう ぎ そうぞく

ほんびょう ご  じ

かたぎぬ

しゅうこつ

いんごう

じょう よ  きん

とき

みょう が  きん  ど  きょう  し

しょう せい えん

こと

おん りん どう ろう ふう

てい

どう ぼう

「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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中川庄嗣さん

　
聽
法
寺
の
伝
道
掲
示
板
は
、当
初
本
堂
前
の
1
カ
所
だ
っ
た
が
、

年
々
車
で
の
参
拝
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、墓
地
と
駅

前
の
2
カ
所
の
駐
車
場
に
も
設
置
さ
れ
、計
3
カ
所
と
な
っ
た
。10
年

前
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
言
葉
を
掲
示
し
て
い
た
が
、今
で
は
す
べ
て

同
じ
言
葉
が
張
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　
掲
示
板
の
法
語
を
選
ぶ
時
に
常
に
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、わ
か
っ

て
い
る
住
職
が
わ
か
ら
な
い
人
に
何
か
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。自
分
がハッ
と
さ
せ
ら
れ
た
言
葉
を
常
に
書
き
留

め
て
お
き
、理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
な
い
か
、見
た
人
に
気
持
ち
が
伝
わ

る
言
葉
に
な
っ
て
い
る
か
、坊
守
と
相
談
し
な
が
ら
よ
く
吟
味
し
決
め

ら
れ
て
い
る
。

　「
そ
の
言
葉
を
見
た
人
が
10
人
い
れ
ば
、10
通
り
の
受
け
と
め
が
あ

る
」と
住
職
は
話
さ
れ
た
。掲
示
板
を
増
設
し
て
か
ら
は
、感
想
を
い
た

だ
く
機
会
が
増
え
、そ
の
感
想
を
住
職
は
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
て
お
ら

れ
る
。そ
れ
が
励
ま
し
と
な
り
、掲
示
伝
道
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も「
日
々
聞
法
」と
い
う
姿
勢
を
大
切
に
、伝
道
掲
示
板
を

続
け
て
い
き
た
い
と
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　
愛
知
県
西
三
河
地
方
で
は
か
つ
て
、

僧
侶
と
と
も
に
声
を
出
し
、報
恩
講
な

ど
の
本
格
的
な
お
勤
め
も
一
緒
に
行
う

「
和
讃
講
」と
呼
ば
れ
る
お
講
が
盛
ん

で
、各
寺
院
・
地
域
な
ど
で
数
多
く
組

織
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
、高
齢
化
・
後

継
者
不
足
に
よ
って
解
散
し
て
し
ま
っ
た

ケ
ー
ス
も
多
く
、コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
っ

て
、衰
退
が
よ
り
進
ん
だ
。

　
中
川
庄
嗣
さ
ん
の
手
次
寺
の
正
林

寺
で
も
、か
つ
て
は
和
讃
講
の
活
動
が

盛
ん
で
、数
多
く
の
法
話
会
も
開
か
れ

て
い
た
が
、今
で
は
以
前
の
よ
う
な
賑
わ

い
は
な
い
。し
か
し
中
川
さ
ん
は
、足
が

不
自
由
に
な
っ
た
今
で
も
、杖
を
た
よ
り

に
仏
法
の
声
が
響
く
場
に
、自
身
の
身

を
置
き
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
中
川
さ
ん
が
仏
教
に
興
味
を
持
っ
た

き
っ
か
け
は
、少
年
時
代
の
父
の
死
で

あ
っ
た
と
い
う
。「
中
学
２
年
生
の
時
、父

が
病
に
倒
れ
、数
カ
月
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。釣
り
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た

り
、と
て
も
大
好
き
だ
っ
た
父
親
の
死
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、こ
ん
な
に
も
人
間

は
あ
っ
け
な
く
逝
っ
て
し
ま
う
の
か
と

…

」と
当
時
を
振
り
返
る
。「
私
も
死
ぬ

の
か
？
」「
仏
教
は
何
を
教
え
て
く
れ
る

の
だ
ろ
う
？
」。安
置
さ
れ
た
お
内
仏
を

前
に
し
て
、若
き
日
の
中
川
さ
ん
に
、人

生
の
根
幹
に
関
わ
る
疑
問
が
残
っ
た
。

　
３０
代
後
半
の
あ
る
日
、会
社
の
帰
り

道
、正
林
寺
の「
正
信
偈
に
聞
く
」と
い

う
夜
間
勉
強
会
の
案
内
が
目
に
留
ま

る
。「
会
社
勤
め
で
も
参
加
で
き
る
と
思

い
、飛
び
込
み
ま
し
た
」と
中
川
さ
ん
。

講
師
の
話
が
と
て
も
興
味
深
く
、毎
回

考
え
さ
せ
ら
れ
、だ
ん
だ
ん
と
真
宗
の
教

え
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。ま

た
、話
の
前
に
声
を
そ
ろ
え
て
皆
で
お
勤

め
を
し
て
い
た
和
讃
講
に
も
惹
か
れ
、そ

の
門
を
自
分
で
叩
い
た
そ
う
だ
。

　
９０
才
近
く
な
っ
た
今
も
中
川
さ
ん
の

歩
み
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
手
次
寺
の
報
恩
講
で
は「
伽
陀
」と

よ
ば
れ
る
お
勤
め
の
最
初
の
箇
所
を
、

和
讃
講
の
メンバ
ー
が
一
人
ず
つ
発
声
す

る
。「
難
し
い
し
、緊
張
も
し
ま
す
。伽
陀

が
7
種
類
も
あ
っ
て
、長
時
間
に
わ
た

り
、大
変
で
す
が
や
り
が
い
は
あ
り
ま

す
」と
中
川
さ
ん
は
語
る
。和
讃
講
で
の

お
勤
め
の
練
習
を
先
導
し
た
り
、一
番
前

の
席
で
法
話
を
聴
聞
さ
れ
る
姿
か
ら

は
、穏
や
か
で
は
あ
る
が
強
い
意
志
が

感
じ
ら
れ
る
。

　
教
え
の
灯
を
絶
や
さ
な
い
、そ
ん
な

声
と
伽
陀
の
発
声
が
重
な
っ
て
聞
こ

え
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。

茨城県ひたちなか市平磯町550
住職  菊巒 真隆

さ
か   

い     

だ
い   

き

酒
井 

大
樹

東
京
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第255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
。

聽法寺（東京教区 茨城2組）

こ
の
言
葉
は
、推
進
員
養
成
講
座
を
終
え

て
帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
た
方
々
に
今
泉

温
資
先
生（
地
域
同
朋
の
会 

往
生
人
舎 

主
宰
）

よ
り
送
ら
れ
ま
し
た
。こ
こ
が
ゴ
ー
ル
だ
と
、

あ
ぐ
ら
を
か
き
そ
う
に
な
る
け
れ
ど
、真
宗

に
は
定
年
も
卒
業
も
な
い
、毎
日
が
入
学

式
な
の
で
す
。こ
の
言
葉
か
ら
、１
つ
の
物
事

は
状
況
や
立
ち
位
置
に
よ
っ
て
見
方
が
変

わ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

常
に
学
び
続
け
る
と
い
う
歩
み
の
姿
勢
を

大
事
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

岡
崎
教
区
通
信
員

ま
き      

ひ
と  

し

牧  

仁
志

第18回

「和讃講」の様子

中
川 

庄
嗣
さ
ん（
87
歳
）

岡
崎
教
区 

第
15
組

正
林
寺
門
徒

教
え
の
響
き
に

　
　身
を
置
き
続
け
て

な
か 

が
わ   

し
ょ
う  

じ

北島三郎「終着駅は始発駅」 JASRAC 出 2409727-401
JASRAC許諾第J250141571号

カ月

きくやま しんりゅう

ちょうぼう  じ

      

わ  

さ
ん 

こ
う

　

                                                              

て   

つ
ぎ

                                                                                 

か    

だ

し
ょ
う
り
ん
じ

                                                                                                            

い
ま
い
ず
み

と
し  

し

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―

－納骨・帰敬式 同朋会館宿泊プラン－

納骨・帰敬式でのご参拝を縁に、
同朋会館での生活を体験してみませんか？

詳細・お問い合わせ

同朋会館
研修部
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　曇
鸞
大
師
の
碑
を
読
む

　聖
道
門
の
厳
し
さ

　廃
仏
を
経
験
す
る

本
師
道
綽
禅
師
は

　聖
道
万
行さ

し
お
き
て

　唯
有
浄
土
一
門
を

　通
入
す
べ
き
み
ち
と

と
く

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 
第
二
版
』五
九
六
頁
）

道
綽
禅
師  

一

【
現
代
語
訳
】

根
本
の
師
で
あ
る
道
綽
禅
師
は
次
の

よ
う
に
説
い
て
い
る
。

聖
道
門
の
多
く
の
修
行
で
は
な
く
て
、

た
だ
浄
土
門
の
教
え
だ
け
が

目
的
地
ま
で
到
達
で
き
る
道
筋
で

あ
る
、と
。

第　　回14

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　道
綽
禅
師（
五
六
二―

六
四
五
）は
、中
国
の
北
斉
に

生
ま
れ
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど
道
綽
禅
師
が
出
家
し

た
頃
、隣
国
北
周
の
武
帝
が
苛
烈
な
仏
教
弾
圧
政

策
を
始
め
ま
し
た
。こ
れ
を
廃
仏
と
い
い
ま
す
。や

が
て
北
斉
は
北
周
に
亡
ぼ
さ
れ
ま
し
た
。道
綽
禅

師
も
廃
仏
の
影
響
を
受
け
、僧
侶
と
し
て
仏
道
修

行
を
続
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。恐
ら
く
は
、優

秀
な
師
や
先
輩
た
ち
で
す
ら
志
半
ば
で
仏
道
を
断

念
せ
ざ
る
を
得
な
い
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
し
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　そ
の
後
、北
周
は
隋
に
亡
ぼ
さ
れ
、そ
れ
と
と
も
に

廃
仏
政
策
も
終
わ
り
ま
し
た
。道
綽
禅
師
は
再
び

出
家
し
ま
し
た
が
、い
つ
ま
た
廃
仏
が
行
わ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
と
危
機
感
を
持
って
い
た
は
ず
で
す
。

　仏
道
修
行
を
再
開
し
た
道
綽
禅
師
は
、『
涅
槃

経
』の
研
究
に
没
頭
し
ま
す
。『
涅
槃
経
』に
は
さ
ま

ざ
ま
な
テ
ー
マ
が
あ
り
ま
す
。そ
の
中
で
も
特
に
注

目
さ
れ
た
の
が
、あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
は
仏
と
成
る

性
質（
仏
性
）が
あ
る
と
い
う
教
説
で
し
た
。当
時

も
現
在
も
、私
た
ち
は
次
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で

す
。仏
に
成
る
と
い
っ
た
素
晴
ら
し
い
成
果
に
は
、

そ
れ
に
相
応
し
い
修
行
や
素
質
が
必
要
だ
、と
。

『
涅
槃
経
』は
、そ
の
よ
う
な
修
行
や
素
質
が
な
く

と
も
、仏
に
成
る
性
質
が
皆
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
の

だ
と
説
き
ま
す
。こ
れ
は
か
な
り
衝
撃
的
な
教
え

で
し
た
。

　そ
の一
方
で
、仏
性
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、聖
道

門
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
も『
涅
槃
経
』は

説
き
ま
す
。聖
道
門
と
は
、自
力
の
さ
ま
ざ
ま
な

行
に
よ
っ
て
煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
を
目
指
す
仏
道

で
す
。

　し
か
し
、自
力
の
行
を
修
す
る
に
は
適
切
な
環
境

が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。も
ち
ろ
ん
、修
行
を
や

り
遂
げ
る
素
質
も
必
要
で
す
。廃
仏
を
経
験
し
た

道
綽
禅
師
は
こ
の
聖
道
門
を
か
な
り
厳
し
い
道
だ

と
感
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　道
綽
禅
師
は
四
十
八
歳
の
時
、曇
鸞
大
師
ゆ
か

り
の
玄
中
寺
に
あ
っ
た
碑
文
に
い
た
く
感
動
し
て
、

浄
土
教
に
深
く
帰
依
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
の
碑
文
は
現
在
に
伝
わ
って
お
ら
ず
、詳
細
な

内
容
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、そ
れ
は
曇
鸞
大

師
の
功
績
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
ま

す
。こ
れ
を
読
ん
だ
道
綽
禅
師
は
、聖
道
門
以
外
に
、

阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
帰
依
す
る
浄
土
門
と
い
う
仏

道
が
あ
る
の
だ
と
気
づ
か
せ
ら
れ
た
の
で
す
。ま
た
、

そ
の
道
を
実
際
に
歩
ん
だ
曇
鸞
大
師
と
い
う
先
達

が
い
た
こ
と
も
、大
き
な
励
み
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

　道
綽
禅
師
は
、碑
文
が
示
す
仏
道
か
ら
明
る
い

ひ
か
り
を
感
じ
た
は
ず
で
す
。こ
の
後
、道
綽
禅
師

は
、環
境
や
素
質
に
よ
ら
な
い
浄
土
門
の
念
仏
行

を
、自
ら
も
行
じ
、ま
た
人
び
と
に
も
勧
め
た
の
で

し
た
。

釆睪  晃
大谷大学文学部
仏教学科教授

京都教区近江第25西組
長光寺住職

わけ み    あきら

親鸞聖人がお念仏の教えを自分のところまで届けてくださった師として、生涯大切に仰がれた方 が々います。「七高僧」と呼ば
れるインドの龍樹・天親、中国の曇鸞・道綽・善導、日本の源信・源空（法然）。そして「和国の教主」と仰がれた聖徳太子です。
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。本号からは道綽について、3回にわたってたずねてまいります。
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ゃ
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ぜ
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ょ
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ど
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ま
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ぎ
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ゆ
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じ
ょ
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い
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も
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つ
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に
ゅ
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し
ょ
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ど
う 

も
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ど
ん 

ら
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は
い  

ぶ
つ

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）2025年（令和7年）2月1日 2024年（令和6年）1月1日  第807号   第794号

中川庄嗣さん

　
聽
法
寺
の
伝
道
掲
示
板
は
、当
初
本
堂
前
の
1
カ
所
だ
っ
た
が
、

年
々
車
で
の
参
拝
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、墓
地
と
駅

前
の
2
カ
所
の
駐
車
場
に
も
設
置
さ
れ
、計
3
カ
所
と
な
っ
た
。10
年

前
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
言
葉
を
掲
示
し
て
い
た
が
、今
で
は
す
べ
て

同
じ
言
葉
が
張
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　
掲
示
板
の
法
語
を
選
ぶ
時
に
常
に
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、わ
か
っ

て
い
る
住
職
が
わ
か
ら
な
い
人
に
何
か
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。自
分
がハッ
と
さ
せ
ら
れ
た
言
葉
を
常
に
書
き
留

め
て
お
き
、理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
な
い
か
、見
た
人
に
気
持
ち
が
伝
わ

る
言
葉
に
な
っ
て
い
る
か
、坊
守
と
相
談
し
な
が
ら
よ
く
吟
味
し
決
め

ら
れ
て
い
る
。

　「
そ
の
言
葉
を
見
た
人
が
10
人
い
れ
ば
、10
通
り
の
受
け
と
め
が
あ

る
」と
住
職
は
話
さ
れ
た
。掲
示
板
を
増
設
し
て
か
ら
は
、感
想
を
い
た

だ
く
機
会
が
増
え
、そ
の
感
想
を
住
職
は
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
て
お
ら

れ
る
。そ
れ
が
励
ま
し
と
な
り
、掲
示
伝
道
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も「
日
々
聞
法
」と
い
う
姿
勢
を
大
切
に
、伝
道
掲
示
板
を

続
け
て
い
き
た
い
と
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　
愛
知
県
西
三
河
地
方
で
は
か
つ
て
、

僧
侶
と
と
も
に
声
を
出
し
、報
恩
講
な

ど
の
本
格
的
な
お
勤
め
も
一
緒
に
行
う

「
和
讃
講
」と
呼
ば
れ
る
お
講
が
盛
ん

で
、各
寺
院
・
地
域
な
ど
で
数
多
く
組

織
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
、高
齢
化
・
後

継
者
不
足
に
よ
って
解
散
し
て
し
ま
っ
た

ケ
ー
ス
も
多
く
、コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
っ

て
、衰
退
が
よ
り
進
ん
だ
。

　
中
川
庄
嗣
さ
ん
の
手
次
寺
の
正
林

寺
で
も
、か
つ
て
は
和
讃
講
の
活
動
が

盛
ん
で
、数
多
く
の
法
話
会
も
開
か
れ

て
い
た
が
、今
で
は
以
前
の
よ
う
な
賑
わ

い
は
な
い
。し
か
し
中
川
さ
ん
は
、足
が

不
自
由
に
な
っ
た
今
で
も
、杖
を
た
よ
り

に
仏
法
の
声
が
響
く
場
に
、自
身
の
身

を
置
き
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
中
川
さ
ん
が
仏
教
に
興
味
を
持
っ
た

き
っ
か
け
は
、少
年
時
代
の
父
の
死
で

あ
っ
た
と
い
う
。「
中
学
２
年
生
の
時
、父

が
病
に
倒
れ
、数
カ
月
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。釣
り
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た

り
、と
て
も
大
好
き
だ
っ
た
父
親
の
死
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、こ
ん
な
に
も
人
間

は
あ
っ
け
な
く
逝
っ
て
し
ま
う
の
か
と

…

」と
当
時
を
振
り
返
る
。「
私
も
死
ぬ

の
か
？
」「
仏
教
は
何
を
教
え
て
く
れ
る

の
だ
ろ
う
？
」。安
置
さ
れ
た
お
内
仏
を

前
に
し
て
、若
き
日
の
中
川
さ
ん
に
、人

生
の
根
幹
に
関
わ
る
疑
問
が
残
っ
た
。

　
３０
代
後
半
の
あ
る
日
、会
社
の
帰
り

道
、正
林
寺
の「
正
信
偈
に
聞
く
」と
い

う
夜
間
勉
強
会
の
案
内
が
目
に
留
ま

る
。「
会
社
勤
め
で
も
参
加
で
き
る
と
思

い
、飛
び
込
み
ま
し
た
」と
中
川
さ
ん
。

講
師
の
話
が
と
て
も
興
味
深
く
、毎
回

考
え
さ
せ
ら
れ
、だ
ん
だ
ん
と
真
宗
の
教

え
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。ま

た
、話
の
前
に
声
を
そ
ろ
え
て
皆
で
お
勤

め
を
し
て
い
た
和
讃
講
に
も
惹
か
れ
、そ

の
門
を
自
分
で
叩
い
た
そ
う
だ
。

　
９０
才
近
く
な
っ
た
今
も
中
川
さ
ん
の

歩
み
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
手
次
寺
の
報
恩
講
で
は「
伽
陀
」と

よ
ば
れ
る
お
勤
め
の
最
初
の
箇
所
を
、

和
讃
講
の
メンバ
ー
が
一
人
ず
つ
発
声
す

る
。「
難
し
い
し
、緊
張
も
し
ま
す
。伽
陀

が
7
種
類
も
あ
っ
て
、長
時
間
に
わ
た

り
、大
変
で
す
が
や
り
が
い
は
あ
り
ま

す
」と
中
川
さ
ん
は
語
る
。和
讃
講
で
の

お
勤
め
の
練
習
を
先
導
し
た
り
、一
番
前

の
席
で
法
話
を
聴
聞
さ
れ
る
姿
か
ら

は
、穏
や
か
で
は
あ
る
が
強
い
意
志
が

感
じ
ら
れ
る
。

　
教
え
の
灯
を
絶
や
さ
な
い
、そ
ん
な

声
と
伽
陀
の
発
声
が
重
な
っ
て
聞
こ

え
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。

茨城県ひたちなか市平磯町550
住職  菊巒 真隆

さ
か   

い     

だ
い   

き

酒
井 

大
樹

東
京
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第255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
。

聽法寺（東京教区 茨城2組）

こ
の
言
葉
は
、推
進
員
養
成
講
座
を
終
え

て
帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
た
方
々
に
今
泉

温
資
先
生（
地
域
同
朋
の
会 

往
生
人
舎 

主
宰
）

よ
り
送
ら
れ
ま
し
た
。こ
こ
が
ゴ
ー
ル
だ
と
、

あ
ぐ
ら
を
か
き
そ
う
に
な
る
け
れ
ど
、真
宗

に
は
定
年
も
卒
業
も
な
い
、毎
日
が
入
学

式
な
の
で
す
。こ
の
言
葉
か
ら
、１
つ
の
物
事

は
状
況
や
立
ち
位
置
に
よ
っ
て
見
方
が
変

わ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

常
に
学
び
続
け
る
と
い
う
歩
み
の
姿
勢
を

大
事
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

岡
崎
教
区
通
信
員

ま
き      

ひ
と  

し

牧  

仁
志

第18回

「和讃講」の様子

中
川 

庄
嗣
さ
ん（
87
歳
）

岡
崎
教
区 

第
15
組

正
林
寺
門
徒

教
え
の
響
き
に

　
　身
を
置
き
続
け
て

な
か 

が
わ   

し
ょ
う  

じ
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い
ま
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ず
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と
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し

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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納骨・帰敬式でのご参拝を縁に、
同朋会館での生活を体験してみませんか？

詳細・お問い合わせ

同朋会館
研修部
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木ノ芽峠越え

吉崎別院へお着き

蓮如上人御影

お花をそなえる地域の方

旧街道を行く

会所での法話の様子

真宗本廟（東本願寺）をご出立

           お  ふみ                                ご  ほんぞん                    ろく  じみょうごう                                しょうしん  げ      さんじょうわ さん 

                 ごんぎょう                                                                                                                        

「蓮如上人御影道中」ポータルサイト
御影道中に関する各種情報を集約して発信し
ています。道中の期間は、GPSによるリアルタイ
ム位置情報も提供します。ぜひご覧ください。

京
都
・
真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）〜
福
井
県
あ
わ
ら
市
・
吉
崎
別
院
往
復
約
４
２
０
キ
ロ

　
　
　
　
　
　
　 

蓮
如
上
人
に
徒
歩
で
お
供
す
る
江
戸
時
代
か
ら
続
く
御
仏
事

越前（福井県）と加賀（石川県）の県境
吉崎別院にお参りしよう！！

蓮
如
上
人
御
影
道
中
と
は
？

　
本
願
寺
第
８
代・蓮
如
上
人
に
よ
る
北
陸
教
化

の
御
苦
労
と
そ
の
徳
を
偲
ぶ
法
要・蓮
如
上
人
御

忌
法
要
が
、毎
年
４
月
２３
日
か
ら
５
月
２
日
ま
で
の

１０
日
間
、蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
地・吉
崎
別
院
に
お

い
て
勤
ま
り
ま
す
。

　
御
忌
法
要
に
あ
たって
は
、毎
年
京
都
の
真
宗
本

廟（
東
本
願
寺
）か
ら
蓮
如
上
人
の
御
影
を
御
輿
に

乗
せ
、上
人
が
歩
い
た
と
さ
れ
る
道
の
り
を
徒
歩
で

７
日
間
か
け
て
、琵
琶
湖
の
西
側
を
通
って
吉
崎
別

院
ま
で
旅
を
し
ま
す（
御
下
向
）。法
要
が
勤
まっ
た

後
、今
度
は
琵
琶
湖
の
東
側
を
通
り
、８
日
間
か
け

て
京
都
に
帰
って
こ
ら
れ
ま
す（
御
上
洛
）。

　
寺
院
や
門
徒
宅
と
いっ
た
会
所
に
立
ち
寄
り
、随

行
教
導
に
よ
る
法
話
を
聞
き
な
が
ら
、上
人
の
お
供

を
す
る
供
奉
人
ら
に
よ
っ
て
京
都
と
吉
崎
を
往
復

し
ま
す
。道
中
で
は
お
参
り
の
方
が
花
を
そ
な
え
た

り
、農
作
業
の
手
を
止
め
て
合
掌
し
、念
仏
さ
れ
る

姿
も
見
ら
れ
ま
す
。こ
う
し
て
蓮
如
上
人
御
影
道

中
は
、真
宗
本
廟
と
蓮
如
上
人
御
教
化
の
地・吉
崎

を
つ
な
ぐ
大
切
な
御
仏
事
と
し
て
脈
々
と
伝
え
ら

れ
、本
年
で
３
５
２
回
を
迎
え
ま
す
。

 

御
下
向
： 

國
分 

大
慶
氏 （
能
登
教
区
安
泉
寺
）

　
御
影
道
中
は
お
迎
え
す
る
の
も
大
変
で
す
。会
所
の
ご
苦
労
を
思
う

と
、毎
回
の
道
中
は
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
の
重
た
い
責
任
を
背
負
って
い

ま
す
。「
蓮
如
上
人
さ
ま
の
お
通
り
」の
触
れ
声
は
、阿
弥
陀
さ
ん
か
ら
世

間
への
呼
び
か
け
で
す
。昨
年
の
地
震
を
経
て
、朝
晩
お
内
仏
で
お
勤
め
で

き
る
こ
と
自
体
、非
常
に
有
り
難
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
す
。お
内
仏
に
お
参

り
す
る
の
も
御
影
道
中
を
歩
く
の
も
同
じ
こ
と
で
す
。日
頃
の
歩
み
が
御

影
道
中
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。ぜ
ひ一度
、一区
間
で
も
御
影
道
中

を
歩
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

 

御
上
洛
： 
太
田 

浩
史
氏 （
富
山
教
区
大
福
寺
）

　
私
は
2
0
1
9
年
の
御
上
洛
と
2
0
2
3
年
の
御
下
向
の
随
行
教
導

を
つ
と
め
ま
し
た
が
、そ
の
間
に
コロ
ナ
下
が
あって
、蓮
如
上
人
御
影
道
中

に
有
形
無
形
の
ダ
メ
ー
ジ
を
相
当
受
け
た
と
感
じ
ま
す
。し
か
し
、そ
の
2

回
の
経
験
を
と
お
し
て
、御
影
道
中
は
土
徳
と
土
徳
を
つ
な
げ
て
郷
土
を

活
性
化
す
る
力
を
強
く
もっ
た
仏
事
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。こ
の「
土
徳
の
連
結
」が
能
登
を
は
じ
め
と
す
る
北
陸
の
被
災
地
に
も

延
び
つ
な
がって
い
く
こ
と
を
念
じ
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。

蓮如上人が吉崎で布教活動を行った期間は、わずか4年あまり。
しかしこの短い間に、今日の真宗門徒の生活につながる3つの大切なお仕事
①『御文』の制作  ②御本尊の統一（六字名号の頒布）  ③「正信偈」『三帖和讃』の印刷
による勤行の統一をされます。こうして、今日まで伝わる真宗門徒の行儀や宗風
は、吉崎を起点に確立されたといっても過言ではありません。
真宗門徒の生活の原点・吉崎別院にぜひお参りください。

江戸時代から続く信仰の歴史に参加してみませんか？

今
年
の
随
行
教
導
さ
ん
か
ら

 

「
ひ
と
こ
と
」

真宗大谷派
吉崎別院
福井県あわら市
吉崎1-301

「蓮如上人御影道中」
   自主参加者募集中！

▶北陸新幹線　       芦原温泉駅より  車で約20分      
▶IRいしかわ鉄道　     大聖寺駅より  車で約15分
▶飛行機                   小松空港より  車で約40分
▶北陸自動車道　  加賀インターより  車で約10分
　　　　　　　　  金津インターより  車で約15分

「蓮如上人御影道中」
   自主参加者募集中！

拝
み
つ
つ

　

拝
ま
れ
て
行
く

　

蓮
如
輿

　

              

金
三
郎    

特
集
特
集

※冒頭の句は、御影道中に長年お供された後藤金三郎さん（福井県あらわ市在住）によるものです。
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し
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ず
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こ
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に
ん

                                                                                                                              

よ
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ざ
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い
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 れ
ん 

に
ょ
し
ょ
う
に
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お
ん  

ぶ
つ  

じ

           お  ふみ                                ご  ほんぞん                    ろく  じみょうごう                                しょうしん  げ      さんじょうわ さん 

                 ごんぎょう                                                                                                                        

こ
く 

ぶ
　た
い
け
い

ふど 

と
く

お
お 

た   

ひ
ろ 

し

ご    じょう   らく

ご      げ    こう

しんしゅうもん  と       ぎょう ぎ       しゅうふう

この紙面に関するお問い合わせは 真宗教化センター 寺院活性化支援室（企画調整局） （TEL：075-371-9208）へ
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東北教区「勿忘の鐘」特設サイトをご覧いただき、
被災地に思いを寄せましょう。
※「勿忘の鐘」を開催される寺院を特設サイトにてご紹介します。
開催されるご寺院は東北教務所（022-297-2824）まで
ぜひご連絡ください。

　東北教区では「東日本大震災を心に
刻み、犠牲者を悼み、今後も復興と支
援の思いを繋げていきたい」という願い
のもと、震災後に土中から発見された
陸前高田市本稱寺の梵鐘とともに、全
国で同時刻（3月11日午後2時46分）
に鐘をつき法要を勤める呼び掛けを続
けてきました。
　今日気候変動により、過去に経験し
たことのない大規模災害がいつ身近に

起こってもおかしくない現状があります。
そして、世界で毎年のように風水害や大
きな地震が発生しています。しかし、私
たちはそれらを真に自らの身に起こり得
ることとして受けとめているでしょうか。
　あの日から14年…。あらためて呼び
掛けの主旨にご賛同いただき、それぞ
れの今いる場所で勿忘の鐘の衆会を
お勤めいただきますようご案内いたし
ます。

　真宗本廟の飛地境内地「渉成園」において、ガイド
ブック、ホームページ、案内看板の一斉リニューアル
を実施した。
　2024年10月23日より、渉成園入口で庭園維持
寄付金を納めていただいた方に配布しているガイド
ブックを大幅リニューアル。持ち運びがしやすいよう、
これまでのA4判からA5判にサイズを変更し、更に
冊子版か電子版の選択が可能になった。
　そして、ホームページも2024年10月22日よりリ

ニューアル。園内の建物の紹介に加え、植物の見頃時期
を紹介するページを新設するなど、内容を充実させた。
　また、参観者対象アンケートで「順路表示がわか
りにくい」という意見が出たことを受けて、園内を散
策する順路や説明看板も、よりわかりやすく、庭園
の景観に配慮したものに変更した。
　ご参拝の折には渉成園にもぜひ足を
お運びください。

　このたび、「同朋の会」テキストである
『現代の聖典』（第3版）中の『観経』序分・
禁母縁の文意及び要語解説「旃陀羅」に
ついて、是旃陀羅問題学習テキスト『御同
朋を生きる』（2024年1月発行）に則して
修正した、挟み込み冊子を発行しました。
　本冊子をご活用いただき、「是旃陀羅」
の課題について理解を深め、『現代の聖
典』・『現代の聖典 学習の手引き』ご使用
の際の一助としていただきたく存じます。

トークイベント 
東本願寺の「音景」 
開催

お知らせ

　昨年11月23日、「トークイベント　東本願
寺の「音景」」が、渉成園・閬風亭にて開催さ
れ、約70人が参加した。
　東本願寺出版発行の月刊誌『同朋』には、
2024年9月号より、音文化研究者で、
フィールド録音作家でもある柳沢英輔氏に
よる「録音から立ち現れる東本願寺の「音
景」」が連載されている。
　今回のイベントでは、柳沢氏が「音」の魅
力をとおして、渉成園や東本願寺境内の「風
景」を見つめ、解説した。ゲストに音楽家の
小松正史氏（京都精華大学）、庭師の太田

陽介氏（植彌加藤造園株式
会社）、藤宗智秋財務
部次長も登壇し、そ
れぞれの見地から

柳沢氏の解説にコメントを加えた。
　柳沢氏は東本願寺境内の鐘楼の響きの
録音などをもとに、「聴く」ことで見えてくる
東本願寺の姿について解説。それを受けて
小松氏は「この現実には、視覚だけでなく聴
覚など他の感覚、人間だけではなくさまざま
な生きものの「声」、現在だけではなく伝統
に由来する音など、多種多様な位相がある」
とコメント。太田氏は「自分とは異なる現実
の位相にふれることで、人間は寛容になれる
のでは」、藤宗氏は「さまざまな音が調和する
のが寺院という場所ではないか」と述べた。
　参加者からは「解像度、次元を変えて環
境を理解する面白さを知った」、「音からい
ろいろなことが感じ取れることがわかった」
などの声が聞かれた。

ひ が し

レポート勿忘の鐘 －2025－

渉成園ガイドブック・
ホームページ・案内看板を
リニューアル。散策路も変更に

『現代の聖典』（第3版）
挟み込み冊子の発行

〒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。

富山県高岡市

河原 伊通子（63歳）

ケンカも「生き方」を学ぶ機会

　保育園に通う4歳の孫は、最近G君と
よくケンカをし、ひどい時にはかんだりかま
れたりします。「かまないでね。人をかむと
歯が取れて、大好きなおかきが食べられ
なくなるよ。お口で伝えてそれでもだめな
ら先生を呼んでね」と毎回言い聞かせて
いると、孫は「今日はかまなかった」「我慢

したけどかんじゃった」と報告してくるよう
になりました。ケンカをしなかった日にも
報告してくれるので、本人もよほど気にし
ているのでしょう。
　『同朋新聞』2024年11月号の「人間
といういのちの相」を読んで、いろいろと
気がつきました。それは、子どもにとっては

すべてが「生き方」を学ぶ機会であり、
周りの大人はただまっすぐにその子をみ
て考え、その子が伸びたい方へ伸びて
いけるように手助けをすればいいのだと
いうことです。息子夫婦にも内容を話して
聞かせ、一緒に考える機会になりました。
ありがとうございました。

『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

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 242,383,255円 

（2024年12月23日現在）
※通信欄に「令和6年能登半島地震」
　とご記載ください。

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

2025年3月11日（火）
午後2時46分

かわはら　 い  つ   こ

日
時

お問い合わせ
解放運動推進本部  Tel：075-371-9247
教学研究所　　     Tel：075-371-8750

冊子は東本願寺出版
ホームページより
ダウンロードできます。

『
現
代
の
聖
典
』
一
部
修
正
に
つ
い
て

　こ
の
た
び
、『
現
代
の
聖
典
』
に
お
け
る
『
観
無
量
寿
経
』
序
分
・
禁き

ん

母も

縁え
ん

に
関

す
る
文も

ん

意い

（
36
〜
40
頁
）
お
よ
び
要
語
解
説
の
中
の
項
目
「
旃せ

ん

陀だ

羅ら

」（
89
〜
90
頁
）

に
つ
い
て
、
一
部
修
正
す
る
。

　二
〇
一
三
年
一
月
十
三
日
、
部
落
解
放
同
盟
広
島
県
連
合
会
（
以
下
、
広
島
県
連
）

か
ら
、『
現
代
の
聖
典

　学
習
の
手
引
き
』
の
中
の
解
説
の
一
部
に
、
事
実
誤
認
と

解
放
運
動
推
進
本
部

教
学
研
究
所

1

渉成園の
ホームページはこちら

わす　れな かね

ほんしょうじ ぼんしょう

しゅうえ

しょうせいえん ろうふうてい

やなぎさわえいすけ

こ  まつ まさ ふみ おお  た

よう すけ

ふじ むね とも あき

かんぎょう

きん  も  えん よう  ご せん  だ  ら

ぜ  せん  だ  ら おんどう

ぼう

しょうろう

おん   けい

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう

立ち上がる念仏

被災体験を経て
あらためて受けとめられ
てきた念仏の教え

―被災地 能登からの
　メッセージ― 「本願に生きた念仏者」⑰

曽我量深 生涯と思想

真実の救済を求めて

近日発売 近日発売

親鸞の教えを独創的に考究し、教
団内はもとより、西田幾多郎など
の思想家にも影響を与えた近代
真宗教学の巨人・曽我量深
（1875～1971）。その生涯と思想
を尋ねる一冊。

光を蒙る

“光”に会えた
喜びにあふれ、
思わず笑顔になる
法話ＣＤ

新発売

こうむ

伝道ブックス91
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木ノ芽峠越え

吉崎別院へお着き

蓮如上人御影

お花をそなえる地域の方

旧街道を行く

会所での法話の様子

真宗本廟（東本願寺）をご出立

           お  ふみ                                ご  ほんぞん                    ろく  じみょうごう                                しょうしん  げ      さんじょうわ さん 

                 ごんぎょう                                                                                                                        

「蓮如上人御影道中」ポータルサイト
御影道中に関する各種情報を集約して発信し
ています。道中の期間は、GPSによるリアルタイ
ム位置情報も提供します。ぜひご覧ください。

京
都
・
真
宗
本
廟（
東
本
願
寺
）〜
福
井
県
あ
わ
ら
市
・
吉
崎
別
院
往
復
約
４
２
０
キ
ロ

　
　
　
　
　
　
　 

蓮
如
上
人
に
徒
歩
で
お
供
す
る
江
戸
時
代
か
ら
続
く
御
仏
事

越前（福井県）と加賀（石川県）の県境
吉崎別院にお参りしよう！！

蓮
如
上
人
御
影
道
中
と
は
？

　
本
願
寺
第
８
代・蓮
如
上
人
に
よ
る
北
陸
教
化

の
御
苦
労
と
そ
の
徳
を
偲
ぶ
法
要・蓮
如
上
人
御

忌
法
要
が
、毎
年
４
月
２３
日
か
ら
５
月
２
日
ま
で
の

１０
日
間
、蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
地・吉
崎
別
院
に
お

い
て
勤
ま
り
ま
す
。

　
御
忌
法
要
に
あ
たって
は
、毎
年
京
都
の
真
宗
本

廟（
東
本
願
寺
）か
ら
蓮
如
上
人
の
御
影
を
御
輿
に

乗
せ
、上
人
が
歩
い
た
と
さ
れ
る
道
の
り
を
徒
歩
で

７
日
間
か
け
て
、琵
琶
湖
の
西
側
を
通
って
吉
崎
別

院
ま
で
旅
を
し
ま
す（
御
下
向
）。法
要
が
勤
まっ
た

後
、今
度
は
琵
琶
湖
の
東
側
を
通
り
、８
日
間
か
け

て
京
都
に
帰
って
こ
ら
れ
ま
す（
御
上
洛
）。

　
寺
院
や
門
徒
宅
と
いっ
た
会
所
に
立
ち
寄
り
、随

行
教
導
に
よ
る
法
話
を
聞
き
な
が
ら
、上
人
の
お
供

を
す
る
供
奉
人
ら
に
よ
っ
て
京
都
と
吉
崎
を
往
復

し
ま
す
。道
中
で
は
お
参
り
の
方
が
花
を
そ
な
え
た

り
、農
作
業
の
手
を
止
め
て
合
掌
し
、念
仏
さ
れ
る

姿
も
見
ら
れ
ま
す
。こ
う
し
て
蓮
如
上
人
御
影
道

中
は
、真
宗
本
廟
と
蓮
如
上
人
御
教
化
の
地・吉
崎

を
つ
な
ぐ
大
切
な
御
仏
事
と
し
て
脈
々
と
伝
え
ら

れ
、本
年
で
３
５
２
回
を
迎
え
ま
す
。

 

御
下
向
： 

國
分 

大
慶
氏 （
能
登
教
区
安
泉
寺
）

　
御
影
道
中
は
お
迎
え
す
る
の
も
大
変
で
す
。会
所
の
ご
苦
労
を
思
う

と
、毎
回
の
道
中
は
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
の
重
た
い
責
任
を
背
負
って
い

ま
す
。「
蓮
如
上
人
さ
ま
の
お
通
り
」の
触
れ
声
は
、阿
弥
陀
さ
ん
か
ら
世

間
への
呼
び
か
け
で
す
。昨
年
の
地
震
を
経
て
、朝
晩
お
内
仏
で
お
勤
め
で

き
る
こ
と
自
体
、非
常
に
有
り
難
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
す
。お
内
仏
に
お
参

り
す
る
の
も
御
影
道
中
を
歩
く
の
も
同
じ
こ
と
で
す
。日
頃
の
歩
み
が
御

影
道
中
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。ぜ
ひ一度
、一区
間
で
も
御
影
道
中

を
歩
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

 

御
上
洛
： 

太
田 

浩
史
氏 （
富
山
教
区
大
福
寺
）

　
私
は
2
0
1
9
年
の
御
上
洛
と
2
0
2
3
年
の
御
下
向
の
随
行
教
導

を
つ
と
め
ま
し
た
が
、そ
の
間
に
コロ
ナ
下
が
あって
、蓮
如
上
人
御
影
道
中

に
有
形
無
形
の
ダ
メ
ー
ジ
を
相
当
受
け
た
と
感
じ
ま
す
。し
か
し
、そ
の
2

回
の
経
験
を
と
お
し
て
、御
影
道
中
は
土
徳
と
土
徳
を
つ
な
げ
て
郷
土
を

活
性
化
す
る
力
を
強
く
もっ
た
仏
事
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。こ
の「
土
徳
の
連
結
」が
能
登
を
は
じ
め
と
す
る
北
陸
の
被
災
地
に
も

延
び
つ
な
がって
い
く
こ
と
を
念
じ
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。

蓮如上人が吉崎で布教活動を行った期間は、わずか4年あまり。
しかしこの短い間に、今日の真宗門徒の生活につながる3つの大切なお仕事
①『御文』の制作  ②御本尊の統一（六字名号の頒布）  ③「正信偈」『三帖和讃』の印刷
による勤行の統一をされます。こうして、今日まで伝わる真宗門徒の行儀や宗風
は、吉崎を起点に確立されたといっても過言ではありません。
真宗門徒の生活の原点・吉崎別院にぜひお参りください。

江戸時代から続く信仰の歴史に参加してみませんか？

今
年
の
随
行
教
導
さ
ん
か
ら

 

「
ひ
と
こ
と
」

真宗大谷派
吉崎別院
福井県あわら市
吉崎1-301

「蓮如上人御影道中」
   自主参加者募集中！

▶北陸新幹線　       芦原温泉駅より  車で約20分      
▶IRいしかわ鉄道　     大聖寺駅より  車で約15分
▶飛行機                   小松空港より  車で約40分
▶北陸自動車道　  加賀インターより  車で約10分
　　　　　　　　  金津インターより  車で約15分

「蓮如上人御影道中」
   自主参加者募集中！

拝
み
つ
つ

　

拝
ま
れ
て
行
く

　

蓮
如
輿

　

              

金
三
郎    

特
集
特
集

※冒頭の句は、御影道中に長年お供された後藤金三郎さん（福井県あらわ市在住）によるものです。
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この紙面に関するお問い合わせは 真宗教化センター 寺院活性化支援室（企画調整局） （TEL：075-371-9208）へ
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真宗大谷派の儀式の
総合書。
儀式の意義や歴史、
お荘厳やお給仕、法
要や式次第を網羅し、
関連条例も収載した
儀式を学ぶ決定版。

4,950円（税込）
4,400円（税込）

大判

小判

定
価

定
価

好評発売中登録は
こちらから
➡

会員登録
フェア

A4判・箱入り 390頁／
定価：3,850円（税込）

インタビュー 柴崎 友香

※録音から立ち現れる東本願寺「音景」
　連載中！！　

『仏教がみちびく、あらたな人生』

LINE
アカウントを
開設しま
した！

@469jqkzt

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

はじめての会員登録で
ポイントがもらえます！

2023年10月にリニューアルした東本願
寺出版ホームページ。皆様にはあらた
めて会員登録をしていただいております。
まだお済みでない方、この期間にご登録
いただくと、登録時に500ポイントをプレ
ゼント！ポイントは、ホームぺージ内の
お買い物でお使いください！

【期間】2月28日まで

―記すこと、憶うこと
特集

しる おも

新刊

A4判・オールカラー 60頁／
定価：400円（税込・送料別）
年間購読：4,200円（税込・送料込）

月刊
『同朋』
2月号

儀式指導研究所 編

儀式軌範真宗大谷派
き        はん

記憶

◆『同朋新聞』2024年11月号
のクロスワードパズルに寄せ
られたおはがきに、「ほうおん
こうの大きなもちはどうやっ
て食べるんですか」と8歳の女
の子から質問をいただきまし
た。こんなにも小さな読者が
いることをありがたく思うと
ともに、その目のつけどころに
驚きました。調べてお返事を
書きたいと思います。（山本）

《お詫びと訂正》
2025年1月号6面「人と生ま
れて能登の大地に親鸞と生
きん～能登教区報恩講～」掲
載の「末森昌代さんの感話」
に誤りがありました。謹んで
お詫び申し上げます。
―

《正》第1組の有志が集まり、
珠洲市内の避難所へ16回に
わたり炊き出しが届けられま
した。また、大谷婦人会能登
第1組支部では、被災地で法
話・体操・現地での買い物をと
おして復興を支援するボラン
ティア活動を行いました。今
後もできる形の支援を続けて
いけたらありがたいです。

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3月10日（月）（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2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。

◆今年子どもが生まれたばかりなので、2・3面の「社
会の中で「子ども」は育つ」は興味深かったです。
（岐阜県30代）

◆4・5面の報恩講の記事を読んで、昔幼い頃、お寺に集落の人びとが集い、
「お斎」を美味しくいただいていた記憶がよみがえってきました。　　　
（福井県60代）

メールでも応募できます！

12
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

11月号を
読んで

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

ね
ん
ま
つ

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！2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
3

3

4

7

5

6

9

8

10

11

2

1 「読者のお便り」今月のタイト
ルは「ケンカも「生き方」を学ぶ
〇〇〇」です。（7面）
青少〇〇〇〇センター費は、
真宗本廟における青少幼年
教化に関する事業や青少幼
年教化に取り組む団体への助
成などに関する予算が計上さ
れた科目です。（2・3面）
「〇〇〇〇うは一人一人のし
のぎなり」（1面・「今月の法話」）
「ご案内」参拝接待所ギャラ
リーでは、2月6日より「蓮如上
人御影〇〇中展」が開催され
ます。（8面）
「ご案内」おみがき奉仕団は、う
〇〇〇えを迎えるにあたって、
真宗本廟内の仏具のおみがき
を中心とした奉仕団です。（8面）

「現在を生きる」愛知県西三河地方ではかつて、「〇〇〇講」
と呼ばれるお講が盛んでした。（4面）
本願寺第8代・蓮如上人による北陸教化の御苦労とその〇
〇を偲ぶ法要・蓮如上人御忌法要が、蓮如上人ゆかりの
地・吉崎別院において勤まります。（6面）
相続講金とは「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〇〇んとなるご懇志です。（2・3面）
斎冥加金は、真宗本廟におけるお斎及び渉成園における〇
〇〇〇のお申込みの際にお納めいただく冥加金です。（2・3面）
あなたのお悩みお聞きします 東本願寺〇〇〇とこころの相
談室（5面枠下）
「七高僧」はインドの〇〇〇〇ゅ・天親、中国の曇鸞・道綽・
善導、日本の源信・源空です。（5面）
東本願寺出版発行の月刊誌『同朋』には、2024年9月号よ
り、音文化研究者で、フィールド録音作家でもある柳沢英輔
氏による「録音から立ち現れる東本願寺の「〇〇景」」が連
載されています。（7面）

プレゼント付

D C

A

B

7

8

543

6

9

10 11

21

読者のこえ

しんらん交流館真宗本廟

東本願寺 浄土真宗ドットインフォ

真宗本廟（東本願寺）へご参拝の際には、
ぜひお立ち寄りください。

開館時間／9時～17時　休館日／毎週火曜日
開門・閉門時間／3月～10月：5時50分～17時30分
　　　　　　　  11月～2月：6時20分～16時30分

詳しくは ➡ 詳しくは ➡

晨朝（おあさじ） 2月の定例法話

2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
「蓮如上人御影道中展」（1階）（2月6日～）
「両堂再建展」（地下1階）（2月6日～）

【時間】毎日14時～（12日・27日は10時～）
　　　  ※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】2月2日    橋本 真氏
　　　　　　　  　（企画調整局参事）
　　   2月9日    安藤 弥氏
　　　　　　　  　（同朋大学教授）
　　   2月16日  藤原 智氏
　　　　　　　  　（教学研究所研究員）

交流ギャラリー
「お釈迦さまとその風景」展（～2月9日）
女性室ギャラリー展
　「ジェンダーと法名」展（2月19日～）

真宗本廟奉仕に
参加してみませんか

※申込締切は各入館日の40日前です。

同朋会館・研修部　
TEL：075-371-9185

お申し込み・
お問い合わせ

真宗本廟奉仕を機にぜひ帰敬式を受式ください

2025年
ご案内

【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。

おみがき奉仕団

2025年
7月1日（火）～3日（木）2泊

1泊 2025年
7月1日（火）～2日（水）

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

う   ら ぼん え

一つの大きな仏具を
最後まで時間一杯
磨くことができました！

参加
者のひとこと

真宗本廟奉仕は通年で
受け入れています。
⬅ 同朋会館HPはこちら
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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




