
Dobo Shimbun

3
March 2025
Vol. 808

代表者　木越  渉

購読料　無料
送　料　1部 1カ年1,300円
　　　　  （1,182円+税10％）※部数により変動
振替口座番号　01000-6-27404
加入者名　東本願寺出版部

編集／東本願寺出版（真宗大谷派宗務所出版部）
〒600-8505  京都市下京区烏丸通七条上る
TEL.075-371-9189（東本願寺出版）

東本願寺NEWS

東本願寺公式YouTubeにて
さまざまな行事の様子を
公開しています。

4,950円（税込）
4,400円（税込）

大判

小判

定
価

定
価

好評発売中

　親
鸞
と
い
う
名
の
り
は
、浄
土
と
い
う
世
界
観
を
開

い
て
く
だ
さ
っ
た
七
高
僧
の「
天
親
」「
曇
鸞
」お
二
人
の

名
前
か
ら
い
た
だ
い
た
と
い
う
了
解
し
か
持
っ
て
い
な

か
っ
た
。し
か
し
、数
年
前
、と
て
も
大
事
な
視
点
を
い
た

だ
い
た
。曇
鸞
は
、天
親
の『
浄
土
論
』の
註
釈
を
と
お
し

て
、宗
教
を
求
め
る
心
自
体
が
、仏
に
な
ろ
う
と
す
る
心

と
、「
他
者
を
救
い
た
い
」と
い
う
心
の
二
つ
を
持
っ
て
い

る
と
表
明
さ
れ
た
方
で
あ
る
と
。こ
れ
は
、自
己
の
救
い

が
先
と
い
う
い
た
だ
き
方
を
し
て
し
ま
い
が
ち
な
私
た

ち
に
、人
間
と
は
関
係
を
生
き
る
存
在
、つ
ま
り「
他
者

と
共
に
」で
あ
る
こ
と
を
言
い
当
て
、自
己
の
課
題
と
社

会
の
課
題
は
一つ
の
こ
と
だ
と
教
え
て
く
れ
る
。

　「あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
う
」と
誓
っ
た
如
来
は
、誰
の

中
に
も「
他
者
を
救
い
た
い
」と
い
う
心
が
あ
る
こ
と
を

「
信
じ
て
」お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　私
自
身
、差
別
の
問
題
が
課
題
と
な
っ
て
四
十
数
年

経
つ
が
、運
動
に
賛
同
し
て
く
れ
な
い
人
を「
わ
か
っ
て

く
れ
な
い
人
」と
選
別
し
が
ち
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
、誰
も

の
中
に
他
者
を
救
い
た
い
と
い
う
心
が
あ
る
こ
と
に

立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
る
。歩
み
の
、運
動

の
、方
向
転
換
で
あ
る
。

　あ
ら
た
め
て「
親
鸞
」と
い
う
名
の
り
を
憶
念
し
つ
つ
、

こ
の
時
代
社
会
の
現
実
生
活
を
と
お
し
て
、教
え
に
出

あ
い
続
け
て
い
き
た
い
。

親
鸞
と
い
う
名
の
り
か
ら

今
月
の
法
話

如
是
我
聞

に

ぜ

も

ょ

が

ん

真
宗
本
廟
の
荘
川
桜

今
月
の
写
真

真
宗
本
廟
境
内
南
側
の
荘
川
桜（
二
世
桜
）。こ
れ
は
、

2
0
1
7
年
12
月
に
高
山
教
区（
当
時
）・高
山
別
院
の
宗
祖

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
の
記
念
事
業
と
し
て
植
樹

さ
れ
ま
し
た
。「
荘
川
桜
」は
昭
和
30
年
代
に
御
母
衣
ダ
ム
建

設
の
た
め
、湖
底
に
沈
む
こ
と
に
な
っ
た
照
蓮
寺
と
光
輪
寺

の
境
内
か
ら
御
母
衣
湖
畔
に
移
植
さ
れ
た
樹
齢
約
5
0
0
年

の
2
本
の
巨
桜
。植
樹
さ
れ
た
荘
川
桜
の
見
ご
ろ
は
4
月

上
旬
。ご
参
拝
の
折
に
は
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新刊 『仏教がみちびく、あらたな人生』

月刊
『同朋』3月号

特集 陰謀論を
じっと見る

令和6年能登半島地震の被災者で
あり、復興支援の現場に立ち続けて
いる著者が、念仏の教え、発災後の
動きについて語る。

亡き方の声に
耳を澄ませて
―僧侶30人の
　お彼岸のお話―

近日発売

立ち上がる念仏

伝導ブックス91
―被災地 能登からの
　メッセージ―
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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808号 2025年（令和7年）3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

者
、引
き
こ
も
り
の
人
な
ど
の
居
場
所
づ
く

り
を
し
て
い
る
団
体
が
集
ま
っ
て
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
が
、大
学
の
研
究
室
と
も
コ
ラ
ボ

し
、地
域
づ
く
り
に
も
つ
な
げ
て
い
ま
す
。こ

う
し
た
と
こ
ろ
に
気
軽
に
参
加
す
る
人
た
ち

が
増
え
て
い
け
ば
、少
し
ず
つ
地
域
の
感
覚

と
い
う
の
も
変
わ
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
ね
。

̶

ご
友
人
の
介
護
を
と
お
し
て
、今
ど
う

い
っ
た
こ
と
を
感
じ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

　
基
本
的
に
は
、家
族
が
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ

一人
ず
つ
で
あ
る
、と
い
う
意
識
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。一
人
だ
か
ら
こ
そ
、家
族
や
友
達
な
ど

人
と
つ
な
が
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
も
生
ま
れ

ま
す
し
、一
人
ず
つ
だ
と
い
う
意
識
を
持
って
い

る
と
、人
と
い
い
距
離
が
保
て
る
よ
う
に
なって

く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。介
護
に

は「
で
き
な
く
な
っ
た
部
分
」を
支
え
る
人
が

必
要
で
す
か
ら
、誰
か
に
依
存
し
な
い
と
い
け

進
ん
で
き
た
結
果
、家
族
が
い
て
も
頼
れ
な
い
、

そ
う
いっ
た
社
会
に
な
って
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
、「
互
助
」の
あ
る
社
会
と
い
う
の
は
、

ゆ
る
や
か
な
つ
な
が
り
を
増
や
す
か
た
ち
で
つ

く
って
い
け
ば
い
い
と
思
って
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、あ
な
た
は
一人
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
と
い

う
こ
と
を
示
す
こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、や
は
り
い
ろ
ん
な
か
た
ち
の

居
場
所
を
つ
く
って
い
く
こ
と
が
有
効
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　
世
田
谷
区
で
は
、2
0
1
8
年
か
ら「
せ

た
が
や
居
場
所
サ
ミ
ッ
ト
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト

を
し
て
い
ま
す
。高
齢
者
や
子
ど
も
や
障
害

な
い
。何
か
が
起
こっ
た
時
に
、上
手
に
依
存
で

き
る
関
係
性
を
築
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う

ん
で
す
ね
。

　
現
在
の
在
宅
ケ
ア
は
、お
金
と
情
報
と
人
、

そ
れ
か
ら
介
護・医
療
の
保
険
制
度
が
あ
れ

ば
、一
人
暮
ら
し
で
も
何
と
か
やって
い
け
る
と

い
う
仕
組
み
だ
け
は
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。問

題
は
そ
れ
を
支
え
る
専
門
職
を
含
め
た
人
材

や
地
域
資
源
が
少
な
く
な
って
い
る
こ
と
で
す

が
、仕
組
み
は
整
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、在
宅

ケ
ア
チ
ー
ム
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、か

な
り
の
と
こ
ろ
ま
で
自
宅
で
暮
ら
す
こ
と
は

可
能
で
す
。

　
私
の
友
人
の
場
合
も
、在
宅
ケ
ア
チ
ー
ム
の

支
え
で
８
年
間
、自
宅
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。彼
女
の
よ
う
に
介
護
と
医
療
を
支
え

る
チ
ー
ム
が
で
き
て
い
れ
ば
、自
宅
で
長
期
間

暮
ら
す
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、今
は

人
が
足
り
ま
せ
ん
。特
に
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
が
圧

倒
的
に
足
り
ま
せ
ん
。在
宅
介
護
で一
番
必
要

な
の
は
、や
っ
ぱ
り
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
で
す
。在
宅

医
療
は
進
ん
で
、今
ま
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と

も
い
ろ
い
ろ
と
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、実
際
に
介
護
を
支
え
る
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
た

ち
が
い
な
い
と
い
う
、人
材
不
足
の
問
題
が
深

刻
で
す
。

̶

家
で
最
期
を
迎
え
た
い
と
い
う
希
望
を

み
ん
な
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
、わ
れ
わ
れ
自

身
も
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。だ
か
ら
、地
域
に
ど
う
い
う

介
護
資
源
が
あ
る
か
と
か
、ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス

が
介
護
保
険
で
利
用
で
き
る
の
か
と
か
、そ
う

い
う
情
報
は
折
を
見
つ
け
、で
き
る
だ
け
得
て

お
い
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、自

分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
自
身
で
す
る
こ
と
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
が
、で
き
な
い
と
こ
ろ
は

「
助
け
て
」と
声
を
出
せ
る
社
会
環
境
を
、地

̶

現
在
、単
身
世
帯
が
急
激
に
増
え
て
い

ま
す
が
、ど
う
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

　
単
身
者
は
増
え
て
い
ま
す
ね
。2
0
2
0
年

の
デ
ー
タ
で
は
、単
身
世
帯
が
37
・8
％
で
、

2
0
5
0
年
に
は
44・3
％
に
な
る
と
い
う
推

計
が
出
て
い
ま
す
。そ
の
大
き
な
原
因
の一つ

は
、生
涯
未
婚
の
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
す
。

今
、30
代
の
男
性
の
３
人
に
１
人
、そ
し
て
女

性
の
５
人
に
１
人
が
、生
涯
未
婚
だ
と
予
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、高
齢
者
の
場
合
、今
は
約
半
数
が
単

身
世
帯
に
な
って
い
ま
す
。そ
の
残
り
の
半
分

も
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
多
い
の
で
、だ
ん
だ
ん

単
身
世
帯
に
な
って
い
き
ま
す
。核
家
族
化
が

域
で
つ
く
って
いって
ほ
し
い
で
す
ね
。

　
自
分
の
老
い
と
と
も
に
歩
み
な
が
ら
自
分
の

最
終
章
に
向
かって
い
く
こ
と
が
、ゆ
る
や
か
に

で
き
れ
ば
い
い
で
す
ね
。そ
こ
に
は
本
人
の
意

思
と
、そ
れ
を
受
け
と
め
る
人
の
存
在
が
大
切

で
す
。

̶
居
場
所
と
し
て
お
寺
に
は
ど
う
い
っ
た

可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
お
寺
さ
ん
って
、昔
か
ら
地
域
の
人
が
気
軽

に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
だ
っ
た
と
思
う

ん
で
す
。今
も
お
寺
さ
ん
は
い
ろ
ん
な
活
動
を

さ
れ
て
い
て
、ラ
ジ
オ
体
操
を
毎
朝
やって
い
る

お
寺
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、子
ど
も
食
堂
な
ど

を
な
さ
って
い
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。そ
う
いっ

た
い
ろ
ん
な
催
し
を
自
然
体
で
や
り
な
が
ら
、

地
域
に
根
差
し
て
い
く
こ
と
が
今
、求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
と
い
う
の
は
、誰
も
が
気
軽
に
集
ま
れ
る
居

場
所
と
い
う
の
は
、建
物
が
な
い
と
な
か
な
か

つ
く
り
に
く
い
ん
で
す
。だ
か
ら
、お
寺
と
い
う

建
物
が
あ
る
の
は
本
当
に
す
て
き
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
の
で
、そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
う
ま
く
活
用

し
て
、開
か
れ
た
お
寺
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
ね
。

̶

お
寺
が
地
域
の
方
の
居
場
所
に
な
っ
て
、

一
定
の
距
離
を
保
っ
て
依
存
が
う
ま
く
で
き
る

よ
う
な
関
係
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
と
よ
い
で
す

よ
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。こ
こ
に
来
た
ら
、ほ
っ
と
で
き

る
よ
と
か
、こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
よ
と
か
、い

ろ
ん
な
相
談
が
で
き
る
よ
と
か
、い
ろ
ん
な
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、み
ん
な
で
集
う
と
新
し
い

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
と
、

地
域
が
変
わ
る
希
望
も
生
ま
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
了
）

い
ろ
ん
な
か
た
ち
の

居
場
所
を
つ
く
って
い
く
た
め
に

̶
私
た
ち
は
、認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く

認
識
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。   

　
私
が
介
護
に
関
わ
り
始
め
た
時
か
ら
比
べ

る
と
、少
し
ず
つ
変
わって
き
て
は
い
る
と
思
い

ま
す
。た
だ
や
は
り「
認
知
症
が
怖
い
」と
か
、

「
認
知
症
に
なっ
た
ら
何
も
で
き
な
く
な
る
」と

いっ
た
考
え
を
持
って
い
る
方
も
ま
だ
ま
だ
た

く
さ
ん
い
らっ
し
ゃい
ま
す
。

　
2
0
2
0
年
に
、私
が
住
ん
で
い
る
世
田
谷

区
で「
認
知
症
条
例
」が
制
定
さ
れ
ま
し
た

が
、そ
の
制
定
に
私
も
委
員
と
し
て
関
わ
り
、

現
在
も
条
例
検
討
委
員
と
し
て
、認
知
症
に

対
す
る
意
識
を
ど
う
し
た
ら
変
え
て
い
け
る
の

か
を
考
え
て
い
ま
す
。2
0
2
3
年
に
は
国
の

「
認
知
症
基
本
法
」が
制
定
さ
れ
、各
自
治
体

で
も
条
例
の
制
定
な
ど
の
議
論
が
始
まっ
た
り

し
て
い
る
こ
と
は
、と
て
も
良
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

　
ど
う
し
た
ら
自
分
ご
と
と
思
って
も
ら
え
る

の
か
が一
番
大
切
な
の
で
、い
ろ
ん
な
か
た
ち
で

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

̶

各
地
で
認
知
症
の
方
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

た
め
の
講
座
な
ど
も
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

　
は
い
。彼
女
の
介
護
を
始
め
て
、ど
う
し
た

ら
認
知
症
の
人
が
自
宅
生
活
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
、在
宅
医
療
に
関
す
る

講
座
を
始
め
ま
し
た
。な
ぜ
在
宅
医
療
か
と

言
う
と
、彼
女
が
自
宅
に
い
る
こ
と
を
強
く
希

望
し
た
か
ら
で
す
。ど
う
し
た
ら
彼
女
が
家
に

い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
考
え
た
時
、地
域

で
ど
ん
な
人
た
ち
が
在
宅
ケ
ア
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
る
の
か
私
自
身
が
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。市
民
や
介
護
す
る
家
族

も
、そ
う
いっ
た
在
宅
を
支
え
る
医
療
や
介
護

に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
って
講
座

を
始
め
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
、気
軽
に

相
談
や
情
報
交
換

が
で
き
る
場
所
が

必
要
だ
と
思
い
、月

２
回
の
カ
フェ
を
始

め
ま
し
た
。地
域

包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
と
い
う
の
も

あ
り
ま
す
が
、相
談

す
る
の
に
ハ
ー
ド
ル

中
で
強
く
感
じ
た
こ
と
は
、一
方
が
支
え
る
の

で
は
な
く
、一
緒
に
や
って
い
く
と
い
う
姿
勢
が

大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。地
域
に
高
齢
者
の

見
守
り
隊
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

「
見
守
る
」と
い
う
上
か
ら
目
線
で
は
な
く
、

一
緒
に
や
っ
て
い
く
と
か
、伴
走
す
る
と
いっ
た

視
点
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
と
い
い
と
思
い

ま
す
。「
認
知
症
の
先
輩
と
し
て
、い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
教
え
て
ほ
し
い
」と
、そ
う
いっ
た
態
度

が
と
て
も
重
要
な
ん
で
す
ね
。

　
支
え
る
、支
え
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、

や
は
り
上
下
関
係
を
生
み
出
し
て
し
ま
い
ま

す
。そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、と
も
に
やって
い
く
、こ

の「
と
も
に
」と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
が
彼
女
の
介
護
を
し
な

が
ら
、私
が
学
ん
だ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

が
高
い
場
合
も
あ
る
の
で
、日
常
の
中
で
気
軽

に
相
談
が
で
き
る
居
場
所
の
よ
う
な
も
の
を
つ

く
って
い
け
れ
ば
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

̶

著
書
で「
認
知
症
の
予
防
」と
い
う
言
葉

が
、差
別
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
を
書
か
れ

て
い
ま
す
が
、ど
う
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
予
防
の
こ
と
ば
か
り
言
わ
れ
る
と
、認
知
症

に
な
っ
た
人
た
ち
が「
予
防
し
な
か
っ
た
か
ら

だ
」と
は
じ
き
出
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
す
。

　
あ
る
認
知
症
の
当
事
者
は
、「
運
動
し
な

かっ
た
か
ら
認
知
症
に
な
る
な
ん
て
、そ
ん
な
の

ウ
ソ
よ
」と
言
い
ま
し
た
。そ
の
方
は
郵
便
配

達
を
30
年
間
続
け
て
い
た
そ
う
で
す
。だ
か
ら

「
認
知
症
は
誰
で
も
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
知
って
ほ
し
い
」と
、声
を
大
に
し
て
語
って
い

ま
し
た
。

　
ま
た
、認
知
症
に
な
っ
た
人
た
ち
と
関
わ
る

「
と
も
に
」や
って
い
く
こ
と
が
大
切

中
澤 

ま
ゆ
み
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

お
ひ
と
り
さ
ま
と
介
護

1949年長野県生まれ。ノンフィク
ションライター。雑誌編集者を経て
ライターに。介護をきっかけに、医療
と介護、福祉分野での執筆を始め
る。著書に『おひとりさまの終活』（三
省堂）など。

不
安
に
か
ら
れ
た
彼
女
か
ら
の
S
O
S
だっ
た

こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
かっ
た
。そ
う
し

た
こ
と
が
本
や
記
事
を
読
む
う
ち
に
次
第
に

わ
かって
き
て
、本
人
の
不
安
や
混
乱
、そ
れ
ら

に
対
す
る
接
し
方
、認
知
症
に
対
す
る
誤
解
や

偏
見
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
最
初
は
、彼
女
の
こ
と
を
何
と
か
支
え
な
く

お
互
い一
人
っ
子
で
、彼
女
に
は
頼
れ
る
身
寄
り

が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の

で
、半
ば
な
り
ゆ
き
で
関
わ
っ
て
い
た
ん
で
す

ね
。結
局
、介
護
保
険
の
申
請
も
私
が
す
る
よ

う
に
な
り
、彼
女
の
介
護
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
的

な
役
割
か
ら
、や
が
て
は
後
見
人
ま
で
引
き
受

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、認
知
症
に
つ
い
て
も
詳
し
く
調
べる

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
中
で
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

ン・ブ
ラ
イ
デ
ン
さ
ん
と
い
う
認
知
症
の
当
事

者
が
書
い
た
本
に
出
会
い
、「
認
知
症
に
な
る

と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
」と
知
り
、

介
護
を
と
お
し
て
感
じ
て
い
た
疑
問
や
、認
知

症
に
対
す
る
偏
見
が
、本
を
読
む
こ
と
で
少
し

ず
つ
解
け
、本
人
の
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が

だ
ん
だ
ん
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ

ま
で
は
、「
な
ぜ
１
日
に
20
回
も
電
話
を
か
け

て
く
る
の
？
」と
苛
立
って
い
ま
し
た
が
、そ
れ

が「
忘
れ
る
」と
い
う
自
分
の
変
化
に
混
乱
し
、

̶

中
澤
さ
ん
が「
一
人
で
生
き
る
老
後
」を

課
題
に
な
さ
っ
た
い
き
さ
つ
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　
友
人
の
介
護
が
大
き
な
き
っ
か
け
で
す
。彼

女
は
15
歳
年
上
で
、ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知

症
と
診
断
を
受
け
た
の
は
69
歳
の
時
。彼
女

と
は
そ
れ
ま
で
30
年
程
の
付
き
合
い
が
あ
り
、

年
の
差
を
感
じ
る
こ
と
な
く
仲
良
く
し
て
い

ま
し
た
。

　
最
初
、彼
女
の
物
忘
れ
は「
老
人
性
う
つ
」で

は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
の
で
、精
神
科
ク
リ

ニッ
ク
を
紹
介
し
、乞
わ
れ
て
通
院
に
も
付
き

添
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、大
学
病

院
で
認
知
症
と
診
断
さ
れ
る
と
、ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
や
民
生
委
員
な
ど
が
、一
人
暮
ら
し

の
彼
女
の
家
を
訪
ね
る
度
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
、ど
ん
ど
ん
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。そ
の
こ
ろ
は
、ま
だ
私
の
両
親
も
元
気

で
、介
護
や
老
後
の
知
識
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

ち
ゃ
と
思
って
の
介
護
で
し
た
。し
か
し
、当
時

は
50
代
で
、ま
だ
若
い
と
思
って
い
た
私
自
身
に

も
、や
が
て
は
老
い
が
来
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を

だ
ん
だ
ん
と
感
じ
る
よ
う
に
なっ
た
ん
で
す
。そ

し
て
、自
分
の
両
親
の
老
い
と
も
向
き
合
う
よ

う
に
な
り
、誰
に
で
も
老
い
が
来
る
ん
だ
な
と

い
う
こ
と
を
次
第
に
実
感
し
て
い
き
ま
し
た
。

友
人
の
介
護
を
経
験
し
て

2
0
2
0
年
の
国
勢
調
査
で
は
、一
般
世
帯
に
お
け
る
単
身
世
帯
の
割
合
が

38
％
で
最
多
と
な
り
ま
し
た
。高
齢
者
の
単
身
世
帯
も
増
加
す
る
中
、私
た

ち
は
老
い
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。頼
れ

る
身
寄
り
の
な
い
ご
友
人
の
介
護
を
と
お
し
て
、誰
に
で
も
必
ず
老
い
が

訪
れ
る
こ
と
を
感
じ
た
と
い
う
中
澤
ま
ゆ
み
さ
ん
の
お
話
か
ら
人
間
の
相

を
考
え
ま
す
。

す
が
た

もちよりカフェ

せたがや居場所サミットスタッフ、参加団体と一緒に

ざ
わ

な
か

い
ら  

だ
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渡辺正純さん

　
取
材
に
伺
っ
た
12
月
中
旬
、光
明
寺
は
在
家
報
恩
講
が
勤
ま
っ
て

い
る
真
っ
た
だ
中
だ
っ
た
。在
家
報
恩
講
は
、各
集
落
の
ご
門
徒
の
自

宅
を
一
軒
一
軒
ま
わ
り
、約
１
カ
月
か
け
て
勤
め
ら
れ
る
。他
に
も
毎
月
、

お
寺
に
ご
門
徒
が
集
ま
り
、声
明
や
真
宗
の
教
え
を
学
び
、日
々
の
所

感
を
語
り
合
う
場
も
開
か
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
か
、光

明
寺
は
ご
門
徒
と
の
距
離
が
非
常
に
近
い
。掲
示
板
も
、そ
の
ご
門
徒

の
方
々
か
ら
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
掲
示
板
に
掲
示
さ
れ
る
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。仏
教
に
つ
い

て
の
言
葉
も
あ
れ
ば
、詩
や
何
気
な
い
日
常
の一
言
な
ど
、一
見
す
る
と

仏
教
と
は
関
係
の
な
い
言
葉
も
多
く
み
ら
れ
る
。そ
の
こ
と
に
つ
い
て

齊
藤
曉
生
住
職
は「
言
葉
の
裏
に
仏
さ
ま
の
教
え
が
流
れ
て
い
る
も
の

で
あ
れ
ば
、掲
示
す
る
も
の
は
な
ん
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
」と
語
る
。

　
仏
教
は
、日
々
直
面
す
る
苦
悩
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
な
く
、苦
悩
と

向
き
合
い
、自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、生
き
て
い
く
こ
と
を
教
え

る
も
の
だ
ろ
う
。そ
れ
を
齊
藤
住
職
は
一つ
の
言
葉
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な

く
、さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
紡
ぎ
な
が
ら
ご
門
徒
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
。そ
こ
に
は
、仏
教
を
よ
り
多
く
の
人
に
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
、

そ
し
て
自
身
も
ご
門
徒
と
と
も
に
仏
道
を
歩
ん
で
い
き
た
い
と
い
う

想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
新
潟
県
の
ほ
ぼ
中
央
、日
本
海
側

に「
柏
刈
同
朋
の
会
」が
あ
る
。そ
の
代

表
を
さ
れ
て
い
る
渡
辺
正
純
さ
ん
に
お

話
を
伺
っ
た
。

　
渡
辺
さ
ん
は
2
0
0
5
年
、父
親
の

葬
儀
を
ご
縁
と
し
て
淨
敬
寺
の
ご
門
徒

に
な
ら
れ
た
。

　
淨
敬
寺
と
の
付
き
合
い
が
始
ま
っ
た

こ
と
で
、寺
に
足
を
運
び
、法
話
を
聞

き
、同
朋
の
会
の
皆
さ
ん
と
も
関
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
渡
辺
さ
ん
は
、何
百
年
も

続
い
て
い
る
浄
土
真
宗
の
宗
祖
、親
鸞

聖
人
に
興
味
を
抱
い
た
。こ
れ
だ
け
の

歴
史
の
基
を
つ
く
ら
れ
た
人
の
こ
と
を

も
っ
と
知
り
た
い
、勉
強
し
て
み
た
い
と

深
く
思
っ
た
そ
う
だ
。

　
当
初
は
、聞
法
の
会
に
参
加
し
て
親

鸞
聖
人
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
で
、人
間

的
に
も
成
長
で
き
る
と
考
え
て
い
た
渡

辺
さ
ん
。あ
る
時
、聞
法
仲
間
か
ら
、

「
わ
れ
わ
れ
が
や
っ
て
い
る
の
は
、道
徳
を

高
め
る
だ
と
か
、倫
理
を
極
め
る
こ
と

じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。「
弥
陀
の
本
願
」こ
れ

に
慕
っ
て
い
く
ん
だ
」と
言
わ
れ
、本
願

や
念
仏
と
は
何
な
の
か
、ま
す
ま
す
わ
か

ら
な
く
なっ
た
そ
う
だ
。

　
手
次
寺
や
柏
刈
同
朋
の
会
、ま
た

近
隣
の
寺
の
法
話
会
で
聞
法
し
な
が
ら

15
年
経
っ
た
今
、「
ま
だ
本
願
や
念
仏

も
完
全
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、毎
日
、朝

晩
2
回
お
内
仏
に
手
を
合
わ
せ「
ナ
ム
ア

ミ
ダ
ブ
ツ
」と
お
念
仏
し
て
い
る
」と
話
し

て
く
だ
さ
っ
た
。

　
柏
刈
同
朋
の
会
は
年
に
3
〜
4
回
の

法
話
会
を
開
催
し
、毎
年
3
月
に
は
新

潟
教
区
第
10
組
の
寺
院
と
と
も
に
組

の
報
恩
講
を
勤
め
て
い
る
。渡
辺
さ
ん
は

今
後
の
展
望
、課
題
に
つ
い
て
、全
国
の

同
朋
の
会
が
互
い
に
交
流
し
つ
な
が
る

こ
と
、若
者
への
働
き
か
け
な
ど
を
挙

げ
、前
向
き
に
真
剣
に
考
え
て
い
る
姿

を
見
せ
て
く
れ
た
。

　「
孤
立
無
援
な
生
き
方
を
し
て
き
た

人
々
が
、念
仏
を
と
お
し
て
御
同
朋
、御

同
行
と
し
て
無
量
寿
の
い
の
ち
を
と
も
に

生
き
る
も
の
と
な
る
、こ
の
親
鸞
聖
人
の

願
い
を
受
け
こ
れ
か
ら
も
聞
法
に
い
そ

し
み
、さ
ら
に
は
そ
れ
を
子
、孫
や
隣
人

に
伝
え
続
け
て
い
く
、純
粋
な
信
仰
運

動
を
進
め
る
こ
と
が
大
切
」だ
と
語
る

渡
辺
さ
ん
は
、全
国
で
同
朋
の
会
の
結

成
が
増
え
て
いっ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い

も
持
た
れ
て
い
る
。

　
そ
の
思
い
や
経
験
が
同
朋
の
会
への

熱
意
に
なって
い
る
の
だ
な
と
感
じ
た
。

　
と
も
に
お
念
仏
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
、

い
の
ち
と
い
の
ち
の
出
あ
い
に
、あ
ら
た
め

て
感
謝
と
感
動
を
い
た
だ
い
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。
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な
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む
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だ
い 

し
ん

中
村 

大
心

九
州
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第256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
。

光明寺（九州教区 鹿児島組）

生
き
て
い
く
中
で
た
く
さ
ん

の
悩
み
や
苦
し
み
に
直
面
し

ま
す
。そ
れ
を
自
分
の
問
題

と
し
て
背
負
い
、越
え
て
い

く
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の

が
念
仏
の
教
え
だ
と
思
い
ま

す
。こ
の
教
え
を「
竹
の
杖
」

に
見
立
て
、夫
婦
や
ご
門
徒

と
一
緒
に
掴
み
、歩
ん
で
い
こ
う
と
い
う
願
い
を
込
め
て
書
き
ま
し
た
。

新
潟
教
区
通
信
員

ほ
ん

　だ

　

   

ま

　す
み

本
多 

真
淑

第19回

組の報恩講で閉会の挨拶をされる渡辺さん

渡
辺 

正
純
さ
ん（
80
歳
）

新
潟
教
区 

第
10
組

淨
敬
寺
門
徒

親
鸞
聖
人
の

　
　願
い
を
伝
え
続
け
る
場

わ
た  

な
べ    

せ
い
じ
ゅ
ん

さいとうぎょうしょう
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し
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渡辺正純さん

　
取
材
に
伺
っ
た
12
月
中
旬
、光
明
寺
は
在
家
報
恩
講
が
勤
ま
っ
て

い
る
真
っ
た
だ
中
だ
っ
た
。在
家
報
恩
講
は
、各
集
落
の
ご
門
徒
の
自

宅
を
一
軒
一
軒
ま
わ
り
、約
１
カ
月
か
け
て
勤
め
ら
れ
る
。他
に
も
毎
月
、

お
寺
に
ご
門
徒
が
集
ま
り
、声
明
や
真
宗
の
教
え
を
学
び
、日
々
の
所

感
を
語
り
合
う
場
も
開
か
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
か
、光

明
寺
は
ご
門
徒
と
の
距
離
が
非
常
に
近
い
。掲
示
板
も
、そ
の
ご
門
徒

の
方
々
か
ら
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
掲
示
板
に
掲
示
さ
れ
る
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。仏
教
に
つ
い

て
の
言
葉
も
あ
れ
ば
、詩
や
何
気
な
い
日
常
の一
言
な
ど
、一
見
す
る
と

仏
教
と
は
関
係
の
な
い
言
葉
も
多
く
み
ら
れ
る
。そ
の
こ
と
に
つ
い
て

齊
藤
曉
生
住
職
は「
言
葉
の
裏
に
仏
さ
ま
の
教
え
が
流
れ
て
い
る
も
の

で
あ
れ
ば
、掲
示
す
る
も
の
は
な
ん
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
」と
語
る
。

　
仏
教
は
、日
々
直
面
す
る
苦
悩
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
な
く
、苦
悩
と

向
き
合
い
、自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、生
き
て
い
く
こ
と
を
教
え

る
も
の
だ
ろ
う
。そ
れ
を
齊
藤
住
職
は
一つ
の
言
葉
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な

く
、さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
紡
ぎ
な
が
ら
ご
門
徒
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
。そ
こ
に
は
、仏
教
を
よ
り
多
く
の
人
に
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
、

そ
し
て
自
身
も
ご
門
徒
と
と
も
に
仏
道
を
歩
ん
で
い
き
た
い
と
い
う

想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
新
潟
県
の
ほ
ぼ
中
央
、日
本
海
側

に「
柏
刈
同
朋
の
会
」が
あ
る
。そ
の
代

表
を
さ
れ
て
い
る
渡
辺
正
純
さ
ん
に
お

話
を
伺
っ
た
。

　
渡
辺
さ
ん
は
2
0
0
5
年
、父
親
の

葬
儀
を
ご
縁
と
し
て
淨
敬
寺
の
ご
門
徒

に
な
ら
れ
た
。

　
淨
敬
寺
と
の
付
き
合
い
が
始
ま
っ
た

こ
と
で
、寺
に
足
を
運
び
、法
話
を
聞

き
、同
朋
の
会
の
皆
さ
ん
と
も
関
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
渡
辺
さ
ん
は
、何
百
年
も

続
い
て
い
る
浄
土
真
宗
の
宗
祖
、親
鸞

聖
人
に
興
味
を
抱
い
た
。こ
れ
だ
け
の

歴
史
の
基
を
つ
く
ら
れ
た
人
の
こ
と
を

も
っ
と
知
り
た
い
、勉
強
し
て
み
た
い
と

深
く
思
っ
た
そ
う
だ
。

　
当
初
は
、聞
法
の
会
に
参
加
し
て
親

鸞
聖
人
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
で
、人
間

的
に
も
成
長
で
き
る
と
考
え
て
い
た
渡

辺
さ
ん
。あ
る
時
、聞
法
仲
間
か
ら
、

「
わ
れ
わ
れ
が
や
っ
て
い
る
の
は
、道
徳
を

高
め
る
だ
と
か
、倫
理
を
極
め
る
こ
と

じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。「
弥
陀
の
本
願
」こ
れ

に
慕
っ
て
い
く
ん
だ
」と
言
わ
れ
、本
願

や
念
仏
と
は
何
な
の
か
、ま
す
ま
す
わ
か

ら
な
く
なっ
た
そ
う
だ
。

　
手
次
寺
や
柏
刈
同
朋
の
会
、ま
た

近
隣
の
寺
の
法
話
会
で
聞
法
し
な
が
ら

15
年
経
っ
た
今
、「
ま
だ
本
願
や
念
仏

も
完
全
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、毎
日
、朝

晩
2
回
お
内
仏
に
手
を
合
わ
せ「
ナ
ム
ア

ミ
ダ
ブ
ツ
」と
お
念
仏
し
て
い
る
」と
話
し

て
く
だ
さ
っ
た
。

　
柏
刈
同
朋
の
会
は
年
に
3
〜
4
回
の

法
話
会
を
開
催
し
、毎
年
3
月
に
は
新

潟
教
区
第
10
組
の
寺
院
と
と
も
に
組

の
報
恩
講
を
勤
め
て
い
る
。渡
辺
さ
ん
は

今
後
の
展
望
、課
題
に
つ
い
て
、全
国
の

同
朋
の
会
が
互
い
に
交
流
し
つ
な
が
る

こ
と
、若
者
への
働
き
か
け
な
ど
を
挙

げ
、前
向
き
に
真
剣
に
考
え
て
い
る
姿

を
見
せ
て
く
れ
た
。

　「
孤
立
無
援
な
生
き
方
を
し
て
き
た

人
々
が
、念
仏
を
と
お
し
て
御
同
朋
、御

同
行
と
し
て
無
量
寿
の
い
の
ち
を
と
も
に

生
き
る
も
の
と
な
る
、こ
の
親
鸞
聖
人
の

願
い
を
受
け
こ
れ
か
ら
も
聞
法
に
い
そ

し
み
、さ
ら
に
は
そ
れ
を
子
、孫
や
隣
人

に
伝
え
続
け
て
い
く
、純
粋
な
信
仰
運

動
を
進
め
る
こ
と
が
大
切
」だ
と
語
る

渡
辺
さ
ん
は
、全
国
で
同
朋
の
会
の
結

成
が
増
え
て
いっ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い

も
持
た
れ
て
い
る
。

　
そ
の
思
い
や
経
験
が
同
朋
の
会
への

熱
意
に
なって
い
る
の
だ
な
と
感
じ
た
。

　
と
も
に
お
念
仏
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
、

い
の
ち
と
い
の
ち
の
出
あ
い
に
、あ
ら
た
め

て
感
謝
と
感
動
を
い
た
だ
い
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。

鹿児島県阿久根市西目1288-2
住職  齊藤 曉生

な
か 

む
ら    

だ
い 

し
ん

中
村 

大
心

九
州
教
区
通
信
員

通信員リレーリポート
第256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
。

光明寺（九州教区 鹿児島組）

生
き
て
い
く
中
で
た
く
さ
ん

の
悩
み
や
苦
し
み
に
直
面
し

ま
す
。そ
れ
を
自
分
の
問
題

と
し
て
背
負
い
、越
え
て
い

く
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の

が
念
仏
の
教
え
だ
と
思
い
ま

す
。こ
の
教
え
を「
竹
の
杖
」

に
見
立
て
、夫
婦
や
ご
門
徒

と
一
緒
に
掴
み
、歩
ん
で
い
こ
う
と
い
う
願
い
を
込
め
て
書
き
ま
し
た
。

新
潟
教
区
通
信
員

ほ
ん
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ま
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み

本
多 

真
淑

第19回

組の報恩講で閉会の挨拶をされる渡辺さん

渡
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正
純
さ
ん（
80
歳
）
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潟
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　わ
か
って
い
な
い
こ
と
も

　わ
か
って
い
な
い

　濁
り

　末
法

末
法
五
濁
の
衆
生
は

　聖
道
の
修
行

せ
し
む
と
も

　ひ
と
り
も
証
を

　え
じ
と
こ
そ

　教
主
世
尊
は

と
き
た
ま
え

（『
高
僧
和
讃
』 

　
　
　
　
　
　
　

    

『
真
宗
聖
典 
第
二
版
』五
九
七
頁
）

道
綽
禅
師  

二

【
現
代
語
訳
】

末
法
の
世
で
五
つ
の
濁
り
の
中
で
生
き

て
い
る
衆
生
は
、

聖
道
の
修
行
を
さ
せ
た
と
し
て
も
、

一
人
も
さ
と
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
、と

教
主
で
あ
る
釈
迦
牟
尼
世
尊
は
お
説

き
に
な
っ
た
の
だ
。 第　　回15

―

七
高
僧
と
聖
徳
太
子

　何
ご
と
で
あ
れ
、時
間
と
と
も
に
変
化
し
て
い

き
ま
す
。釈
尊
以
来
の
仏
教
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う

に
考
え
ら
れ
ま
し
た
。釈
尊
の
在
世
中
や
入
滅
後

し
ば
ら
く
は
正
し
い
あ
り
方
が
維
持
さ
れ
る
も
の

の
、そ
の
後
は
徐
々
に
も
と
の
姿
を
失
っ
て
い
く
と

考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　当
初
の
仏
教
の
あ
り
方
が
維
持
さ
れ
て
い
る
時

代
を「
正
法
」と
呼
び
ま
す
。や
が
て
、従
来
の
実
践

（
行
）を
行
な
っ
て
も
さ
と
り（
証
）が
得
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。こ
の
時
代
を「
像
法
」と
呼
び
ま
す
。

「
像
」と
は「
似
た
も
の
」と
い
う
意
味
で
す
。さ
ら
に

は
、釈
尊
の
時
代
と
同
様
の
実
践（
行
）も
で
き
な
く

な
り
、か
ろ
う
じ
て
教
え
が
伝
わ
る
だ
け
と
な
って

し
ま
い
ま
す
。こ
の
時
代
を「
末
法
」と
呼
び
ま
す
。

　道
綽
禅
師
は
、自
ら
が
生
き
て
い
る
時
代
を

「
末
法
」と
捉
え
ま
し
た
。

　時
代
が
変
化
し
て
仏
教
の
あ
り
方
が
変
化
す
る

こ
と
自
体
は
何
も
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
変
化
に

合
わ
せ
て
対
応
し
て
い
け
ば
良
い
の
で
す
。と
こ
ろ

が
、そ
の「
変
化
に
合
わ
せ
て
対
応
す
る
」と
い
う
こ

と
が
、末
法
の
世
で
は
殊
更
に
難
し
く
な
り
ま
す
。

　そ
れ
と
い
う
の
も
、「
五
つ
の
濁
り（
五
濁
）」が
増

す
か
ら
で
す
。そ
の
濁
り
と
は
、劫
濁（
時
代
の
濁

り
）、見
濁（
見
解
の
濁
り
）、煩
悩
濁（
煩
悩
の
濁

り
）、衆
生
濁（
衆
生
の
濁
り
）、命
濁（
寿
命
の
濁

り
）を
指
し
ま
す
。

　「
濁
っ
て
い
る
」と
は
、単
に
汚
れ
が
あ
る
と
い
う

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。濁
っ
た
中
に
い
る
と
見
通

し
が
利
き
ま
せ
ん
。そ
れ
は
、濃
い
霧
や
靄
に
包
ま

れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。目
の
前
に
あ
る
の
は

何
な
の
か
、自
分
は
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
る
の
か
、

ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。濁
っ
た
状
況
の
恐
ろ
し
さ
は
、単
に
真
っ
暗
闇

の
中
に
い
る
の
と
は
違
って
、何
か
が
見
え
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
す
。

　聖
道
門
に
は
素
晴
ら
し
い
修
行
方
法
が
さ
ま
ざ

ま
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、そ
れ
ら
修
行
方

法
が
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、そ
れ
に
相
応

し
い
環
境
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。四
拍
子
の
音

楽
が
鳴
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
三
拍
子
の
ダ
ン
ス
を
踊

る
こ
と
は
至
難
の
業
で
す
。

　し
か
し
、濁
っ
た
中
で
は
、最
適
な
場
所
に
い
る
と

思
っ
て
い
て
も
、実
際
に
は
正
反
対
の
状
況
で
あ
る

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。真
面
目
に
一
所
懸
命
に
頑

張
って
い
て
も
、間
違
っ
た
方
向
に
全
速
力
で
進
ん
で

い
る
可
能
性
す
ら
あ
る
の
で
す
。

　自
分
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
自
分
で
気
づ
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。道
綽
禅
師
は
、自
ら
が
末
法

五
濁
の
世
に
生
き
て
い
る
と
痛
感
し
ま
し
た
。そ
れ

は
、濁
り
の
外
側
か
ら
の
ひ
か
り
に
気
づ
か
さ
れ
た

か
ら
で
し
た
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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。道綽について、3回にわたってたずねています。
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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）3月1日 2024年（令和6年）1月1日  第808号   第794号



インターネッ
トライブ配信のご案内

闡如上人三十三回忌法要
東本願寺第24代。闡如上人（大谷光暢門首）は、1903年10月1日、第23代彰
如上人の長男として出生。法名は釋闡如。1925年に本願寺住職、大谷派法
主・管長を継承。1949年に蓮如上人四百五十回忌法要、1961年に宗祖親
鸞聖人七百回御遠忌を勤められ、1969年の開申事件に端を発する教団問
題を経て、1981年の宗憲改正により東本願寺第24代「門首」となる。1993
年、89歳で示寂。本年は三十三回忌にあたる。

YouTube「真宗大谷派公式チャンネル」において、
春の法要のライブ配信を実施します。

YouTube「真宗大谷派公式チャンネル」において、
春の法要のライブ配信を実施します。

戦争でいのちを奪われた方 を々憶念し、兵戈無用
（『仏説無量寿経』）の世界を願う法要です。

親鸞聖人が讃嘆する聖徳太子・七高僧をはじめ、
本願念仏の教えを伝えられた師主知識の恩徳を
奉讃する法要です。

宗祖親鸞聖人の御誕生と教えに遇い得た
喜びを、音の荘厳をもって表現する音楽法要です。
指揮：鏑木勇樹氏（同朋高等学校音楽科主任教諭）
電子オルガン：魯あす香氏
ティンパニ：髙藤摩紀氏（名古屋音楽大学教授）
合唱：真宗大谷派合唱連盟他

闡如上人 【1903年～1993年】

全戦没者追弔法会
念仏者の平和運動 
―戦争の抑止とは何か―

9時30分

10時
11時20分 記念講演

10時

13時20分 記念講演

音楽法要　

師徳奉讃法要（楽）

親鸞聖人御誕生会

14時

ぜひ 
ご覧ください。

［ 会 場 ］
［冥加金］
［申込方法］

春の渉成園と粥膳
東本願寺におそなえされたお仏供（お仏飯）
のおさがりを用いて作られた粥膳を
お召し上がりいただけます。

ツアーでは、和舟を使用した「舟旅」・
非公開茶室「漱枕居」の見学・非公開書院「臨池亭」
にて抹茶接待もしくは「蘆菴」にて粥膳を提供します。

名勝 渉成園「おもてなしの舟旅」特別ツアー

春の渉成園で
非日常のひと時を
お過ごしいただける
ツアーを期間限定で
開催します。

4月1日（火）～6日（日） 10時～16時30分（最終受付16時）
※日程の都合により時間変更となる場合があります。

御影堂門楼上 一般公開
御影堂門（国指定重要文化財）の楼上（内部）の一般公開を行います。

4月1日（火）
～5日（土）
9時～16時
（5日は12時まで）
白洲テント

刑務所作業製品
展示即売会・
パネル展
刑務所作業製品の
展示即売会と真宗大谷派
の教誨師や篤志面接委員
の取り組みを紹介する
パネル展を行います。

4月1日（火）
～8日（火）
9時～16時30分
（8日は15時まで）

本願念仏の教えをいただく御仏事本願念仏の教えをいただく御仏事

御影堂

阿弥陀堂

しんらん交流館大谷ホール

「追弔の偈」
法要（楽）

講師：ダニー・ネフセタイ氏
（木製家具作家・元イスラエル軍兵士）
講題：「武力で戦争は防げるの？ ～気づき 戦争と人権～」 

朗読：原田小鈴氏
（長崎大学非常勤講師）

花御堂

［ 受 付 ］
［寄付金］

御影堂門下
1,000円　高校生以下 500円　

日
-木 土3 5

2
日

水1
日

火

渉成園閬風亭
2,500円（当日、会場受付でお納めください）
必ずお電話にて前日16時までに本廟部参拝接待所へお申し込みください。
※人数変更及びキャンセルはご予約日の前日16時までです。

［ 日 時 ］

［ 定 員 ］
［冥加金］

［申込方法］

［ 日 時 ］

［ 会 場 ］

［ 日 時 ］

［ 会 場 ］

［ 日 時 ］

3月31日（月）～4月5日（土）
1日6回
（10時・11時・12時・13時・14時・15時）
各回5名（乗船最大定員）
①通常（抹茶接待）1名6,000円
②粥膳（蘆菴1階／定員4名）1名 8,500円
　粥膳（蘆菴2階／定員2名）1名10,000円
※参加費はすべて庭園維持寄付金込。
WEB予約制〔渉成園ホームページをご覧ください〕

師徳奉讃法要（楽）

開始時間に皆さま揃ってお召し上がりいただきます。
1回目11時40分～
2回目12時40分～　※各回80名定員

4月1日（火）～3日（木） 　 4月4日（金）・5日（土）
受付いただいた方から順次
お召し上がりいただきます。
受付時間11時～14時
※売り切れ次第終了

テーマ

詳しくは春の法要特設ページを
ご覧ください。

詳しくは春の法要特設ページを
ご覧ください。

真宗本廟（東本願寺）

14時 講  演
講師：原田小鈴氏（長崎大学非常勤講師）
講題：「被爆80年 いま私たちが伝える
        ～世代を超えて語り継がれる
　　  　　　　　　　　　原爆・平和」

ダニー・ネフセタイ氏 × 原田小鈴氏 15時 対  談

真宗大谷派  春の法要

御影堂門下　

講師：青木玲氏
（九州大谷短期大学准教授）

親鸞聖人御誕生会

亡くなられた方をご縁に、浄土真宗の教えにともに出遇うことを願いとする法要です。11時

相続講員物故者追弔会
兼 帰敬式受式物故者追弔会（楽）

御影堂3
日

木

仏・法・僧の三宝に帰依することを誓い、
仏弟子としての名告りを表す「法名」をい
ただく、生涯に一度の大切な儀式です。

                                           な   の　　　　　　　　　 ほう みょう

※「住職選定法名」での受式、複数で受式される方は1カ月前までに
　参拝接待所へお申し込みください。受付時間は日によって異なります。

本廟部参拝接待所 075-371-9210問い合わせ

帰敬式 御影堂

日

火 金1 4

お一人1万円 （20歳以下お一人5,000円）礼 金

※3日は阿弥陀堂

御影堂

-

-

YouTube真宗大谷派公式
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春の法要に関するお問い合わせはこちら  本廟部・参拝接待所 TEL 075-371-9210
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鸞聖人七百回御遠忌を勤められ、1969年の開申事件に端を発する教団問
題を経て、1981年の宗憲改正により東本願寺第24代「門首」となる。1993
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YouTube「真宗大谷派公式チャンネル」において、
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（『仏説無量寿経』）の世界を願う法要です。
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指揮：鏑木勇樹氏（同朋高等学校音楽科主任教諭）
電子オルガン：魯あす香氏
ティンパニ：髙藤摩紀氏（名古屋音楽大学教授）
合唱：真宗大谷派合唱連盟他

闡如上人 【1903年～1993年】
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念仏者の平和運動 
―戦争の抑止とは何か―
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13時20分 記念講演
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親鸞聖人御誕生会

14時

ぜひ 
ご覧ください。

［ 会 場 ］
［冥加金］
［申込方法］

春の渉成園と粥膳
東本願寺におそなえされたお仏供（お仏飯）
のおさがりを用いて作られた粥膳を
お召し上がりいただけます。

ツアーでは、和舟を使用した「舟旅」・
非公開茶室「漱枕居」の見学・非公開書院「臨池亭」
にて抹茶接待もしくは「蘆菴」にて粥膳を提供します。

名勝 渉成園「おもてなしの舟旅」特別ツアー

春の渉成園で
非日常のひと時を
お過ごしいただける
ツアーを期間限定で
開催します。

4月1日（火）～6日（日） 10時～16時30分（最終受付16時）
※日程の都合により時間変更となる場合があります。

御影堂門楼上 一般公開
御影堂門（国指定重要文化財）の楼上（内部）の一般公開を行います。

4月1日（火）
～5日（土）
9時～16時
（5日は12時まで）
白洲テント

刑務所作業製品
展示即売会・
パネル展
刑務所作業製品の
展示即売会と真宗大谷派
の教誨師や篤志面接委員
の取り組みを紹介する
パネル展を行います。

4月1日（火）
～8日（火）
9時～16時30分
（8日は15時まで）

本願念仏の教えをいただく御仏事本願念仏の教えをいただく御仏事

御影堂

阿弥陀堂

しんらん交流館大谷ホール

「追弔の偈」
法要（楽）

講師：ダニー・ネフセタイ氏
（木製家具作家・元イスラエル軍兵士）
講題：「武力で戦争は防げるの？ ～気づき 戦争と人権～」 

朗読：原田小鈴氏
（長崎大学非常勤講師）

花御堂
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日
-木 土3 5
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2,500円（当日、会場受付でお納めください）
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　粥膳（蘆菴2階／定員2名）1名10,000円
※参加費はすべて庭園維持寄付金込。
WEB予約制〔渉成園ホームページをご覧ください〕
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4月1日（火）～3日（木） 　 4月4日（金）・5日（土）
受付いただいた方から順次
お召し上がりいただきます。
受付時間11時～14時
※売り切れ次第終了

テーマ

詳しくは春の法要特設ページを
ご覧ください。

詳しくは春の法要特設ページを
ご覧ください。

真宗本廟（東本願寺）

14時 講  演
講師：原田小鈴氏（長崎大学非常勤講師）
講題：「被爆80年 いま私たちが伝える
        ～世代を超えて語り継がれる
　　  　　　　　　　　　原爆・平和」

ダニー・ネフセタイ氏 × 原田小鈴氏 15時 対  談

真宗大谷派  春の法要

御影堂門下　

講師：青木玲氏
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親鸞聖人御誕生会

亡くなられた方をご縁に、浄土真宗の教えにともに出遇うことを願いとする法要です。11時
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春の法要に関するお問い合わせはこちら  本廟部・参拝接待所 TEL 075-371-9210

（6）2025年（令和7年）3月1日  第808号

　1月17日13時30分から、神戸市教育会館にて山陽
教区教化委員会の社会問題部門と仏教青年会（以下、
仏青）共催の「阪神・淡路大震災追弔法要兼教区重点
課題学習会」が開催され、インターネットのライブ配信
も行われた。
　法要では、仏青会員による読経と「正信偈」が同朋唱
和で勤まった。法要にあたって日野和雅仏青委員長が
挨拶し、「追弔法要を毎年行うことで、悲しみを忘れな
い、悲しみによってつながった人を忘れない、私がその
ことに向き合ってきたことを忘れないために」と法要の
願いを確かめた。
　学習会では、畠山浄氏（能登教区常福寺住職）による
お話が行われ、昨年の能登半島地震で被災後、有志の

仲間とともに各地で炊
き出しや、倒壊した寺
院やお内仏の解体作業を行ったことなど、これまでの一
年間の歩みを話された。畠山氏は「皆、それぞれ苦しいこ
とを抱えながら、一緒に手を合わせお念仏申して生きて
いく仲間なんだと。お勤めというかたちで大事なことが
常に届けられていた」と振り返り、「どんなかたちでもい
いので能登に足を運んでほしい」と支援を呼びかけた。
　お話の後には畠山氏と五百井正浩氏（神戸組玉龍
寺住職）、中杉隆法氏（神戸組西林寺住職）の鼎談が行
われた。それぞれの被災体験や支援活動を基に震災後
の課題を話し合う中で、五百井氏は「30年は節目であ
るが区切りではない」と述べ、震災を忘れず語り伝えて
いかなければならないと語った。
　30年の月日の中で願われてきた震災の悲しみを忘れ
ず、ともに生きるという課題を確かめ合う一日となった。

（山陽教区通信員 青山祐一）

　本年１月より「本山永代経」「本山申経」のお扱いの改定を
行いました。「申経」の名称を「読経」に変更し、読経場所を
冠して「御影堂読経」と「仏間読経」と称します。
　また、「本山永代経」は今までお取扱いのなかった50万円
と100万円を新設しました。

御影堂にて御紐解（初めての読経）を行い、『法名記』
に登載します。以降、春・秋彼岸会中にお勤めする「永
代経総経」にご案内いたします。 

御影堂にて一座読経いたします。受付時に法名紙を
お渡しし、代表者に法名を清書いただきます。法名紙
は読経の際（焼香時）に広蓋に納めていただきます。 

参拝接待所仏間にて一座読経いたします。
参拝接待所受付に当日お申し込みください。 

お知らせ

山陽教区「阪神・淡路大震災追弔法要兼
教区重点課題学習会」開催 
－震災から30年、悲しみを忘れずともに生きる－

真宗本廟お煤払い
「本山永代経」「本山申経」の
お扱いの改定について

〒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。

東京都大田区

萩原 秀邦（81歳）

「ご本尊のある生活」を読んで

　私は東京都に住んでいますが、出身は
福島県で、手次寺も福島にあります。実
家は兄が継いだので、分家の私の家には
お内仏がありませんでした。
　今から10年ほど前、京都に住んでいる
息子の家を訪れた際に、東本願寺の参拝

接待所で「手を合わせるものはあります
か」と尋ね、三折御本尊をお受けしました。
その裏書に記された「方便法身尊形 釋
淨如」という言葉。『同朋新聞』2024年12
月号特集「ご本尊のある生活」を読んで、
方便は「導き」という意味だと初めて知り

ました。特集を見ながら、タンスの上に置い
ている三折御本尊を虫眼鏡でじっくりと
観察し、その立ち姿、手の形、蓮華、後光、
三十二相を確認して大発見した気持ち
になりました。このご本尊の前で毎朝お勤
めをし、幸せを感じる日々 を送っています。

『同朋新聞』の感想をはじめ、日々の思いなどをお寄せください。お便り募集

はぎ わら  ひで くに

みつおり

しゃくうらがき

じょうにょ

ほうべんほっしんのそんぎょう

真宗本廟子ども奉仕団

TEL：075-371-9185（直通）　FAX：075-371-9201
Eメール：dobokaikan@higashihonganji.or.jp　

■第1回 【2泊3日】 7月25日（金）～27日（日）  
　講師：木村 慎氏（山陽教区）
■第2回 【1泊2日】 7月29日（火）～30日（水）  
　講師：楳山 正樹氏（名古屋教区）

ほとけの子テーマ

小学校4・5・6年生対　象

同朋会館HP
4月15日（火）から予約受付を開始します。
詳しくは、同朋会館ホームページをご覧ください。

お問い合わせ 同朋会館・研修部

お問い合わせ 本廟部 参拝接待所  075-371-9210

本山永代経

御影堂読経

仏間読経

勤行の様子

ひ が し

畠山氏によるお話

東本願寺で
おともだちと一緒に

あそぼう！

　昨年12月20日、真宗本廟にてお煤払いが執り行わ
れた。お煤払いは御影堂と阿弥陀堂で1年間にたまっ
たほこりや塵を払い出す大掃除で、本願寺第8代蓮如
上人のころから500年以上続く伝統行事。今回も、尾
張清浄講（愛知県）をはじめ、奉仕団の方々や近隣住
民、職員に加え、大谷中学校、京都光華中学校の生徒
の皆さんにも参加いただき、あわせて273人が両堂の
大掃除に奮闘した。
　参加者は横一列に並び、職員の掛け声を合図に一
斉に竹の棒で畳をたたきながら前進し、大うちわ役が
舞い上がったほこりを、両堂の外へ仰ぎ出した。畳をた

たく大きな音と、舞い上がる真っ白なほこりの様子を興
味深く見入る参拝者の姿も見られた。
　作業後、新年を迎えるにあたり、新たにお給仕を始
める儀式である「御規式」が行われ、大谷暢裕門首が
紙帳（御本尊、御真影をほこりから守る紙でできた囲
い）の上から、長柄箒で「寿」の字をなぞった。
　参加した関係学校の生徒は「みんなでやってやりが
いがあり、楽しかった」と感想を述べた。また、奉仕団の
参加者は、「叩いている時はわからなかったけれど、遠く
から見ると白いほこりがすごかった。鼻水が出てきた」と
語った。

すす  はら
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うめやま   まさ  き

ひ   の  かずまさ

ど きょう

ど  きょう

お  ひもとき

れんにょ

お お   き  しき ちょうゆう

わりしょうじょうこう し ちょう ご  ほん ぞん ご  しん ねい

い   お   い  まさひろ

てい だんなかすぎたかのり

はたけやまきよし

えい   たい  きょう もうし ぎょう

ついちょう

真宗門徒として帰敬式（おかみそり）を受けましょう  【帰敬式相談窓口 075-371-9185  平日9：00～16：00】   
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◆2・3面「人間といういのち
の相」で、認知症の話が出て
きます。私の祖母も晩年、同
じことを何度も何度も尋ね
てきていたことを思い出しま
した。はじめは少し戸惑いま
したが、祖母の生涯の中でも
本当に大きな出来事で、強い
思いを抱えていたのだなと
思うようになり、私が根気強
く答えてあげるんだという気
持ちで祖母の側にいました。
しかし今思うと、祖母の問い
に丁寧に答えるということ
は、その時の私に大事な役目
を与えてくれ、私を支えてく
れるものになっていたように
感じます。私自身も助けても
らってもいたと気づかされま
した。あらためて祖母にあり
がとうねと言いたいです。
◆7面「読者のお便り」で、本
紙の特集を読まれて、あらた
めてご自宅のご本尊をじっく
りご覧になったというお便り
をご紹介しています。編集に
携わった身として、とてもう
れしい言葉でした。これから
も皆さんのお声をしっかり受
けとめながら『同朋新聞』を
つくってまいります。（古賀）

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4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3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。

◆「人間といういのちの相」食品ロスをなくすため
に自分でも何かできるか探してみようと思った。
（富山県20代）　

◆「読者のお便り」の石を割り生えるサルスベリの写真を見て、命の力強さ
を感じ、何かしらの安心みたいなものをもらったように思いました。（北海
道60代）

メールでも応募できます！

1
月
号
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
の
答
え
は
、

A

し
B

ん
C
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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

12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！

し
ん
ね
ん

今月号の『同朋新聞』を読んで、　　

を完成させよう！
ヨコのカギタテのカギ
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1 親鸞聖人が〇〇ん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。（5面）
「末法五濁の衆生は 聖道の修行せしむとも ひと
りも証をえじとこそ 教主世尊は〇〇〇まえ」（5面）
2025年1月より「本山永代経」「本山申経」のお
扱いの改定を行いました。「〇〇〇経」の名称を
「読経」に変更し、読経場所を冠して「御影堂読
経」と「仏間読経」と称します。（7面）
帰敬式は、仏・法・僧の三〇〇に帰依することを
誓い、仏弟子としての名告りを表す「法名」をいた
だく、生涯に一度の大切な儀式です。（6面）
「現在を生きる」では、日本全国のご門徒の方々
や各地で開かれているど〇〇〇の会を紹介しま
す。（4面）
「ご案内」参拝接待所ギャラリーでは、3月26日ま
で「〇〇如上人御影道中展」を開催しています。
（8面）
師徳奉讃法要は、親鸞聖人が〇〇〇んする聖徳
太子・七高僧をはじめ、本願念仏の教えを伝えら
れた師主知識の恩徳を奉讃する法要です。（6面）

御影堂にて〇〇〇とき（初めての読経）を
行い、『法名記』に登載します。（7面）
「人間といういのちの相」今月のタイトル
は「おひ〇〇さまと介護」です。（2・3面）
真宗本廟境内南側の荘川桜（二世桜）
は、2017年12月に〇〇〇ま教区・高山
別院の宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌
の記念事業として植樹されました。（1面）
刑務所作業製品の展示即売会と真宗大
谷派の教誨師やと〇〇面接委員の取り組
みを紹介するパネル展を行います。（6面）
「ご案内」おみがき奉仕団は、〇〇〇〇え
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）
「縁―お寺の掲示板―」光明寺では、在家
〇〇〇〇講は、各集落のご門徒の自宅を
一軒一軒まわります。（4面）
宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教
開宗慶讃テーマ「南無阿〇〇仏 人と生ま
れたことの意味をたずねていこう」（2・3面
枠下）

プレゼント付
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読者のこえ

「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！3月号の
『同朋新聞』を読むと、ほとんどの答えがわかります！！

しんらん交流館真宗本廟
真宗本廟（東本願寺）へご参拝の際には、

ぜひお立ち寄りください。
開館時間／9時～17時  休館日／毎週火曜日

開門・閉門時間／3月～10月：5時50分～17時30分
　　　　　　　  11月～2月：6時20分～16時30分

東本願寺詳しくは ➡ 浄土真宗ドットインフォ
詳しくは ➡

晨朝（おあさじ） 3月の定例法話

3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
　　   および御影堂
【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
「蓮如上人御影道中展」（～3月26日）
「両堂再建展」（～3月24日）

【時間】毎日14時～（12日、27日は10時～）
　　　  

【時間】9時30分～11時
【講師】3月2日    本明 義樹氏（大谷大学講師）
　　   3月9日    中山 量純氏
　　　　　　　  　（解放運動推進本部本部委員）
　　   3月16日  川島 弘之氏
　　　　　　　  　（東京教区報佛寺衆徒）

交流ギャラリー
「お釈迦さまとその風景」展（3月26日～）

※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

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

第1回 7月25日（金）～27日（日） 
第2回 7月29日（火）～30日（水）

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

子ども奉仕団

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♪

※休館日、3月22日、31日は休会。その他、
　都合により休会する場合があります。

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 245,839,854円 

（2025年1月29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、「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。

※その他、時間・会場を
　変更する場合があり
　ます。

※詳細は7面をご確認ください。

（8）2025年（令和7年）3月1日  第808号

同朋新聞東本願寺ホームページで『同朋新聞』がお読みいただけます




