
さまざまな意見が交わされた（右から那須氏、林氏、大野氏、竹内氏）
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新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感

染
症
対
策
に

対
す
る
制
限

が
当
初
よ
り

緩
和
さ
れ
て
、今
は
ほ
と
ん
ど

規
制
が
な
く
な
り
ま
し
た
。な
の

で
、以
前
の
よ
う
に
人
の
行
き
来

が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。ご
法
事

の
時
も
、遠
方
の
ご
親
族
も
お

参
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、久
し

ぶ
り
に
大
勢
の
方
々
と
お
勤
め

を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
◆
新
型

コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
発
見
さ
れ
て

か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、今
ま
で
出

来
て
い
た
対
面
で
会
う
、大
勢
で

集
ま
る
な
ど
た
く
さ
ん
の
事
が

出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。本
当

に
そ
の
当
時
は
空
虚
感
を
い
だ

く
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。私
は

い
ろ
ん
な
人
の
繋
が
り
の
中
で

生
か
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
事

に
改
め
て
気
づ
か
せ
て
頂
き
ま

し
た
。普
段
当
た
り
前
に
人
と

接
し
て
い
た
事
が
当
た
り
前
で

は
無
か
っ
た
の
で
す
◆「
当
た
り

前
」の
反
対
は
、「
有
り
難
し
」と

聴
か
せ
て
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。阿
弥
陀
様
の
前
に
座
ら
せ

て
い
た
だ
く
と
、普
段
の
生
活
で

ど
れ
だ
け
の
も
の
に
対
し
て
有

り
難
い
と
思
っ
て
生
活
し
て
い
る

か
、つ
い
つ
い
私
中
心
で
物
事
を

見
て
い
な
い
か
そ
ん
な
危
う
い

私
を
心
配
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
阿
弥
陀
様
に
対
し
て
嬉
し
く

も
申
し
訳
な
く
も
思
い
ま
す
。

姫
路
中
組 

法
性
寺 
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史
雅

兵庫教区教務所
ホームページ

兵庫教区教務所
facebook

　
「
浄
土
真
宗
の
未
来
を
探

る
」
を
テ
ー
マ
に
、
神
戸
別

院
で
９
月
14
日
に
「
兵
庫
教

区
・
神
戸
別
院
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教

開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
」

協
賛
行
事
と
し
て
、
僧
侶
対

象
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

催
し
た
。

　

当
日
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
参

加
も
含
め
約
1
2
0
名
が

参
加
。那
須
公
昭
氏
（
宗
派

総
合
研
究
所
研
究
員
）、
林

正
浩
氏
（
大
和
総
研
主
席
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
）、大
野
雅
仁

氏（
寺
サ
ポ
ー
ト
代
表
）の
３

名
の
パ
ネ
リ
ス
ト
を
お
迎
え

し
、
基
調
講
演
と
公
開
討
論

の
時
間
が
持
た
れ
た
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

開
催
に
先
立
ち
、
６
月
〜
７

月
に
か
け
て
教
区
８
ブ
ロ
ッ

ク
の
状
況
を
確
認
す
る
「
ブ

ロ
ッ
ク
巡
回
」を
行
っ
た
。

　

巡
回
で
は
「
第
11
回
宗
勢

基
本
調
査
」
に
併
せ
行
わ
れ

た
「
外
部
研
究
機
関
に
よ
る

寺
院
診
断
」
の
分
析
内
容
を

も
と
に
、
宗
派
総
合
研
究
所

派
遣
の
講
師
に
よ
る
、
ブ

ロ
ッ
ク
単
位
で
の
解
説
が

行
わ
れ
、
門
徒
戸
数
増
減
な

ど
の
状
況
か
ら
、
こ
れ
か
ら

の
伝
道
の
在
り
方
つ
い
て

の
課
題
が
共
有
さ
れ
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
地

域
性
を
見
据
え
た
寺
院
の

未
来
を
考
え
る
」（
那
須
氏
）、

「
寺
院
診
断
〜
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に
〜
」

（
林
氏
）、「
求
め
ら
れ
る
真
宗

寺
院
と
寺
院
運
営
の
ヒ
ン

ト
」（
大
野
氏
）と
、各
々
の
立

場
よ
り
お
話
を
い
た
だ
い
た

後
、
竹
内
俊
之
氏
（
実
践
運

動
委
員
長
）
進
行
の
も
と
、

公
開
討
論
が
行
わ
れ
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、
寺
院
の

後
継
者
問
題
や
、
組
で
の
法

要
・
行
事
な
ど
に
参
画
で

き
る
住
職
が
減
少
し
て
い

る
な
ど
の
厳
し
い
課
題
が

提
起
さ
れ
た
。ま
た
、「
寺
院

運
営
に
問
題
が
な
い
と
さ

れ
る
地
域
で
も
、
厳
し
い
状

況
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

ほ
し
い
」
と
い
う
声
も
聞
か

れ
た
。

　

10
年
後
、
20
年
後
の
僧

侶
・
寺
院
像
を
模
索
し
歩

み
を
進
め
て
い
く
取
り
組
み

が
、今
、求
め
ら
れ
て
い
る
。

― 

協
賛
行
事
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
か
れ
る 

―

浄
土
真
宗
の
未
来
を
探
る



一
宗
を
開
く
意
図
が
な
か
っ
た

親
鸞
聖
人
が
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う

場
合
、
そ
れ
は
教
団
名
で
は
な
く
、

教
法
の
名
称
と
し
て
用
い
て
い
た

こ
と
は
前
回
ま
で
に
述
べ
て
き
ま

し
た
。現
在
の
よ
う
に
「
浄
土
真

宗
」
が
教
団
名
と
し
て
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
聖
人
が
ご

往
生
さ
れ
て
か
ら
実
に
二
百
年
あ

ま
り
経
っ
た
、
本
願
寺
第
八
代
宗

主
・
蓮
如
上
人
の
頃
か
ら
で
す
。

当
時
の
本
願
寺
は
、「
さ
び
さ
び
と

し
て
お
あ
し
ま
す
。参
詣
の
人
一

人
と
し
て
な
し
」（『
本
福
寺
由
来

記
』）
と
い
う
有
り
様
で
、
教
団
と

し
て
は
微
々
た
る
も
の
で
し
た
。

し
か
し
蓮
如
上
人
は
、
父
の
存
如

上
人
か
ら
宗
主
を
継
承
す
る
と
改

革
を
次
々
と
お
こ
な
い
、
本
願
寺

を
一
躍
全
国
的
な
教
団
へ
と
成
長

さ
せ
ま
し
た
。

蓮
如
上
人
の
時
代
、
一
般
的
に

浄
土
真
宗
の
こ
と
を
「
一
向
宗
」

と
呼
ぶ
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で

す
が
、
こ
の
名
称
は
む
し
ろ
時
宗

（
時
衆
）の
一
遍
上
人
智
真
や
、
一

向
上
人
俊
聖
の
教
団
に
対
す
る

呼
称
で
し
た
。そ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
蓮
如
上
人
は
「
宗
名
章
」
と

呼
ば
れ
る『
御
文
章
』で
、

開
山
（
親
鸞
聖
人
）
は
こ
の
宗

を
ば
浄
土
真
宗
と
こ
そ
定
め

た
ま
へ
り
。さ
れ
ば
一
向
宗
と

い
ふ
名
言
は
、
さ
ら
に
本
宗
よ

り
申
さ
ぬ
な
り
と
し
る
べ
し
。

（『
註
釈
版
』一
一
〇
五
頁
）

と
誡
め
て
い
ま
す
。私
た
ち
は
親

鸞
聖
人
が
「
浄
土
真
宗
」
と
仰
が
れ

た
本
願
の
み
教
え
を
聞
き
喜
ぶ
者

の
集
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
教

団
名
も
ま
た
「
浄
土
真
宗
」
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
初
め
て
明
言
さ
れ

た
の
で
す
。

そ
も
そ
も
一
向
宗
と
い
う
名
称

は
、『
仏
説
無
量
寿
経
』の「
一
向
専

念
無
量
寿
仏
」
の
経
文
に
基
づ
い

て
お
り
、た
だ
ひ
と
す
じ
に
専
ら
阿

弥
陀
仏
を
念
ず
る
と
い
う
意
味
で

す
の
で
、
元
か
ら
本
願
寺
教
団
の

み
を
指
す
独
自
の
呼
称
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。前
述
し
た
時
宗
の

一
遍
上
人
や
一
向
上
人
、さ
ら
に
は

仏
光
寺
・
専
修
寺
・
錦
織
寺
・
毫

摂
寺
な
ど
の
各
真
宗
門
流
、
浄
土

宗
鎮
西
派
な
ど
の
浄
土
異
流
ま
で

も
含
め
た
、一
向
に
専
修
念
仏
す
る

人
々
の
総
称
だ
っ
た
の
で
す
。

蓮
如
上
人
の
時
代
は
、
法
然
聖
人

に
よ
っ
て
説
か
れ
た
専
修
念
仏
の
教

え
を
受
け
継
ぐ
諸
門
流
・
諸
派
が
、

各
地
で
教
線
を
布
い
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
親
鸞
聖
人

を
浄
土
真
宗
の
宗
祖
と
し
て
仰
ぎ
、

他
の
専
修
念
仏
教
団
と
の
差
別
化

を
図
っ
て
い
た
蓮
如
上
人
は
、
他
宗

と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
も
、
自

分
た
ち
の
教
団
名
を
明
確
に
定
め

て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
本
願
寺
教
団
そ
の

も
の
は
全
国
的
な
組
織
へ
と
成
長

を
遂
げ
る
一
方
で
、「
浄
土
真
宗
」

と
い
う
名
称
は
な
か
な
か
定
着
し

ま
せ
ん
で
し
た
。江
戸
時
代
以
降
、

本
願
寺
は
幕
府
に
対
し
て
一
向
宗

と
い
う
俗
称
を
廃
し
、「
浄
土
真

宗
」の
公
称
を
求
め
ま
し
た
が
、
浄

土
宗
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
て
許
可

さ
れ
ず
、
明
治
五
年
に
「
真
宗
」
の

公
称
が
新
政
府
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
ま
す
。教
団
名
と
し
て
「
浄
土
真

宗
」の
公
称
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

昭
和
二
十
一
年
ま
で
待
た
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年によせて
「慶讃法要」を機縁に、四夷法顕さんに連載いただいています。

親鸞聖人御誕生の意義、立教開宗が示す意味を、ご一緒に味わわせていただきましょう。

教
団
名
と
し
て
の「
浄
土
真
宗
」

龍
谷
大
学・相
愛
大
学 

非
常
勤
講
師

阪
神
西
組 

信
行
寺
住
職

四
夷 

法
顕

し

い

ほ
う
け
ん

　
「
法
縁
に
よ
っ
て
同
じ
道

を
歩
む
人
た
ち
が
繋
が
る

喜
び
を
再
確
認
し
、
実
感
す

る
場
」
で
あ
る
「
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教

開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
」

が
本
願
寺
に
お
い
て
、
本
年

５
月
21
日
に
ご
満
座
を
迎

え
た
。

　

教
区
・
組
・
寺
院
に
お
い

て
も
、
ご
消
息
に
お
示
し
の

「
み
教
え
に
生
か
さ
れ
、い
よ

い
よ
お
念
仏
を
喜
び
、
す
べ

て
の
い
の
ち
あ
る
も
の
が
、

お
互
い
に
心
を
通
い
合
わ
せ

て
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
社

会
の
実
現
」
を
め
ざ
す
法
要

と
な
る
よ
う
、
令
和
６
年
12

月
ま
で
の
修
行
が
推
進
さ
れ

て
い
る
。

　

兵
庫
教
区
の
慶
讃
法
要

は
令
和
６
年
５
月
16
日（
木
）

〜
19
日（
日
）の
４
日
間
の
日

程
が
決
定
し
て
お
り
、
法
要

推
進
委
員
会
に
て
詳
細
内

容
に
つ
い
て
協
議
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
組
に
お
け
る
慶
讃

法
要
に
つ
い
て
は
、
既
に
２

組
か
ら
修
行
の
報
告
を
受

け
て
お
り
、
他
数
組
よ
り
法

要
実
施
の
計
画
書
が
提
出

さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
実
施
に
つ
い
て
は

２
か
月
前
ま
で
に
計
画
書
等

関
係
書
類
を
、
組
事
務
所
か

ら
教
区
法
要
事
務
所
（
教
務

所
）を
経
由
し
て
、中
央
法
要

事
務
所（
法
要
庶
務
部
）へ
提

出
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
法
要
の
修
行
を
通
し

て
、
親
鸞
聖
人
が
お
示
し
く

だ
さ
っ
た
浄
土
真
宗
の
み
教

え
が
益
々
広
ま
る
よ
う
、
各

組
か
ら
の
法
要
修
業
計
画

書
の
提
出
が
待
た
れ
る
。

組
に
お
け
る
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年・

立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
に
つ
い
て

多紀組での慶讃法要（７月30日）

し
ゅ
ん
じ
ょ
う

し



3

　

真
夏
の
日
差
し
が
照

り
つ
け
る
、
７
月
23
日

か
ら
１
泊
２
日
の
日
程

で
「
第
60
回
兵
庫
教
区

少
年
連
盟
サ
マ
ー
ス

ク
ー
ル
」
（
岩
田
紘
昭

委
員
長
）
が
開
催
さ
れ

た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
４

年
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ

た
今
回
は
、
本
願
寺
で

行
わ
れ
た
「
児
童
念
仏

奉
仕
団
」
に
約
80
名
が

参
加
。

　

１
日
目
は
、
清
掃
奉

仕
や
、
本
願
寺
境
内
・

書
院
な
ど
の
ウ
ォ
ー
ク

ラ
リ
ー
が
行
わ
れ
、
夕

方
に
は
京
都
水
族
館
を

見
学
。
２
日
目
は
、
午

前
５
時
に
起
床
し
、
眠

気
と
正
座
の
痛
み
に
耐

え
な
が
ら
お
晨
朝
へ
参

拝
。
午
後
か
ら
は
、
京

都
教
区
教
務
所
で
、
念

珠
作
り
と
和
菓
子
作
り

体
験
を
行
っ
た
。

　

参
加
し
た
子
ど
も
の

中
に
は
「
初
め
て
参
加

し
た
け
ど
、
た
く
さ
ん

の
お
友
だ
ち
が
で
き

た
。
ま
た
来
年
も
参
加

し
た
い
」
と
話
す
子

も
。
忘
れ
る
こ
と
の
出

来
な
い
、
夏
の
思
い
出

と
な
っ
た
。

夏の思い出（御影堂前） 御影堂をピカピカに

　

教
区
内
門
徒
総
代

が
、
組
・
地
域
を
超
え

て
交
流
し
、
学
び
を
深

め
る
「
門
徒
総
代
会
一

泊
研
修
会
」
（
北
本
誠

会
長
）
。
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
り
開
催
が
見
送
ら
れ

て
い
た
が
、
門
徒
総
代

か
ら
の
強
い
要
望
を
受

け
、
4
年
ぶ
り
に
開
催

さ
れ
た
。

　

8
月
28
日
〜
29
日
の

2
日
間
、
神
戸
別
院
で

行
わ
れ
た
本
研
修
に

は
、
51
名
の

門
徒
総
代
が

参
加
。

　

テ
ー
マ
を

「
立
教
開
宗

の
意
義
」
と

し
、
講
師
に

四
夷
法
顕
さ

ん

（

西

宮

市

・

信

行

寺
）
を
お
迎

え
し
、
翌
年

の

兵

庫

教

区
・
神
戸
別

院
の
「
慶
讃

法
要
」
に
む
け
て
学
び

を
深
め
た
。

　

基
調
講
義
の
後
の
分

散
会
や
、
全
体
会
で
の

意
見
交
換
、
懇
親
会
で

は
酒
を
酌
み
交
わ
し
な

が
ら
親
睦
を
深
め
る
な

ど
、
普
段
交
わ
る
こ
と

が
無
い
地
域
の
総
代
同

士
が
交
流
。
「
大
変
有

意
義
な
２
日
間
で
し

た
」
と
、
喜
び
の
声
が

聞
か
れ
た
研
修
会
と

な
っ
た
。

熱心な意見が交わされた

　

「
歴
史
を
感
じ
る
旅

へ
」
を
テ
ー
マ
に
、
寺

族
婦
人
会
連
盟
（
杉
本

笙
子
委
員
長
）
が
9
月

28
日
に
研
修
旅
行
を
開

催
し
、
40
名
の
寺
族
婦

人
が
参
加
し
た
。

　

午
前
は
本
願
寺
史
料

研
究
所
の
岡
村
喜
史
さ

ん
よ
り
解
説
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
本
願
寺
の
書

院
や
飛
雲
閣
を
拝
観
。

　

午
後
か
ら
は
、
市
内

に
あ
る
重
要
文
化
財
の

京
町
家
・
杉
本
家
住
宅

を
訪
問
。
10
代
目
当
主

の
杉
本
節
子
さ
ん
か

ら
、
杉
本
家
の
歴
史

と
、
大
切
に
受
け
継
が

れ
て
き
た
「
浄
土
真
宗

門
徒
の
暮
ら
し
」
に
つ

い
て
お
話
を
伺
っ
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
普

段
聞
く
こ
と
が
出
来
な

い
話
を
、
現
地
で
直
接

聞
け
た
。
参
加
し
て
よ

か
っ
た
」
と
の
声
も
。
歴

史
と
文
化
を
肌
で
感
じ

た
贅
沢
な
旅
と
な
っ
た
。

貴重なお話を伺った（杉本家住宅） 飛雲閣（国宝）を拝観 詳細な解説に聞き入った（本願寺鴻の間）

古
都
の
旅

有
意
義
な
２
日
間

本
願
寺
で
過
ご
す
夏

―

寺
婦
が
京
都
で
現
地
研
修―

―

門
徒
総
代
が
一
泊
研
修―

―

少
年
連
盟
が
児
童
念
仏
奉
仕
団
に
参
加―



退
職
の
お
知
ら
せ

６
月
末
日
付
で
山
䕃
七
歩

氏（
一
般
職
員
）が
退
職
い
た

し
ま
し
た
。
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2024（令和6）年2月10日（土） 午後   本願寺神戸別院にて開催

親鸞聖人御誕生850年・
立教開宗800年慶讃法要 協賛行事のお知らせ

プロフィール
1961年大阪府生まれ
相愛大学学長　専門：宗教学、比較宗教思想
浄土真宗本願寺派大阪教区豊島北組如来寺住職
NPO法人「リライフ」代表

【著書】
『ブッダの伝道者たち』（角川選書）
『死では終わらない物語について書こうと思う』（文藝春秋）
『隨縁つらつら対談』
『この世を仏教で生きる 今から始める他力の暮らし』

（大平光代氏と共著）
『おてらくご』（本願寺出版社）　他多数

プロフィール
イラン出身。 8歳で来日し、高校生から芸能活動を始める。
舞台『恭しき娼婦』では主演を務め、主演映画『冷たい床』で
は、ミラノ国際映画祭で最優秀主演女優賞を受賞するなど、
映画や舞台・俳優としても活動の幅を広げている。また、第9
回若者力大賞を受賞。
国際人権団体NGOの「すべての子どもに家庭を」の活動では
親善大使を務めた。
個人的にも支援活動を続け、2020年にはアメリカで人権活
動家賞も受賞。
13年ぶりの新著「言葉の花束～困難を乗り切るための自分育
て～」も好評発売中。

釈徹宗 （僧侶・相愛大学学長） サヘル・ローズ （俳優・タレント）

「兵庫教区・神戸別院 親鸞聖人御誕生８５０年・立教開宗８００年慶讃法要」をお勤めするにあたり、協賛行事として、
釈徹宗さん（僧侶・相愛大学学長）とサヘル・ローズさん（俳優・タレント）を講師にお迎えし、講演会を開催します。僧侶
として、メディアなど幅広くご活躍の釈さんと、俳優として活動しながら子ども達への支援活動も続けているサヘルさん。
国籍・宗教・活動する世界など、異なるバックグラウンドを持つお二人の対話を通し、新たな視点や学びの機会となるこ
とを願いとしております。講演は、どなたでも無料で聴講可能です。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

釈徹宗さんとサヘル・ローズさんの講演と対談


