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令
和
五
年
三
月
よ
り
、
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・

立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
が
、
五
期
三
〇
日
間
、

京
都
ご
本
山
で
ご
修
行
に
な
り
ま
す
。
五
〇
年
に
一
度
の 

ご
法
縁
と
し
て
、
皆
様
と
共
に
宗
祖
の
ご
誕
生
と
、
お
念
仏

に
遇
え
た
こ
と
を
慶
讃
し
深
く
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
祖
の
ご
生
涯
と
教
団
の
歩
み
に
つ
い
て
は
、
ご
法
要
を

縁
と
し
た
宗
門
内
の
様
々
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
の
で
、
書
籍
や
D
V
D
な
ど
、
是
非
お
手
元
に

取
り
寄
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。『
浄
土
真
宗
に 

帰
す
れ
ど
も
　
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
　
虚
仮
不
実
の

わ
が
身
に
て
　
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し（
正
像
末
和
讃
）』

「
浄
土
の
真
実
の
教
え
に
帰
依
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
わ
た
し
が
ま
こ
と
の
心
を
も
つ
こ
と
な
ど
あ
り
得

な
い
。
嘘
い
つ
わ
り
ば
か
り
の
わ
が
身
で
あ
り
、
清
ら

か
な
心
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い（
聖
典
現
代
語
版
）」こ
れ
は

宗
祖
が
晩
年
に
至
り
、
ご
自
身
の
非
常
に
深
い
罪
業
感
の

心
中
を
悲
し
み
、
歎
き
う
ち
明
け
ら
れ
、
虚
仮
で
し
か

あ
り
得
な
い
身
で
あ
る
こ
と
を
自
己
内
省
さ
れ
た
お
言
葉

で
、「
悲ひ

歎た
ん

述じ
ゅ
っ

懐か
い

和わ

讃さ
ん

」と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
宗
祖
は

九
歳
で
天
台
宗
の
僧
侶
と
な
り
、
二
九
歳
で
源
空
聖
人
に

師
事
し
、
自
力
の
行
を
捨
て
本
願
に
帰
依
さ
れ
、
専
修

念
仏
の
教
え
を
一
心
に
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
勝
手
な

想
像
で
す
が
、
源
空
聖
人
に
師
事
し
た
宗
祖
は
、
二
〇
年
間

の
比
叡
山
で
の
勉
学
と
修
行
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
本
当

に
生
き
生
き
と
し
た
、
喜
び
の
中
に
毎
日
を
過
ご
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
。
そ
れ
は
生
涯
の
師
に
出
遇
う
こ
と
が

で
き
た
喜
び
と
、
そ
の
師
に
よ
っ
て
お
念
仏
の
教
え
に

出
遇
え
た
喜
び
か
ら
と
想
像
し
て
い
ま
す
が
、
宗
祖
の

念
仏
生
活
に
は
外
圧
に
よ
る
念
仏
停
止
な
ど
の
苦
難
も

あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
よ
う
な
苦
難
に
直
面
し
て
も
、

宗
祖
は
そ
の
状
況
を
判
断
す
る
基
準
が
お
念
仏
の
み
教
え

に
あ
り
、
益
々
み
教
え
を
拠
り
所
と
す
る
ご
生
涯
と
な
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

先
の
お
言
葉
は
？
・
・
・
。
そ
し
て
こ
の
お
言
葉
を「
宗
祖

個
人
が
内
省
さ
れ
た
だ
け
」と
受
け
止
め
る
だ
け
で
よ
い

の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
ご
著
述
の
年
代
は

前
後
し
ま
す
が
、『
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
悲
し
き
か
な

愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑

し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に

近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
ず
べ
し
傷
む

べ
し
と（
御
本
典
信
巻
）』「
い
ま
、
ま
こ
と
に
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
悲
し
い
こ
と
に
、
愚
禿
親
鸞
は
、
愛
欲
の

広
い
海
に
沈
み
、
名
利
の
深
い
山
に
迷
っ
て
、
正
定
聚
に

入
っ
て
い
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
実
の
さ
と
り
に
近
づ
く

こ
と
を
楽
し
い
と
も
思
わ
な
い
。
恥
し
く
、
嘆
か
わ
し
い

こ
と
で
あ
る（
聖
典
現
代
語
版
）」
と
、
う
ち
明
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
自
己
内
省
の
お
言
葉
は
、
み
教
え
が

人
生
の
指
針
と
な
っ
た
か
ら
こ
そ
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
た

罪
業
感
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
お
言
葉
に

触
れ
る
に
つ
れ
、
こ
の
度
の
ご
法
要
を
私
自
身
が
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
お
迎
え
す
る
べ
き
か
自
問
す
る
と
き
、

慶
讃
、
感
謝
と
同
時
に
、
宗
祖
の
自
己
内
省
の
お
言
葉
を

私
自
身
の
中
に
深
く
刻
み
込
む
こ
と
で
、
自
ら
を
見
つ
め

直
す
こ
と
の
で
き
る
稀
有
な
ご
法
縁
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

岐
阜
教
区
教
務
所
長

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

　
　
　
岐
阜
教
区
委
員
会
委
員
長

泉
井
敬
文
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親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年
慶 讃 法 要

2023（令和5）年にお迎えいたします親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要ワッペンを調製いたしました。
慶讃法要に向けた機運高揚のため、ご希望の方には無料で送付いたします。
下記連絡先へお問い合わせいただき、ご希望の枚数や色、送付先などをお伝えください。

2023（令和5）年
　第1期 3月29日（水）～4月  3日（月）
　第2期 4月10日（月）～4月15日（土）
　第3期 4月24日（月）～4月29日（土）
　第4期 5月  6日（土）～5月11日（木）
　第5期 5月16日（火）～5月21日（日）

法要時間
　午前の座　午前10時
　午後の座　午後2時

なお、5月18日（木）から5月21日（日）に
ついては、1日1座（午前）です。
また4月29日（土）、5月6日（土）及び5月
7日（日）については、別途お知らせします。

詳しくは、宗派ホームページ等でご確認
お願いいたします。
https://www.hongwanji.or.jp

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年
慶讃法要期日

　このたび、2023（令和5）年にお迎えいたします親鸞聖人
御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要のご修行に向け、
プロモーション動画を制作いたしました。
　ぜひ、多くの皆さまにご覧いただきますとともに、慶讃
法要へのご参拝を心よりお待ち申しあげております。

　＜収録内容＞
	 ◦オープニング
	 ◦親鸞聖人のご生涯について
	 ◦立教開宗について
	 ◦法要の趣旨・期日について
	 ◦本願寺（文化財）のご紹介と参拝のご案内
	 ◦エピローグ
	 ◦愛唱歌｢みんな花になれ｣のご紹介

　この動画は、宗派公式YouTubeチャンネルでも配信
いたしております。

宗派公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/
UCDkZqZl8W5KAr2wGtym5TWA

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年
慶讃法要プロモーション動画の配信について

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要「ワッペン」について親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要「ワッペン」について

お問い合わせ先
親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要
法要庶務本部	総合情報センター
社会部	＜社会情報担当＞
〒600-8501	京都市下京区堀川通花屋町下る
	 浄土真宗本願寺派宗務所
TEL：075-371-5181（代表）
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生存・自由などの権利が無条件に保障されている
ことであると考えれば、貧困の問題を克服して
いこうとすることは、遠い道のりの小さな一歩
かもしれませんが、平和へ繋がる確かな一歩である
といえます。
　貧困問題への具体的な取り組みの一つとして、
宗門では「子どもたちの笑顔のために募金」を立ち
上げ協力を呼びかけています。集められた募金は、
ネパールのカトマンズ本願寺を通じて現地の学校
支援金として、また国内では「子ども食堂」「学習
支援活動」に取り組んでいる寺院や団体への助成金、
また全国に13施設ある本願寺派の児童養護施設
の在園・卒園した子どもたちへの支援などに使われ
ています。
　実践運動・重点プロジェクトは「宗門を構成
するすべての人が参画し実践する」ことを願いと
しています。僧侶も門信徒も、お念仏にご縁を
いただいたすべての人々が手を携え、身近なところ
でできることを少しずつ進め、ともに着実な一歩を
歩んでまいりましょう。

重点プロジェクト

　宗門では2012（平成24）年より、『結ぶ絆から、
広がるご縁へ』のスローガンのもと、「御同朋の社会
をめざす運動」（実践運動）を推進しています。宗制
に掲げられている「本宗門は、その教えによって、
本願名号を聞信し念仏する人々の同朋教団であり、
あらゆる人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝え、
もって自他共に心豊かに生きることのできる社会
の実現に貢献するものである」という基本理念の
実現に向けて、お念仏にご縁をいただいた私たち
一人ひとりが念仏者としての自覚を深め、浄土真宗
のみ教えを社会へ広めつつ、具体的な社会貢献を
めざしていく運動であるといえます。
　その推進の中、2018（平成30）年より＜貧困の
克服に向むけて～Dāna for World Peace～＞
－子どもたちを育むために－を宗門全体の重点プロ
ジェクト実践目標として定め、宗門に関わる全て
の人々が一体感をもって取り組めるよう進められて
います。
　貧困の問題は、SDGs（持続可能な開発目標）の
1番目にも挙げられているように、世界規模で大き
な課題として考えられています。ユニセフの報告書
には「5.6秒に１人の割合で、幼い子どもたちが飢え
によって5歳になる前に亡くなっている」とあり、
世界中で7億人以上の人々、つまり10人に一人が
一日200円以下の生活を強いられているといいます。
また近年は日本においても子どもの貧困が注目
されるようになってきています。
　経済格差による貧富の差が貧困の問題をより
大きくし、特に子どもをはじめとした社会的に弱い
立場の方々がその影響を強く受けています。念仏者
としてはもちろんのこと、同じ時代・同じ社会を
生きる者としても、私たちはそのことに無関心で
いるわけにはいきません。
　戦後70年を契機として、宗門では改めて平和
への学びを深め議論してまいりましたが、その中に
おいても、貧困問題を克服していくことは平和への
貢献に繋がるということが明らかにされました。

「平和」を単に戦争がない状態のことではなく、
貧困や暴力・抑圧・差別などから解放され、平等・

「貧困の克服に向けて」

御同朋の社会をめざす運動
岐阜教区委員会副委員長
長良組・妙楽寺

千
ち

葉
ば

　純
じゅん
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仏事に関する

Q 葬儀は、何のためにつとめるのですか？

A 葬儀は、私がこの世でご縁があった方々に、
	 最後にできるいのちの伝達です。

　葬儀をつとめると聞いて、皆さんは、どなたの葬儀を思い浮かべられますか？
　今回は、ご自身の葬儀を考えてみましょう。
　私の葬儀は、何のためにつとめてもらうのですか？

浄土真宗の葬儀は、成仏するための儀式ではありません。
必ず救うという阿弥陀さまのお誓い（本願）を聞いて念仏を喜んだ者は、その時既に浄土に往生し、
仏にしていただくことが決まっています。阿弥陀さまが約束してくださっているのですから、成仏
するための儀式は必要ないのです。

　導師に代表してもらい、家族や縁の深い人々
みんなでつとめてもらいます。
　全て、阿弥陀さまへの報謝のおつとめですから、
私の写真で阿弥陀さまや南無阿弥陀仏（名号）が
隠れてしまわないようにしてもらいます。

　最後にこの世でのいのちには限りがあること
を知らせ、今生での出会いに感謝し、いのちの
尊さを知らせていきます。
　しかし、今既に、阿弥陀さまのはたらきに
より、二度と死ぬことのない永遠のいのちを
賜りました。これからは、阿弥陀さまと共に、
大事な人に寄り添い導くはたらきをさせて
もらいます。だから、どうか「南無阿弥陀仏」と
念仏しておくれと、伝える大事なチャンスです。

　私は、迷ったりしません。阿弥陀さまが、この
世のいのち尽きた時、即浄土に生まれさせてく
ださるのですから、お棺を回したり、死装束や

守り刀は必要ありません。

　私は、仏さまにさせていただくのですから、
祟ったりしません。茶碗を割ったり、塩をまい
たりする必要はありません。
　誰かを道連れに引っ張っていくこともしま
せん。友引に葬儀を避ける風習がありますが、
気にしなくてよいのです。友引というのは、元々
中国の宋時代に考案された占いの暦の言葉です。
先勝と先負の間にあって引き分けの意味です。

　「ご冥福をお祈りいたします」とか「草葉の陰で」
とか「天国で」と、お言葉を頂くことがありますが、
私は阿弥陀さまの世界（お浄土）に生まれさせて
もらい、仏のはたらきをさせていただきます。
死後の幸せを願ってもらわなくても大丈夫です。
お墓の周りにも、天国にもいません。
　お浄土に生まれ、南無阿弥陀仏の阿弥陀さまと
共にあなたと共にいます。

●臨終勤行（枕経）は、これまで念仏を喜んできた生活の総まとめ
●お通夜は、最後の夕方のおつとめ
●葬儀の前の出棺勤行は、家のご本尊の前での最後のおつとめ
●葬儀は、一人でも多くの方に、阿弥陀さまの法縁に出遭ってもらう場

人間のいのち終えても仏事の主役は私です。
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白
い
艶
々
の
炊
き
た
て
ご
飯
と
、
旬
の
野
菜
を

た
っ
ぷ
り
入
れ
た
味
噌
汁
を
い
た
だ
き
、
す
べ
き

事
の
合
間
に
は
横
た
わ
り
、
少
し
の
活
字
を
読
み

な
が
ら
眠
り
に
つ
く
。
一
日
の
終
わ
り
に
は
、

や
わ
ら
か
な
子
ど
も
の
寝
息
が
聞
こ
え
て
来
る
。

時
に
は
温
泉
に
浸
か
り
に
行
き
、
青
空
に
浮
か
ぶ

雲
や
山
々
の
緑
を
眺
め
て
、
言
葉
に
な
ら
な
い

感
動
を
覚
え
る
。
私
の
幸
福
な
一
時
の
光
景
で
す
。

あ
あ
、
願
わ
く
ば
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
日
々
が

壊
れ
る
こ
と
な
く
、
静
か
に
穏
や
か
に
続
い
て

い
き
ま
す
よ
う
に
…
。
生
れ
て
か
ら
今
日
に

至
る
ま
で
、
わ
が
幸
福
の
追
求
の
為
と
、
朝
か
ら

晩
ま
で
奔
走
し
な
が
ら
生
き
て
来
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
私
の
上
に
、
片
時
た
り
と
も
離
れ
る

こ
と
な
く
、
降
り
注
い
で
く
だ
さ
る
願
い
が
あ
り

ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。
ど
う

あ
っ
て
も
大
丈
夫
と
。
ふ
と
、
不
思
議
に
思
う
時

が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
私
は
手
を
合
わ
せ
、
お
念
仏

を
申
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私

が
懸
命
に
努
力
を
し
て
、
追
い
求
め
て
来
た
結
果

の
お
念
仏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
不
思
議
と

呼
ば
ず
し
て
、
何
を
不
思
議
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
。

わ
が
人
生
の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
こ
れ
以
上
の

不
思
議
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

　
あ
る
お
寺
の
床
の
間
に
、
一
幅
の
掛
け
軸
が

あ
り
ま
し
た
。『
ま
づ
三
悪
道
を
は
な
れ
て
人
間

に
生
る
る
こ
と
、
お
ほ
き
な
る
よ
ろ
こ
び
な
り
。

身
は
い
や
し
く
と
も
畜
生
に
お
と
ら
ん
や
。
家
は

ま
づ
し
く
と
も
餓
鬼
に
ま
さ
る
べ
し
。
心
に
お
も

ふ
こ
と
か
な
は
ず
と
も
地
獄
の
苦
に
く
ら
ぶ
べ
か

ら
ず
。
世
の
住
み
憂
き
は
い
と
ふ
た
よ
り
な
り
。

こ
の
ゆ
ゑ
に
人
間
に
生
れ
た
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぶ

べ
し
』
源
信
和
尚
の
法
語
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

横
川
法
語
で
し
た
。
お
聖
教
を
開
か
せ
て
い
た
だ

く
と
、
三
悪
道
を
離
れ
て
仏
法
に
遇
う
こ
と
の

で
き
る
人
間
に
生
れ
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で

あ
る
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
三
悪
道
と
は
、 

地
獄（
苦
し
み
の
極
ま
っ
た
世
界
）、
餓
鬼（
飢
え

渇
き
に
苦
し
ん
で
い
る
世
界
）、
畜
生（
恥
を
知
ら

な
い
世
界
）の
こ
と
で
す
。
自
身
の
生
き
様
を
振
り

返
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
の
私
こ
そ
が
、
三
悪
道
の

住
人
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
思
い
通
り
に

な
ら
な
い
と
嘆
き
、
塩
水
を
飲
む
が
如
く
貪
り
、

真
実
真
理
に
暗
い
。
ど
こ
が
三
悪
道
と
違
う
の
か
、

同
じ
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

　
け
れ
ど
一
点
だ
け
、
違
う
所
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
仏
法
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

事
で
し
た
。
人
間
と
し
て
生
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
は
、
仏
法
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
為
で
あ
り

ま
し
た
。
今
こ
こ
で
苦
悩
す
る
私
一
人
の
為
に
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
の

苦
し
み
も
喜
び
も
悲
し
み
も
全
部
、
こ
の
南
無 

阿
弥
陀
仏
が
引
き
受
け
た
、
ひ
と
り
じ
ゃ
な
い
よ

と
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
か
遠
い

お
浄
土
で
、
待
っ
て
お
ら
れ
る
仏
様
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
苦
悩
多
き
人
生
を
南
無
阿
弥
陀
仏

と
生
き
抜
か
れ
た
、
先
人
達
の
行
か
れ
た
道
を
、

私
も
ま
た
同
じ
様
に
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

命
を
終
え
た
時
に
は
、
阿
弥
陀
様
の
お
は
た
ら
き

で
お
浄
土
に
生
れ
仏
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
き
、

す
ぐ
に
こ
の
土
に
還
っ
て
来
て
、
今
度
は
生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
為
に
は
た
ら
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

合
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
一
組
・
願
明
寺

能の
う

美み

　
真ま

由ゆ

良ら

人
間
に
生
れ
た
る
こ
と

法
話
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親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
は
43
通
遺
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
第
26
通
は
弟
子
の
有
阿
弥
陀
仏
へ
の

返
信
で
、
七
月
十
三
日
と
日
付
は
入
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
年
代
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
内
容
か
ら

最
晩
年
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
身
は 

い
ま
は 

と
し
き
は
ま
り
て
候
へ
ば 

さ
だ
め
て
さ
き
だ
ち
て
往
生
し
候
は
ん
ず
れ
ば

浄
土
に
て
か
な
ら
ず 

ま
ち
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
べ
し

　
有
阿
弥
陀
仏
の「
本
当
に
お
念
仏
を
申
す
だ
け

で
、
お
悟
り
の
世
界（
浄
土
）に
生
ま
れ
さ
せ
て

頂
く
こ
と（
往
生
）が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

煩
悩
を
断
た
ね
ば
浄
土
往
生
な
ど
で
き
る
は
ず
が

な
い
、浄
土
の
端
っ
こ（
辺
地
）の
怠
け
者
が
集
ま
る

つ
ま
ら
な
い
場
所
に
、
た
ど
り
着
く
の
が
せ
い

ぜ
い
だ
。
そ
ん
な
で
き
の
悪
い
者
に
対
す
る
気
休

め
の
教
え
を
有
り
難
が
っ
て
ど
う
す
る
、
と
聞
か

さ
れ
る
と
心
配
に
な
り
ま
す
」と
い
っ
た
内
容
と

思
わ
れ
る
質
問
に
、
懇
切
丁
寧
に
答
え
ら
れ
た

手
紙
の
最
後
に
添
え
ら
れ
た
お
言
葉
で
す
。

　
私
も
歳
を
重
ね
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
身
。
今
年

の
冬
は
、
風
邪
で
も
引
け
ば
、
恐
ら
く
越
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
今
生
、
生
き
て
相
ま
み
え
る
こ

と
は
叶
わ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
膝
つ
き
合
わ
せ
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
を
仰
ぎ
、よ
ろ
こ
び
あ
っ
た

こ
と
が
懐
か
し
い
が
、
そ
の
時
の
話
に
、
付
け

加
え
た
り
、
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

こ
と
は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
経
文
も

正
確
に
思
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
お
経
を

紐
解
い
て
確
か
め
よ
う
に
も
、
目
が
よ
く
見
え
ず
、

そ
れ
も
叶
わ
な
い
が
、
愚
痴
に
か
え
り
て
往
生
す
、

と
の
師
匠
法
然
さ
ま
の
言
葉
が
、
し
み
じ
み
と

あ
り
が
た
く
思
い
だ
さ
れ
ま
す
。
田
舎
の
人
々
が
、

経
文
を
一
行
も
暗
誦
で
き
ず
と
も
、
仏
さ
ま
の

お
慈
悲
の
ま
ま
に
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
と
お
念
仏

申
す
姿
に
、法
然
聖
人
は
手
を
合
わ
せ
て
お
ら
れ
た
。

　
お
お
、そ
う
だ
。
今
、私
も
、そ
の
田
舎
の
人
々

と
同
じ
く
、
お
慈
悲
の
ま
ま
に
、
お
念
仏
申
す

日
暮
ら
し
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。

　
身
の
回
り
の
こ
と
ひ
と
つ
、
人
の
世
話
に
な
ら

な
け
れ
ば
や
っ
て
ゆ
け
な
い
。
そ
れ
な
の
に
感
謝

の
思
い
ば
か
り
で
は
い
ら
れ
な
い
。
蛇
や
サ
ソ
リ

の
よ
う
な
心
が
蠢う

ご
めく

の
が
分
か
る
。
あ
あ
、
だ
か

ら
こ
そ
、
お
念
仏
ひ
と
つ
で
救
う
、
と
誓
わ
れ
た

の
だ
。
仏
さ
ま
が
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
、
ナ
ン
マ

ン
ダ
ブ
ツ
と
お
浄
土
に
連
れ
か
え
っ
て
下
さ
る
。

だ
か
ら
安
心
。
今
生
、
相
ま
み
え
る
こ
と
は
な
く

と
も
、
お
浄
土
で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
よ･･･

。

　
医
療
体
制
な
ど
、
現
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
時
代
、
高
齢
者
に
と
っ
て
風
邪
は
命
取
り
の

病
で
し
た
。
こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
も
風
邪
の

一
種
で
す
が
、
感
染
力
が
強
く
、
突
然
、
重
症
化

し
て
死
に
至
る
こ
と
が
あ
り
、
世
界
中
が
恐
怖
に

陥お
と
し
いれ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
恐
怖
が
、
差
別
や
偏
見

を
う
み
、
そ
れ
こ
そ
蛇
や
サ
ソ
リ
の
よ
う
に
他
者

へ
の
非
難
や
攻
撃
を
誘
発
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
だ
け

ど
大
丈
夫
。
そ
ん
な
私
が
お
目
当
て
で
し
た
。

　
還
暦
を
過
ぎ
、
互
い
の
体
の
不
調
を
感
じ

あ
っ
た
沈
黙
の
後
、「
で
も
、
い
つ
か
死
ん
だ
ら

親
鸞
聖
人
に
会
え
る
ん
だ
よ
ね
？
そ
れ
は
と
っ
て

も
楽
し
み
」と
明
る
く
言
い
放
っ
た
坊
守
の
言
葉

に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
病
を
恐
れ
、
怯
え

て
暮
ら
す
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
皆
さ
ん
も
、

一
緒
に
法
座
に
参
ら
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。

称
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
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派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
陽
組
・
光

寺
日ひ

野の

　
安あ

ん

晃こ
う

浄
土
に
て
か
な
ら
ず 

ま
ち
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
べ
し

法
話
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チャンネル
「本願寺岐阜別院」について
　岐阜別院の法要の様子を生
配信いたしますのでご覧くだ
さい。

YouTube		本願寺岐阜別院

またはQRコードを読み取り
ご視聴ください。

お
知
ら
せ

岐
阜
別
院 『
報
恩
講
法
要
』の
ご
案
内

12
月
4
日（
土
） 

午
前
10
時
　
日
中
法
要

 

午
後
1
時
　
逮
夜
法
要

12
月
5
日（
日
） 

午
前
10
時
　
日
中
法
要

 

午
後
1
時
　
逮
夜
法
要

 

午
後
6
時
　
帰
敬
式

 

午
後
7
時
　
初
夜
法
要

12
月
6
日（
月
） 

午
前
10
時
　
満
日
中
法
要

ご
講
師
　
中
川
南
組
・
光
顔
寺

　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使
　
松
島
法
城 

師

●
岐
阜
別
院『
報
恩
講
法
要
　
帰
敬
式
』

　
◦
期
　
　
日
　
12
月
5
日（
日
）

　
◦
時
　
　
間
　
午
後
6
時

　
◦
場
　
　
所
　
本
願
寺
岐
阜
別
院
　
本
堂

　
◦
冥
加
金
　
成
人
一
二
、〇
〇
〇
円  

未
成
年
七
、〇
〇
〇
円

　
◦
申
請
方
法
　
本
願
寺
岐
阜
別
院
ま
た
は
所
属
寺
院
に

　
　
　
　
　
　
　
お
申
し
出
く
だ
さ
い

　
◦
締
　
　
切
　
11
月
1
日（
月
）別
院
必
着

　
※
内
願（
希
望
す
る
漢
字
2
字
を
法
名
と
し
て
願
い
出
る

こ
と
）に
つ
い
て
は
締
切
が
10
月
1
日
と
な
り
ま
す

た
め
、
選
定
法
名
で
の
受
式
と
な
り
ま
す
こ
と
予
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、本
願
寺
岐
阜
別
院
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
僧
侶
研
修
会
報
告
」

　
二
〇
二
一（
令
和
三
）年
度
僧
侶
研
修
会
が
八
月
二
日
、

三
日
の
二
日
間
開
か
れ
ま
し
た
。
今
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
で
の

研
修
と
い
う
こ
と
で
、例
年
と
は
違
い
短
縮
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、

従
来
の
講
義
形
式
並
び
に
ネ
ッ
ト
配
信
も
併
せ
て
行
い
ま
し
た
。

　
初
日
に
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
司
教
で
あ
ら
れ
ま
す

藤
田
祥
道
先
生
に
『
大
乗
非
仏
説
・
仏
説
論
に
つ
い
て

知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
』
と
題
し
ま
し
て
ご
講
義
を
賜
り

ま
し
た
。
初
期
経
典
の
頃
よ
り
、
仏
法
の
真
実
と
利
益
が

語
ら
れ
る
上
で
は
仏
説
と
し
て
扱
っ
て
き
た
こ
と
、
天
親

や
無
著
が
教
法
の
世
界
は
広
大
で
甚
深
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
に
反
し
な
い
も
の
は
仏
語
で
あ
る
と
、
大
乗
仏
説
を

確
立
さ
せ
よ
う
と
ご
尽
力
な
さ
っ
た
こ
と
を
分
か
り

や
す
く
ご
講
義
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
み
教
え
が
今

私
た
ち
の
処
へ
届
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
先
哲
や
仏
様

の
ご
苦
労
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
有
り
難
く
拝
聴
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
二
日
目
に
は
部
落
解
放
・
人
権
確
立
要
求
岐
阜
県
実
行

委
員
会
会
長
で
あ
ら
れ
ま
す
楠
眞
先
生
に『
み
教
え
と
差
別

の
現
実
に
つ
い
て
』と
題
し
ま
し
て
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
人
権
感
覚
を
持
っ
て
冷
め
た
目
で
経
典
を
読
ん
で

い
く
こ
と
も
大
切
と
、
先
生
独
特
の
表
現
が
あ
り
深
く

考
え
さ
せ
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
親
鸞

聖
人
も
被
差
別
者
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
と
の

お
話
で
し
た
か
ら
、
今
現
実
に
起
こ
る
差
別
問
題
や
社
会

問
題
で
悩
む
人
た
ち
に
応
じ
て
、
私
た
ち
僧
侶
が
関
わ
り

続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
と
学
び
ま
し
た
。

　
ま
た
次
も
実
り
あ
る
研
修
会
を
皆
様
と
共
に
受
講
で
き

る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
、
こ
こ
に
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

書
籍
の
紹
介

『
私
た
ち
の
ち
か
い
』の
味
わ
い

　
二
〇
一
八（
平
成
三
〇
）年
一
一
月
二
三
日
、
秋
の
法
要

に
お
い
て
ご
門
主
さ
ま
は
、
よ
り
広
く「
念
仏
者
の
生
き

方
」の
こ
こ
ろ
を
お
伝
え
す
る
た
め
、
そ
の
肝
要
を
短
く

簡
潔
な
四
カ
条
の
言
葉「
私
た
ち
の
ち
か
い
」
と
し
て

お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

釈 徹宗　著

本書は、「私たちのちかい」を、一人
ひとりがそれぞれに、自らのこと
として、つねに身近に親しんでいただ
けるよう、平易な表現でその味わいを
綴っております。

『
い
の
ち
の
荘
厳
　
仏
華
』

浄土真宗本願寺派 東林寺住職
華道家元池坊 華道教授
弓場 洋子　著

一年の法要行事に合わせて、入手し
やすい四季折々の花材で十二カ月の仏
華を紹介。寺院の内陣用と同じ花材で
お仏壇用の仏華も紹介しています。

● 8

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

岐
阜
教
区
委
員
会
研
修
部
部
会
長

丸
一
組
・
願
明
寺田た

中な
か

　
秀ひ

で

哉や


