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こ
の
た
び
、二
〇
二
三
年
九
月
一
日
付
け
で
、本
願
寺
岐
阜

別
院
輪
番
、
岐
阜
教
区
教
務
所
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た

羽
川
俊
裕
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

岐
阜
に
着
任
し
、
東
海
教
区
、
名
古
屋
別
院
時
代
に
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
、
ご
住
職
、
門
信
徒
の
皆
さ
ま
と
、
岐
阜

の
地
で
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
、
懐
か
し
い
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
け
る
こ
と
、
あ
り
が
た
い
ご
縁
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
初
め
て
お
会
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
皆
さ
ま
と
も
、

新
た
な
ご
縁
を
い
た
だ
け
ま
す
こ
と
、
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

さ
て
、
本
年
は
京
都
・
西
本
願
寺
で
全
国
か
ら
門
信
徒
、

僧
侶
、
寺
族
の
方
々
が
集
い
、
コ
ロ
ナ
禍
以
来
、
満
堂
の
本

堂
に
て
、「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０

年
慶
讃
法
要
」が
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。

本
願
寺
で
は
、
こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
を
お
迎
え
す
る
に

あ
た
り
、「
親
鸞
聖
人
の
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
浄
土
真

宗
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
の
私
は
あ
り
得

な
か
っ
た
と
い
う
聖
人
へ
の
感
謝
と
、
そ
の
教
え
に
出
遇
え

た
こ
と
の
喜
び
を
込
め
て
、
聖
人
の
ご
誕
生
を
祝
い
、『
立

教
開
宗
』に
感
謝
す
る
」と
い
う
法
要
の
意
義
に
基
づ
き
、
浄

土
真
宗
の
教
え
を
ひ
ろ
め
、
念
仏
者
の
生
き
方
の
実
践
を
深

め
る
願
い
の
も
と
、
岐
阜
教
区
・
岐
阜
別
院
に
お
き
ま
し
て

も
、
二
〇
二
四
年
四
月
に「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立

教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
」を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
こ
の
た
び
の
ご
勝
縁
の
法
要
に
有
縁
の
方
々
に
ご
参

拝
い
た
だ
き
、
と
も
に
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
讃
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

結
び
に
、
報
恩
講
を
は
じ
め
、
恒
例
法
要
、
来
年
度
の
慶

讃
法
要
、
八
角
堂
へ
の
納
骨
の
ご
縁
な
ど
を
通
し
て
、
さ
ら

に
、
多
く
の
方
々
に
岐
阜
別
院
・
岐
阜
教
区
を
知
っ
て
い
た

だ
き
、
皆
さ
ま
に
お
参
り
い
た
だ
け
る
、
お
寄
り
い
た
だ
け

る
、
別
院
・
教
務
所
を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
何
卒

ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
、
お
願
い
申
し
あ
げ
、
就
任
の
挨
拶

に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
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

羽は　
川が

わ　
俊し

ゅ
ん　

裕ゆ
う
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二
〇
二
三（
令
和
五
）年
七
月
八
日（
土
）「
岐
阜
教
区
実
践
運
動
研
修
会
Ⅰ（
非
戦
平
和
学
習
）」を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
は
、
教
区
と
し
て
昨
年
よ
り
始
ま
り
ま
し
た
。
二
回
目
と
な
る
開
催
で
、
午
前
九
時
十
分
よ
り
本

願
寺
岐
阜
別
院
全
戦
没
者
追
悼
法
要
を
勤
修
し
、
引
き
続
き
午
前
十
時
よ
り『
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
沖
縄
戦-

知
ら

れ
ざ
る
悲
し
み
の
記
憶-

』を
上
映
い
た
し
ま
し
た
。

映
画
上
映
後
に
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
香
川
真
二
師
よ
り
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
沖
縄
戦
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
に
は
知
っ
て
は
い
た
が
、
ま
と
ま
っ
て
学
ん
だ
こ
と
は

な
か
っ
た
。『
集
団
自
決
で
は
な
く
、
強
制
自
死
』『
日
本
兵
は
敵
だ
っ
た
』『
沖
縄
戦
は
、

本
土
決
戦
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
だ
っ
た
』の
言
葉
の
意
味
を
本
土
の
日
本
人
一
人
ひ
と
り
が
、

我
が
事
と
し
て
学
び
考
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
受
け
止
め
る
べ
き
だ
」

「
戦
争
の
悲
惨
さ
を
伝
え
る
こ
と
よ
り
も
、『
戦
争
を
引
き
起
こ
す
根
本
的
問
題
を
明
確

に
捉
え
、現
代
社
会
の
弱
点
と
重
ね
問
い
続
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
』と
考
え
ま
す
。

人
権
と
自
然
の
調
和
を
重
ん
じ
る
社
会
づ
く
り
を
願
う
ば
か
り
で
す
」

「
映
画
を
通
し
て
戦
争
の
悲
惨
さ
と
い
う
も
の
を
改
め
て
目
の
当
た
り
に
し
た
。
二
度
と

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
平
和
学
習
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
」

次
年
度
以
降
も
教
区
と
し
て
非
戦
平
和
学
習
の
取
り
組
み
を
続
け
、
戦
争
に
よ
っ
て

尊
い
い
の
ち
を
失
わ
れ
た
方
が
た
を
追
悼
し
、
悲
惨
な
戦
争
を
再
び
繰
り
返
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
非
戦
・
平
和
へ
の
決
意
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
学
ぶ
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

非戦
平和学習

岐
阜
教
区
実
践
運
動
研
修
会
Ⅰ
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親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要

岐阜教区団体参拝でご本山へ

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要がご本山で令和5年3月29日から

5月21日まで5期30日間の60座修行されました。50年に一度という貴重なご縁に、

岐阜教区からも13日間14座に延べ2,118名が参拝しました。各組参拝人数は次の通りです。

岐厚組194名、長良組155名、岐稲組150名、華陽組148名、中川南組153名、中川北組178

名、丸一組187名、東陽組168名、郡上組92名、黒野組190名、揖斐組214名、西濃南組70名、

西濃北組70名、飛騨組120名、岐阜別院29名の皆さまです。

コロナ感染症の影響で、長くご本山にお参りすることが出来ず、参拝者の方からは「久し

ぶりのご本山はやはり身が引き締まる。」「本堂いっぱいにお念仏が響き渡る光景はすばら

しい。」「初めて京都のご本山へ参拝した。御影堂の正面で一番前の席に座って素晴らしい

法要に感動したので、また、参拝したい。」などの声を聞き、今回の参拝のご縁はこのうえ

ないものであったと感じました。

また、普段は非公開ですが、特別公開中の国宝飛雲閣や唐門、書院などを初めて拝観し

たという方も多くみえました。金閣、銀閣とともに京都三名閣と呼ばれている飛雲閣では、

建物や庭園の池に映る様子を眺めました。書院では、桃山時代の豪壮華麗な書院造の様式

の建物や特別名勝の枯山水などに興味を持たれた参拝者が多くみえました。
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「
岐
阜
教
区
・
岐
阜
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
」修
行

い
よ
い
よ
令
和
６
年
４
月
に
「
岐
阜

教
区
・
岐
阜
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
」
が
修
行
さ
れ
ま
す
。
岐
阜
教

区
で
は
、
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０

年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要 

岐
阜
教
区
推
進
委
員
会（
法
要
委

員
会
）を
設
置
し
着
々
と
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
以
下
の

通
り
決
定
し
て
い
ま
す
。

各
ご
寺
院
に
ご
相
談
の
う
え
、

ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

場　　所  ／ 本願寺岐阜別院　住所：岐阜市西野町3-1
 電話：058-262-0231
法　　要  ／ 新制　御本典作法
参拝人数  ／ 1,000名（2日間合計）
協讃行事  ／ ⑴稚児行列・幼児向け行事
 ⑵岐阜刑務所キャピック店出店
 ⑶花展（華道家元　池坊）
記念布教  ／ 宗派より特命布教講師派遣

2024（令和6）年

4月20日土 21日日

岐阜教区・岐阜別院  親鸞聖人御誕生850年・
立教開宗800年慶讃法要

10：00	 幼児向け行事（コンサート	等）
12：00	 稚児行列　受付･準備
13：00	 稚児行列
14：00	 慶讃法要　引き続き	教務所長（輪番）挨拶
	 教区表彰式（参拝組の受賞者対象）
15：30	 記念布教（60分）
16：30	 法要委員長挨拶

※2日間同日程基本日程
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こ
の
頃
ご
門
徒
の
お
宅
へ
お
参
り
に
伺
う

と
、
施
主
さ
ん
か
ら
お
仏
壇
の
お
飾
り
や
作

法
な
ど
は
全
て
親
が
や
っ
て
い
た
も
の
で
、

何
も
分
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
く
だ
さ
い
ま

せ
ん
か
？
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
核
家
族
化
が
進
み
、
仏
事
は
ま
だ
私

事
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方

が
多
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
す
。

お
仏
壇
の
お
飾
り
の
こ
と
を
荘し

ょ
う
ご
ん厳

と
言
い

ま
す
。
荘
厳
と
は
、
み
ご
と
に
配
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
美
し
く
飾
る
こ
と
と
い
う
意
味

で
、
漢
字
の
「
荘
」
と
「
厳
」
は
い
ず
れ
も
、

お
ご
そ
か
に
き
ち
ん
と
整
え
る
と
い
う
意
味

で
す
。

お
荘
厳
の
基
本
は
点て

ん

火か

・
点て
ん

燭し
ょ
く・
供ぐ

香こ
う
・

供ぐ

飯は
ん

で
す
。
お
仏
壇
の
電
気
を
つ
け
て
、
点

燭（
蝋
燭
に
火
を
つ
け
る
）し
て
、
仏
さ
ま
の

お
花
と
お
線
香
の
香
り
を
お
供
え
し
、
お
仏

飯
を
お
供
え
す
る
こ
と
で
す
。

本
年
は
ご
本
山
に
お
い
て
、
親
鸞
聖
人
ご

誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃

法
要
が
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。
ご
本
尊
で
あ
る

阿
弥
陀
さ
ま
を
中
心
に
き
れ
い
に
整
え
ら
れ

た
お
荘
厳
と
、
見
事
な
お
勤
め
の
雰
囲
気
、

多
く
の
参
拝
の
方
々
の
あ
り
が
た
い
お
念
仏

を
目
の
当
た
り
に
し
て
改
め
て
感
動
し
ま

し
た
。

「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
に
は
、
極
楽
浄
土
の
様

相
が
さ
ま
ざ
ま
に
説
き
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
経
文
の
節
目
節
目
に
、「
極
楽
国
土　
成

就
如
是　

功
徳
荘
厳
」
と
説
か
れ
て
あ
り
ま

す
。
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
と
い
う
国
土
に
は
、

阿
弥
陀
仏
の
功
徳（
お
は
た
ら
き
）が
こ
の
よ

う
な
か
た
ち
で
実
現
し
厳
か
な
装
い
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

「
必
ず
救
う
、
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
」
の
南
無
阿

弥
陀
仏
の
お
心
、
お
は
た
ら
き
が
お
浄
土
の

お
荘
厳
と
し
て
示
さ
れ
、
お
仏
壇
の
お
飾
り

そ
の
ま
ま
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
で
あ
り
、

こ
の
私
が
救
わ
れ
て
い
く
手
立
て
が
す
べ
て

お
荘
厳
と
い
う
私
の
目
に
見
え
る
か
た
ち
で

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

先
人
方
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
こ
の
私
に
向
け
ら
れ
た
願

い
、
尊
い
み
教
え
を
お
荘
厳
か
ら
も
感
じ
さ

せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
日
々
感
謝
の
お
念

仏
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
人
生
を
と
も
に
歩

ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
勤
式
儀
礼
振
興
会
理
事
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
濃
南
組
・
恵
光
寺

野の

波な
み　

恵え

心し
ん

荘
厳
に
つ
い
て

仏
事
の
こ
こ
ろ
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先
日
、
本
棚
の
引
き
出
し
の
奥
に
見
つ
け

た
一
枚
の
絵
葉
書
。
１
９
９
０
年
の
消
印
。

カ
ナ
ダ
・
バ
ン
フ
か
ら
の
懐
か
し
い
便
り
だ
っ

た
。
縷
々
感
動
を
綴
っ
た
後
に
、『
今
、
山
を

眺
め
な
が
ら
書
い
て
い
ま
す
。
一
度
お
金
を

貯
め
て
二
人
で
来
た
い
ね
。
30
年
く
ら
い
先

に
な
る
か
な
。
家
の
ロ
ー
ン
が
終
わ
っ
た
ら
、

結
婚
の
記
念
に
で
も
こ
よ
う
よ
』と
結
ば
れ
て

い
る
。

そ
の
絵
葉
書
の
13
年
後
。彼
は
、お
浄
土
に
。

『
彼
の
願
い
は
、
果
た
し
て
叶
え
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
』と
の
思
い
が
重
苦
し
く
私
に
襲
い

か
か
る
。『
ま
だ
無
理
だ
』
と
絵
葉
書
を
引
き

出
し
の
奥
底
に
仕
舞
お
う
と
し
た
時
、
あ
る

言
葉
が
届
い
た
。

『
眞
理
ち
ゃ
ん
、
頼
り
に
な
る
の
は
、
南
無

阿
弥
陀
仏
だ
け
や
で
』

か
つ
て
の
岐
阜
別
院
輪
番
Ｎ
さ
ん
の
言
葉

だ
。
思
わ
ず
お
念
仏
が
溢
れ
る
よ
う
に
出
て

く
だ
さ
っ
た
。

『
33
年
前
、
カ
ナ
ダ
の
山
々
を
眺
め
、
絵
葉

書
を
書
い
た
彼
の“（
そ
の
時
の
）今
此
処
”に

も
、
間
違
い
な
く
弥
陀
の
本
願
が
至
り
届
き
、

は
た
ら
い
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
よ
』と
、
聞
こ

え
た
。南
無
阿
弥
陀
仏
に
成
っ
て
、確
か
に《
臨

命
終
時
》と
届
い
て
い
た
の
だ
。『《
臨
命
終

時
》・
・《
命
終
に
臨
む
時
ま
で
》い
つ
も
共
に

あ
り
、
七
転
八
倒
の
の
た
う
ち
ま
わ
る
よ
う

な
時
に
も
、
決
し
て“
あ
な
た
”を
捨
て
は
し

な
い
。
と
も
に
居
続
け
る
』と
。
あ
の
時
、
遥

か
遠
く
に
い
た
私
に
も
間
違
い
な
く
同
様
に
。

そ
し
て
勿
論
ま
さ
に
今
此
処
に
も
。
あ
の
日
、

い
ま
だ
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
カ
ナ
ダ
の
地
に
、

私
も
ま
た
彼
と
共
に
居
て
空
を
見
、
山
々
を

眺
め
、『
ま
た
来
た
い
ね
』
と
呟
い
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
、
と
思
え
た
。

時
と
処
を
超
え
て
、
ま
た
で
あ
え
る
世
界

が
あ
る
。
懐
か
し
い
方
々
の
参
ら
れ
た
浄
土

が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
成
っ
て
、《
臨
命
終
時
》

と
至
り
届
い
て
く
だ
さ
っ
て
あ
れ
ば
こ
そ
。

『
カ
ナ
ダ
か
ら
の
絵
葉
書
』
は
、
ま
さ
に
浄
土

か
ら
の
便
り
で
も
あ
っ
た
。

カ
ナ
ダ
か
ら
の
絵
葉
書

法
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
陽
組
・
等
光
寺

小お

川が
わ　

眞ま

り

こ
理
子
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本
願
寺
岐
阜
別
院
チ
ャ
ン
ネ
ル
で

布
教
配
信
開
始

２
０
２
３（
令
和
５
）年
６
月
よ
りYouTube

本
願

寺
岐
阜
別
院
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
布
教
配
信
が
始
ま
り

ま
し
た
。

こ
こ
数
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
法
座
の
制

約
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
鑑
み
、
ま
た
、
門

信
徒
の
み
な
ら
ず
多
く
の

方
に
ご
法
義
を
聴
聞
し
て

い
た
だ
く
機
縁
と
す
る
た

め
、
毎
月
布
教
動
画
の
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

是
非
と
も
、
ご
視
聴
い
た

だ
く
と
共
に
、有
縁
の
方
々
に

も
ご
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。

●
構
成
／
広
報
部
　
　
●
印
刷
／
ヨ
ツ
ハ
シ
株
式
会
社
　
岐
阜
市
黒
野
南
一
─
九
〇

お
●●知
ら
せ

岐
阜
別
院 『
報
恩
講
法
要
』

12
月
4
日（
月
） 

午
前
10
時　

日
中
法
要

 

午
後
1
時　

逮
夜
法
要

12
月
5
日（
火
） 

午
前
10
時　

日
中
法
要

 

午
後
1
時　

大
逮
夜
法
要

 

午
後
6
時　

帰
敬
式

 

午
後
7
時　

初
夜
法
要

12
月
6
日（
水
） 

午
前
10
時　

満
日
中
法
要

ご　

  

講　

  

師 

鹿
児
島
教
区  

東
隅
組  

願
成
寺

 

本
願
寺
派
布
教
師　

藤  

清
道  

師

●
岐
阜
別
院『
報
恩
講
法
要
　
帰
敬
式
』

　
◦
期　
　
日　
12
月
5
日（
火
）

　
◦
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（
水
）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
、
10
月

1
日
を
過
ぎ
て
の
お
申
し
込
み
の
場
合
は
、
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
。

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。

法ほ

う

名み
ょ
う

入
り
名
札

帰き

敬き
ょ
う

式し
き

受じ
ゅ

式し
き

・
得と

く

度ど

等
を
ご
縁
に
浄
土
真
宗
の
門
徒
・

僧
侶
と
し
て
の
自
覚
を
あ
ら
た
に
し
、
念
仏
者
と
し
て

生
き
る
日
暮
ら
し
を
大
切
に
歩
む
第
一
歩
と
し
て
、
自

ら
が
法ほ

う

名み
ょ
う

を
名な

の告
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。

頒
布
対
象　

 

帰
敬
式
・
得
度
を
受
式
さ
れ
、
法
名
を
授

与
さ
れ
た
す
べ
て
の
方

体
　
　
裁
　
30
㎜
×
60
㎜
ア
ク
リ
ル
製
二
色

　
　
　
　
　
下
り
藤
入
り　
両
用
ク
リ
ッ
プ
付
き

　
　
　
　
　
教
区
・
寺
号
・
俗
名
・
法
名
彫
り
込
み

冥
加
金　
一
個
に
つ
き
一
五
〇
〇
円

申
込
方
法
　�『
法
名
入
り
名
札
』交
付
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入・
住
職
印
押
印
の
う
え
、冥
加
金（
一
個 

一
五
〇
〇
円
）を
添
え
て
、
現
金
書
留
に
て

門
信
徒
教
化
部
宛
に
郵
送
く
だ
さ
い
。

納
　
　
期
　
一
～
二
カ
月

主
　
　
体
　
全
国
門
徒
総
代
会

お
問
い
合
わ
せ
先

　
門
信
徒
教
化
部

　
〇
七
五-

三
七
一-

五
一
八
一（
代
）

　
〒
六
〇
〇-

八
五
〇
一

　

 

京
都
府
京
都
市
下
京
区
堀
川

通
花
屋
町
下
ル

お
詫
び
と
訂
正

前
号
表
紙
に
掲
載
し
ま
し
た
内
容
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

誤
） 

… 

死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か

正
） 

… 「
そ
の
ま
ま
」と「
こ
の
ま
ま
」の
違
い

見 本
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