
本
山
・
西
本
願
寺
で
３
月
29

日
か
ら
５
期
30
日
間
に
わ
た
り

勤
め
ら
れ
て
い
た
「
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
・
立

教

開

り
っ
き
ょ
う
か
い

宗

８
０
０
年

慶

讃
法
要
」
が

し
ゅ
う

き
ょ
う
さ
ん

５
月
21
日
、
53
座
目
と
な
る
法

要
で
ご
満
座
を
迎
え
た
。

ご
満
座
の
法
要
で
は
専
如
門

主
が
導
師
を
務
め
ら
れ
「
新
制

御
本
典
作
法
・
第
一
種
」
を
お

ご

ほ
ん
で
ん

勤
め
。
専
如
門
主
は
法
要
に
引

き
続
き
「
ご
消
息
」
を
発
布
さ

れ
た
（
⑨
面
に
全
文
）
。

法
要
期
間
中
、
宗
祖
親
鸞
聖

人
（
１
１
７
３
～
１
２
６
２
）

の
御
真
影
（
お
木
像
）
を
安
置

ご

し
ん
ね
い

す
る
御
影
堂
で
は
午
前

時
か

ご

え
い
ど
う

ら
と
午
後
２
時
か
ら
の
一
日
二

座
（
原
則
）
の
法
要
に
毎
座
約

１
４
０
０
人
が
参
集
。
各
教
化

団
体
の
記
念
行
事
や
協
賛
行
事

の
参
加
者
を
合
わ
せ
る
と
、
国

内
外
か
ら
約
７
万
５
０
０
０
人

が
西
本
願
寺
に
集
っ
た
。

和
歌
山
教
区

組
か
ら
は
合

そ

わ
せ
て
１
４
９
２
人
が
参
拝

（
編
集
部
調
べ
）
。

専
如
門
主
は
毎
座
の
「
ご
親し

ん

教
」
で
参
拝
者
に
語
り
か
け
ら

き
ょ
う

れ
た
が
、
教
団
の
歴
史
を
振
り

返
り
、
「
国
家
の
植
民
地
政
策

や
戦
争
遂
行
に
協
力
し
た
り
、

ま
た
同
朋
教
団
を
標
榜
す
る
に

ひ
ょ
う
ぼ
う

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
部

落
差
別
や
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
な

ど
の
差
別
や
偏
見
を
温
存
し
た

り
、
助
長
し
た
り
し
て
き
ま
し

た
」
と
、
過
去
の
過
ち
を
率
直

に
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
強
い
印

象
を
与
え
た
。

そ
の
上
で
、
専
如
門
主
は
今

回
の
慶
讃
法
要
の
意
義
を
「
い

の
ち
の
尊
厳
と
平
等
に
基
づ
き
、

他
者
へ
の
限
り
な
い
共
感
を
抱

か
れ
た
親
鸞
聖
人
の
お
心
に
立

ち
返
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

と
述
べ
ら
れ
、
続
け
て
「
そ
の

た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
一
人

が
、
過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
す

こ
と
の
な
い
よ
う
歴
史
を
振
り

返
り
、
い
の
ち
の
尊
厳
を
傷
つ

け
、
妨
げ
て
い
る
も
の
を
し
っ

か
り
と
見
抜
い
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
参
拝
者

に
自
覚
を
促
さ
れ
た
。

（
「
ご
親
教
」
の
お
言
葉
は
本
願

寺
新
報
６
月
１
日
号
③
面
か
ら
）

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
立

教

開

り
っ
き
ょ
う
か
い

宗
の
根
本
聖
典
と
呼
ば
れ
る

し
ゅ
う

『
顕

浄

土
真
実

教

行

証

文

け
ん
じ
ょ
う

ど

し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん

類
』
と
い
う
お
書
物
を
お
書
き

る
いく

だ
さ
い
ま
し
た
。
浄
土
真
宗

の
教
義
体
系
が
示
さ
れ
て
お
り
、

別
名
を
『
教

行

信
証
』
と
も

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
の
「
教
」
と

は
教
え
の
こ
と
で
あ
り
、
お
釈

迦
さ
ま
の
説
か
れ
た
仏
説
無
量

寿
経
を
表
し
ま
す
。
「
行
」
は

行
い
や
行
動
を
表
し
ま
す
。
そ

し
て
「
信
」
は
信
じ
る
こ
と
を

表
し
、
最
後
の
「
証
」
は
結
果
、

つ
ま
り
お
さ
と
り
の
境
地
を
表

し
て
お
り
ま
す
。

教
え
が
あ
っ
て
、
行
動
を
起

こ
し
、
そ
れ
を
信
じ
、
結
果
を

得
る
と
い
う
順
番
で
す
が
、
皆

さ
ん
こ
の
順
番
に
違
和
感
を
覚

え
ま
せ
ん
か
。
普
通
は
ど
う
で

し
ょ
う
。
教
え
を
信
じ
る
心
が

先
に
あ
り
、
そ
れ
か
ら
行
動
に

移
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
５
年
ほ
ど
前
に
体
重
が

98
㌔
ま
で
い
き
ま
し
て
、
ダ
イ

エ
ッ
ト
を
始
め
ま
し
た
。
し
ん

ど
い
思
い
は
し
た
く
な
か
っ
た

の
で
、
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
て

い
た
エ
ゴ
マ
油
を
毎
朝
ス
プ
ー

ン
１
杯
飲
み
、
ご
飯
を
少
な
く

し
て
も
ち
麦
を
混
ぜ
て
食
べ
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
体
重
が
だ

ん
だ
ん
と
減
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
は
、
初
め

に
こ
の
方
法
で
痩
せ
る
と
信
じ

て
、
次
に
行
動
に
移
し
た
わ
け

で
す
。
つ
ま
り
先
に
「
信
」
が

あ
る
か
ら
こ
そ
「
行
」
に
移
っ

た
わ
け
で
す
。
「
教
信
行
証
」

と
い
う
順
番
で
す
ね
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る

と
、
私
の
こ
の
信
じ
る
心
と
い

う
の
は
非
常
に
コ
ロ

コ
ロ
と
変
わ
り
や
す

い
も
の
で
す
。

「
教
行
信
証
」
と
い
う
順
番

に
な
っ
て
る
と
き
の
「
信
」
は
、

私
た
ち
が
自
分
で
信
じ
る
の
と

は
違
う
ん
で
す
。
親
鸞
聖
人
は

『
教
行
信
証
』
の
信
文
類
に

し
ん
も
ん
る
い

「
た
ま
た
ま
浄
信
を
獲
ば
、
こ

じ
ょ
う
し
ん

え

の
心
顚
倒
せ
ず
、
こ
の
心
虚
偽

し
ん
て
ん
ど
う

し
ん

こ

ぎ

な
ら
ず
」
（
註
釈
版
聖
典
２
１

１
㌻
）
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

私
た
ち
の
心
は
す
ぐ
ひ
っ
く
り

返
り
ま
す
し
、
う
そ
偽
り
に
も

な
っ
て
い
き
ま
す
よ
。
と
こ
ろ

が
こ
の
信
は
「
浄
ら
か
な
信
」

き
よ

だ
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。

実
は
「
教
行
信
証
」
と
い
う

順
番
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た

ち
を
お
救
い
く
だ
さ
る
た
め
の

プ
ラ
ン
な
ん
で
す
。

仏
説
無
量
寿
経
と
い
う
「
教
」

は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
「
行
」
で

あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
を
説
く
た

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

め
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
阿

弥
陀
さ
ま
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と

ナ

ン

マ

ン

ダ

ブ

ツ

私
の
口
に
か
か
っ
て
、
「
わ
れ

に
ま
か
せ
よ
必
ず
救
う
」
と
い

う
そ
の
お
心
を
届
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私

の
心
に
「
信
」
が
開
発
さ
れ
て

か
い
ほ
つ

い
く
。
信
心
を
安
心
と
も
い
い

あ
ん
じ
ん

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
「
信
」
に

よ
っ
て
お
浄
土
参
り
と
い
う

「
証
」
が
定
ま
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
行
」

も
「
信
」
も
「
証
」
も
私
の
側

の
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ

ま
が
何
か
ら
何
ま
で
私
た
ち
の

た
め
に
ご
用
意
く
だ
さ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
届
い
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
そ
の
は
た
ら

き
を
素
直
に
「
う
ん
、
う
ん
」

と
頂
い
て
い
く
だ
け
な
の
で
す
。

飛
行
機
は
自
動
車
よ
り
圧
倒

的
に
事
故
の
確
率
が
低
い
と
い

わ
れ
ま
す
が
、
墜
落
す
る
可
能

性
が
ゼ
ロ
で
な
い
以
上
、
絶
対

安
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
墜
落
す
る
心
配
が
な
く
な

り
安
心
す
る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
飛
行
機
が
着
陸
し
て
地

面
に
引
っ
付
い
た
と
き
で
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
は
南
無
阿
弥
陀

仏
と
な
っ
て
、
も
う
私
を
離
れ

な
い
仏
さ
ま
で
す
。
で
す
か
ら

心
配
要
り
ま
せ
ん
。
南
無
阿
弥

陀
仏
の
は
た
ら
き
の
な
か
で
安

心
し
て
お
浄
土
へ
の
人
生
を
歩

ま
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

（
日
高
郡
由
良
町
里
・
蓮
専

寺
）
～
３
月
15
、
16
日
の
鷺
森

別
院
常
例
法
座
の
法
話
か
ら
～

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
頂
く
浄
ら
か
な
信

岩
﨑
法
明

い
わ

さ
き

ほ
う

め
い

「教行信証」はお救いのプラン
きょう ぎょう しん しょう

ＴＥＲＡＭＡＴＥ
テ ラ メ イ ト

７/８ ９/９ 11/11 12/９

来年２/10 10:00～16:00
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西本願寺の慶讃法要円成□１
仏教いろは問答□２
過疎問題とお寺､会計予算□３
青色青光□４
特集・慶讃法要団体参拝□６
専如門主が｢ご消息｣発布□９
響流十方、会計予算□10
ニュースと催し□11
つれもて聴こら□12

2023年(令和5年)

６月１５日

第１３５号
発行：｢御同朋の社会をめざす運動」和歌山教区委員会 〒640-8053 和歌山市鷺森１番地 本願寺鷺森別院内 ℡(073)422-4677 ＵＲＬ http://saginomori.or.jp/

西本願寺に国内外から7万5000人集う

御
影
堂
へ
の
入
堂
を
待
つ
参
拝
者
で
に
ぎ
わ
う
西
本
願
寺
（
３
月
30
日
）

〈
⑥
⑦
⑧
面
に
特
集
記
事
〉

10

14

教区仏教青年連盟では、お寺（TERA）で

仲間（MATE）をつくるきっかけになればと、

上記日時、鷺森別院でボードゲームを楽し

んでいます。お気軽にご参加ください。



和
歌
山
教
区
に
お
け
る
今
年

度
「
公
聴
会
」
が
７
月
21
日
午

後
３
時
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
本

山
と
結
び
鷺
森
別
院
本
堂
で
開

か
れ
る
。
北
海
道
教
区
・
高
岡

教
区
と
同
時
開
催
の
予
定
で
、

宗
派
か
ら
の
出
向
者
は
な
い
。

今
回
の
公
聴
会
は
、
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
（
宗
派
）
が
、
次

の
３
項
目
に
つ
い
て
の
説
明
動

画
（
約
45
分
）
を
配
信
し
、
こ

れ
を
視
聴
し
た
寺
院
関
係
者
か

ら
広
く
意
見
・
提
言
を
求
め
て

開
催
す
る
も
の
。

①
新
た
に
め
ざ
す
持
続
可
能

な
宗
務
組
織
を
構
築
す
る
た
め

の
具
体
策
に
つ
い
て
。

②
次
期
「
御
同
朋
の
社
会
を

お
ん
ど
う
ぼ
う

め
ざ
す
運
動
」
（
実
践
運
動
）

総
合
基
本
計
画
・
重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
策
定
に
あ
た
っ
て
の
現
状

報
告
。

③
賦
課
基
準
の
見
直
し
に
つ

い
て
（
第
３
次
答
申
）
。

教
務
所
で
は
、
教
区
内
寺
院

住
職
・
寺
族
・
門
信
徒
の
参
加

を
呼
び
か
け
て
い
る
。
な
お
、

自
宅
な
ど
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン

参
加
も
可
能
だ
が
、
そ
の
場
合

は
発
言
は
で
き
な
い
。

希
望
す
れ
ば
説
明
動
画
を
７

月
１
日
午
前
９
時
か
ら
31
日
午

後
５
時
ま
で
視
聴
で
き
る
（
教

務
所
で
の
視
聴
も
可
能
）
。

参
加
お
よ
び
動
画
視
聴
希
望

は
、
７
月
18
日
ま
で
に
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
メ
ー
ル
で
教
務
所
へ

お
申
し
込
み
を
。

■
常
例
法
座

６
月
15
、
16

日
＝
真
野
順
之
師
（
彦
根
市
薩

摩
町
・
善
照
寺
）
。
７
月
15
、

16
日
＝
尾
崎
道
裕
師
（
奈
良
県

吉
野
郡
下
市
町
・
實
原
寺
）
。

い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら

お
勤
め
、
引
き
続
き
３
時
ご
ろ

ま
で
法
話
を
聴
聞
す
る
。

■
盂
蘭
盆
会

８
月
15
、
16

日
、
午
後
１
時
30
分
か
ら
正
信

念
仏
偈
作
法
第
二
種
を
お
勤
め
。

引
き
続
き
３
時
ご
ろ
ま
で
永
原

智
行
師
（
日
高
郡
由
良
町
・
教

専
寺
）
の
法
話
を
聴
聞
す
る
。

（
本
願
寺
鷺
森
別
院

和
歌
山

市
鷺
森
１
番
地

電
話
０
７
３

―
４
２
２
―
４
６
７
７
）

■
永
代
経

６
月
18
日
、
午

後
１
時
か
ら
本
堂
で
仏
説
阿
弥

陀
経
を
お
勤
め
し
、
引
き
続
き

２
時
15
分
ま
で
真
野
順
之
師

（
彦
根
市
薩
摩
町
・
善
照
寺
）
。

の
法
話
を
聴
聞
す
る
。

（
本
願
寺
日
高
別
院

御
坊

市
御
坊
１
０
０
番
地

電
話
０

７
３
８
―
２
２
―
０
５
１
８
）

新
職
員

▽
昨
年
４
月
１
日

付
＝
神
谷

暁

生
（

歳
、
紀

か
み

や

ぎ
ょ
う
せ
い

南
組
勝
徳
寺
住
職
）
＝
契
約
職

員
。
「
築
地
別
院
（
現
築
地
本

願
寺
）
で
１
９
９
８
（
平
成
10
）

か
ら
13
年
間
会
計
の
仕
事
を
し

た
経
験
を
同
じ
職
場
の
先
輩
だ
っ

た
升
巴
教
務
所
長
に
買
わ
れ
、

週
２
回
（
月
曜
と
木
曜
）
出
勤

し
て
和
歌
山
教
区
と
鷺
森
別
院

の
会
計
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
。

▽
昨
年

月

日
付
＝
横
出

よ
こ

で

顕
悟
（

歳
、
和
歌
山
北
組
教

け
ん

ご

願
寺
衆
徒
）
＝
非
常
勤
職
員
。

「
自
坊
の
都
合
で
通
常
は
午
後

１
時
か
ら
５
時
の
勤
務
と
な
り

ま
す
の
で
、
応
対
で
き
る
機
会

が
少
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、

誠
心
誠
意
や
っ
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
趣
味
は
ジ
ャ
ズ
ド

ラ
ム
の
演
奏
、
海
外
ド
ラ
マ
の

鑑
賞
、
ゲ
ー
ム
、
絵
を
描
く
こ

と
で
す
」
。

▽
２
月
１
日
付
＝
長
瀬
理
愛

な
が

せ

り

な

（
21
歳
）
＝
事
務
員
。
「
前
職

で
は
刑
務
官
を
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
ご
縁
を
頂
き
鷺
森
別
院

で
働
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
同
僚
の
方
や
別

院
で
お
会
い
す
る
方
々
は
優
し

く
温
か
い
方
ば
か
り
で
、
や
り

が
い
を
感
じ
な
が
ら
楽
し
く
働

い
て
い
ま
す
。
私
は
今
ま
で
に

踏
み
込
ん
だ
こ
と
の
な
い
世
界

を
知
る
の
が
好
き
で
、
少
し
ず

つ
で
は
あ
り
ま
す
が
知
識
を
身

に
付
け
て
お
り
ま
す
。
好
き
な

こ
と
は
運
動
で
、
〝
明
る
く
元

気
に
！
〟
が
私
の
掲
げ
る
人
生

の
目
標
で
す
。
私
に
関
わ
っ
て

く
だ
さ
る
方
々
を
で
き
る
だ
け

笑
顔
に
で
き
る
よ
う
精
い
っ
ぱ

い
頑
張
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
。

▽
４
月
１
日
付
＝
稲
田
唯
純

い
な

だ

た
だ
よ
し

（
25
歳
、
奈
良
教
区
吉
野
北
組

立
興
寺
衆
徒
）
＝
常
勤
職
員
。

「
奈
良
県
吉
野
郡
下
市
町
か
ら

参
り
ま
し
た
。
お
勤
め
や
事
務
、

そ
の
他
す
べ
て
の
こ
と
に
お
い

て
精
い
っ
ぱ
い
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大

学
時
代
は
軽
音
楽
サ
ー
ク
ル
に

入
っ
て
い
ま
し
た
。
ギ
タ
ー
を

弾
き
な
が
ら
歌
を
歌
う
こ
と
が

好
き
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
」
。

退
職

▽
３
月
31
日
付
＝
藤

本
英
史
（
和
歌
山
北
組
正
念
寺

ひ
で
ふ
み

衆
徒
）
＝
常
勤
職
員
。
２
０
１

９
年
（
令
和
元
）
６
月
25
日
か

ら
３
年
９
カ
月
余
り
勤
務
し
た
。

▽
５
月

日
付
＝
中
村
美
裕

み

ゆ

（
和
歌
山
西
組
建
徳
寺
衆
徒
）

＝
非
常
勤
職
員
。
２
０
２
２
年

（
令
和
４
）
８
月
17
日
か
ら
９

カ
月
余
り
勤
務
し
た
。

高
校
か
ら
の
帰
り
道
、
若
葉

わ
か

ば

は
純
真
の
い
る
お
寺
の
前
ま
で

じ
ゅ
ん
し
ん

来
る
と
、
門
を
く
ぐ
り
玄
関
の

戸
を
開
け
て
声
を
か
け
た

―
。

若
葉

こ
ん
に
ち
は
。
純
真

さ
ん
い
ま
す
か
ぁ
？

純
真

や
あ
、
若
葉
さ
ん
、

こ
ん
に
ち
は
。
ど
う
し
た
の
。

若
葉

こ
の
前
「
悪
人
正
機
」

の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と

き
に
、
私
と
純
真
さ
ん
と
で
は

仏
さ
ま
の
イ
メ
ー
ジ
が
全
然
違

う
と
感
じ
た
の
が
ず
っ
と
気
に

な
っ
て
て
来
た
ん
で
す
け
ど
。

純
真

そ
う
言
っ
て
た
ね
。

仏
さ
ま
と
い
う
と
、
自
分
が
お

願
い
を
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
の
か
な
。

若
葉

え
っ
と
…
仏
さ
ま
と

か
神
さ
ま
っ
て
そ
う
い
う
も
の

だ
と
思
っ
て
ま
し
た
。
う
ち
は

初
詣
に
近
く
の
神
社
へ
行
く
ん

で
す
け
ど
、
お
さ
い
銭
を
上
げ

て
お
願
い
ご
と
を
す
る
ん
で
す
。

純
真

や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う

感
覚
の
人
が
多
い
の
か
な
あ
。

浄
土
真
宗
で
は
阿
弥
陀
さ
ま
と

い
う
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る

ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
さ

ま
に
お
願
い
を
す
る
ん
じ
ゃ
な

く
て
、
反
対
に
阿
弥
陀
さ
ま
が

ぼ
く
た
ち
に
向
け
て
く
だ
さ
っ

て
る
願
い
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
け
ど
…

「
他
力
本
願
」
と
い
う
言
葉
聞

い
た
こ
と
あ
る
よ
ね
。

若
葉

あ
ん
ま
り
い
い
意
味

の
言
葉
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
…
。

純
真

ず
い
ぶ
ん
誤
解
さ
れ

た
り
間
違
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
多
い
言
葉
な
ん
だ
け
ど
、
若

葉
さ
ん
は
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
る
か
な
？
。

若
葉

自
分
で
は
何
も
せ
ず

に
誰
か
が
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
っ

て
考
え
た
り
す
る
感
じ
か
な
。

お
母
さ
ん
の
ご
飯
の
手
伝
い
を

し
な
き
ゃ
い
け
な
い
け
ど
何
と

か
な
る
か
…
と
か
、
宿
題
と
か

自
分
の
部
屋
の
掃
除
も
し
な
き
ゃ

い
け
な
い
け
ど
、
誰
か
が
し
て

く
れ
な
い
か
な
、
も
し
か
し
た

ら
純
真
さ
ん
な
ら
代
わ
り
に
し

て
く
れ
る
か
も
っ
て
思
っ
た
り

…
そ
の
間
私
は
ゆ
っ
く
り
横
に

な
っ
て
お
い
し
い
お
菓
子
で
も

食
べ
て
た
い
な
と
か
。

純
真

ぼ
く
が
す
る
の
!?
…

ま
あ
で
も
他
力
本
願
と
い
う
と

そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
か
な
。

自
分
は
頑
張
ら
ず
に
他
人
の
力

を
あ
て
に
す
る
と
い
う
か
。

若
葉

そ
う
で
す
よ
ね
。

純
真

で
も
こ
ん
な
場
合
に

も
使
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

こ
れ
も
間
違
っ
た
使
い
方
な
ん

だ
け
ど
…
例
え
ば
、
Ｊ
リ
ー
グ

の
そ
の
年
の
最
終
戦
で
２
チ
ー

ム
に
優
勝
の
可
能
性
が
あ
る
。

先
に
試
合
を
勝
利
で
終
え
た
Ａ

チ
ー
ム
は
、
Ｂ
チ
ー
ム
が
負
け

る
か
引
き
分
け
る
か
で
優
勝
が

決
ま
る
。
こ
ん
な
と
き
Ａ
チ
ー

ム
の
試
合
を
実
況
し
て
い
た
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
が
「
こ
れ
は
も
う

他
力
本
願
し
か
な
い
で
す
ね
」

と
言
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合

の
「
他
力
本
願
」
は
ど
う
い
う

意
味
で
使
わ
れ
て
る
ん
だ
ろ
う
。

若
葉

と
に
か
く
力
は
出
し

切
っ
た
ん
だ
か
ら
、
あ
と
は
な

る
よ
う
に
な
る
し
か
な
い
っ
て

感
じ
か
な
。

純
真

う
ん
う
ん
。
そ
れ
と

頑
張
っ
た
分
、
も
し
か
し
た
ら

状
況
が
勝
手
に
好
転
す
る
か
も
っ

て
い
う
希
望
も
含
ま
れ
て
る
か

も
し
れ
な
い
ね
。
ど
ち
ら
に
し

て
も
共
通
し
て
る
の
は
「
他
力
」

に
自
分
の
願
望
を
投
影
し
て
る

と
い
う
か
、
自
分
の
思
い
を
重

ね
合
わ
せ
て
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ

な
い
か
な
。

で
も
、
浄
土
真
宗
で
い
う
本

来
の
「
他
力
本
願
」
の
他
力
と

い
う
の
は
、
自
分
が
あ
て
に
す

る
よ
う
な
他
人
の
力
と
か
何
か

よ
く
分
か
ら
な
い
力
の
こ
と
じ
ゃ

な
く
て
、
仏
さ
ま
の
力
の
こ
と

な
ん
だ
。
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と

こ
な
い
と
思
う
け
ど
、
仏
さ
ま

は
仏
さ
ま
と
し
て
の
願
い
を
持
っ

て
ぼ
く
た
ち
に
は
た
ら
き
か
け

て
く
だ
さ
っ
て
る
、
そ
の
は
た

ら
き
の
こ
と
を
い
う
ん
だ
よ
。

若
葉

仏
さ
ま
の
願
い
…
そ

れ
が
「
本
願
」
と
い
う
こ
と
？
。

純
真

う
ん
。
阿
弥
陀
さ
ま

の
願
い
は
本
願
と
い
っ
て
、
そ

の
願
い
が
か
な
わ
な
か
っ
た
ら

ご
自
分
は
仏
さ
ま
に
な
ら
な
い

と
ま
で
誓
わ
れ
た
願
い
な
ん
だ
。

そ
の
仏
さ
ま
の
願
い
が
は
た
ら

き
と
し
て
ぼ
く
た
ち
に
向
け
ら

れ
て
る
と
い
う
の
が
他
力
本
願

の
本
当
の
意
味
な
ん
だ
け
ど
。

若
葉

願
い
の
は
た
ら
き
…
。

純
真

も
し
よ
か
っ
た
ら
時

間
が
あ
る
と
き
に
一
度
本
堂
に

上
が
っ
て
み
る
か
い
？

若
葉

い
い
ん
で
す
か
。

純
真

お
待
ち
し
て
ま
す
よ
。

（
本
紙
・
辻
本
真
一
朗
＋
大
須
賀
拓
善
）

(11) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (2)

と

の

▽
「他
力
本
願
」は
他
人
の
力
を
あ
て
に
す
る
こ
と
？

仏
教

問
答８

若 葉若センセ純真

イ
ラ
ス
ト

＝
い
ぶ
り
ん

教
務
所
・
別
院
人
事

28

オンラインで「公聴会」

７月21日、鷺森別院本堂で

昨年もオンラインで開催された公聴会

鷺
森
別
院
の
催
し

30

神谷暁生新職員

横出顕悟新職員

長瀬理愛新職員

稲田唯純新職員

48

日
高
別
院
の
催
し

12

21



２
月
19
日
、
海
南
市
冷
水
の

了
賢
寺
さ
ま
（
松
本
教
智
住
職
）

で
開
催
さ
れ
た
和
歌
山
教
区
門

徒
総
代
会
「
組
活
動
推
進
事
業
」

そ

研
修
会
（
海
南
組
門
徒
総
代
会

担
当
）
に
出
向
し
て
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
頂
き
ま

し
た
。

研
修
会
で
は
「
こ
れ
か
ら
も
、

持
続
可
能
な
寺
院
に
し
て
い
く

た
め
に
…
み
な
さ
ん
で
一
緒
に

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
」
と
題

し
、
現
代
の
お
寺
や
僧
侶
を
取

り
巻
く
状
況
や
社
会
環
境
の
変

化
を
整
理
し
て
、
次
の
９
つ
の

ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
ま
し
た
。

①
人
口
減
少
と
高
齢
化
。

②
「
家
」
か
ら
「
個
」
へ
。

③
伝
統
的
宗
教
観
の
減
退
。

④
世
代
間
格
差
と
貧
困
。

⑤
簡
素
化
・
低
コ

ス
ト
化
が
進
む
葬
送

儀
礼
。

⑥
宗
教
法
人
へ
の

厳
し
い
目
。

⑦
激
甚
化
す
る
自

然
災
害
。

⑧
「
あ
の
世
観
」

の
変
化
。

⑨
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
。

な
か
で
も
②
「
家
」

か
ら
「
個
」
へ
と
い

う
ポ
イ
ン
ト
は
重
要

で
、
お
寺
も
江
戸
時

代
か
ら
の
檀
家
制
度
に
基
づ
く

「
家
」
を
単
位
に
し
た
あ
り
方

か
ら
、
「
個
人
」
に
重
点
を
置

い
た
新
し
い
枠
組
み
へ
の
変
化

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
申
し
ま
し
た
。

あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、

宗
教
性
を
求
め
る
人
の
割
合
は

減
っ
て
い
ま
せ
ん
。
特
に
20
代

か
ら
50
代
の
方
に
は
希
望
の
兆

し
が
あ
り
ま
す
。
お
寺
離
れ
と

い
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
お
寺

と
つ
な
が
る
ご
縁
に
出
会
っ
て

い
な
い
方
が
多
い
と
い
う
の
が

実
態
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

研
修
会
の
最
後
に
は
、
少
し

で
も
参
考
に
な
れ
ば
と
自
坊
の

行
事
の
一
端
を
紹
介
し
ま
し
た
。

自
坊
で
は
大
晦
日
の
午
後
４

時
か
ら
小
さ
い
お
子
さ
ん
を
対

象
に
し
た
「
鐘
つ
き
大
会
」
を

開
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
石
焼
き
芋
を
振
る
舞
っ

て
い
ま
す
。
手
製
の
ド
ラ
ム
缶

の
石
焼
き
芋
器
で
農
家
さ
ん
に

頂
い
た
コ
ン
テ
ナ
２
つ
分
の
サ

ツ
マ
イ
モ
を
き
っ
ち
り
温
度
管

理
し
な
が
ら
２
、
３
時
間
か
け

て
焼
き
ま
す
と
、
皆
さ
ん
最
高

だ
と
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。

４
月
８
日
は
お
釈
迦
さ
ま
の

お
誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
「
花

ま
つ
り
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

花
御
堂
を
設
置
し
て
、
お
釈
迦

は
な

み

ど
う

さ
ま
が
ご
誕
生
さ
れ
た
と
き
に

こ
れ
を
祝
っ
て
甘
露
の
雨
が
降
っ

た
と
い
う
故
事
に
倣
い
、
お
釈

迦
さ
ま
の
像
に
甘
茶
を
掛
け
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
例
年

は
日
曜
学
校
の
入
学
式
も
併
せ

て
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨

年
は
小
学
一
年
生
の
新
入
生
が

お
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
近
所
の
主
婦
の
方
で

ウ
ク
レ
レ
を
弾
い
て
Ｃ
Ｄ
を
作
っ

て
お
ら
れ
る
と
い
う
方
に
、
お

寺
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
し
て
ほ
し

い
と
頼
ん
だ
ら
、
そ
の
方
の
子

育
て
世
代
の
仲
間
も
大
勢
お
参

り
に
来
て
く
れ
て
、
境
内
で
菓

子
ま
き
な
ど
も
し
て
に
ぎ
や
か

に
過
ご
し
た

―
そ
ん
な
自
坊

の
事
例
に
も
熱
心
に
耳
を
傾
け

て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
し
た
。

（
日
高
組
妙
願
寺
住
職
）

７
月
20
～
22
日

朝
の
法
座

（
大
谷
本
廟
）

８
月
14
日
～
15
日

盂
蘭
盆
会

８
月
15
日

戦
没
者
追
悼
法
要

６
月
16
日

少
年
連
盟
総
会

６
月
16
日

仏
教
青
年
連
盟
総
会

６
月
25
日

ビ
ハ
ー
ラ
サ
ロ
ン

６
月
29
日

寺
族
青
年
連
盟
総

会
・
研
修
会

７
月
８
日

仏
教
青
年
連
盟
ボ
ー

ド
ゲ
ー
ム
会

７
月
９
日

第
30
回
平
和
を
希

う
念
仏
者
の
集
い
―
全
戦
没
者

追
悼
法
要
―

７
月
25
～
26
日

キ
ッ
ズ
サ
ン

ガ
～
児
童
念
仏
奉
仕
団
～
（
西

本
願
寺
ほ
か
）

２
月
15
日

亀
井
大
慈
（
日
高
組
長
覚
寺
）

３
月
15
日

下
間
優
樹（
和
歌
山
東
組
信
楽
寺

平
林
渉
（
有
田
南
組
福
藏
寺
）

２
月
17
日

橋
本
信
子
（
御
坊
組
善
妙
寺
）

津
本
芳
城
（
御
坊
組
天
性
寺
）

小
野
正
治
（
紀
南
組
勝
專
寺
・

前
住
職
）
１
月
10
日

荻
野
亮
子
（
海
草
組
教
蓮
寺
・

住
職
）
２
月
23
日

湯
川
由
紀
（
御
坊
組
源
行
寺
・

坊
守
）
２
月
26
日

池
上
み
ち
（
御
坊
組
常
福
寺
・

坊
守
）
５
月
14
日

生
前
の
ご
活
躍
ご
尽
力
に
感

謝
申
し
上
げ
、
謹
ん
で
敬
弔
の

意
を
表
し
ま
す
。

８
月
21
日

ビ
ハ
ー
ラ
サ
ロ
ン

６
月
23
日

組
門
徒
総
代
会
・

組
仏
教
壮
年
会
連
盟
合
同
総
会

（
鷺
森
別
院
）

７
月
15
日

組
寺
族
青
年
会
総

会
（
念
誓
寺
）

７
月
22
日

第
２
回
組
内
会
・

懇
親
会
（
ア
バ
ロ
ー
ム
紀
の
国
）

８
月
中
旬

児
童
養
護
施
設
に

お
供
の
お
す
そ
わ
け

６
月
17
日

組
内
会
（
浄
永
寺
）

６
月
20
日

組
仏
教
婦
人
会
連

盟
総
会
（
浄
源
寺
）

６
月
24
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
（
浄
永
寺
）

６
月
27
日

組
寺
族
女
性
会
総

会
（
光
源
寺
）

６
月
25
日

組
仏
教
婦
人
会
総

会
・
研
修
会
（
正
光
寺
）

７
月
２
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
・
研
修
会
（
青
蓮
寺
）

６
月
17
日

実
践
運
動
組
委
員

会
（
光
徳
寺
）

６
月
24
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
・
研
修
会
（
光
徳
寺
）

７
月
29
日

実
践
運
動
組
委
員

会
（
光
徳
寺
）

７
月
１
日

組
門
徒
総
代
会
委

員
会
・
総
会
（
報
徳
寺
）

７
月
８
日

組
親
鸞
聖
人
御
誕

生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０

０
年
慶
讃
法
要
（
報
徳
寺
）

７
月
５
日

組
門
徒
総
代
会
研

修
会
（
光
明
寺
）

７
月
１
日

組
会
（
善
行
寺
）

７
月
22
日

組
教
化
団
体
の
あ

り
方
を
考
え
る
会
（
正
善
寺
）

６
月
26
日

慶
讃
法
要
推
進
委

員
会
（
善
照
寺
）

６
月
18
日

組
仏
教
壮
年
部
研

修
会
（
有
田
川
鮎
茶
屋
会
議
室
）

６
月
17
日

組
内
会
（
円
行
寺
）

７
月
16
日

組
門
徒
総
代
会

（
即
生
寺
）

８
月
４
日

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
会

合
（
未
定
）

８
月
27
日

組
仏
教
壮
年
会
研

修
会
（
蓮
専
寺
）

６
月
14
日

組
寺
族
婦
人
会
総

会
（
仏
願
寺
）

６
月
29
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
（
浄
行
寺
）

(3) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (10)

2023(令和５)年度
本願寺鷺森別院一般会計歳計予算

2023(令和５)年４月１日

～2024(令和６)年３月31日歳入の部

歳出の部

「組活動推進事業」研修会

過疎問題とお寺⑧

楠原 晃紹
（過疎対応支援員）

「
家
」
か
ら
「
個
」
へ

【訂正】前号６面「2021(令和３)年度・本願寺鷺森別院一般会

計歳計決算」のなかで、歳入・歳出の部とも「予算額」と記載

したのは「決算額」の誤りでした。おわびして訂正いたします。

2023(令和５)年度
和歌山教区一般会計歳計予算

2023(令和５)年４月１日

～2024(令和６)年３月31日

款 費 目 予算額 説 明

１ 教区賦課金 33,100,000 教区賦課金（276カ寺）

２ 宗派交付金 2,130,000 宗派交付金

３ 願記手数料 1,000,000 各種教区願記冥加金

４ 回付金 3,000,000

５ 雑収入 2,306,000 行事参加費・預金利息等

６ 繰越金 1,464,000

合 計 43,000,000

款 費 目 予算額 説 明

１ 実践運動推進費 8,150,000 実践運動関係費、組助成費等

２ 会議費 740,000 教区会・組長会、その他会議費

３ 宗会議員事務費 50,000 選挙管理委員会開催費

４ 教務所費 25,420,000 人件費※、事務費、諸費等

５ 維持費 3,400,000 水道光熱費※、維持管理費※

６ 回付金 3,560,000 各種特別会計へ回付

７ 予備費 1,680,000

合 計 43,000,000

教
区
内
の
門
徒
総
代
さ
ん
な
ど
39
人
が
研
修

※教区一般会計歳出の部の「人件費」「水道光熱費、維持管理費」は、
鷺森別院一般会計歳入の部「回付金」「人件費負担金」へ回付されます。

⑩面の鷺森別院一般会計歳計予算も併せてご覧ください

歳入の部

歳出の部

款 費 目 予算額 説 明

１ 懇志 7,850,000 各種懇志

２ 回付金 3,700,000 特別会計・教区会計※より回付

３ 各種交付金 200,000 教化助成費等

４ 維持費 4,590,000 別院護持費等

５ 負担金 26,500,000 人件費負担金※(教区・幼稚園）

６ 雑収入 170,000 預金利息等

７ 前年度繰越金 7,190,000

合 計 50,200,000

款 費 目 予算額 説 明

１ 法務費 2,000,000 荘厳費、法要費

２ 教化費 1,180,000 常例布教・各種教化費

３ 事務費 33,310,000 人件費、水道光熱費等

４ 会議費 100,000 責任役員・総代会費等

５ 維持費 9,070,000 営繕費、保険料等

６ 積立金 1,000,000 営繕積立金・退職積立金へ回付

７ 予備費 3,540,000

合 計 50,200,000

６
月
中
旬
～

８
月
の
催
し

和
歌
山
教
区

教
区
内
各
組

③面の和歌山教区一般会計歳計予算も併せてご覧ください

「
新
・
祖
蹟
点
描
」
は
お
休
み
し
ま
す

）

【
訂
正
】
前
号
で
楠
山
顕
也
さ
ん

（
御
坊
組
浄
専
寺
）
、
近
藤
生
信
さ
ん

（
有
田
北
組
松
林
寺
）
、
西
川
茉
莉
子

さ
ん
（
和
歌
山
北
組
真
稱
寺
）
の
得
度

さ
れ
た
日
付
を
10
月
16
日
と
記
載
い
た

し
ま
し
た
が
、
10
月
15
日
の
誤
り
で
し

た
。
お
わ
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

教

師

得

度

敬

弔 本

山

和

歌

山

組

和
歌
山
東
組

和
歌
山
北
組

加

茂

組

海

南

組

伊

那

組

有

賀

組

有

田

南

組

有

田

北

組

日

高

組

紀

南

組

お
寺
の
あ
り
方
に
も

新
し
い
枠
組
み
必
要

海

草

組

※
会
場
は
記
載
が
な
い
か
ぎ
り
鷺
森
別
院
で
す
。

（円）

（円）

（円）

（円）



鷺
森
別
院
で
は
恒
例
の
二
尊

に

そ
ん

会
を
５
月

日
か
ら

日
の
４

え日
間
、
宗
祖
降
誕
会
を
５
月

ご
う
た
ん

え

日
に
お
勤
め
し
た
。

二
尊
会
は
、
紀
州
門
徒
の
よ

り
ど
こ
ろ
で
あ
る
二
尊
像
（
宗

に

そ
ん
ぞ
う

祖
親
鸞
聖
人
と
蓮
如
上
人
連
座

の
御
影
）
を
本
堂
内
陣
の
右
脇

壇
に
奉
懸
し
て
お

勤
め
。
お
勤
め
の

あ
と
は
安
徳
剛
典

師
（
大
阪
市
）
の

法
話
を
聴
い
た
。

宗
祖
降
誕
会
は
、

宗
祖
親
鸞
聖
人
の

お
誕
生
日
を
祝
い

お
勤
め
。
引
き
続

き
三
浦
良
成
師

（
有
田
北
組
極
楽

寺
）
の
法
話
を
聴

聞
し
た
。

二
尊
会
初
日
に

は
、
新
型
コ
ロ
ナ

の
た
め
２
０
１
９

年
（
令
和
元
）
11

月
の
報
恩
講
を
最
後
に
取
り
や

め
に
な
っ
て
い
た
雅
楽
演
奏
が

復
活
、
法
要
に
花
を
添
え
た
。

二
尊
会
期
間
中
と
宗
祖
降
誕

会
開
催
日
の
午
前
は
、
和
歌
山

教
区
の
各
教
化
団
体
が
総
会
を

開
催
。
13
日
は
寺
族
女
性
会
、

14
日
は
門
徒
総
代
会
、
15
日
は

仏
教
壮
年
会
、
16
日
は
仏
教
婦

人
会
、
21
日
は
門
徒
推
進
員
連

絡
協
議
会
が
、
本
堂
で
昨
年
度

決
算
、
今
年
度
予
算
・
行
事
な

ど
を
熱
心
に
審
議
し
た
。

第
19
回
孫
市
ま
つ
り
が
３
月

26
日
、
鷺
森
別
院
を
会
場
に
開

か
れ
た
。
孫
市
の
会
（
森
下
幸

も
り
し
た
ゆ
き

生
会
長
）
が
主
催
す
る
「
ま
つ

お

り
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

で
２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
は

中
止
、
２
０
２
１
年
（
令
和
３
）

は
Ｐ
Ｒ
映
像
の
撮
影
、
昨
年
は

よ
う
や
く
規
模
を
縮
小
し
て
開

か
れ
た
が
、
今
年
は
い
よ
い
よ

２
０
１
９
年
（
令
和
元
）
か
ら

４
年
ぶ
り
と
な
る
従
来
の
規
模

で
の
開
催
と
な
っ
た
。

小
雨
が
降
る
な
か
本
堂
前
で

行
わ
れ
た
「
戦
国
野
外
劇
～
信

長
の
野
望
を
撃
て
！
～
」
で
は
、

初
め
て
の
出
演
と
な
る
俳
優
の

原
田
龍
二
さ
ん
が
雑
賀
孫
市
を

熱
演
。
３
０
０
０
人
の
雑
賀
衆

が
10
万
人
の
織
田
信
長
軍
と
戦

い
打
ち
破
る
と
い
う
物
語
が
迫

力
満
点
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
観

客
は
真
剣
に
見
入
っ
て
い
た
。

鷺
森
別
院
南
側
の
城
北
通
り

で
は
大
筒
（
大
口
径
の
火
縄
銃
）

お
お
づ
つ

に
よ
る
鉄
砲
演
武
が
行
わ
れ
、

周
囲
に
轟
音
が
響
き
わ
た
っ
た
。

本
堂
で
は
和
歌
山
市
立
博
物

館
学
芸
員
の
小
橋
勇
介
さ
ん
が

「
雑
賀
衆
と
鷺
ノ
森
遺
跡
―
紀

州
の
戦
国
―
」
と
題
し
て
講
演
。

集
ま
っ
た
歴
史
フ
ァ
ン
ら
が
雑

賀
衆
の
実
像
と
鷺
森
御
坊
の
歴

史
な
ど
を
学
ん
だ
。

(9) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (4)

本年３月２９日より５期３０日間にわたってお勤めしてまいりました親鸞聖人御誕生

８５０年・立教開宗８００年慶讃法要は、本日をもってご満座をお迎えいたしました。

このたびの５０年に一度のご勝縁に国内外より多くの方々にご参拝いただき、厳粛かつ

盛大にご法要をお勤めすることができましたのは、仏祖のお導きはもとより、僧侶・寺

族・門信徒など有縁の方々のご懇念のたまものと心より感謝申し上げます。

私たちが浄土真宗のみ教えを確かな依りどころとして生きることができるのは、親鸞

聖人が『顕浄土真実教行証文類』（教行信証）を著され、『仏説無量寿経』に説き示さ

れる阿弥陀如来の本願名号の真実の教えを明らかにされるとともに、聖人のみ跡を慕う

多くの先人方が、み教えに生かされる喜びを今日まで大切に伝えてこられたからに他な

りません。

私たちは阿弥陀如来の智慧の光明に包まれ、照らし出されることによって、今まで気

づかなかった罪業深重・煩悩具足という自身の姿とともに、如来の広大な恩徳を知らさ

れます。そして、このような私たちが、如来に慈しまれていると同時に私の悲しみを如

来の悲しみとして受け入れていただけることを信知することで、自身の悪業煩悩を心か

ら慚愧し、少しでも執われの心を離れなければならないと気づかされます。

それは自分だけの安穏を願うような自己中心的な生き方から、人々の苦悩をともにし

ていく生き方への転換であり、そこから大智大悲という如来のお徳を真実と仰ぎ、それ

に沿うよう努める念仏者の生き方が開かれてきます。そして、その努め励んでいくまま

が如来のお徳に促され、ご本願に生かされて生きる姿になるのです。

このたびの慶讃法要を機縁として、あらためて「世のなか安穏なれ、仏法ひろまれ」

と願われた親鸞聖人のお言葉を深く心に刻み、これからもお念仏を喜び、阿弥陀如来の

智慧と慈悲をあらゆる人々に伝えることで、自他ともに心豊かに生きることのできる社

会の実現に向け、さらなる歩みを続けてまいりましょう。

令和５年・２０２３年 ５月２１日

龍谷門主 釋 専 如

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要御満座の消息
慶
讃
法
要

ご

満

座

※「ご消息」は西本願寺ホームページから転載しました

鷺
森
別
院
で
恒
例
の
二
尊
会
と
降
誕
会

３
年
半
ぶ
り
に
雅
楽
演
奏
が
復
活

飛雲閣の前でハイチーズ 仮設テントで憩う

法
要
終
了
、
余
韻
を
胸
に
御
影
堂
か
ら
移
動

慶讃ムードたっぷりの阿弥陀堂門

法
要
の
高
札
が
立
つ
御
影
堂
門

13

16

21

鷺森幼稚園 99人巣立つ
鷺森幼稚園では３月１７日、鷺森別院本堂で卒園

式を挙行、卒園児９９人が卒園証書を受け取った。

卒園式を終えた園児たちは、４月からの新しい生活

への期待を胸に思い出いっぱいの園舎をあとにした。

「
孫
市
ま
つ
り
」
に
ぎ
わ
う

奏
楽
員
３
人
が
出
勤
し
た
二
尊
会
初
日
の
法
要

卒
園
式
で
讃
仏
偈
を
お
勤
め
す
る
園
児

原田龍二さんが孫市を熱演した戦国野外劇（鷺森別院）



ビ
ハ
ー
ラ
和
歌
山
（
吉
田
敬

子
会
長
）
で
は
２
月
17
日
に
鷺

森
別
院
ホ
ー
ル
で
研
修
会
を
開

催
。
会
員
・
賛
助
会
員
12
人
が

参
加
し
て
、
同
じ
く
会
員
の
中な

か

田
三
恵
さ
ん
（
伊
那
組
教
善
寺

た

み

え

住
職
）
の
講
義
「
ゲ
ー

ト
キ
ー
パ
ー
に
つ
い
て
」

を
聴
い
た
。

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と

は
、
自
殺
の
危
険
を
示

す
サ
イ
ン
に
気
づ
き
、

声
を
か
け
、
話
を
聞
き
、

必
要
な
支
援
に
つ
な
ぎ
、

見
守
る
と
い
う
適
切
な

対
応
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
人
の
こ
と
で
、

「
命
の
門
番
」
と
も
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

中
田
さ
ん
は
講
義
で

次
の
よ
う
に
話
し
た
。

―
「
死
に
た
い
」

と
い
う
の
は
ど
う
い
う

心
の
状
態
な
の
か
。
一

つ
の
こ
と
が
起
き
て
も
、
す
ぐ

「
死
に
た
い
・
死
ぬ
し
か
な
い
」

と
は
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

で
も
、
そ
の
問
題
を
一
人
で

抱
え
て
、
誰
に
も
言
え
な
く
て
、

分
か
っ
て
も
ら
え
な
く
て
、
ど

ん
ど
ん
苦
し
く
な
っ
て
。
居
場

所
を
失
い
、
行
き
詰
ま
り
、
追

い
込
ま
れ
、
生
き
て
い
く
の
が

し
ん
ど
く
な
っ
た
り
、
生
き
る

先
に
希
望
が
な
く
な
る
環
境
に

置
か
れ
る
と
、
誰
だ
っ
て
「
逃

げ
た
い
・
消
え
た
い
・
死
に
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

言
動
や
行
動
に
変
化
が
見
ら

れ
、
悩
ん
で
い
る
か
も
と
気
づ

い
た
ら
、
声
を
か
け
て
。
話
し

や
す
い
雰
囲
気
を
つ
く
り
、
相

手
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
な

が
ら
丁
寧
に
ゆ
っ
く
り
と
耳
を

傾
け
ま
し
ょ
う
。

安
易
な
励
ま
し
よ
り
も
、

「
大
変
だ
っ
た
ね
。
一
人
で
抱

え
て
き
た
ん
だ
ね
」
と
、
ち
ゃ

ん
と
認
め
ね
ぎ
ら
っ
て
い
く
。

決
し
て
否
定
し
た
り
先
回
り
を

せ
ず
、
相
手
の
気
持
ち
が
置
い

て
け
ぼ
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。

い
つ
で
も
味
方
で
い
る
こ
と
。

一
緒
に
考
え
る
こ
と
が
大
事

だ
が
、
相
手
の
状
態
に
合
わ
せ

て
支
援
に
つ
な
ぐ
場
合
も
あ
る
。

情
報
提
供
は
丁
寧
に
。
ゲ
ー
ト

キ
ー
パ
ー
は
さ
ま
ざ
ま
な
支
援

先
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
あ
れ
か
ら
ど
う
？
」
と
回

復
を
せ
か
し
た
り
せ
ず
、
相
手

が
自
立
し
て
い
け
る
よ
う
に
忍

耐
強
く
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
と
き
で
も
、

相
手
の
力
を
信
頼
し
て
見
守
り

続
け
る
こ
と
が
大
事
。

何
で
も
受
け
入
れ
て
し
ま
う

こ
と
、
答
え
を
出
し
て
し
ま
う

こ
と
が
優
し
さ
で
は
な
い
。
全

面
的
に
頼
ら
せ
て
、
後
で
無
理

と
突
き
放
す
（
見
捨
て
る
）
こ

と
ほ
ど
酷
な
こ
と
は
な
い
。

気
持
ち
を
受
け
取
っ
て
い
く

受
容
と
、
何
で
も
受
け
入
れ
て

か
な
え
て
あ
げ
る
こ
と
は
違
う
。

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
役
割
を
頭

に
入
れ
て
、
一
緒
に
悩
み
、
一

緒
に
考
え
て
い
く
伴
走
支
援
が

求
め
ら
れ
る

―
。

◆
ビ
ハ
ー
ラ
和
歌
山
で
は
、

悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
の
思
い

を
聞
こ
う
と
、
サ
ロ
ン
「
お
し
ゃ

べ
り
カ
フ
ェ

ひ
だ
ま
り
」
を

鷺
森
別
院
で
開
催
し
て
い
る
。

開
催
は
６
月
25
日
、
８
月
21

日
、
12
月
４
日
、
来
年
２
月
26

日
の
午
後
１
時
30
分
か
ら
（
８

月
の
み
午
後
５
時
か
ら
）
。
前

日
ま
で
の
申
し
込
み
が
必
要
。

和
歌
山
教
区
教
務
所
で
は

「
宗
教
章
」
取
得
を
希
望
す
る

ス
カ
ウ
ト
団
員
の
た
め
の
研
修

会
を
昨
年
12
月
16
日
か
ら
今
年

１
月
27
日
ま
で
に
５
回
開
催
。

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
和
歌
山
連

盟
に
所
属
す
る
西
田
圭
佑
く
ん

（
第
21
団
）
、
植
木
脩
伍
く
ん

（
第
18
団
）
、
出
口
慧
吏
く
ん

（
第
18
団
）
が
、
鷺
森
別
院
で

「
本
願
寺
派
仏
教
章
取
得
の
た

め
の
研
修
会
」
を
受
講
し
た
。

受
講
し
た
３
人
は
「
本
願
寺

派
仏
教
章
」
取
得
に
必
要
な
お

勤
め
、
荘
厳
・
作
法
、
仏
教
の

教
え
、
釈
尊
・
親
鸞
聖
人
の
伝

記
、
真
宗
教
義
な
ど
を
学
ん
だ
。

各
回
の
講
義
は
和
歌
山
教
区
内

の
若
手
僧
侶
が
担
当
し
た
。

和
歌
山
教
区
門
徒
総
代

会
（
田
端
三
津
雄
会
長
）

で
は
１
月
22
日
、
鷺
森
別

院
の
清
掃
奉
仕
を
行
っ
た
。

参
加
し
た
教
区
内
寺
院
の
門
徒

総
代
さ
ん
27
人
は
、
本
堂
・
書

院
・
会
議
室
・
ト
イ
レ
な
ど
を

清
掃
、
境
内
で
は
草
引
き
や
植

え
込
み
の
手
入
れ
、
ゴ
ミ
拾
い

な
ど
に
い
そ
し
ん
だ
（
写
真
）
。

「
観
無
量
寿
経
註
」
に
感
動

岡
本
俊
史
（
安
養
寺
門
徒
）

「
親
鸞
―
生
涯
と
名
宝
」
を

拝
見
し
ま
し
た
。
真
宗
各
派
寺

院
な
ど
が
所
蔵
す
る
お
仏
像
・

名
号
本
尊
・
経
典
・
障
壁
画
な

ど
宝
物
１
１
０
余
点
が
、
「
親

鸞
を
導
く
も
の
―
七
人
の
高
僧

―
」
「
親
鸞
の
生
涯
」
「
親
鸞

と
門
弟
」
な
ど
七
章
に
分
類
展

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
か
で

も
目
を
見
張
り
感
動
し
た
の
は
、

親
鸞
聖
人
が
書
写
さ
れ
た
「
観

無
量
寿
経
註
」
（
国
宝
）
で
す
。

観
無
量
寿
経
を
書
写
し
、
そ
の

行
間
・
欄
外
な
ど
紙
面
全
面
に

わ
た
っ
て
ぎ
っ
し
り
と
細
字
で

書
き
込
み
が
し
て
あ
り
ま
し
た
。

書
面
や
書
物
で
こ
こ
ま
で
文

字
を
書
き
込
ん
だ
物
を
見
た
の

は
初
め
て
で
、
親
鸞
聖
人
が
若

い
頃
い
ろ
ん
な
修
行
を
す
る
な

か
、
こ
の
よ
う
な
学
習
・
研
究

に
も
打
ち
込
ん
で
お
ら
れ
た
こ

と
を
改
め
て
知
っ
た
次
第
で
す
。

熱
い
も
の
込
み
上
げ
て
き
た

立
花
美
一
（
淨
國
寺
門
徒
）

平
成
28

年

（
２
０
１
６
）

の
伝
灯
奉
告
法

要
以
来
、
７
年

ぶ
り
の
記
念
法

要
の
団
体
参
拝

で
し
た
。
御
影

堂
に
案
内
さ
れ

る
と
、
前
か
ら

三
列
目
で
親
鸞

聖
人
の
御
真
影

が
真
正
面
の
参

拝
席
と
な
り
、

ご
勝
縁
の
恵
み

を
頂
き
ま
し
た
。

雅
楽
の
演
奏

後
、
全
国
各
地

か
ら
団
体
参
拝

の
ご
門
徒
の
方
々
に
よ
る
「
正

信
念
仏
偈
」
勤
行
の
な
か
、
お

木
像
を
見
上
げ
ま
す
と
、
聖
人

像
が
ほ
ほ
笑
み
を
浮
か
べ
、
何

か
を
語
り
掛
け
て
こ
ら
れ
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
お
姿
に

真
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
そ
う

な
厳
粛
な
緊
張
感
に
浸
り
ま
し

た
。
最
後
の
合
掌
礼
拝
後
わ
れ

に
返
り
ま
す
と
、
身
体
全
体
に

何
か
熱
い
も
の
が
込
み
上
げ
て

き
て
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
の

尊
さ
を
実
感
し
、
感
慨
深
い
お

勤
め
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

門
徒
と
し
て
、
改
め
て
親
鸞

聖
人
ご
生
誕
か
ら
今
日
に
至
る

偉
大
な
る
功
績
、
さ
ら
に
は
立

教
開
宗
８
０
０
年
と
い
う
歴
史

の
重
み
に
感
銘
を
受
け
た
慶
讃

法
要
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

参
拝
は
生
涯
の
思
い
出
に

西
川
信
也
（
了
賢
寺
門
徒
）

係
員
の
方
々
が
テ
キ
パ
キ
と

動
か
れ
て
参
拝
者
を
誘
導
、
ス

ム
ー
ズ
に
御
影
堂
ま
で
案
内
し

て
い
た
だ
き
慶
讃
法
要
に
参
列

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
法

要
は
実
に
厳
か
に
執
り
行
わ
れ
、

生
涯
の
思
い
出
に
な
り
ま
し
た
。

参
拝
し
て
す
ご
く
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「
親
鸞
展
」
で
は
多
く
の
お

書
物
や
お
仏
像

な
ど
を
説
明
書

き
を
参
考
に
し

な
が
ら
観
覧
し

ま
し
た
。
昔
か

ら
現
在
に
至
る

ま
で
の
時
間
の

つ
な
が
り
な
ど

の
思
い
に
ふ
け

り
な
が
ら
、
時

間
が
経
つ
の
を

忘
れ
拝
見
し
、

ま
こ
と
に
貴
重

な
経
験
と
な
り

ま
し
た
。

団
参
準
備
の
苦
労
報
わ
れ
た

辻
本
頼
伸
（
大
専
寺
住
職
）

海
南
組
か
ら
の
団
体
参
拝
に

そ

当
た
り
、
参
加
者
の
募
集
、
名

簿
づ
く
り
、
帰

敬

式
を
受
式

き

き
ょ
う

さ
れ
る
方
の
申
し
込
み
な
ど
の

準
備
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を

費
や
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
御

影
堂
で
の
慶
讃
法
要
が
終
り
、

参
加
さ
れ
た
方
々
の
高
揚
と
し

た
姿
を
見
て
、
そ
ん
な
苦
労
も

報
わ
れ
た
思
い
が
し
ま
し
た
。

念
願
か
な
い
帰
敬
式
受
け
る

辻

昌
卓
（
光
明
寺
門
徒
）

立
派
な
御
影
堂
で
慶
讃
法
要

が
粛
々
と
営
ま
れ
ま
し
た
。
ご

門
主
に
導
か
れ
、
全
国
か
ら
参

集
し
た
多
数
の
門
徒
と
共
に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
大
き
な

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

声
で
称
え
る
こ
と
が
で
き
、
心

が
引
き
締
ま
る
ひ
と
と
き
で
し

た
。
伝
灯
奉
告
法
要
に
続
き
、

今
回
も
節
目
と
な
る
大
行
事
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
当

に
ご
勝
縁
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

か
ね
て
か
ら
帰
敬
式
の
受
式

を
望
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
80

歳
を
迎
え
て
念
願
が
か
な
い
ま

し
た
。
阿
弥
陀
堂
で
の
厳
か
な

儀
式
で
ご
門
主
か
ら
頭
に
三
度

お
剃
刀
を
当
て
て
い
た
だ
き
、

か
み
そ
り

法
名
を
「
釋
至
願
」
と
授
け
ら

し
ゃ
く

し

が
ん

れ
ま
し
た
。
法
名
は
仏
説
無
量

寿
経
の
お
言
葉
で
あ
る
と
知
り
、

浄
土
真
宗
門
徒
と
し
て
の
自
覚

が
い
っ
そ
う
高
ま
り
ま
し
た
。

気
付
け
ば
自
分
も
お
念
仏

道
裏
繁
治
（
霊
性
寺
門
徒
）

法
要
で
は
お
坊
さ
ん
の
お
念

仏
の
声
の
お
か
げ
で
、
気
付
け

ば
自
分
の
口
か
ら
も
お
念
仏
が
。

親
鸞
さ
ん
は
９
歳
で
出
家
し

て
比
叡
山
に
上
り
修
行
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
「
親
鸞
展
」

を
拝
見
す
る
と
、
そ
の
ご
苦
労

が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
も
の
や

御
影
（
肖
像
画
）
に
描
か
れ
た

迫
力
あ
る
お
顔
に
表
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

お
念
仏
の
大
切
さ
、
子
孫
に

藤
永
泰
子
（
淨
願
寺
門
徒
）

職
員
の
方
の
案
内
で
中
央
の

最
前
列
に
座
る
こ
と
が
で
き
感

謝
感
謝
で
す
。
雅
楽
演
奏
の
美

し
い
響
き
に
圧
倒
さ
れ
、
身
も

心
も
浄
化
さ
れ
て
い
く
よ
う
な

心
持
ち
で
し
た
。
広
い
御
影
堂

に
一
緒
に
参
拝
さ
れ
た
方
々
と

大
き
な
声
で
正
信
念
仏
偈
を
唱

和
し
、
最
後
に
は
専
如
門
主
の

お
言
葉
ま
で
頂
き
ま
し
た
。

子
孫
に
お
念
仏
の
大
切
さ
を

伝
え
、
報
恩
感
謝
の
生
活
を
送

り
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(5) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (8)

前
ペ
ー
ジ
か
ら
続
く

親
鸞
展
の
パ
ネ
ル
の
前
で
（
京
都
国
立
博
物
館
）

国
宝
の
唐
門
を
バ
ッ
ク
に
記
念
撮
影
（
海
南
組
）

自
殺
防
ぐ

伴
走
支
援

教区門徒総代会が清掃奉仕

会
員
の
中
田
三
恵
さ
ん
（
右
奥
）
が
講
義

焼
香
の
作
法
を
練
習
（
書
院
）

ビ
ハ
ー
ラ
和
歌
山
が
研
修

「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
つ
い
て
学
ぶ

ス
カ
ウ
ト
団
員
が

鷺
森
別
院
で
講
習

〟

〝



遠
い
過
去
か
ら
の
ご
縁
喜
ぶ

玉
置

證
（
養
専
寺
住
職
）

新
し
い
お
勤
め
「
新
制

御ご

本
典
作
法
」
は
、
「
宿
縁
讃
」

ほ
ん
で
ん

し
ゅ
く
え
ん
さ
ん

の
「
あ
あ
、
弘
誓
の
強
縁
、
多

ぐ

ぜ
い

ご
う
え
ん

た

生
に
も
値
ひ
が
た
く
」
と
い
う

し
ょ
う

も
う
あ

お
言
葉
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
が
『
御
本
典
』
（
教

行
信
証
）
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

願
い
で
あ
る
大
い
な
る
本
願
は
、

い
く
た
び
生
を
重
ね
て
も
遇
え

あ

る
も
の
で
は
な
い
、
と
お
示
し

に
な
ら
れ
た
お
言
葉
で
す
。

御
影
堂
に
は
、
お
念
仏
の
ご

縁
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
た
親

鸞
聖
人
の
お
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

お
念
仏
申
し
な
が
ら
、
遠
い
過

去
か
ら
の
ご
縁
を
喜
び
ま
し
た
。

平
和
願
う
ご
門
主
に
感
銘

榎
本

進
（
浄
専
寺
門
徒
）

慶
讃
法
要
と
い
う
素
晴
ら
し

い
行
事
に
門
徒
の
一
員
と
し
て

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
お
勤

め
の
大
唱
和
、
雅
楽
の
演
奏
に

深
く
感
動
を
受
け
ま
し
た
。

ご
門
主
が
ご
親
教
の
な
か
で

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
現
状
に
言
及
さ

れ
、
世
界
に
向
け
て
平
和
を
願

う
旨
の
お
言
葉
を
発
せ
ら
れ
た

こ
と
に
有
り
難
い
お
言
葉
だ
と

ひ
し
ひ
し
と
感
銘
を
受
け
、
私

た
ち
の
思
い
を
ご
門
主
さ
ま
が

お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ

と
に
深
く
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。

心
強
か
っ
た
正
信
偈
の
唱
和

北
野

治
（
光
徳
寺
門
徒
）

御
影
堂
に
は
た
く
さ
ん
の
参

拝
の
方
々
が
集
い
、
法
要
の
規

模
に
ま
ず
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

雅
楽
の
厳
か
な
生
演
奏
と
と
も

に
お
勤
め
が
始
ま
り
、
音
の
響

き
が
心
に
も
体
に
も
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
正
信
偈
を
唱
え
る

と
き
は
大
勢
の
方
の
声
が
重
な

り
、
心
強
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

京
都
国
立
博
物
館
の
「
親
鸞

展
」
で
は
、
数
多
く
の
展
示
の

う
ち
親
鸞
聖
人
ご
自
筆
の
『
教

行
信
証
』
が
最
も
心
に
残
り
ま

し
た
。
ご
自
筆
の
文
字
が
伸
び

伸
び
と
し
て
力
強
か
っ
た
の
が

印
象
的
で
し
た
。
推
敲
の
跡
も

生
々
し
く
残
っ
て
お
り
、
悩
み

な
が
ら
思
考
を
重
ね
ら
れ
た
姿

が
伺
え
ま
し
た
。

み
教
え
を
一
緒
に
再
確
認

小
川
純
男
（
教
法
寺
門
徒
）

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
各
地

か
ら
の
多
く
の
皆
さ
ま
と
一
緒

に
再
確
認
し
、
分
か
ち
合
え
る

素
晴
ら
し
い
体
験
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
感
謝
し
て
い
ま
す
。

ご
門
主
さ
ま
が
、
教
団
の
過

去
の
過
ち
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

た
こ
と
に
も
深
い
感
慨
を
覚
え

ま
し
た
。
新
し
い
「
領
解
文
」

り
ょ
う

げ

も
ん

は
、
み
教
え
が
分
か
り
や
す
く

説
か
れ
、
私
た
ち
の
生
き
る
指

針
と
な
る
も
の
で
す
。
常
に
唱

和
し
、
家
族
を
は
じ
め
多
く
の

人
に
伝
え
て
ゆ
き
た
い
で
す
。

「
親
鸞
展
」
で
拝
見
し
た
親

鸞
聖
人
の
肉
筆
は
、
８
０
０
年

を
超
え
て
聖
人
さ
ま
を
身
近
に

感
じ
、
歴
代

宗

主
の
方
々
や

し
ゅ
う
し
ゅ

多
く
の
先
人
方
の
努
力
に
感
謝

の
気
持
ち
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。

法
要
の
荘
厳
さ
に
圧
倒

今
村
栄
治
（
慶
證
寺
門
徒
）

西
本
願
寺
参
拝
は
今
回
で
二

度
目
で
す
が
、
法
要
の
荘
厳
さ

に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
門
主
さ

ま
の
お
話
は
、
私
た
ち
一
般
の

者
に
も
大
変
分
か
り
や
す
く
有

り
難
い
お
言
葉
で
し
た
。
特
に

今
回
は
、
御
影
堂
真
正
面
の
前

か
ら
二
列
目
の
席
で
し
た
の
で

臨
場
感
が
最
高
で
し
た
。

飛
雲
閣
を
拝
観
し
た
際
、
た

ま
た
ま
一
緒
に
な
っ
た
他
寺
院

の
ご
住
職
の
説
明
を
聴
き
感
動

し
ま
し
た
。
書
院
の
た
た
ず
ま

い
に
は
歴
史
を
感
じ
ま
し
た
。

内
陣
の
お
飾
り
素
晴
ら
し
い

妻
木

茂
（
弘
誓
寺
住
職
）

御
影
堂
の
内
陣
は
す
ご
く
明

な
い
じ
ん

る
く
、
お
華
一
対
と
香
炉
の
ほ

か
に
30
㌢
以
上
は
あ
り
そ
う
な

大
き
な
朱
ろ
う
そ
く
が
４
本
も

並
ぶ
「
七
具
足
」
と
い
う
お
飾

し
ち

ぐ

そ
く

り
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
ろ
う

そ
く
の
炎
が
数
10
㌢
も
あ
ろ
う

か
と
高
く
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
ら
め

い
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

お
勤
め
は
十
二
礼
の
節
で
正

じ
ゅ
う

に

ら
い

信
念
仏
偈
を
大
き
な
声
で
一
緒

に
頂
き
、
笙
・
笛
・
太
鼓
な
ど

の
雅
楽
演
奏
で
さ
な
が
ら
ラ
イ

ブ
ス
テ
ー
ジ
の
よ
う
で
し
た
。

お
浄
土
に
思
い
馳
せ
た

岡
本
全
子
（
西
専
寺
門
徒
）

記
念
す
べ
き
法
要
に
参
拝
で

き
た
こ
と
に
喜
び
と
感
謝
を
感

じ
て
い
ま
す
。
厳
か
な
雰
囲
気

の
な
か
雅
楽
の
美
し
い
調
べ
に

始
ま
り
、
正
信
念
仏
偈
の
お
勤

め
は
圧
巻
で
し
た
。
な
ぜ
か
私

の
脳
裏
に
は
朝
夕
お
仏
壇
の
前

で
お
勤
め
を
し
て
い
た
祖
父
の

姿
が
浮
か
び
、
お
浄
土
に
思
い

を
馳
せ
た
時
間
で
し
た
。

飛
雲
閣
は
14
年
前
に
拝
観
し

て
以
来
で
し
た
が
、
変
わ
ら
ず

に
美
し
い
姿
で
今
回
も
カ
メ
ラ

に
収
め
ま
し
た
。

夢
心
地
で
の
法
要
参
拝

和
本
妙
子
（
西
法
寺
坊
守
）

荘
厳
な
雰
囲
気
の
な
か
雅
楽

の
音
色
か
ら
始
ま
っ
た
一
時
間

の
法
要
は
、
ま
る
で
エ
ン
タ
ー

テ
イ
ナ
ー
に
よ
る
シ
ョ
ー
の
よ

う
で
、
夢
心
地
の
う
ち
に
あ
っ

と
い
う
間
に
過
ぎ
ま
し
た
。

「
親
鸞
展
」
で
は
歴
史
の
重

み
を
感
じ
ま
し
た
。
個
人
的
に

も
う
一
度
拝
観
に
行
こ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。

伝
灯
奉
告
法
要
に
続
く
法
縁

岩
崎
隆
晴
（
願
成
寺
門
徒
）

本
山
の
法
要
参
拝
は
、
７
年

前
の
伝
灯
奉
告
法
要
に
続
き
二

回
目
の
法
縁
と
な
り
ま
し
た
。

法
要
は
雅
楽
が
入
り
、
素
晴
ら

し
い
お
勤
め
で
感
動
し
ま
し
た
。

伝
灯
奉
告
法
要
の
と
き
は
帰き

敬

式
を
受
式
し
た
関
係
で
書

き
ょ
う

院
・
飛
雲
閣
を
拝
観
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
今
回
は
拝
観
で

き
、
本
願
寺
の
歴
史
の
素
晴
ら

し
さ
を
た
っ
ぷ
り
と
感
じ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
親
鸞
展
」
で
は
親
鸞
聖
人

ご
自
筆
の
ご
本
尊
や
お
書
物
を

拝
見
で
き
、
時
を
超
え
て
親
鸞

聖
人
か
ら
直
に
教
え
を
頂
く
よ

う
な
尊
い
経
験
で
し
た
。

(7) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (6)

親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
２
日
目
の
３
月
30
日
、
和
歌
山
教

区
の
先
頭
を
切
っ
て
和
歌
山
組
養
専
寺
・
浄
専
寺
（
７
人
）
、
海
南
組
15
カ
寺
（
１
１
３
人
）
、
伊

那
組
淨
願
寺
（
12
人
）
の
合
わ
せ
て
１
３
２
人
が
西
本
願
寺
に
団
体
参
拝
。
全
国
各
地
か
ら
集
ま
っ

た
１
４
０
０
人
近
い
参
拝
者
と
共
に
御
影
堂
で
の
法
要
に
臨
ん
だ
。
荻
野
昭
裕
副
総
務
（
現
総
務
・

海
南
組
淨
國
寺
住
職
）
の
あ
い
さ
つ
、
天
岸
淨
圓
師
（
大
阪
教
区
東
住
吉
組
西
光
寺
）
の
記
念
布
教

を
聴
き
、
午
前
10
時
か
ら
法
要
が
ス
タ
ー
ト
。
一
行
は
声
高
ら
か
に
正
信
念
仏
偈
を
唱
和
し
、
50
年

に
１
度
の
ご
勝
縁
を
喜
ん
だ
。
お
勤
め
の
あ
と
は
専
如
門
主
か
ら
ご
親
教
（
お
言
葉
）
を
頂
い
た
。

し
ん
き
ょ
う

慶讃法要２日目、和歌山教区

から18カ寺132人が団体参拝

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

法要出勤のため御影堂内陣を進まれる専如門主

御影堂内陣のお飾り

厳かに 華やかに

法要に先立ち荻野昭裕副総務(現総務)が
あいさつ㊧、天岸淨圓師が記念布教㊨

参
拝
さ
れ
た
方
々
が
喜
び
の
感
想



ビ
ハ
ー
ラ
和
歌
山
（
吉
田
敬

子
会
長
）
で
は
２
月
17
日
に
鷺

森
別
院
ホ
ー
ル
で
研
修
会
を
開

催
。
会
員
・
賛
助
会
員
12
人
が

参
加
し
て
、
同
じ
く
会
員
の
中な

か

田
三
恵
さ
ん
（
伊
那
組
教
善
寺

た

み

え

住
職
）
の
講
義
「
ゲ
ー

ト
キ
ー
パ
ー
に
つ
い
て
」

を
聴
い
た
。

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と

は
、
自
殺
の
危
険
を
示

す
サ
イ
ン
に
気
づ
き
、

声
を
か
け
、
話
を
聞
き
、

必
要
な
支
援
に
つ
な
ぎ
、

見
守
る
と
い
う
適
切
な

対
応
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
人
の
こ
と
で
、

「
命
の
門
番
」
と
も
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

中
田
さ
ん
は
講
義
で

次
の
よ
う
に
話
し
た
。

―
「
死
に
た
い
」

と
い
う
の
は
ど
う
い
う

心
の
状
態
な
の
か
。
一

つ
の
こ
と
が
起
き
て
も
、
す
ぐ

「
死
に
た
い
・
死
ぬ
し
か
な
い
」

と
は
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

で
も
、
そ
の
問
題
を
一
人
で

抱
え
て
、
誰
に
も
言
え
な
く
て
、

分
か
っ
て
も
ら
え
な
く
て
、
ど

ん
ど
ん
苦
し
く
な
っ
て
。
居
場

所
を
失
い
、
行
き
詰
ま
り
、
追

い
込
ま
れ
、
生
き
て
い
く
の
が

し
ん
ど
く
な
っ
た
り
、
生
き
る

先
に
希
望
が
な
く
な
る
環
境
に

置
か
れ
る
と
、
誰
だ
っ
て
「
逃

げ
た
い
・
消
え
た
い
・
死
に
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

言
動
や
行
動
に
変
化
が
見
ら

れ
、
悩
ん
で
い
る
か
も
と
気
づ

い
た
ら
、
声
を
か
け
て
。
話
し

や
す
い
雰
囲
気
を
つ
く
り
、
相

手
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
な

が
ら
丁
寧
に
ゆ
っ
く
り
と
耳
を

傾
け
ま
し
ょ
う
。

安
易
な
励
ま
し
よ
り
も
、

「
大
変
だ
っ
た
ね
。
一
人
で
抱

え
て
き
た
ん
だ
ね
」
と
、
ち
ゃ

ん
と
認
め
ね
ぎ
ら
っ
て
い
く
。

決
し
て
否
定
し
た
り
先
回
り
を

せ
ず
、
相
手
の
気
持
ち
が
置
い

て
け
ぼ
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。

い
つ
で
も
味
方
で
い
る
こ
と
。

一
緒
に
考
え
る
こ
と
が
大
事

だ
が
、
相
手
の
状
態
に
合
わ
せ

て
支
援
に
つ
な
ぐ
場
合
も
あ
る
。

情
報
提
供
は
丁
寧
に
。
ゲ
ー
ト

キ
ー
パ
ー
は
さ
ま
ざ
ま
な
支
援

先
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
あ
れ
か
ら
ど
う
？
」
と
回

復
を
せ
か
し
た
り
せ
ず
、
相
手

が
自
立
し
て
い
け
る
よ
う
に
忍

耐
強
く
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
と
き
で
も
、

相
手
の
力
を
信
頼
し
て
見
守
り

続
け
る
こ
と
が
大
事
。

何
で
も
受
け
入
れ
て
し
ま
う

こ
と
、
答
え
を
出
し
て
し
ま
う

こ
と
が
優
し
さ
で
は
な
い
。
全

面
的
に
頼
ら
せ
て
、
後
で
無
理

と
突
き
放
す
（
見
捨
て
る
）
こ

と
ほ
ど
酷
な
こ
と
は
な
い
。

気
持
ち
を
受
け
取
っ
て
い
く

受
容
と
、
何
で
も
受
け
入
れ
て

か
な
え
て
あ
げ
る
こ
と
は
違
う
。

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
役
割
を
頭

に
入
れ
て
、
一
緒
に
悩
み
、
一

緒
に
考
え
て
い
く
伴
走
支
援
が

求
め
ら
れ
る

―
。

◆
ビ
ハ
ー
ラ
和
歌
山
で
は
、

悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
の
思
い

を
聞
こ
う
と
、
サ
ロ
ン
「
お
し
ゃ

べ
り
カ
フ
ェ

ひ
だ
ま
り
」
を

鷺
森
別
院
で
開
催
し
て
い
る
。

開
催
は
６
月
25
日
、
８
月
21

日
、
12
月
４
日
、
来
年
２
月
26

日
の
午
後
１
時
30
分
か
ら
（
８

月
の
み
午
後
５
時
か
ら
）
。
前

日
ま
で
の
申
し
込
み
が
必
要
。

和
歌
山
教
区
教
務
所
で
は

「
宗
教
章
」
取
得
を
希
望
す
る

ス
カ
ウ
ト
団
員
の
た
め
の
研
修

会
を
昨
年
12
月
16
日
か
ら
今
年

１
月
27
日
ま
で
に
５
回
開
催
。

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
和
歌
山
連

盟
に
所
属
す
る
西
田
圭
佑
く
ん

（
第
21
団
）
、
植
木
脩
伍
く
ん

（
第
18
団
）
、
出
口
慧
吏
く
ん

（
第
18
団
）
が
、
鷺
森
別
院
で

「
本
願
寺
派
仏
教
章
取
得
の
た

め
の
研
修
会
」
を
受
講
し
た
。

受
講
し
た
３
人
は
「
本
願
寺

派
仏
教
章
」
取
得
に
必
要
な
お

勤
め
、
荘
厳
・
作
法
、
仏
教
の

教
え
、
釈
尊
・
親
鸞
聖
人
の
伝

記
、
真
宗
教
義
な
ど
を
学
ん
だ
。

各
回
の
講
義
は
和
歌
山
教
区
内

の
若
手
僧
侶
が
担
当
し
た
。

和
歌
山
教
区
門
徒
総
代

会
（
田
端
三
津
雄
会
長
）

で
は
１
月
22
日
、
鷺
森
別

院
の
清
掃
奉
仕
を
行
っ
た
。

参
加
し
た
教
区
内
寺
院
の
門
徒

総
代
さ
ん
27
人
は
、
本
堂
・
書

院
・
会
議
室
・
ト
イ
レ
な
ど
を

清
掃
、
境
内
で
は
草
引
き
や
植

え
込
み
の
手
入
れ
、
ゴ
ミ
拾
い

な
ど
に
い
そ
し
ん
だ
（
写
真
）
。

「
観
無
量
寿
経
註
」
に
感
動

岡
本
俊
史
（
安
養
寺
門
徒
）

「
親
鸞
―
生
涯
と
名
宝
」
を

拝
見
し
ま
し
た
。
真
宗
各
派
寺

院
な
ど
が
所
蔵
す
る
お
仏
像
・

名
号
本
尊
・
経
典
・
障
壁
画
な

ど
宝
物
１
１
０
余
点
が
、
「
親

鸞
を
導
く
も
の
―
七
人
の
高
僧

―
」
「
親
鸞
の
生
涯
」
「
親
鸞

と
門
弟
」
な
ど
七
章
に
分
類
展

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
か
で

も
目
を
見
張
り
感
動
し
た
の
は
、

親
鸞
聖
人
が
書
写
さ
れ
た
「
観

無
量
寿
経
註
」
（
国
宝
）
で
す
。

観
無
量
寿
経
を
書
写
し
、
そ
の

行
間
・
欄
外
な
ど
紙
面
全
面
に

わ
た
っ
て
ぎ
っ
し
り
と
細
字
で

書
き
込
み
が
し
て
あ
り
ま
し
た
。

書
面
や
書
物
で
こ
こ
ま
で
文

字
を
書
き
込
ん
だ
物
を
見
た
の

は
初
め
て
で
、
親
鸞
聖
人
が
若

い
頃
い
ろ
ん
な
修
行
を
す
る
な

か
、
こ
の
よ
う
な
学
習
・
研
究

に
も
打
ち
込
ん
で
お
ら
れ
た
こ

と
を
改
め
て
知
っ
た
次
第
で
す
。

熱
い
も
の
込
み
上
げ
て
き
た

立
花
美
一
（
淨
國
寺
門
徒
）

平
成
28

年

（
２
０
１
６
）

の
伝
灯
奉
告
法

要
以
来
、
７
年

ぶ
り
の
記
念
法

要
の
団
体
参
拝

で
し
た
。
御
影

堂
に
案
内
さ
れ

る
と
、
前
か
ら

三
列
目
で
親
鸞

聖
人
の
御
真
影

が
真
正
面
の
参

拝
席
と
な
り
、

ご
勝
縁
の
恵
み

を
頂
き
ま
し
た
。

雅
楽
の
演
奏

後
、
全
国
各
地

か
ら
団
体
参
拝

の
ご
門
徒
の
方
々
に
よ
る
「
正

信
念
仏
偈
」
勤
行
の
な
か
、
お

木
像
を
見
上
げ
ま
す
と
、
聖
人

像
が
ほ
ほ
笑
み
を
浮
か
べ
、
何

か
を
語
り
掛
け
て
こ
ら
れ
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
お
姿
に

真
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
そ
う

な
厳
粛
な
緊
張
感
に
浸
り
ま
し

た
。
最
後
の
合
掌
礼
拝
後
わ
れ

に
返
り
ま
す
と
、
身
体
全
体
に

何
か
熱
い
も
の
が
込
み
上
げ
て

き
て
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
の

尊
さ
を
実
感
し
、
感
慨
深
い
お

勤
め
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

門
徒
と
し
て
、
改
め
て
親
鸞

聖
人
ご
生
誕
か
ら
今
日
に
至
る

偉
大
な
る
功
績
、
さ
ら
に
は
立

教
開
宗
８
０
０
年
と
い
う
歴
史

の
重
み
に
感
銘
を
受
け
た
慶
讃

法
要
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

参
拝
は
生
涯
の
思
い
出
に

西
川
信
也
（
了
賢
寺
門
徒
）

係
員
の
方
々
が
テ
キ
パ
キ
と

動
か
れ
て
参
拝
者
を
誘
導
、
ス

ム
ー
ズ
に
御
影
堂
ま
で
案
内
し

て
い
た
だ
き
慶
讃
法
要
に
参
列

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
法

要
は
実
に
厳
か
に
執
り
行
わ
れ
、

生
涯
の
思
い
出
に
な
り
ま
し
た
。

参
拝
し
て
す
ご
く
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「
親
鸞
展
」
で
は
多
く
の
お

書
物
や
お
仏
像

な
ど
を
説
明
書

き
を
参
考
に
し

な
が
ら
観
覧
し

ま
し
た
。
昔
か

ら
現
在
に
至
る

ま
で
の
時
間
の

つ
な
が
り
な
ど

の
思
い
に
ふ
け

り
な
が
ら
、
時

間
が
経
つ
の
を

忘
れ
拝
見
し
、

ま
こ
と
に
貴
重

な
経
験
と
な
り

ま
し
た
。

団
参
準
備
の
苦
労
報
わ
れ
た

辻
本
頼
伸
（
大
専
寺
住
職
）

海
南
組
か
ら
の
団
体
参
拝
に

そ

当
た
り
、
参
加
者
の
募
集
、
名

簿
づ
く
り
、
帰

敬

式
を
受
式

き

き
ょ
う

さ
れ
る
方
の
申
し
込
み
な
ど
の

準
備
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を

費
や
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
御

影
堂
で
の
慶
讃
法
要
が
終
り
、

参
加
さ
れ
た
方
々
の
高
揚
と
し

た
姿
を
見
て
、
そ
ん
な
苦
労
も

報
わ
れ
た
思
い
が
し
ま
し
た
。

念
願
か
な
い
帰
敬
式
受
け
る

辻

昌
卓
（
光
明
寺
門
徒
）

立
派
な
御
影
堂
で
慶
讃
法
要

が
粛
々
と
営
ま
れ
ま
し
た
。
ご

門
主
に
導
か
れ
、
全
国
か
ら
参

集
し
た
多
数
の
門
徒
と
共
に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
大
き
な

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

声
で
称
え
る
こ
と
が
で
き
、
心

が
引
き
締
ま
る
ひ
と
と
き
で
し

た
。
伝
灯
奉
告
法
要
に
続
き
、

今
回
も
節
目
と
な
る
大
行
事
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
当

に
ご
勝
縁
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

か
ね
て
か
ら
帰
敬
式
の
受
式

を
望
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
80

歳
を
迎
え
て
念
願
が
か
な
い
ま

し
た
。
阿
弥
陀
堂
で
の
厳
か
な

儀
式
で
ご
門
主
か
ら
頭
に
三
度

お
剃
刀
を
当
て
て
い
た
だ
き
、

か
み
そ
り

法
名
を
「
釋
至
願
」
と
授
け
ら

し
ゃ
く

し

が
ん

れ
ま
し
た
。
法
名
は
仏
説
無
量

寿
経
の
お
言
葉
で
あ
る
と
知
り
、

浄
土
真
宗
門
徒
と
し
て
の
自
覚

が
い
っ
そ
う
高
ま
り
ま
し
た
。

気
付
け
ば
自
分
も
お
念
仏

道
裏
繁
治
（
霊
性
寺
門
徒
）

法
要
で
は
お
坊
さ
ん
の
お
念

仏
の
声
の
お
か
げ
で
、
気
付
け

ば
自
分
の
口
か
ら
も
お
念
仏
が
。

親
鸞
さ
ん
は
９
歳
で
出
家
し

て
比
叡
山
に
上
り
修
行
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
す
が
、
「
親
鸞
展
」

を
拝
見
す
る
と
、
そ
の
ご
苦
労

が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
も
の
や

御
影
（
肖
像
画
）
に
描
か
れ
た

迫
力
あ
る
お
顔
に
表
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

お
念
仏
の
大
切
さ
、
子
孫
に

藤
永
泰
子
（
淨
願
寺
門
徒
）

職
員
の
方
の
案
内
で
中
央
の

最
前
列
に
座
る
こ
と
が
で
き
感

謝
感
謝
で
す
。
雅
楽
演
奏
の
美

し
い
響
き
に
圧
倒
さ
れ
、
身
も

心
も
浄
化
さ
れ
て
い
く
よ
う
な

心
持
ち
で
し
た
。
広
い
御
影
堂

に
一
緒
に
参
拝
さ
れ
た
方
々
と

大
き
な
声
で
正
信
念
仏
偈
を
唱

和
し
、
最
後
に
は
専
如
門
主
の

お
言
葉
ま
で
頂
き
ま
し
た
。

子
孫
に
お
念
仏
の
大
切
さ
を

伝
え
、
報
恩
感
謝
の
生
活
を
送

り
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(5) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (8)

前
ペ
ー
ジ
か
ら
続
く

親
鸞
展
の
パ
ネ
ル
の
前
で
（
京
都
国
立
博
物
館
）

国
宝
の
唐
門
を
バ
ッ
ク
に
記
念
撮
影
（
海
南
組
）

自
殺
防
ぐ

伴
走
支
援

教区門徒総代会が清掃奉仕

会
員
の
中
田
三
恵
さ
ん
（
右
奥
）
が
講
義

焼
香
の
作
法
を
練
習
（
書
院
）

ビ
ハ
ー
ラ
和
歌
山
が
研
修

「
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
」
に
つ
い
て
学
ぶ

ス
カ
ウ
ト
団
員
が

鷺
森
別
院
で
講
習

〟

〝



鷺
森
別
院
で
は
恒
例
の
二
尊

に

そ
ん

会
を
５
月

日
か
ら

日
の
４

え日
間
、
宗
祖
降
誕
会
を
５
月

ご
う
た
ん

え

日
に
お
勤
め
し
た
。

二
尊
会
は
、
紀
州
門
徒
の
よ

り
ど
こ
ろ
で
あ
る
二
尊
像
（
宗

に

そ
ん
ぞ
う

祖
親
鸞
聖
人
と
蓮
如
上
人
連
座

の
御
影
）
を
本
堂
内
陣
の
右
脇

壇
に
奉
懸
し
て
お

勤
め
。
お
勤
め
の

あ
と
は
安
徳
剛
典

師
（
大
阪
市
）
の

法
話
を
聴
い
た
。

宗
祖
降
誕
会
は
、

宗
祖
親
鸞
聖
人
の

お
誕
生
日
を
祝
い

お
勤
め
。
引
き
続

き
三
浦
良
成
師

（
有
田
北
組
極
楽

寺
）
の
法
話
を
聴

聞
し
た
。

二
尊
会
初
日
に

は
、
新
型
コ
ロ
ナ

の
た
め
２
０
１
９

年
（
令
和
元
）
11

月
の
報
恩
講
を
最
後
に
取
り
や

め
に
な
っ
て
い
た
雅
楽
演
奏
が

復
活
、
法
要
に
花
を
添
え
た
。

二
尊
会
期
間
中
と
宗
祖
降
誕

会
開
催
日
の
午
前
は
、
和
歌
山

教
区
の
各
教
化
団
体
が
総
会
を

開
催
。
13
日
は
寺
族
女
性
会
、

14
日
は
門
徒
総
代
会
、
15
日
は

仏
教
壮
年
会
、
16
日
は
仏
教
婦

人
会
、
21
日
は
門
徒
推
進
員
連

絡
協
議
会
が
、
本
堂
で
昨
年
度

決
算
、
今
年
度
予
算
・
行
事
な

ど
を
熱
心
に
審
議
し
た
。

第
19
回
孫
市
ま
つ
り
が
３
月

26
日
、
鷺
森
別
院
を
会
場
に
開

か
れ
た
。
孫
市
の
会
（
森
下
幸

も
り
し
た
ゆ
き

生
会
長
）
が
主
催
す
る
「
ま
つ

お

り
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響

で
２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
は

中
止
、
２
０
２
１
年
（
令
和
３
）

は
Ｐ
Ｒ
映
像
の
撮
影
、
昨
年
は

よ
う
や
く
規
模
を
縮
小
し
て
開

か
れ
た
が
、
今
年
は
い
よ
い
よ

２
０
１
９
年
（
令
和
元
）
か
ら

４
年
ぶ
り
と
な
る
従
来
の
規
模

で
の
開
催
と
な
っ
た
。

小
雨
が
降
る
な
か
本
堂
前
で

行
わ
れ
た
「
戦
国
野
外
劇
～
信

長
の
野
望
を
撃
て
！
～
」
で
は
、

初
め
て
の
出
演
と
な
る
俳
優
の

原
田
龍
二
さ
ん
が
雑
賀
孫
市
を

熱
演
。
３
０
０
０
人
の
雑
賀
衆

が
10
万
人
の
織
田
信
長
軍
と
戦

い
打
ち
破
る
と
い
う
物
語
が
迫

力
満
点
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
観

客
は
真
剣
に
見
入
っ
て
い
た
。

鷺
森
別
院
南
側
の
城
北
通
り

で
は
大
筒
（
大
口
径
の
火
縄
銃
）

お
お
づ
つ

に
よ
る
鉄
砲
演
武
が
行
わ
れ
、

周
囲
に
轟
音
が
響
き
わ
た
っ
た
。

本
堂
で
は
和
歌
山
市
立
博
物

館
学
芸
員
の
小
橋
勇
介
さ
ん
が

「
雑
賀
衆
と
鷺
ノ
森
遺
跡
―
紀

州
の
戦
国
―
」
と
題
し
て
講
演
。

集
ま
っ
た
歴
史
フ
ァ
ン
ら
が
雑

賀
衆
の
実
像
と
鷺
森
御
坊
の
歴

史
な
ど
を
学
ん
だ
。

(9) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (4)

本年３月２９日より５期３０日間にわたってお勤めしてまいりました親鸞聖人御誕生

８５０年・立教開宗８００年慶讃法要は、本日をもってご満座をお迎えいたしました。

このたびの５０年に一度のご勝縁に国内外より多くの方々にご参拝いただき、厳粛かつ

盛大にご法要をお勤めすることができましたのは、仏祖のお導きはもとより、僧侶・寺

族・門信徒など有縁の方々のご懇念のたまものと心より感謝申し上げます。

私たちが浄土真宗のみ教えを確かな依りどころとして生きることができるのは、親鸞

聖人が『顕浄土真実教行証文類』（教行信証）を著され、『仏説無量寿経』に説き示さ

れる阿弥陀如来の本願名号の真実の教えを明らかにされるとともに、聖人のみ跡を慕う

多くの先人方が、み教えに生かされる喜びを今日まで大切に伝えてこられたからに他な

りません。

私たちは阿弥陀如来の智慧の光明に包まれ、照らし出されることによって、今まで気

づかなかった罪業深重・煩悩具足という自身の姿とともに、如来の広大な恩徳を知らさ

れます。そして、このような私たちが、如来に慈しまれていると同時に私の悲しみを如

来の悲しみとして受け入れていただけることを信知することで、自身の悪業煩悩を心か

ら慚愧し、少しでも執われの心を離れなければならないと気づかされます。

それは自分だけの安穏を願うような自己中心的な生き方から、人々の苦悩をともにし

ていく生き方への転換であり、そこから大智大悲という如来のお徳を真実と仰ぎ、それ

に沿うよう努める念仏者の生き方が開かれてきます。そして、その努め励んでいくまま

が如来のお徳に促され、ご本願に生かされて生きる姿になるのです。

このたびの慶讃法要を機縁として、あらためて「世のなか安穏なれ、仏法ひろまれ」

と願われた親鸞聖人のお言葉を深く心に刻み、これからもお念仏を喜び、阿弥陀如来の

智慧と慈悲をあらゆる人々に伝えることで、自他ともに心豊かに生きることのできる社

会の実現に向け、さらなる歩みを続けてまいりましょう。

令和５年・２０２３年 ５月２１日

龍谷門主 釋 専 如

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要御満座の消息
慶
讃
法
要

ご

満

座

※「ご消息」は西本願寺ホームページから転載しました

鷺
森
別
院
で
恒
例
の
二
尊
会
と
降
誕
会

３
年
半
ぶ
り
に
雅
楽
演
奏
が
復
活

飛雲閣の前でハイチーズ 仮設テントで憩う

法
要
終
了
、
余
韻
を
胸
に
御
影
堂
か
ら
移
動

慶讃ムードたっぷりの阿弥陀堂門

法
要
の
高
札
が
立
つ
御
影
堂
門

13

16

21

鷺森幼稚園 99人巣立つ
鷺森幼稚園では３月１７日、鷺森別院本堂で卒園

式を挙行、卒園児９９人が卒園証書を受け取った。

卒園式を終えた園児たちは、４月からの新しい生活

への期待を胸に思い出いっぱいの園舎をあとにした。

「
孫
市
ま
つ
り
」
に
ぎ
わ
う

奏
楽
員
３
人
が
出
勤
し
た
二
尊
会
初
日
の
法
要

卒
園
式
で
讃
仏
偈
を
お
勤
め
す
る
園
児

原田龍二さんが孫市を熱演した戦国野外劇（鷺森別院）



２
月
19
日
、
海
南
市
冷
水
の

了
賢
寺
さ
ま
（
松
本
教
智
住
職
）

で
開
催
さ
れ
た
和
歌
山
教
区
門

徒
総
代
会
「
組
活
動
推
進
事
業
」

そ

研
修
会
（
海
南
組
門
徒
総
代
会

担
当
）
に
出
向
し
て
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
頂
き
ま

し
た
。

研
修
会
で
は
「
こ
れ
か
ら
も
、

持
続
可
能
な
寺
院
に
し
て
い
く

た
め
に
…
み
な
さ
ん
で
一
緒
に

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
」
と
題

し
、
現
代
の
お
寺
や
僧
侶
を
取

り
巻
く
状
況
や
社
会
環
境
の
変

化
を
整
理
し
て
、
次
の
９
つ
の

ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
ま
し
た
。

①
人
口
減
少
と
高
齢
化
。

②
「
家
」
か
ら
「
個
」
へ
。

③
伝
統
的
宗
教
観
の
減
退
。

④
世
代
間
格
差
と
貧
困
。

⑤
簡
素
化
・
低
コ

ス
ト
化
が
進
む
葬
送

儀
礼
。

⑥
宗
教
法
人
へ
の

厳
し
い
目
。

⑦
激
甚
化
す
る
自

然
災
害
。

⑧
「
あ
の
世
観
」

の
変
化
。

⑨
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
。

な
か
で
も
②
「
家
」

か
ら
「
個
」
へ
と
い

う
ポ
イ
ン
ト
は
重
要

で
、
お
寺
も
江
戸
時

代
か
ら
の
檀
家
制
度
に
基
づ
く

「
家
」
を
単
位
に
し
た
あ
り
方

か
ら
、
「
個
人
」
に
重
点
を
置

い
た
新
し
い
枠
組
み
へ
の
変
化

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
申
し
ま
し
た
。

あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、

宗
教
性
を
求
め
る
人
の
割
合
は

減
っ
て
い
ま
せ
ん
。
特
に
20
代

か
ら
50
代
の
方
に
は
希
望
の
兆

し
が
あ
り
ま
す
。
お
寺
離
れ
と

い
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
お
寺

と
つ
な
が
る
ご
縁
に
出
会
っ
て

い
な
い
方
が
多
い
と
い
う
の
が

実
態
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

研
修
会
の
最
後
に
は
、
少
し

で
も
参
考
に
な
れ
ば
と
自
坊
の

行
事
の
一
端
を
紹
介
し
ま
し
た
。

自
坊
で
は
大
晦
日
の
午
後
４

時
か
ら
小
さ
い
お
子
さ
ん
を
対

象
に
し
た
「
鐘
つ
き
大
会
」
を

開
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
石
焼
き
芋
を
振
る
舞
っ

て
い
ま
す
。
手
製
の
ド
ラ
ム
缶

の
石
焼
き
芋
器
で
農
家
さ
ん
に

頂
い
た
コ
ン
テ
ナ
２
つ
分
の
サ

ツ
マ
イ
モ
を
き
っ
ち
り
温
度
管

理
し
な
が
ら
２
、
３
時
間
か
け

て
焼
き
ま
す
と
、
皆
さ
ん
最
高

だ
と
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。

４
月
８
日
は
お
釈
迦
さ
ま
の

お
誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
「
花

ま
つ
り
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

花
御
堂
を
設
置
し
て
、
お
釈
迦

は
な

み

ど
う

さ
ま
が
ご
誕
生
さ
れ
た
と
き
に

こ
れ
を
祝
っ
て
甘
露
の
雨
が
降
っ

た
と
い
う
故
事
に
倣
い
、
お
釈

迦
さ
ま
の
像
に
甘
茶
を
掛
け
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
例
年

は
日
曜
学
校
の
入
学
式
も
併
せ

て
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨

年
は
小
学
一
年
生
の
新
入
生
が

お
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
近
所
の
主
婦
の
方
で

ウ
ク
レ
レ
を
弾
い
て
Ｃ
Ｄ
を
作
っ

て
お
ら
れ
る
と
い
う
方
に
、
お

寺
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
し
て
ほ
し

い
と
頼
ん
だ
ら
、
そ
の
方
の
子

育
て
世
代
の
仲
間
も
大
勢
お
参

り
に
来
て
く
れ
て
、
境
内
で
菓

子
ま
き
な
ど
も
し
て
に
ぎ
や
か

に
過
ご
し
た

―
そ
ん
な
自
坊

の
事
例
に
も
熱
心
に
耳
を
傾
け

て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
し
た
。

（
日
高
組
妙
願
寺
住
職
）

７
月
20
～
22
日

朝
の
法
座

（
大
谷
本
廟
）

８
月
14
日
～
15
日

盂
蘭
盆
会

８
月
15
日

戦
没
者
追
悼
法
要

６
月
16
日

少
年
連
盟
総
会

６
月
16
日

仏
教
青
年
連
盟
総
会

６
月
25
日

ビ
ハ
ー
ラ
サ
ロ
ン

６
月
29
日

寺
族
青
年
連
盟
総

会
・
研
修
会

７
月
８
日

仏
教
青
年
連
盟
ボ
ー

ド
ゲ
ー
ム
会

７
月
９
日

第
30
回
平
和
を
希

う
念
仏
者
の
集
い
―
全
戦
没
者

追
悼
法
要
―

７
月
25
～
26
日

キ
ッ
ズ
サ
ン

ガ
～
児
童
念
仏
奉
仕
団
～
（
西

本
願
寺
ほ
か
）

２
月
15
日

亀
井
大
慈
（
日
高
組
長
覚
寺
）

３
月
15
日

下
間
優
樹（
和
歌
山
東
組
信
楽
寺

平
林
渉
（
有
田
南
組
福
藏
寺
）

２
月
17
日

橋
本
信
子
（
御
坊
組
善
妙
寺
）

津
本
芳
城
（
御
坊
組
天
性
寺
）

小
野
正
治
（
紀
南
組
勝
專
寺
・

前
住
職
）
１
月
10
日

荻
野
亮
子
（
海
草
組
教
蓮
寺
・

住
職
）
２
月
23
日

湯
川
由
紀
（
御
坊
組
源
行
寺
・

坊
守
）
２
月
26
日

池
上
み
ち
（
御
坊
組
常
福
寺
・

坊
守
）
５
月
14
日

生
前
の
ご
活
躍
ご
尽
力
に
感

謝
申
し
上
げ
、
謹
ん
で
敬
弔
の

意
を
表
し
ま
す
。

８
月
21
日

ビ
ハ
ー
ラ
サ
ロ
ン

６
月
23
日

組
門
徒
総
代
会
・

組
仏
教
壮
年
会
連
盟
合
同
総
会

（
鷺
森
別
院
）

７
月
15
日

組
寺
族
青
年
会
総

会
（
念
誓
寺
）

７
月
22
日

第
２
回
組
内
会
・

懇
親
会
（
ア
バ
ロ
ー
ム
紀
の
国
）

８
月
中
旬

児
童
養
護
施
設
に

お
供
の
お
す
そ
わ
け

６
月
17
日

組
内
会
（
浄
永
寺
）

６
月
20
日

組
仏
教
婦
人
会
連

盟
総
会
（
浄
源
寺
）

６
月
24
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
（
浄
永
寺
）

６
月
27
日

組
寺
族
女
性
会
総

会
（
光
源
寺
）

６
月
25
日

組
仏
教
婦
人
会
総

会
・
研
修
会
（
正
光
寺
）

７
月
２
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
・
研
修
会
（
青
蓮
寺
）

６
月
17
日

実
践
運
動
組
委
員

会
（
光
徳
寺
）

６
月
24
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
・
研
修
会
（
光
徳
寺
）

７
月
29
日

実
践
運
動
組
委
員

会
（
光
徳
寺
）

７
月
１
日

組
門
徒
総
代
会
委

員
会
・
総
会
（
報
徳
寺
）

７
月
８
日

組
親
鸞
聖
人
御
誕

生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０

０
年
慶
讃
法
要
（
報
徳
寺
）

７
月
５
日

組
門
徒
総
代
会
研

修
会
（
光
明
寺
）

７
月
１
日

組
会
（
善
行
寺
）

７
月
22
日

組
教
化
団
体
の
あ

り
方
を
考
え
る
会
（
正
善
寺
）

６
月
26
日

慶
讃
法
要
推
進
委

員
会
（
善
照
寺
）

６
月
18
日

組
仏
教
壮
年
部
研

修
会
（
有
田
川
鮎
茶
屋
会
議
室
）

６
月
17
日

組
内
会
（
円
行
寺
）

７
月
16
日

組
門
徒
総
代
会

（
即
生
寺
）

８
月
４
日

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
会

合
（
未
定
）

８
月
27
日

組
仏
教
壮
年
会
研

修
会
（
蓮
専
寺
）

６
月
14
日

組
寺
族
婦
人
会
総

会
（
仏
願
寺
）

６
月
29
日

組
門
徒
総
代
会
総

会
（
浄
行
寺
）

(3) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (10)

2023(令和５)年度
本願寺鷺森別院一般会計歳計予算

2023(令和５)年４月１日

～2024(令和６)年３月31日歳入の部

歳出の部

「組活動推進事業」研修会

過疎問題とお寺⑧

楠原 晃紹
（過疎対応支援員）

「
家
」
か
ら
「
個
」
へ

【訂正】前号６面「2021(令和３)年度・本願寺鷺森別院一般会

計歳計決算」のなかで、歳入・歳出の部とも「予算額」と記載

したのは「決算額」の誤りでした。おわびして訂正いたします。

2023(令和５)年度
和歌山教区一般会計歳計予算

2023(令和５)年４月１日

～2024(令和６)年３月31日

款 費 目 予算額 説 明

１ 教区賦課金 33,100,000 教区賦課金（276カ寺）

２ 宗派交付金 2,130,000 宗派交付金

３ 願記手数料 1,000,000 各種教区願記冥加金

４ 回付金 3,000,000

５ 雑収入 2,306,000 行事参加費・預金利息等

６ 繰越金 1,464,000

合 計 43,000,000

款 費 目 予算額 説 明

１ 実践運動推進費 8,150,000 実践運動関係費、組助成費等

２ 会議費 740,000 教区会・組長会、その他会議費

３ 宗会議員事務費 50,000 選挙管理委員会開催費

４ 教務所費 25,420,000 人件費※、事務費、諸費等

５ 維持費 3,400,000 水道光熱費※、維持管理費※

６ 回付金 3,560,000 各種特別会計へ回付

７ 予備費 1,680,000

合 計 43,000,000

教
区
内
の
門
徒
総
代
さ
ん
な
ど
39
人
が
研
修

※教区一般会計歳出の部の「人件費」「水道光熱費、維持管理費」は、
鷺森別院一般会計歳入の部「回付金」「人件費負担金」へ回付されます。

⑩面の鷺森別院一般会計歳計予算も併せてご覧ください

歳入の部

歳出の部

款 費 目 予算額 説 明

１ 懇志 7,850,000 各種懇志

２ 回付金 3,700,000 特別会計・教区会計※より回付

３ 各種交付金 200,000 教化助成費等

４ 維持費 4,590,000 別院護持費等

５ 負担金 26,500,000 人件費負担金※(教区・幼稚園）

６ 雑収入 170,000 預金利息等

７ 前年度繰越金 7,190,000

合 計 50,200,000

款 費 目 予算額 説 明

１ 法務費 2,000,000 荘厳費、法要費

２ 教化費 1,180,000 常例布教・各種教化費

３ 事務費 33,310,000 人件費、水道光熱費等

４ 会議費 100,000 責任役員・総代会費等

５ 維持費 9,070,000 営繕費、保険料等

６ 積立金 1,000,000 営繕積立金・退職積立金へ回付

７ 予備費 3,540,000

合 計 50,200,000

６
月
中
旬
～

８
月
の
催
し

和
歌
山
教
区

教
区
内
各
組

③面の和歌山教区一般会計歳計予算も併せてご覧ください

「
新
・
祖
蹟
点
描
」
は
お
休
み
し
ま
す

）

【
訂
正
】
前
号
で
楠
山
顕
也
さ
ん

（
御
坊
組
浄
専
寺
）
、
近
藤
生
信
さ
ん

（
有
田
北
組
松
林
寺
）
、
西
川
茉
莉
子

さ
ん
（
和
歌
山
北
組
真
稱
寺
）
の
得
度

さ
れ
た
日
付
を
10
月
16
日
と
記
載
い
た

し
ま
し
た
が
、
10
月
15
日
の
誤
り
で
し

た
。
お
わ
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

教

師

得

度

敬

弔 本

山

和

歌

山

組

和
歌
山
東
組

和
歌
山
北
組

加

茂

組

海

南

組

伊

那

組

有

賀

組

有

田

南

組

有

田

北

組

日

高

組

紀

南

組

お
寺
の
あ
り
方
に
も

新
し
い
枠
組
み
必
要

海

草

組

※
会
場
は
記
載
が
な
い
か
ぎ
り
鷺
森
別
院
で
す
。

（円）

（円）

（円）

（円）



和
歌
山
教
区
に
お
け
る
今
年

度
「
公
聴
会
」
が
７
月
21
日
午

後
３
時
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
本

山
と
結
び
鷺
森
別
院
本
堂
で
開

か
れ
る
。
北
海
道
教
区
・
高
岡

教
区
と
同
時
開
催
の
予
定
で
、

宗
派
か
ら
の
出
向
者
は
な
い
。

今
回
の
公
聴
会
は
、
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
（
宗
派
）
が
、
次

の
３
項
目
に
つ
い
て
の
説
明
動

画
（
約
45
分
）
を
配
信
し
、
こ

れ
を
視
聴
し
た
寺
院
関
係
者
か

ら
広
く
意
見
・
提
言
を
求
め
て

開
催
す
る
も
の
。

①
新
た
に
め
ざ
す
持
続
可
能

な
宗
務
組
織
を
構
築
す
る
た
め

の
具
体
策
に
つ
い
て
。

②
次
期
「
御
同
朋
の
社
会
を

お
ん
ど
う
ぼ
う

め
ざ
す
運
動
」
（
実
践
運
動
）

総
合
基
本
計
画
・
重
点
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
策
定
に
あ
た
っ
て
の
現
状

報
告
。

③
賦
課
基
準
の
見
直
し
に
つ

い
て
（
第
３
次
答
申
）
。

教
務
所
で
は
、
教
区
内
寺
院

住
職
・
寺
族
・
門
信
徒
の
参
加

を
呼
び
か
け
て
い
る
。
な
お
、

自
宅
な
ど
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン

参
加
も
可
能
だ
が
、
そ
の
場
合

は
発
言
は
で
き
な
い
。

希
望
す
れ
ば
説
明
動
画
を
７

月
１
日
午
前
９
時
か
ら
31
日
午

後
５
時
ま
で
視
聴
で
き
る
（
教

務
所
で
の
視
聴
も
可
能
）
。

参
加
お
よ
び
動
画
視
聴
希
望

は
、
７
月
18
日
ま
で
に
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
メ
ー
ル
で
教
務
所
へ

お
申
し
込
み
を
。

■
常
例
法
座

６
月
15
、
16

日
＝
真
野
順
之
師
（
彦
根
市
薩

摩
町
・
善
照
寺
）
。
７
月
15
、

16
日
＝
尾
崎
道
裕
師
（
奈
良
県

吉
野
郡
下
市
町
・
實
原
寺
）
。

い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら

お
勤
め
、
引
き
続
き
３
時
ご
ろ

ま
で
法
話
を
聴
聞
す
る
。

■
盂
蘭
盆
会

８
月
15
、
16

日
、
午
後
１
時
30
分
か
ら
正
信

念
仏
偈
作
法
第
二
種
を
お
勤
め
。

引
き
続
き
３
時
ご
ろ
ま
で
永
原

智
行
師
（
日
高
郡
由
良
町
・
教

専
寺
）
の
法
話
を
聴
聞
す
る
。

（
本
願
寺
鷺
森
別
院

和
歌
山

市
鷺
森
１
番
地

電
話
０
７
３

―
４
２
２
―
４
６
７
７
）

■
永
代
経

６
月
18
日
、
午

後
１
時
か
ら
本
堂
で
仏
説
阿
弥

陀
経
を
お
勤
め
し
、
引
き
続
き

２
時
15
分
ま
で
真
野
順
之
師

（
彦
根
市
薩
摩
町
・
善
照
寺
）
。

の
法
話
を
聴
聞
す
る
。

（
本
願
寺
日
高
別
院

御
坊

市
御
坊
１
０
０
番
地

電
話
０

７
３
８
―
２
２
―
０
５
１
８
）

新
職
員

▽
昨
年
４
月
１
日

付
＝
神
谷

暁

生
（

歳
、
紀

か
み

や

ぎ
ょ
う
せ
い

南
組
勝
徳
寺
住
職
）
＝
契
約
職

員
。
「
築
地
別
院
（
現
築
地
本

願
寺
）
で
１
９
９
８
（
平
成
10
）

か
ら
13
年
間
会
計
の
仕
事
を
し

た
経
験
を
同
じ
職
場
の
先
輩
だ
っ

た
升
巴
教
務
所
長
に
買
わ
れ
、

週
２
回
（
月
曜
と
木
曜
）
出
勤

し
て
和
歌
山
教
区
と
鷺
森
別
院

の
会
計
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
。

▽
昨
年

月

日
付
＝
横
出

よ
こ

で

顕
悟
（

歳
、
和
歌
山
北
組
教

け
ん

ご

願
寺
衆
徒
）
＝
非
常
勤
職
員
。

「
自
坊
の
都
合
で
通
常
は
午
後

１
時
か
ら
５
時
の
勤
務
と
な
り

ま
す
の
で
、
応
対
で
き
る
機
会

が
少
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、

誠
心
誠
意
や
っ
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
趣
味
は
ジ
ャ
ズ
ド

ラ
ム
の
演
奏
、
海
外
ド
ラ
マ
の

鑑
賞
、
ゲ
ー
ム
、
絵
を
描
く
こ

と
で
す
」
。

▽
２
月
１
日
付
＝
長
瀬
理
愛

な
が

せ

り

な

（
21
歳
）
＝
事
務
員
。
「
前
職

で
は
刑
務
官
を
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
ご
縁
を
頂
き
鷺
森
別
院

で
働
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
同
僚
の
方
や
別

院
で
お
会
い
す
る
方
々
は
優
し

く
温
か
い
方
ば
か
り
で
、
や
り

が
い
を
感
じ
な
が
ら
楽
し
く
働

い
て
い
ま
す
。
私
は
今
ま
で
に

踏
み
込
ん
だ
こ
と
の
な
い
世
界

を
知
る
の
が
好
き
で
、
少
し
ず

つ
で
は
あ
り
ま
す
が
知
識
を
身

に
付
け
て
お
り
ま
す
。
好
き
な

こ
と
は
運
動
で
、
〝
明
る
く
元

気
に
！
〟
が
私
の
掲
げ
る
人
生

の
目
標
で
す
。
私
に
関
わ
っ
て

く
だ
さ
る
方
々
を
で
き
る
だ
け

笑
顔
に
で
き
る
よ
う
精
い
っ
ぱ

い
頑
張
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
。

▽
４
月
１
日
付
＝
稲
田
唯
純

い
な

だ

た
だ
よ
し

（
25
歳
、
奈
良
教
区
吉
野
北
組

立
興
寺
衆
徒
）
＝
常
勤
職
員
。

「
奈
良
県
吉
野
郡
下
市
町
か
ら

参
り
ま
し
た
。
お
勤
め
や
事
務
、

そ
の
他
す
べ
て
の
こ
と
に
お
い

て
精
い
っ
ぱ
い
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大

学
時
代
は
軽
音
楽
サ
ー
ク
ル
に

入
っ
て
い
ま
し
た
。
ギ
タ
ー
を

弾
き
な
が
ら
歌
を
歌
う
こ
と
が

好
き
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
」
。

退
職

▽
３
月
31
日
付
＝
藤

本
英
史
（
和
歌
山
北
組
正
念
寺

ひ
で
ふ
み

衆
徒
）
＝
常
勤
職
員
。
２
０
１

９
年
（
令
和
元
）
６
月
25
日
か

ら
３
年
９
カ
月
余
り
勤
務
し
た
。

▽
５
月

日
付
＝
中
村
美
裕

み

ゆ

（
和
歌
山
西
組
建
徳
寺
衆
徒
）

＝
非
常
勤
職
員
。
２
０
２
２
年

（
令
和
４
）
８
月
17
日
か
ら
９

カ
月
余
り
勤
務
し
た
。

高
校
か
ら
の
帰
り
道
、
若
葉

わ
か

ば

は
純
真
の
い
る
お
寺
の
前
ま
で

じ
ゅ
ん
し
ん

来
る
と
、
門
を
く
ぐ
り
玄
関
の

戸
を
開
け
て
声
を
か
け
た

―
。

若
葉

こ
ん
に
ち
は
。
純
真

さ
ん
い
ま
す
か
ぁ
？

純
真

や
あ
、
若
葉
さ
ん
、

こ
ん
に
ち
は
。
ど
う
し
た
の
。

若
葉

こ
の
前
「
悪
人
正
機
」

の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と

き
に
、
私
と
純
真
さ
ん
と
で
は

仏
さ
ま
の
イ
メ
ー
ジ
が
全
然
違

う
と
感
じ
た
の
が
ず
っ
と
気
に

な
っ
て
て
来
た
ん
で
す
け
ど
。

純
真

そ
う
言
っ
て
た
ね
。

仏
さ
ま
と
い
う
と
、
自
分
が
お

願
い
を
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
の
か
な
。

若
葉

え
っ
と
…
仏
さ
ま
と

か
神
さ
ま
っ
て
そ
う
い
う
も
の

だ
と
思
っ
て
ま
し
た
。
う
ち
は

初
詣
に
近
く
の
神
社
へ
行
く
ん

で
す
け
ど
、
お
さ
い
銭
を
上
げ

て
お
願
い
ご
と
を
す
る
ん
で
す
。

純
真

や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う

感
覚
の
人
が
多
い
の
か
な
あ
。

浄
土
真
宗
で
は
阿
弥
陀
さ
ま
と

い
う
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る

ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
さ

ま
に
お
願
い
を
す
る
ん
じ
ゃ
な

く
て
、
反
対
に
阿
弥
陀
さ
ま
が

ぼ
く
た
ち
に
向
け
て
く
だ
さ
っ

て
る
願
い
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
け
ど
…

「
他
力
本
願
」
と
い
う
言
葉
聞

い
た
こ
と
あ
る
よ
ね
。

若
葉

あ
ん
ま
り
い
い
意
味

の
言
葉
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
…
。

純
真

ず
い
ぶ
ん
誤
解
さ
れ

た
り
間
違
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
多
い
言
葉
な
ん
だ
け
ど
、
若

葉
さ
ん
は
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
る
か
な
？
。

若
葉

自
分
で
は
何
も
せ
ず

に
誰
か
が
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
っ

て
考
え
た
り
す
る
感
じ
か
な
。

お
母
さ
ん
の
ご
飯
の
手
伝
い
を

し
な
き
ゃ
い
け
な
い
け
ど
何
と

か
な
る
か
…
と
か
、
宿
題
と
か

自
分
の
部
屋
の
掃
除
も
し
な
き
ゃ

い
け
な
い
け
ど
、
誰
か
が
し
て

く
れ
な
い
か
な
、
も
し
か
し
た

ら
純
真
さ
ん
な
ら
代
わ
り
に
し

て
く
れ
る
か
も
っ
て
思
っ
た
り

…
そ
の
間
私
は
ゆ
っ
く
り
横
に

な
っ
て
お
い
し
い
お
菓
子
で
も

食
べ
て
た
い
な
と
か
。

純
真

ぼ
く
が
す
る
の
!?
…

ま
あ
で
も
他
力
本
願
と
い
う
と

そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
か
な
。

自
分
は
頑
張
ら
ず
に
他
人
の
力

を
あ
て
に
す
る
と
い
う
か
。

若
葉

そ
う
で
す
よ
ね
。

純
真

で
も
こ
ん
な
場
合
に

も
使
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

こ
れ
も
間
違
っ
た
使
い
方
な
ん

だ
け
ど
…
例
え
ば
、
Ｊ
リ
ー
グ

の
そ
の
年
の
最
終
戦
で
２
チ
ー

ム
に
優
勝
の
可
能
性
が
あ
る
。

先
に
試
合
を
勝
利
で
終
え
た
Ａ

チ
ー
ム
は
、
Ｂ
チ
ー
ム
が
負
け

る
か
引
き
分
け
る
か
で
優
勝
が

決
ま
る
。
こ
ん
な
と
き
Ａ
チ
ー

ム
の
試
合
を
実
況
し
て
い
た
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
が
「
こ
れ
は
も
う

他
力
本
願
し
か
な
い
で
す
ね
」

と
言
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合

の
「
他
力
本
願
」
は
ど
う
い
う

意
味
で
使
わ
れ
て
る
ん
だ
ろ
う
。

若
葉

と
に
か
く
力
は
出
し

切
っ
た
ん
だ
か
ら
、
あ
と
は
な

る
よ
う
に
な
る
し
か
な
い
っ
て

感
じ
か
な
。

純
真

う
ん
う
ん
。
そ
れ
と

頑
張
っ
た
分
、
も
し
か
し
た
ら

状
況
が
勝
手
に
好
転
す
る
か
も
っ

て
い
う
希
望
も
含
ま
れ
て
る
か

も
し
れ
な
い
ね
。
ど
ち
ら
に
し

て
も
共
通
し
て
る
の
は
「
他
力
」

に
自
分
の
願
望
を
投
影
し
て
る

と
い
う
か
、
自
分
の
思
い
を
重

ね
合
わ
せ
て
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ

な
い
か
な
。

で
も
、
浄
土
真
宗
で
い
う
本

来
の
「
他
力
本
願
」
の
他
力
と

い
う
の
は
、
自
分
が
あ
て
に
す

る
よ
う
な
他
人
の
力
と
か
何
か

よ
く
分
か
ら
な
い
力
の
こ
と
じ
ゃ

な
く
て
、
仏
さ
ま
の
力
の
こ
と

な
ん
だ
。
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と

こ
な
い
と
思
う
け
ど
、
仏
さ
ま

は
仏
さ
ま
と
し
て
の
願
い
を
持
っ

て
ぼ
く
た
ち
に
は
た
ら
き
か
け

て
く
だ
さ
っ
て
る
、
そ
の
は
た

ら
き
の
こ
と
を
い
う
ん
だ
よ
。

若
葉

仏
さ
ま
の
願
い
…
そ

れ
が
「
本
願
」
と
い
う
こ
と
？
。

純
真

う
ん
。
阿
弥
陀
さ
ま

の
願
い
は
本
願
と
い
っ
て
、
そ

の
願
い
が
か
な
わ
な
か
っ
た
ら

ご
自
分
は
仏
さ
ま
に
な
ら
な
い

と
ま
で
誓
わ
れ
た
願
い
な
ん
だ
。

そ
の
仏
さ
ま
の
願
い
が
は
た
ら

き
と
し
て
ぼ
く
た
ち
に
向
け
ら

れ
て
る
と
い
う
の
が
他
力
本
願

の
本
当
の
意
味
な
ん
だ
け
ど
。

若
葉

願
い
の
は
た
ら
き
…
。

純
真

も
し
よ
か
っ
た
ら
時

間
が
あ
る
と
き
に
一
度
本
堂
に

上
が
っ
て
み
る
か
い
？

若
葉

い
い
ん
で
す
か
。

純
真

お
待
ち
し
て
ま
す
よ
。

（
本
紙
・
辻
本
真
一
朗
＋
大
須
賀
拓
善
）

(11) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (2)

と

の

▽
「他
力
本
願
」は
他
人
の
力
を
あ
て
に
す
る
こ
と
？

仏
教

問
答８

若 葉若センセ純真

イ
ラ
ス
ト

＝
い
ぶ
り
ん

教
務
所
・
別
院
人
事

28

オンラインで「公聴会」

７月21日、鷺森別院本堂で

昨年もオンラインで開催された公聴会

鷺
森
別
院
の
催
し

30

神谷暁生新職員

横出顕悟新職員

長瀬理愛新職員

稲田唯純新職員

48

日
高
別
院
の
催
し

12

21



本
山
・
西
本
願
寺
で
３
月
29

日
か
ら
５
期
30
日
間
に
わ
た
り

勤
め
ら
れ
て
い
た
「
親
鸞
聖
人

御
誕
生
８
５
０
年
・
立

教

開

り
っ
き
ょ
う
か
い

宗

８
０
０
年

慶

讃
法
要
」
が

し
ゅ
う

き
ょ
う
さ
ん

５
月
21
日
、
53
座
目
と
な
る
法

要
で
ご
満
座
を
迎
え
た
。

ご
満
座
の
法
要
で
は
専
如
門

主
が
導
師
を
務
め
ら
れ
「
新
制

御
本
典
作
法
・
第
一
種
」
を
お

ご

ほ
ん
で
ん

勤
め
。
専
如
門
主
は
法
要
に
引

き
続
き
「
ご
消
息
」
を
発
布
さ

れ
た
（
⑨
面
に
全
文
）
。

法
要
期
間
中
、
宗
祖
親
鸞
聖

人
（
１
１
７
３
～
１
２
６
２
）

の
御
真
影
（
お
木
像
）
を
安
置

ご

し
ん
ね
い

す
る
御
影
堂
で
は
午
前

時
か

ご

え
い
ど
う

ら
と
午
後
２
時
か
ら
の
一
日
二

座
（
原
則
）
の
法
要
に
毎
座
約

１
４
０
０
人
が
参
集
。
各
教
化

団
体
の
記
念
行
事
や
協
賛
行
事

の
参
加
者
を
合
わ
せ
る
と
、
国

内
外
か
ら
約
７
万
５
０
０
０
人

が
西
本
願
寺
に
集
っ
た
。

和
歌
山
教
区

組
か
ら
は
合

そ

わ
せ
て
１
４
９
２
人
が
参
拝

（
編
集
部
調
べ
）
。

専
如
門
主
は
毎
座
の
「
ご
親し

ん

教
」
で
参
拝
者
に
語
り
か
け
ら

き
ょ
う

れ
た
が
、
教
団
の
歴
史
を
振
り

返
り
、
「
国
家
の
植
民
地
政
策

や
戦
争
遂
行
に
協
力
し
た
り
、

ま
た
同
朋
教
団
を
標
榜
す
る
に

ひ
ょ
う
ぼ
う

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
部

落
差
別
や
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
な

ど
の
差
別
や
偏
見
を
温
存
し
た

り
、
助
長
し
た
り
し
て
き
ま
し

た
」
と
、
過
去
の
過
ち
を
率
直

に
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
強
い
印

象
を
与
え
た
。

そ
の
上
で
、
専
如
門
主
は
今

回
の
慶
讃
法
要
の
意
義
を
「
い

の
ち
の
尊
厳
と
平
等
に
基
づ
き
、

他
者
へ
の
限
り
な
い
共
感
を
抱

か
れ
た
親
鸞
聖
人
の
お
心
に
立

ち
返
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

と
述
べ
ら
れ
、
続
け
て
「
そ
の

た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
一
人

が
、
過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
す

こ
と
の
な
い
よ
う
歴
史
を
振
り

返
り
、
い
の
ち
の
尊
厳
を
傷
つ

け
、
妨
げ
て
い
る
も
の
を
し
っ

か
り
と
見
抜
い
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
参
拝
者

に
自
覚
を
促
さ
れ
た
。

（
「
ご
親
教
」
の
お
言
葉
は
本
願

寺
新
報
６
月
１
日
号
③
面
か
ら
）

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
立

教

開

り
っ
き
ょ
う
か
い

宗
の
根
本
聖
典
と
呼
ば
れ
る

し
ゅ
う

『
顕

浄

土
真
実

教

行

証

文

け
ん
じ
ょ
う

ど

し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん

類
』
と
い
う
お
書
物
を
お
書
き

る
いく

だ
さ
い
ま
し
た
。
浄
土
真
宗

の
教
義
体
系
が
示
さ
れ
て
お
り
、

別
名
を
『
教

行

信
証
』
と
も

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
の
「
教
」
と

は
教
え
の
こ
と
で
あ
り
、
お
釈

迦
さ
ま
の
説
か
れ
た
仏
説
無
量

寿
経
を
表
し
ま
す
。
「
行
」
は

行
い
や
行
動
を
表
し
ま
す
。
そ

し
て
「
信
」
は
信
じ
る
こ
と
を

表
し
、
最
後
の
「
証
」
は
結
果
、

つ
ま
り
お
さ
と
り
の
境
地
を
表

し
て
お
り
ま
す
。

教
え
が
あ
っ
て
、
行
動
を
起

こ
し
、
そ
れ
を
信
じ
、
結
果
を

得
る
と
い
う
順
番
で
す
が
、
皆

さ
ん
こ
の
順
番
に
違
和
感
を
覚

え
ま
せ
ん
か
。
普
通
は
ど
う
で

し
ょ
う
。
教
え
を
信
じ
る
心
が

先
に
あ
り
、
そ
れ
か
ら
行
動
に

移
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
５
年
ほ
ど
前
に
体
重
が

98
㌔
ま
で
い
き
ま
し
て
、
ダ
イ

エ
ッ
ト
を
始
め
ま
し
た
。
し
ん

ど
い
思
い
は
し
た
く
な
か
っ
た

の
で
、
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
て

い
た
エ
ゴ
マ
油
を
毎
朝
ス
プ
ー

ン
１
杯
飲
み
、
ご
飯
を
少
な
く

し
て
も
ち
麦
を
混
ぜ
て
食
べ
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
体
重
が
だ

ん
だ
ん
と
減
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
は
、
初
め

に
こ
の
方
法
で
痩
せ
る
と
信
じ

て
、
次
に
行
動
に
移
し
た
わ
け

で
す
。
つ
ま
り
先
に
「
信
」
が

あ
る
か
ら
こ
そ
「
行
」
に
移
っ

た
わ
け
で
す
。
「
教
信
行
証
」

と
い
う
順
番
で
す
ね
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る

と
、
私
の
こ
の
信
じ
る
心
と
い

う
の
は
非
常
に
コ
ロ

コ
ロ
と
変
わ
り
や
す

い
も
の
で
す
。

「
教
行
信
証
」
と
い
う
順
番

に
な
っ
て
る
と
き
の
「
信
」
は
、

私
た
ち
が
自
分
で
信
じ
る
の
と

は
違
う
ん
で
す
。
親
鸞
聖
人
は

『
教
行
信
証
』
の
信
文
類
に

し
ん
も
ん
る
い

「
た
ま
た
ま
浄
信
を
獲
ば
、
こ

じ
ょ
う
し
ん

え

の
心
顚
倒
せ
ず
、
こ
の
心
虚
偽

し
ん
て
ん
ど
う

し
ん

こ

ぎ

な
ら
ず
」
（
註
釈
版
聖
典
２
１

１
㌻
）
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

私
た
ち
の
心
は
す
ぐ
ひ
っ
く
り

返
り
ま
す
し
、
う
そ
偽
り
に
も

な
っ
て
い
き
ま
す
よ
。
と
こ
ろ

が
こ
の
信
は
「
浄
ら
か
な
信
」

き
よ

だ
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。

実
は
「
教
行
信
証
」
と
い
う

順
番
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た

ち
を
お
救
い
く
だ
さ
る
た
め
の

プ
ラ
ン
な
ん
で
す
。

仏
説
無
量
寿
経
と
い
う
「
教
」

は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
「
行
」
で

あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
を
説
く
た

な

も

あ

み

だ

ぶ
つ

め
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
阿

弥
陀
さ
ま
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と

ナ

ン

マ

ン

ダ

ブ

ツ

私
の
口
に
か
か
っ
て
、
「
わ
れ

に
ま
か
せ
よ
必
ず
救
う
」
と
い

う
そ
の
お
心
を
届
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私

の
心
に
「
信
」
が
開
発
さ
れ
て

か
い
ほ
つ

い
く
。
信
心
を
安
心
と
も
い
い

あ
ん
じ
ん

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
「
信
」
に

よ
っ
て
お
浄
土
参
り
と
い
う

「
証
」
が
定
ま
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
行
」

も
「
信
」
も
「
証
」
も
私
の
側

の
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ

ま
が
何
か
ら
何
ま
で
私
た
ち
の

た
め
に
ご
用
意
く
だ
さ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
届
い
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
そ
の
は
た
ら

き
を
素
直
に
「
う
ん
、
う
ん
」

と
頂
い
て
い
く
だ
け
な
の
で
す
。

飛
行
機
は
自
動
車
よ
り
圧
倒

的
に
事
故
の
確
率
が
低
い
と
い

わ
れ
ま
す
が
、
墜
落
す
る
可
能

性
が
ゼ
ロ
で
な
い
以
上
、
絶
対

安
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
墜
落
す
る
心
配
が
な
く
な

り
安
心
す
る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
飛
行
機
が
着
陸
し
て
地

面
に
引
っ
付
い
た
と
き
で
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
は
南
無
阿
弥
陀

仏
と
な
っ
て
、
も
う
私
を
離
れ

な
い
仏
さ
ま
で
す
。
で
す
か
ら

心
配
要
り
ま
せ
ん
。
南
無
阿
弥

陀
仏
の
は
た
ら
き
の
な
か
で
安

心
し
て
お
浄
土
へ
の
人
生
を
歩

ま
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

（
日
高
郡
由
良
町
里
・
蓮
専

寺
）
～
３
月
15
、
16
日
の
鷺
森

別
院
常
例
法
座
の
法
話
か
ら
～

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
頂
く
浄
ら
か
な
信

岩
﨑
法
明

い
わ

さ
き

ほ
う

め
い

「教行信証」はお救いのプラン
きょう ぎょう しん しょう

ＴＥＲＡＭＡＴＥ
テ ラ メ イ ト

７/８ ９/９ 11/11 12/９

来年２/10 10:00～16:00

ボードゲーム会

(1) 2023年(令和5年)6月15日 第135号 第135号 2023年(令和5年)6月15日 (12)

西本願寺の慶讃法要円成□１
仏教いろは問答□２
過疎問題とお寺､会計予算□３
青色青光□４
特集・慶讃法要団体参拝□６
専如門主が｢ご消息｣発布□９
響流十方、会計予算□10
ニュースと催し□11
つれもて聴こら□12

2023年(令和5年)

６月１５日

第１３５号
発行：｢御同朋の社会をめざす運動」和歌山教区委員会 〒640-8053 和歌山市鷺森１番地 本願寺鷺森別院内 ℡(073)422-4677 ＵＲＬ http://saginomori.or.jp/

西本願寺に国内外から7万5000人集う

御
影
堂
へ
の
入
堂
を
待
つ
参
拝
者
で
に
ぎ
わ
う
西
本
願
寺
（
３
月
30
日
）

〈
⑥
⑦
⑧
面
に
特
集
記
事
〉

10

14

教区仏教青年連盟では、お寺（TERA）で

仲間（MATE）をつくるきっかけになればと、

上記日時、鷺森別院でボードゲームを楽し

んでいます。お気軽にご参加ください。




