
み
な
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。

住
職
で
す
。
こ
れ
か

ら
皆
様
の
お
寺
で
あ
る
大
光

寺
、
西
本
願
寺
の
情
報
を
こ

の
紙
面
を
使
っ
て
お
知
ら
せ

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

数
年

前
に
大
光
寺
寺
報

「
ひ
か
り
」
を
発
刊
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
忙
し
さ
に
感

け
て
休
刊
し
て
お
り
ま
し
た
。

今
回
か
ら
不
定
期
発
行
で
は

あ
り
ま
す
が
名
称
を
『
か
が

や
き
』
と
改
め
、
皆
様
に
お

寺
の
情
報
や
西
本
願
寺
の
情

報
、
ま
た
、
身
近
な
話
題
に

も
触
れ
な
が
ら
仏
教
の
教
え

や
浄
土
真
宗
の
教
え
に
親
し

め
る
よ
う
な
紙
面
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

大
光
寺
だ
よ
り
で
は
皆
様

か
ら
の
疑
問
や
質
問
な
ど
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
日
常

の
仏
事
の
中
で
困
っ
た
こ
と
、

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か

ら
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
れ
ば

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

で
き
る
だ
け
紙
面
を
使
っ
て

わ
か
り
や
す
く
お
答
え
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て

、

私

は

平
成
29
年
11

月
に
当
山
大

光
寺
の
住
職

を
先
代
か
ら

引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
500
年
以

上
続
く
当
寺
院
の
住
職
を
拝

命
す
る
こ
と
は
身
の
引
き
締

ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
大
光
寺
の
住
職
で
あ

る
と
と
も
に
、
名
古
曽
に
あ

り
ま
す
教
楽
寺
の
代
務
住
職

も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
大
阪
府
堺
市

に
あ
り
ま
す
西
本
願
寺
の
別

院
「
本
願
寺
堺
別
院
」
に
も

勤
務
し
て
い
ま
す
。

通
常
の
生
活
は
こ
の
堺
別

院
へ
の
勤
務
が
主
と
な
り
、

大
光
寺
・
教
楽
寺
の
ご
門
徒

の
皆
様
に
は
お
寺
で
の
法
要

の
日
時
、
ま
た
、
ご
法
事
の

日
時
で
も
様
々
に
ご
配
慮
を

い
た
だ
い
て
い
る
の
が
現
状

で
す
。

そ
れ
な
り
に
忙
し
い
日
々

が
続
き
ま
す
が
、
皆
様
の
ご

協
力
が
な
け
れ
ば
成
り
立
ち

ま
せ
ん
の
で
、
今
後
と
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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大
光
寺
だ
よ
り

か
が
や
き
発行

寂静山 大光寺

住職 藤範雅史

【
阿
弥
陀
如
来
像
】
大
光
寺
蔵

ご

挨

拶



平
成
最
後
の
〇
〇
。

よ
く
聞
く
言
葉

に
な
り
ま
し
た
。
そ

う
、
今
年
で
「
平
成
」

の
元
号
が
改
元
さ
れ

5
月
か
ら
新
し
い
元

号
に
な
り
ま
す
。
さ
ぁ
、

新
し
い
元
号
は
何
に

な
る
の
で
し
ょ
う
。

思
え
ば
昭
和
が
終
わ

り
、
元
号
が
「
平
成
」

に
改
元
さ
れ
た
と
き
、

『
世
の
中
が
平
和
に

成
る
よ
う
に
』
と
の

願
い
が
込
め
ら
れ
て

こ
の
元
号
が
つ
い
た

と
聞
き
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
教
え

の
一
つ
に
〈
願

行
具
足
〉
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
簡

単
に
言
え
ば
何
か
物

事
を
か
な
え
よ
う
と

す
る
と
き
に
は
願
っ

て
ば
か
り
で
は
物
事

は
叶
い
ま
せ
ん
よ
。

願
い
と
と
も
に
そ
の

行
い
が
大
切
で
す
よ
。

と
い
う
こ
と
で
す
。

皆
様
の
周
り
に
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん

か
？
例
え
ば
受
験
、

合
格
祈
願
に
行
く
の

も
結
構
で
す
が
、
祈

願
ば
か
り
し
て
て
も

希
望
の
学
校
に
受
か

る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
毎
日
の
勉
強

の
積
み
重
ね
が
大
切

で
す
。
祈
願
だ
け
で

合
格
で
き
る
の
で
あ

れ
ば
何
の
苦
労
も
必

要
あ
り
ま
せ
ん
し
、

苦
労
の
知
ら
な
い
人

間
ば
か
り
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
は
世
の
中

も
大
変
で
す
。

親
鸞
さ

ま

は

、

阿
弥

陀

如

来

の
救
い
に
は
、
「
生

き
と
し
生
け
る
も
の

全
て
を
阿
弥
陀
の
世

界
【
極
楽
浄
土
】
に

救
い
取
り
た
い
」
と

い
う
願
い
と
、
厳
し

い
行
に
よ
っ
て
そ
の

姿
を
私
た
ち
が
わ
か

り
や
す
く
称
え
や
す

い
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

で
す
よ
と
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

願
わ
れ
て
い
る
私

で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
せ
て
い
た
だ
き
、

お
念
仏
薫
る
生
活
を

送
ら
せ
て
い
た
だ
き

た
い
も
の
で
す
。
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願
い
と
行
い
（
願
行
具
足
）

悪人正機
作 名手 光明寺
住職 宇多 真海
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平
成
三
十
年
十
一
月

二
十
三
日
西
本
願
寺
で
勤
め

ら
れ
た
、
秋
の
法
要
（
全
国

門
徒
総
追
悼
法
要
）
に
お
い

て
、
ご
門
主
様
か
ら
御
親
教

が
発
布
さ
れ
ま
し
た
。

ご
門
主
さ
ま
が
全
世
界
に

広
く
発
布
さ
れ
る
お
手
紙
を

「
ご
親
教
」
（
ご
し
ん
き
ょ

う
）
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
浄
土
真

宗
の
門
徒
が
、
日
常
の
生
活

の
中
で
忘
れ
て
は
い
け
な
い
、

実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
「
私
た
ち
の
ち
か
い
」

と
し
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

皆
様
よ
く
ご
存
じ
の
「
浄
土

真
宗
の
生
活
信
条
」
に
続
い

て
示
さ
れ
ま
し
た
。

仏
さ
ま
の
教
え
を
親
の
教

え
と
し
て
し
っ
か
り
と
受
け

止
め
た
い
も
の
で
す
。

「私たちのちかい」についての親教

私は伝灯奉告法要の初日に「念仏者の生き方」と題して、大智大悲からなる阿弥陀如来

のお心をいただいた私たちが、この現実社会でどのように生きていくのかということにつ

いて、詳しく述べさせていただきました。このたび「念仏者の生き方」を皆様により親し

み、理解していただきたいという思いから、その肝要を「私たちのちかい」として次の四ヵ

条にまとめました。

私たちのちかい

一、自分の殻に閉じこもることなく

穏やかな顔と優しい言葉を大切にします

微笑み語りかける仏さまのように

一、むさぼり、いかり、おろかさに流されず

しなやかな心と振る舞いを心がけます

心安らかな仏さまのように

一、自分だけを大事にすることなく

人と喜びや悲しみを分かち合います

慈悲に満ちみちた仏さまのように

一、生かされていることに気づき

日々に精一杯つとめます

人びとの救いに尽くす仏さまのように

この「私たちのちかい」は、特に若い人の宗教離れが盛んに言われております今日、中

学生や高校生、大学生をはじめとして、これまで仏教や浄土真宗のみ教えにあまり親しみ

のなかった方々にも、さまざまな機会で唱和していただきたいと思っております。そして、

先人の方々が大切に受け継いでこられた浄土真宗のみ教えを、これからも広く伝えていく

ことが後に続く私たちの使命であることを心に刻み、お念仏申す道を歩んでまいりましょ

う。

２０１８（平成３０）年１１月２３日

浄土真宗本願寺派門主 釋専如



平
成
30

年
10

月
21

日

（
日
）
快
晴
の
中
、

当
山
報
恩
講
を
修
行
い
た
し

ま
し
た
。

報
恩
講
は
宗
祖
親
鸞
聖
人

の
命
日
に
当
た
る
法
要
で
、

私
た
ち
浄
土
真
宗
の
門
徒
が
、

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
恩
徳
に
報

い
る
（
感
謝
す
る
）
た
め
に

お
勤
め
し
ま
す
。

地
域
に
よ
っ
て
は

・
ほ
ん
こ
さ
ん

・
ほ
ん
こ
さ
ま

・
お
取
越
し

・
お
七
夜

・
お
ひ
き
あ
げ

な
ど
様
々
な
名
称
が
つ
い
て

い
ま
す
。
ど
の
呼
び
方
に
も
、

敬
称
が
付
い
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
い
か
に
地
域
で
親
し

ま
れ
て
き
た
か
が
伺
え
ま
す

ね
。報

恩
講
は
、
浄

土
真
宗
と
い

う
み
教
え
の
大
き
な

特
徴
を
表
し
て
い
ま

す
。

「
報
恩
」
と
い
う
の

は
、
恩
に
報
い
る
と

い
う
意
味
で
す
。
親

鸞
聖
人
の
ご
恩
に
応

え
て
い
く
と
い
う
意

味
で
す
。
「
講
」
と

い
う
の
は
、
集
ま
り

と
い
う
意
味
で
す
。

「
報
恩
講
」
と
い
う

の
は
、
直
訳
す
る
と
「
親
鸞

聖
人
の
ご
恩
に
報
い
る
集
ま

り
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
最
近
は
、
恩
と
い
う
言

葉
を
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
、
人
々

の
中
で
、
恩
と
い
う
心
の
働

き
が
鈍
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

当
山
に
お
い
て
も
、
こ
の

報
恩
講
の
参
詣
者
が
少
な
い

の
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

大
切
な
大
切
な
ご
法
要
で
す
。

お
寺
で
も
本
堂
の
お
飾
り
を

盛
大
に
し
、
こ
の
法
要
を
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

写
真
は
昨
年
の
当

山
報
恩
講
の
本
堂
の
お
飾
り

で
す
。
こ
れ
で
完
璧
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

今
年
は
も
う
少
し
盛
大
に
荘

厳
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

如
来
様
や
親
鸞
聖
人
の

ご
恩
を
受
け
止
め
、

深
い
喜
び
の
中
に
感
謝
す
る

集
い
の
場
が
、
浄
土
真
宗
の

お
寺
な
の
で
す
。
今
年
も
、

多
く
の
お
参
り
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。
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報
恩
講
法
要
修
行

仏華！住職が生けました



残
り
の
1
色
は
「
輝
き
」

を
あ
ら
わ
し
、
旗
の

6
列
目
に
は
独
自
の
色
は
配

さ
れ
ず
、
他
の
5
色
を
上
か

ら
順
に
並
べ
た
縞
模
様
で
表

現
さ
れ
る
。

ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ル
コ
ッ
ト

と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ

て
考
案
さ
れ
ま
し
た
。
オ
ル

コ
ッ
ト
は
神
智
学
協
会
を
創

始
し
、
仏
教
の
普
及
に
貢
献

し
た
人
物
で
す
。
一
八
八
五

年
に
開
か
れ
た
コ
ロ
ン
ボ
委

員
会
で
、
仏
旗
の
デ
ザ
イ
ン

や
サ
イ
ズ
な
ど
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。
仏
教
の
象
徴
と
さ

れ
る
旗
で
、
一
九
五
〇
年
に

正
式
に
「
国
際
仏
旗
」
と
し

て
世
界
で
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
仏
教
を
信

仰
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た

め
の
旗
で
、
法
要
な
ど
の
際

に
本
堂
な
ど
に
掲
げ
て
使
わ

れ
ま
す
。

仏
旗
に
は
、
仏
教
へ
の
信

仰
を
象
徴
す
る
役
割
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
教

え
を
守
り
、
説
か
れ
、
伝
え

る
場
所
を
示
す
際
に
仏
旗
を

掲
げ
ま
す
。
各
宗
派
の
御
本

山
や
寺
院
に
掲
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、
仏
旗
の
存
在
が

気
に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
ば
し
ば
見
か
け
る
た
め

常
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
ま
す
が
、
仏
旗
は
日

常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
く
ま
で
仏
旗
は
仏
教
行

事
が
行
わ
れ
て
い
る
目
印
で

あ
り
、
日
常
と
は
一
線
を
画

す
特
別
な
日
に
飾
ら
れ
る
も

の
で
す
。
そ
の
た
め
、
寺
院

が
仏
旗
を
掲
げ
る
の
は
法
要

を
は
じ
め
と
す
る
行
事
を
執

り
行
う
と
き
に
限
ら
れ
、
門

前
や
本
堂
な
ど
人
目
に
つ
き

や
す
い
場
所

に
飾
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、

一
般
家
庭
で

も
仏
事
の
際

に
は
人
な
ど

と
同
様
に
仏

旗
を
掲
げ
る

こ
と
が
あ
り

ま
す
。

本
願
寺
で
は

法
要
の
際
、

こ
の
仏
旗
と
一
緒
に
紅
白
で

彩
っ
た
「
本
山
旗
」
と
い
う

の
も
掲
げ
ま
す
。
国
家
や
宗

派
の
枠
を
超
え
て
仏
教
を
大

切
に
し
た
い
も
の
で
す
。
ご

門
徒
の
皆
様
も
仏
教
徒
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
誇
り
に
感

じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う

の
で
す
。
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青
仏
の
髪
の
色[

定
根]

を
象
徴

黄
仏
の
体
色

[

金
剛]

を
象
徴

赤
仏
の
血
液
の
色[

精
進]

を
象
徴

白
仏
の
歯
の
色

[

清
浄]

を
象
徴

橙
仏
の
袈
裟
の
色[

忍
辱]

を
象
徴

仏
旗
の
由
来

本
山
旗



こ
こ
で
は
ち
ょ
っ
と
一

息
、
仏
教
・
浄
土
真

宗
の
教
え
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

筆
者
は
住
職
の
京
都
で
の

学
生
時
代
か
ら
の
友
人
で
、

北
海
道
三
笠
市
在
住
、
善
行

寺
の
名
和
康
成(
な
わ

こ
う
じ
ょ
う)

さ
ん
で
す
。

「
仏
様
っ
て
本
当
に
い
る
の
？
」

「
実
際
に
見
た
こ
と
が
な
い

の
で
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
」

と
い
う
声
を
時
々
耳
に
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
百
聞
は

一
見
に
し
か
ず
と
い
う
言
葉

が
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は

こ
の
眼
で
見
た
も
の
こ
そ
確

か
で
あ
る
と
思
い
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
仏
教
は
、
私
の
眼

ほ
ど
頼
り
な
い
も
の
は
な
い

と
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

今
年
の
一
月
の
事
で
し
た
。

私
の
住
ん
で
い
る
三
笠
市
に
、

不
審
者
が
出
た
と
い
う
学
校

か
ら
の
お
手
紙
が
届
き
ま
し

た
。下

校
途
中
の
児
童
数
名

に
、
男
四
人
が
乗
っ

た
黒
い
車
が
近
づ
い
て
き
て
、

後
部
座
席
に
座
っ
て
い
た
一

人
が
、
窓
を
全
開
に
し
、
児

童
の
方
を
見
て
に
や
つ
い
て

い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
無
精

ひ
げ
に
、
パ
ー
マ
が
か
か
っ

た
頭
髪
、
茶
色
い
サ
ン
グ
ラ

ス
を
し
て
い
た
と
い
う
児
童

の
証
言
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
児
童
達
は
後
ろ
か
ら

来
た
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
乗
り

込
ん
だ
の
で
、
無
事
だ
っ
た

と
の
こ
と
で
し
た
が
、
不
審

者
を
目
撃
し
た
場
合
、
速
や

か
に
学
校
や
警
察
に
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
注

意
を
促
す
内
容
の
お
手
紙
で

し
た
。
我
が
子
に
何
か
あ
っ

て
は
大
変
と
、
そ
の
後
数
日

間
お
迎
え
の
車
が
校
門
の
外

ま
で
並
ぶ
と
い
う
事
態
に
ま

で
な
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
直
後
に
、

不
審
者
が
判
明
し
ま

し
た
、
と
い
う
お
手
紙
が
再

び
学
校
か
ら
届
い
た
の
で
す
。

バ
ス
停
の
待
合
所
に
設
置
さ

れ
て
い
た
防
犯
カ
メ
ラ
に
映
っ

て
い
た
不
審
車
両
を
分
析
し

た
結
果
、
な
ん
と
、
そ
れ
は

警
察
車
両
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

パ
ト
カ
ー
だ
と
目
立
つ
の
で
、

覆
面
パ
ト
カ
ー
で
パ
ト
ロ
ー

ル
を
し
て
い
た
警
官
が
、
児

童
の
方
を
み
て
、
か
わ
い
い

な
、
と
ほ
ほ
え
ん
で
い
た
と

い
う
の
で
す
。
私
も
想
像
を

絶
す
る
手
紙
の
内
容
に
、
お

も
わ
ず
ず
っ
こ
け
て
し
ま
い

そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
人
間
の
眼
と
い

う
の
は
、
「
あ
の
人
が
怪
し

い
」
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う

と
、
た
と
え
警
察
官
で
あ
っ

て
も
、
不
審
者
に
見
え
て
し

ま
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

「
幽
霊
の
正
体
見
た
り
、
枯

れ
尾
花
」
と
の
ご
と
く
、
先

入
観
や
、
自
分
中
心
の
物
の

見
方
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
私

た
ち
に
と
っ
て
、
物
事
を
眼

で
見
て
正
確
に
捉
え
て
い
く

と
言
う
こ
と
は
、
案
外
難
し

い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

「
仏
様
に
出
遇
う
」
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
頼
り

な
い
我
が
眼
で
見
て
出
遇
っ

て
い
こ
う
と
す
る
「
眼
見

（
げ
ん
け
ん
）
」
で
は
な
く
、

言
葉
に
よ
っ
て
出
遇
っ
て
い

く
「
聞
見
（
も
ん
け
ん
）
」

と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
な

さ
い
、
と
仏
教
は
教
え
て
く

だ
さ
る
の
で
す
。

人
間
は
ど
の
よ
う
な
言

葉
に
出
遇
う
か
に
よ
っ

て
、
時
に
人
生
を
左
右
さ
れ

る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
こ

の
私
を
育
み
、
支
え
、
豊
か

な
人
生
を
歩
ん
で
欲
し
い
と

願
う
仏
様
（
阿
弥
陀
仏
）
の

お
心
が
示
さ
れ
て
い
る
お
経

の
お
言
葉
を
聴
聞
す
る
こ
と

が
、
「
仏
様
に
出
遇
う
」
と

い
う
こ
と
だ
と
教
え
て
い
た

だ
く
の
で
す
。
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仏
様
と

出
遇
う
と
い
う
こ
と



平
成
最
後
の
！

新

元
号
最
初
の
！
ご

法
要
の
ご
案
内
で
す
。

私
に
関
係
の
な
い
法
要

は
1
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
う
ぞ
お
日
に
ち
お
時

間
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、

そ
ろ
っ
て
ご
参
拝
く
だ

さ
い
。
行
っ
て
い
い
ん

で
す
か
？
と
聞
い
て
い

た
だ
け
る
方
も
お
ら
れ

ま
す
。
ど
う
ぞ
お
越
し

く
だ
さ
い
。
悩
む
く
ら

い
な
ら
ば
お
越
し
く
だ

さ
い
。
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

第1号 大光寺だより『かがやき』 平成31年1月

7

昨年より各地の災害に寄与することを目的として募金箱を設置いたしました。

昨年の募金額は

・西 日 本 豪 雨 災 害 義 援 金 ￥７，４８５円

・熊 本 地 震 災 害 義 援 金 ￥６，３７５円

・大 阪 北 部 地 震 災 害 義 援 金 ￥６，３６０円

・台 風 2 1 号 災 害 義 援 金 ￥５，２００円

・北海道胆振東部地震災害義援金 ￥５，１７０円

・東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 金 ￥６，３３５円

でした。ご門徒の皆様のご協力に衷心より御礼申し上げます。

なお大阪北部地震災害義援金と西日本豪雨災害義援金の募金については昨年10月31日で

終了いたしました。各自治体では引き続き募金活動やボランティアを募集していますの

で、直接お問い合わせください。

その他の募金は引き続き受け付けておりますので、被災地を忘れることなくご協力をお

願い申し上げます。

法
要
案
内

年
に
２
～
３
回
は
お
寺
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う

【 元 旦 会 】 正月 １日 午前11時

【春季彼岸会】 ３月２１日 午後6時30分

【宗祖降誕会】 ５月１９日 午後2時

【盂蘭盆会】 ８月１４日 午後3時

【秋季彼岸会】 ９月２３日 午後7時

【 報 恩 講 】１０月２７日 午前10時

予定は急遽変更になることがあります。必ず事前にお寺の掲示板で確認を！！



み
な
さ
ん
は
食
事
を
い

た
だ
く
前
に
何
と
言

い
ま
す
か
？
両
手
を
併
せ
て

「
い
た
だ
き
ま
す
」
。
ま
ぁ

そ
う
で
す
。
私
も
両
親
や
先

生
か
ら
そ
う
教
わ
り
ま
し
た
。

本
願
寺
で
は
【
食
事
の
こ

と
ば
】
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。私

た
ち
は
食
事
を
い
た
だ

く
と
き
、
何
を
思
い
、
ど
の

よ
う
な
思
い
を
い
だ
い
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か

「
食
」
は
多
く
の
い
の
ち
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

「
食
」
に
は
〈
み
な
さ
ま
の

お
か
げ
〉
が
あ
り
ま
す
。

「
食
」
は
仏
さ
ま
の
ご
恩
を

喜
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
食
」
は
慚
愧
と
歓
喜
の
心

で
仏
恩
報
謝
に
つ
と
め
ま
し
ょ

う
。私

た

ち

は

、

食
べ
物
を

い

た
だ
く
こ

と

で

毎
日
を
過

ご

し
て
い
ま
す
。
こ

の
食
事
に
は
多
くの

い

の
ち
を
い

た
だ
い
て

い
ま
す
。

ま
た
こ
の

食
事
が
私

の
口
に
届

く
ま
で
多

く
の
方
の
ご
苦
労
が
あ
り
ま

し
た
。阿

弥
陀
様
は
、
私
た
ち

が
、
多
く
の
い
の
ち

と
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
生
き
て
い
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
明

ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
こ
の
ご
恩

を
思
い
お
食
事
を

大
切
に
い
た
だ
き

ま
し
ょ
う
。

お
食
事
を
い

た
だ
い
た

私
た
ち
は

尊
い
お
め

ぐ
み
を
い

た
だ
き
ま

し
た
。

多
く
の
い
の
ち
と
お
食
事
を

ご
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々

の
ご
苦
労
を
思
い
、
そ
の
お

か
げ
で
い
の
ち
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

い
ま
こ
こ
に
い
の
ち
あ

る
私
を
、
必
ず
救
う

と
願
い
、
支
え
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
が
阿
弥
陀
様
で
す
。

こ
の
ご
恩
を
思
い
、
阿
弥
陀

様
の
願
い
に
応
え
よ
う
と
、

精
一
杯
に
生
き
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
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ご祥月法要のお参りについて

住職を継職してから、月忌参り（常逮夜）を休止しておりま

す。

祥月命日（故人の正当のご命日）はお参りさせていただきま

すので、ご希望の方はお寺までご連絡ください。

大光寺 0736-42-3055

食事のことば卓上カー

ド、お寺にあります。無

償配布ですのでご利用

ください


