
親
鸞
聖
人
の
報
恩
講
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。

報
恩
講
と
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
祖
、
親
鸞
聖
人
の

ご
命
日
の
お
勤
め
、
い
わ
ゆ
る
「
法
事
」
で
す
。

報
恩
講
は
「
恩
に
報
い
る
人
た
ち
の
講
（
集
ま
り
）
」

と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
ご

存
命
の
時
に
は
、

親
鸞
聖
人
の
師

で
あ
る
法
然
上

人
の
ご
命
日
（
1
月
25

日
）
に
法
然
上
人
の
ご

命
日
を
縁
と
し
て
お
念

仏
の
集
ま
り
が
あ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
は
、
浄

土
真
宗
で
は
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
で
あ
る
11
月
28

日
（
新
暦
で
は
1
月
16
日
）
に
親
鸞
聖
人
の
徳
を

偲
ん
で
お
念
仏
の
集
ま
り
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

な
ぜ
、
報
恩
講
を
勤
め
る
の
か
。
な
ぜ
報
恩
講
に

お
参
り
し
て
く
だ
さ
い
と
勧
め
ら
れ
る
の
か
。
そ

れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
お
念
仏
の
み
教
え
を
私
た
ち

に
伝
え
て
く
だ
さ
ら
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
親
の

法
事
も
勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人

が
、
い
て
く
だ
さ
ら
な
け
れ
ば
お
寺
も
近
く
に
な

か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人

の
ご
命
日
の
ご
縁
を
通
し
て
、
仏
様
に
お
参
り
す

る
ご
縁
を
い
た
だ
き
、

僧
侶
・
門
信
徒
一
同

が
仏
法
を
問
い
訪
ね

て
い
く
場
に
な
る
の

で
す
。

今
年
は
山
口
県
か
ら

田
坂
先
生
に
お
越
し

い
た
だ
き
仏
さ
ま
の

お
話
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
仏
教
は

難
し
い
・
・
・
と
思
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
当
に
わ
か
り
や
す
く
、

優
し
い
語
り
口
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
本
堂
の
仏
華
は
西
本
願
寺
の
仏
華
を
全

て
生
け
て
い
る

「
花
新
」
さ
ん

に
お
願
い
し
ま

し
た
。
お
寺
に

と
っ
て
も
、
ご

門
徒
の
皆
様
に

と
っ
て
も
、
何

よ
り
大
切
な
法

要
が
報
恩
講
で

す
。
ど
な
た
で

も
気
軽
に
お
参

り
で
き
ま
す
の

で
、
今
年
お
参

り
で
き
な
か
っ

た
方
は
来
年
、

ど
う
ぞ
お
寺
に

お
参
り
く
だ
さ

い
ね
。
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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

報
恩
講
を
勤
め
ま
し
た

小
学
校
1
年
生
の
娘
が
こ
の

た
び
の
報
恩
講
で
初
出
仕
し

ま
し
た(

上
の
写
真
の
ど
こ

か
に
い
ま
す)

。
か
な
り
緊

張
し
て
い
た
み
た
い
で
す
が
、

無
事
に
勤
め
て
く
れ
た
の
で

嬉
し
く
思
い
ま
す
。
今
後
も

学
校
が
休
み
の
日
は
、
お
寺

の
法
要
に
出
仕
い
た
し
ま
す

の
で
、
皆
様
に
も
見
て
い
た

だ
け
る
と
有
難
く
思
い
ま
す
。

初
出
仕



大
切
な
家
族
や
親
し
い
友
人
が
亡
く
な
っ
た
時
、

何
か
ら
始
め
て
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な

い
と
い
う
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
宗
教

儀
礼
に
つ
い
て
住
職
の
思
い
も
交
え
な
が
ら
、

①
「
親
族
を
亡
く
し
た
家
族
」
の
立
場
と

②
「
親
し
い
友
人
を
亡
く
し
た
参
列
者
」
の
立
場

の
二
点
か
ら
何
号
か
に
連
載
す
る
形
で
お
答
え
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

親
族
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

た
時
は
、
何
は
と
も
あ
れ

お
寺
に
お
電
話
を
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
最
近
は
自
宅
で
人

生
の
終
わ
り
を
迎
え
る
方
が
極
端

に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
病
院
で
お
亡
く
な
り

に
な
っ
て
、
「
ど
う
し
よ
う
、
ど
う
し
よ
う
」
と

い
う
う
ち
に
、
病
院
か
ら
「
葬
儀
社
は
コ
コ
で
・
・
・
」

と
す
す
め
ら
れ
、
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
電
話
を
す

る
と
葬
儀
社
か
ら
お
寺
へ
電
話
が
か
か
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。

人
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

気
が
動
転
し
て
い
る
の
も
確
か
な
の
で
す
が
、
お

寺
へ
は
、
家
族
の
方
が
電
話
を
さ
れ
る
の
が
良
い

と
思
い
ま
す
。
。

誰
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け

お
伝
え
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
。
そ
の

後
、
葬
儀
社
を
決
定
し
て
、
後
々
の
流
れ

に
つ
い
て
決
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
も
し
葬
儀
社
が
決
ま
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
れ
ば
、
お
寺
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
希
望

す
る
形
の
葬
儀
が
で
き
る
葬
儀
社
を
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

親
し
い
友
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
連

絡
を
受
け
た
と
き
、
ま
ず
確
認
を
し
た
い

の
が
、
ご
遺
体
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
近
年
は
病
院
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
て
、

自
宅
に
戻
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
葬
儀
会
館
に
運

ば
れ
て
い
く
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
「
〇

〇
さ
ん
は
今
ど
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

一
目
お
会
い
し
た
い
の
で
す
が
」
と
尋
ね
れ
ば
教

え
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
に
、
故

人
の
も
と
を
訪
ね
る
時
の
服
装
は
普
段
着
で
良
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
す
ぐ

に
礼
服(

喪
服
等
の
黒
い
服
装)

で
行
く
と
「
亡
く

な
る
の
を
待
っ
て
い
た
」
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て

し
ま
う
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

お
念
珠
を
忘
れ
ず
に
持
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

葬
儀
社
が
決
ま
っ
た
ら
葬
儀
社
と
諸
々
の
打
ち

合
わ
せ
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中

に
、
通
夜
・
葬
儀
の
日
時
の
決
定
が
あ
り
ま
す
。

多
く
の
方
は
事
前
に
住
職
の
予
定
を
ご
確
認
い
た

だ
い
て
か
ら
日
時
の
決
定
を
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
の
で
す
が
、
稀
に
日
時
を
決
め
て
し
ま
っ
て
か

ら
お
寺
に
「
こ
の
日
、
こ
の
時
間
で
し
ま
す
」
と

ご
連
絡
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
、
困
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
切
な
人
を
亡
く
さ
れ
、

気
が
動
転
し
て
い
る
中
で
様
々
な
こ
と
を
決
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

日
時
の
決
定
は
住
職
の
予
定
も
ご

確
認
の
上
決
め
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

友
引
に
葬
儀
を
出
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
の
根
拠
の
な
い
迷
信
を
信

じ
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ

う
で
す
。
友
引
と
い
う
の
は
本
当

は
「
共
引
」
と
い
っ
て
「
共
に
引
き
合
っ
て
勝
負

な
し
」
す
な
わ
ち
「
良
く
も
悪
く
も
な
い
、
引
き

分
け
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。
い
つ
の
間
に
か
漢

字
が
変
わ
り
、
そ
れ
を
「
友
を
引
く
」
と
い
う
言

葉
尻
だ
け
で
「
そ
の
日
に
葬
式
を
す
る
と
死
者
が

友
を
引
っ
ぱ
り
、
さ
ら
に
死
人
が
出
る
」
と
解
釈

す
る
の
は
、
死
者
に
対
す
る
冒
涜
で
あ
り
失
礼
な

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
字
面
だ
け
を
と
っ

た
迷
信
に
は
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
し
っ
か
り

と
し
た
主
体
性
を
も
っ
て
亡
き
人
を
お
見
送
り
し

た
い
も
の
で
す
。(

4
㌻
に
コ
ラ
ム
掲
載)
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・
身
内
が
亡
く
な
っ
た
時
や
、
親
し
い
友
人
が

亡
く
な
っ
た
時
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

ま
た
そ
の
心
構
え
等
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

親
族
が
亡
く
な
ら
れ
た
時

友
人
が
亡
く
な
っ
た
と
連
絡
を
受
け
た
と
き

日
時
の
決
定



人
が
亡
く
な
っ
て
す
る
最
初
の
お
勤
め
を
臨

終
勤
行(

り
ん
じ
ゅ
う
ご
ん
ぎ
ょ
う)

と
言

い
ま
す
。
一
般
に
枕
経
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、

正
し
く
は
臨
終
勤
行
で
す
。

臨
終
勤
行
は
、
永
年
お
育
て
を
い
た
だ
い
た
阿

弥
陀
如
来
さ
ま
に
対
す
る
お
礼
の
お
勤
め
で
す
。

こ
れ
は
、
人
生
の
終
わ
り
に
あ
た
っ
て
、
昼
夜
を

問
わ
ず
私
た
ち
を
お
導
き
下
さ
っ
た
家
庭
の
お
仏

壇
に
対
す
る
人
生
最
後
の
お
勤
め
で
、
本
来
で
あ

れ
ば
臨
終
間
際
の
本
人
が
勤
め
る
の
で
す
が
、
そ

れ
が
か
な
わ
な
い
と
き
、
普
段
か
ら
お
世
話
に
な
っ

て
い
る
僧
侶
に
来
て
い
た
だ
き
、
本
人
に
代
わ
っ

て
お
勤
め
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

臨
終
勤
行
に
僧
侶
が
来
る
と
き
、
ご
家
庭
に
お

仏
壇(

ぶ
つ
だ
ん)

が
あ
る
と
き
は
、
仏
間
に
ご
遺

体
を
安
置
し
、
僧
侶
に
は
お
仏
壇
の
前
で
お
勤
め

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

ご
家
庭
に
お
仏
壇
が

な
い
と
き
は
、
適
宜

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
お
掛
け
軸
を
奉
懸

(

ほ
う
け
ん)

し
、
そ

の
前
に
華
・
香
・
蝋

燭
を
飾
り
、
ご
遺
体

を
安
置
し
ま
す
。
僧

侶
に
は
お
掛
け
軸
の

正
面
に
座
っ
て
お
勤

め
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
ょ
う
。
な
お
、

両
例
と
も
僧
侶
が
座
っ
た
と
き
、
真
後
ろ
に
ご
遺

体
の
顔
が
く
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ご
配
慮
を

お
願
い
し
ま
す
。

僧
侶
が
到
着
し
た
と
き
に
、
葬
儀
社
と
打
合
せ

を
し
て
い
る
方
を
お
見
か
け
い
た
し
ま
す
。
お
勤

め
が
始
ま
る
と
き
は
、
身
内
も
世
話
人
も
葬
儀
社

も
、
打
ち
合
わ
せ
の
手
を
一
旦
止
め
て
い
た
だ
い

て
、
全
員
で
故
人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
お
仏
壇
に

手
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
た
だ
き
た
く

思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
お
念
珠
は
必
ず
持
ち
ま
し
ょ

う
。
式
章
も
あ
れ
ば
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
浄
土
真
宗
で
は
一
膳
飯
（
茶
碗
に
ご
飯

を
盛
っ
て
箸
を
立
て
る
）
や
そ
の
他
の
迷
信
俗
信

は
用
い
ま
せ
ん
。
ご
飯
を
供
え
る
際
は
お
仏
飯
で

お
願
い
し
ま
す
。

臨
終
勤
行
や
通
夜
、
葬
儀
は
死
者
の
た
め
に
行

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

亡
き
人
が
自
ら
の
命
を
懸
け
て
日
頃
仏
法
に
見

向
き
も
し
な
い
聞
こ
う
と
も
し
な
い
私
に
対
し
て

「
仏
法
を
聞
き
な
さ
い
。
仏
様
を
拝
み
な
さ
い
」

と
い
う
、
亡
き
人
の
命
の
叫
び
で
あ
る
こ
と
を
深

く
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

命
の
終
わ
り
に
際
し
て
、
多
く
の
人
は
涙
を
流

し
ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
、
そ
の
人
が
亡
く
な
っ
た
、

い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悲
し
み
の
涙
だ

け
で
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
今
ま
で
私
を

育
て
て
く
れ
た
、
こ
の
人
の
お
か
げ
で
私
は
こ
こ

ま
で
命
を
育
ん
で
く
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
感

謝
の
涙
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

臨
終
勤
行
は
、
そ
う
い
っ
た
様
々
な
故
人
と
の

思
い
出
、
感
謝
の
涙
を
流
し
、
そ
し
て
「
我
に
ま

か
せ
よ
必
ず
救
う
」
と
私
に
対
し
て
願
っ
て
く
だ

さ
る
阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲
に
感
謝
し
「
南
無
阿
弥

陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
を
称
え
さ
せ
て

い
た
だ
く
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

生
前
に
本
願
寺
で
帰
敬
式
を
受
け
、
法
名
を

い
た
だ
い
て
い
る
場
合

は
臨
終
勤
行
の
際
、
住
職
に
法

名
を
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

も
し
、
法
名
が
見
つ
か
ら

な
い
場
合
は
、
法
名
を

い
た
だ
い
て
い
る
旨
を
住
職
に

お
伝
え
く
だ
さ
い
。

臨
終
勤
行
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
住
職
が
「
院

号
は
ど
う
さ
れ
ま
す
か
」
と
伺
い
ま
す
。

院
号
に
つ
い
て
は
「
か
が
や
き
」
第
３
号
に
載
せ

て
い
ま
す
の
で
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
も
し
、
か
が
や
き
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は

お
寺
の
本
堂
に
院
号
に
つ
い
て
の
説
明
書
き
を
置

い
て
い
ま
す
の
で
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

何
も
知
ら
な
い
ま
ま
に
必
要
か
不
要
か
を
決
め

て
し
ま
う
ほ
ど
愚
か
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い

ざ
そ
の
時
に
な
っ
て
院
号
の
話
を
す
る
と
、
気
が

動
転
し
て
い
る
間
に
急
に
決
め
て
し
ま
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
、
悪
徳
商
法
の
よ
う
な

事
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。
お
金
も
必
要

に
な
る
話
で
す
の
で
、
生
前
に
家
族
で
話
し
合
っ

て
い
た
だ
い
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
院
号
は
生
前
に
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
住
職
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

第 号 大光寺だより『かがやき』 令和４年 冬号

3

院
号
に
つ
い
て

法
名
の
準
備

臨
終
勤
行(

枕
経)



臨
終
の
そ
の
時
は
、
時

と
日
を
選
び
ま
せ
ん
。

命
が
終
わ
っ
た
そ
の
時
か
ら
、

あ
わ
た
だ
し
く
通
夜
・
葬
儀

の
段
取
り
が
進
め
ら
れ
て
い

き
ま
す
。
そ
ん
な
折
「
あ
ぁ
、

葬
儀
の
日
は
友
引
に
あ
た
る

な
ぁ
・
・
・
・
」
と
の
声
を

聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

結
論
か
ら
申
し
あ
げ
ま

す
と
、
葬
儀
と
友
引

に
は
全
く
関
係
は
あ
り
ま
せ

ん
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
誰

が
言
っ
た
か
、
葬
儀
が
友
引

に
あ
た
る
と
、
友
が
引
き
連

れ
ら
れ
て
死
ぬ
、
と
恐
れ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

2
ペ
ー
ジ
に
も
少
し
書
き
ま

し
た
が
、
実
は
「
友
引
」
と

い
う
漢
字
が
間
違
っ
て
い
る

の
で
す
。
大
安
・
先
勝
・
友

引
等
を
総
称
し
て
「
六
曜
」

と
言
い
ま
す
が
、
「
友
引
」

と
書
く
と
六
曜
に
お
け
る
意

味
が
通
ら
な
く
な
り
ま
す
。

で
は
何
か
？
と
い
う
と
正
し

く
は
「
共
引
」
と
書
き
ま
す
。

も
う
少
し
書
く
と
「
仏
滅
」

も
間
違
い
で
す
。
仏
さ
ま
は

如
来
常
住
（
永
遠
不
滅
の
真

理
）
で
す
か
ら
滅
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
し
く
は

「
物
滅
」
と
書
き
ま
す
。
近

代
の
教
育
が
行
き
届
か
な
い

時
代
は
「
音
」
を
重
視
し
ま

し
た
。
そ
の
た
め
誤
解
が
多

く
生
じ
た
よ
う
で
す
。
こ
の

現
象
を
言
霊
と
も
言
い
、
数

字
の
四
は
死
と
聞
こ
え
、
九

は
苦
と
連
想
し
て
そ
の
数
字

を
忌
避
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
一
例
が
四
十
九
日
が
三

カ
月
に
及
ぶ
こ
と
を
避
け
る

風
習
で
し
ょ
う
。
「
始
終

（
四
十
）
苦
（
九
）
る
し
み

が
身
（
三
）
に
付
き
（
月
）

ま
と
う
」
と
い
う
語
感
を
嫌
っ

て
の
も
の
で
す
。
い
ず
れ
も

「
意
味
が
無
い
」
の
で
、
気

に
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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気
に
な
り
ま
す
か
？
友
引

六
曜
の
載
っ
て
い
る
カ
レ
ン
ダ
ー
の
【
友
引
の
前
後
】
に

ご
注
目
く
だ
さ
い
。

先
勝
↓
友
引
↓
先
負

と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

「
勝
ち
」
「
負
け
」
の
あ
い
だ
は
「
引
き
分
け
」
で
す
。

「
友
引
」
は
友
を
引
く
の
で
は
な
く
「
共
引
（
と
も
に
引

き
分
け
）
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。

六
曜
に
つ
い
て

「
先
勝
」
「
友
引
」
「
先
負
」
「
仏
滅
」
「
大
安
」
「
赤

口
」
を
『
六
曜
』
と
言
い
ま
す
。

六
曜
の
「
曜
」
は
星
を
意
味
す
る
漢
字
（
月
曜
は
月
、

火
曜
は
火
星
、
水
曜
は
水
星
・
・
・
・
）
で
、
さ
ら
に
星

は
光
る
こ
と
か
ら
「
お
金
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
か

ら
、
六
曜
は
賭
け
事
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
占
う
指
標
と
し
て

利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
時
代
の
新
暦
導
入
に
よ
る
暦
（
カ
レ
ン

ダ
ー
）
の
販
売
促
進
の
た
め
に
六
曜
が
記
載
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
見
た
当
時
の
人
は
、
何
か
神
秘
的
な
意
味
が
あ

る
と
思
い
込
み
、
慶
・
弔
事
の
予
定
と
関
連
付
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
厳
を
担
ぐ
方
の
多
く
に
は
大
安
に
結
婚
式
を
挙

げ
る
カ
ッ
プ
ル
は
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
浮
気
や
離
婚

の
話
を
耳
に
す
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

子
ど
も
を
出
産
す
る
と
き
に
「
今
日
は
仏
滅
や
か
ら
産
む

な
！
大
安
ま
で
待
っ
て
く
れ
！
」
っ
て
言
っ
て
い
る
人
を

聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
こ
の
「
か
が
や
き
」
を

読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
方
の
中
に
も
「
仏
滅
」
に
生
ま

れ
た
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
（
大
安
は
吉
日
で

は
な
く
、
休
息
日
の
意
）

外
的
な
要
因
や
因
習
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
分
自
身
を
見
つ

め
て
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
拠
り
所
に
し
て
生
き
て
い
く
こ

と
が
仏
教
の
根
本
的
な
立
場
で
あ
り
、
釈
尊
が
存
命
中
最

後
に
お
説
法
さ
れ
た
中
身
（
自
灯
明
・
法
灯
明
）
で
あ
り

ま
し
た
。



今
回
も
、北
海
道
の
名
和
先
生
か
ら
仏
さ
ま
の
お
話

を
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

北
海
道
は
い
よ
い
よ
雪
の
季
節
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。今
年
も
色
々
な
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
、円
高
に
よ
る
値
上
げ
の
嵐
な
ど
な
ど
・・・

ま
た
宗
教
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の

も
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

浄
土
真
宗
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
、「
信
心
」は
、

自
ら
が
起
こ
す
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。「
信
じ
る
も
の
が

救
わ
れ
る
」で
は
な
く
、「
信
じ
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら

な
い
こ
の
私
だ
か
ら
こ
そ
、救
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
」

と
常
に
案
じ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
こ
と
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
こ
と
。私
が
忘
れ
て

も
、
決
し
て
忘
れ
え
ぬ
阿
弥
陀
さ
ま
の
、
そ
の
お
心

に
身
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
状
態
の
こ
と
を
「
信
心
」と

言
う
の
だ
と
親
鸞
聖
人
は
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
。

布
教
の
研
修
会
の
時
に
あ
る
お
坊
さ
ん
が
し
て
い

た
お
話
で
す
。

あ
る
女
性
の
と
こ
ろ
に
一
本
の
電
話
が
か
か
っ
て

き
ま
し
た
。

「
こ
ち
ら
警
察
の
も
の
で
す
が
、
お
宅
の
息
子
さ
ん

が
事
故
を
起
こ
し
て
通
行
人
に
け
が
を
さ
せ
て
し

ま
い
ま
し
た
。被
害
者
の
方
は
示
談
で
い
い
と
話
し

て
い
る
の
で
、
大
至
急
こ
ち
ら
の
口
座
に
振
り
込
ん

で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。た
だ
い
ま
息
子
さ
ん
に

代
わ
り
ま
す
ね
・・・
」

そ
の
女
性
は
す
ぐ
に
そ
れ
が
オ
レ
オ
レ
詐
欺
だ
と

い
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。な
ぜ
な
ら
そ
の
女
性

は
五
年
前
に
事
故
で
息
子
さ
ん
を
亡
く
し
て
い
た

の
で
す
。

「
母
さ
ん
、
俺
だ
よ
、
事
故
を
起
こ
し
ち
ゃ
っ
て
・・
、

大
変
な
ん
だ
よ
、す
ぐ
に
お
金
を
振
り
込
ん
で
く
れ

な
い
か
」

女
性
は
そ
の
声
を
聞
い
て
ハ
ッ
と
し
た
そ
う
で
す
。

亡
く
し
た
息
子
の
声
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
ま
る
で
死
ん
だ
息
子
が
蘇
っ
て
そ
こ
に
い
る
よ

う
な
気
が
し
ま
し
た
。女
性
は
電
話
を
切
る
こ
と

が
で
き
ず
に
そ
の
声
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

「
母
さ
ん
、ご
め
ん
よ
、助
け
て
く
れ
」

そ
こ
で
女
性
は
や
っ
と
話
し
た
の
で
す
。

「
あ
の
ね
、
私
の
息
子
は
五
年
前
に
事
故
で
死
ん
で

る
の
」

電
話
の
声
が
パ
タ
リ
と
止
ま
り
ま
し
た
。気
ま
ず

い
空
気
が
受
話
器
の
向
こ
う
か
ら
流
れ
ま
し
た
。し

ば
ら
く
の
沈
黙
の
後
、、
電
話
が
切
ら
れ
る
前
に
女

性
は
言
い
ま
し
た
。

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、
あ
な
た
の
声
、
息
子
と
そ
っ
く

り
な
の
。電
話
を
切
る
前
に
、も
う
一
言
だ
け
声
を

聞
か
せ
て
も
ら
え
な
い
か
し
ら
」

し
ば
ら
く
し
て
電
話
の
主
は
こ
う
言
い
、電
話
を

切
り
ま
し
た
。

「
母
さ
ん
」

子
を
失
っ
て
も
子
を
想
い
続
け
る
母
。親
鸞
聖

人
は
、
そ
の
よ
う
に
我
が
子
を
想
う
心
と
重

ね
合
わ
せ
「
阿
弥
陀
さ
ま
は
ま
る
で
母
親
の
よ
う
な

仏
さ
ま
で
あ
る
」と
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。日
々

の
生
活
に
追
わ
れ
、つ
い
つ
い
仏
さ
ま
の
こ
と
を
忘

れ
が
ち
な
私
。そ
の
私
を
問
い
詰
め
る
こ
と
な
く
、

常
に
案
じ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
・・・

そ
の
お
心
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、
そ
の
言
葉
に
身

を
ゆ
だ
ね
て
い
る
状
態
の
こ
と
を「
信
心
」と
い
う
の

で
す
。今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず
か
。来
た
る

べ
き
年
も「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
南
無
阿
弥

陀
仏
」と
お
念
仏
と
と
も
に
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。
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令
和
五
年

年
回
忌
表

回
忌

逝
去
年

一
周
忌
・
・
・
令
和
四
年

三
回
忌
・
・
・
令
和
三
年

七
回
忌
・
・
・
平
成
二
十
九
年

十
三
回
忌
・
・
・
平
成
二
十
三
年

十
七
回
忌
・
・
・
平
成
十
九
年

二
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
十
三
年

二
十
七
回
忌
・
・
・
平
成
九
年

三
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
三
年

三
十
七
回
忌
・
・
・
昭
和
六
十
二
年

五
十
回
忌
・
・
・
昭
和
四
十
九
年

※
浄
土
真
宗
で
は
二
十
五
回
忌
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
が
、

地
域
に
よ
っ
て
は
二
十
三
回
忌
・
二
十
七
回
忌
を
お
勤
め
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
野
口
で
は
後
者
の
方
が
多
い
よ
う

で
す
の
で
、
二
十
三
・
二
十
七
回
忌
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

本
堂
に
設
置
し
て
お
り
ま

し
た
「
全
て
の
戦
争
犠
牲
者

へ
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
」

の
募
金
額
は
、
一
万
五
千
六

百
三
十
三
円
で
し
た
。
お
預

か
り
し
た
募
金
は
、
本
願
寺

の
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
緊
急
支
援

募
金
」
に
寄
付
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
引
続
き
出
来

る
限
り
の
支
援
を
継
続
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

大
光
寺
で
は
こ
れ
か
ら
も

引
き
続
き
様
々
な
支
援
を
継

続
し
て
い
き
ま
す
の
で
皆
様

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
。

・
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

て
か
ら
10
年
以
内
の
方

・
１
周
忌
を
済
ま
せ
た
方

・
大
谷
本
廟
に
納
骨
を
済

ま
せ
て
い
な
い
方

に
毎
年
２
月
頃
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

納
骨
を
予
定
さ
れ
る
方
は
、
３
月
の

最
終
土
曜
日
を
空
け
て
お
い
て
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

案
内
状
が
届
い
て

い
な
い
方
も
納
骨

す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
お
寺

ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

大
谷
本
廟
へ
の
納
骨
に
つ
い
て
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永代納骨（合祀）墓があります
令和3年1月、大光寺の境内地(敷地内)に永代納骨(合祀)

墓が出来ました。

近年増えてきた「墓じまい」後の御遺骨の埋葬や、新

たにお墓を建立しない方はご検討ください。

申込書は大光寺のホームページからもダウンロードで

きます。

詳細はお寺までお問い合わせください。

◎納骨懇志（御布施）

・大光寺門徒 1体につき15万円以上

・大光寺門徒以外の方 1体につき20万円以上

・法名碑への刻印 ２万円

お寺の法要にお参りしましょう
お寺の法要へのお参りは浄土真宗門徒、大光寺にご縁のある全ての方々の大切な営みで

す。先人の言葉に「1日1度は家庭のお仏壇にお参りしましょう。月に1度は手次の寺にお参

りしましょう。年に1度は本山本願寺にお参りしましょう。」とお勧めくださっています。

特に報恩講には必ずお参りしましょう。

お寺の法要・行事予定
大光寺 教楽寺

・12月31日 除夜の鐘 午後11時30分頃～

・ 1月 2日 元 旦 会 午前10時

・ 3月23日 春季彼岸会 午前10時 午後2時

・ 5月27日 降 誕 会 午前10時 午後2時

・ 8月13日 盂蘭盆会 午前10時

※どなた様でもお参りしていただくことができます。お気

軽にご参拝ください。

※急遽日付や時間が変更になることがあります。必ずお寺

の掲示板でご確認くださいますようお願いいたします。



本
尊
と
は
お
仏
壇
に
奉
献
す
る
お
掛
軸
で
、

阿
弥
陀
如
来
の
お
は
た
ら
き
を
そ
の
お
姿

を
も
っ
て
あ
ら
わ
し
た
「
形
像
本
尊
（
ご
絵
像
）
」

と
、
名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を
も
っ
て
あ
ら
わ

し
た
「
名
号
本
尊
（
六
字
名
号
）
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
尊
の
左
右
に
奉
献
す
る
お
軸

に
、
親
鸞
聖
人
・
蓮
如
上
人
の
お
姿
が
描
か
れ
た

絵
像
と
、
南
無
不
可
思
議
光
如
来
・
帰
命
尽
十
方

無
礙
光
如
来
の
字
が
書
か
れ
た
「
九
字
・
十
字
尊

号
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
脇
掛
け(

わ
き
が
け)
と
言

い
ま
す
。

本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人

は
、
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
ご

本
尊
を
数
多
く
の
門

信
徒
に
授
与
さ
れ
て

い
ま
す
。
以
降
も
各

歴
代
の
ご
門
主
さ
ま

か
ら
ご
本
尊
が
授
与

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

ご
本
尊
を
安
置
す
る

お
仏
壇
は
み
教
え
に

生
き
る
私
た
ち
に
と
っ

て
、
「
こ
こ
ろ
の
よ

り
ど
こ
ろ
」
で
あ
り
、

先
祖
代
々
受
け
継
が

れ
て
き
た
大
切
な
場

所
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
受
け
継
い
で
い
く
大
切
な
場
所
で
す
。

本
願
寺
か
ら
迎
え
た
絵
像(

え
ぞ
う)

の
本
尊

は
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
絵
姿
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
本
願
寺
か
ら
迎
え
た
か
ど
う
か
の
見

分
け
方
は
、
御
本
尊
で
あ
れ
ば
、
お
軸
の
裏
側
に

「
方
便
法
身
尊
形
」
と
「
本
願
寺
々
務
釋
〇
〇
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
〇
〇
に
は
こ
の
ご
本
尊
を

お
迎
え
し
た
時
の
本
願
寺
の
御
門
主
様
の
お
名
前

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。(
写
真
は
今
の
ご
門
主
、

専
如
上
人
様
の
も
の
で
す)
。
お
脇
掛
け
に
も
同

じ
よ
う
に
親
鸞
聖
人
の
お
軸
の
裏
に
は
「
大
谷
本

願
寺
親
鸞
聖
人
真
影
」
蓮
如
上
人
の
お
軸
の
裏
に

は
「
本
願
寺
蓮
如
画
像
」
の
文
字
と
、
ご
本
尊
の

裏
書
と
同
じ
よ
う
に
お
迎
え
さ
れ
た
当
時
の
御
門

主
様
の
お
名
前
と
御
印
が
押
さ
れ
て
い

ま
す
。

名
号
本
尊
と
そ
の
脇
掛
け
に
つ
い
て
は
、

裏
書
を
見
る
の
で
は
な
く
、
正
面
に
あ

る
赤
い
印
鑑
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
い

い
と
思
い
ま
す
。
お
迎
え
さ
れ
た
当
時

の
御
門
主
様
の
印
鑑
が
押
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ご
本
尊
が
木
仏
の
場
合
は
特
に

何
も
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ま
で
同
様
大
切
に
手
を
合
わ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

一
番
大
切
な
こ
と
は
、
本
尊
を
は
じ
め

と
す
る
掛
け
軸
は
京
都
西
本
願
寺
か
ら

お
迎
え
を
す
る
と
い
う
事
で
す
。
お
仏
壇
を
購
入

す
る
と
予
め
セ
ッ
ト
で
つ
い
て
く
る
掛
け
軸
は
、

町
版(

ま
ち
ば
ん)

と
言
い
、
ほ
と
ん
ど
が
印
刷
物

で
品
質
も
悪
く
、
す
ぐ
に
反
り
返
っ
て
し
ま
い
、

ま
た
、
仏
さ
ま
の
お
姿
も
表
情
も
微
妙
に
異
な
り

ま
す
。
せ
っ
か
く
お
仏
壇
を
安
置
し
て
も
中
身
が

印
刷
物
で
は
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
西
本
願
寺
か

ら
お
迎
え
す
る
御
本
尊
等
の
掛
け
軸
は
全
て
絹
本

に
本
願
寺
が
指
定
し
た
絵
師
が
1
枚
1
枚
丁
寧
に

描
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
仏
壇
を
迎
え
る
中
で

も
一
番
大
切
な
こ
と
で
す
の
で
、
す
で
に
家
庭
に

お
仏
壇
の
あ
る
方
も
一
度
家
庭
の
お
仏
壇
に
あ
る

掛
け
軸
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
も
し
町
版
が
か
か
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
機
に
本
願
寺
か
ら

お
迎
え
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
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御
本
尊
は
本
願
寺
か
ら
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
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ち
ょ
っ
と
豆
知
識

お
経
の
本
を
一
緒
に
持
っ
て
お
勤

め
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
多
く
あ
り

ま
す
。

お
経
の
本
は
、
釈
尊
の
真
言
（
お

経
）
や
親
鸞
聖
人
の
お
心
（
正
信
念

仏
偈
）
が
納
め
ら
れ
た
大
切
な
経
典

で
す
の
で
、
床
や
畳
に
直
接
置
く
こ

と
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

適
度
な
棚
な
ど
が
な
い
場
合
は
、

床
や
畳
に
ハ
ン
カ
チ
を
敷
い
て
そ
の

上
に
置
く
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た

く
思
い
ま
す
。

大
切
に
大
切
に
取
り
扱
い
し
ま
し
ょ

う
。

直接置かないようにしましょう

｢

仏
壇
の
ロ
ー
ソ
ク
は
な
ぜ
つ
け
る
の
か
」

「
仏
花
は
な
ぜ
こ
ち
ら
向
き
か
」
な
ど
の

素
朴
な
疑
問
か
ら
、
仏
壇
の
お
か
ざ
り
や

お
作
法
、
法
要
儀
式
の
こ
と
、
お
墓
の
こ

と
な
ど
を
イ
ラ
ス
ト
付
き
で
わ
か
り
や
す

く
解
説
し
て
い
ま
す
。

実
は
お
寺
に
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と
の

殆
ど
が
こ
の
本
1
冊
で
ほ
ぼ
解
決
す
る
の

で
す
。

沢
山
の
項
目
が
あ
り
、
広
く
浅
く
書
い

て
い
ま
す
が
、
1
度
お
読
み
い
た
だ
き
た

い
か
な
と
思
い
ま
す
。

購
入
を
ご
希
望
の
方
は
、
出
版
社
へ
直

接
お
申
込
み
い
た
だ
く
か
、
お
寺
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
本
願
寺
出
版
社

京
都
市
下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
る

℡

〇
七
五-

三
七
一-

五
一
八
一(

代)

目
次
を
一
部
掲
載
し
ま
す
。

・
亡
き
人
は
ど
こ
へ
行
っ

た
？

・
仏
具
の
配
置

・
浄
土
真
宗
で
は
位
牌
を

用
い
な
い

・
実
家
の
お
仏
壇
を
引
き

取
っ
て
よ
い
か

・
お
墓
を
継
ぐ
人
が
い
な

い
・
墓
石
に
ヒ
ビ
が
入
っ
た

ら
ど
う
す
る
？

・
姓
の
違
う
故
人
の
納
骨

は
？

・
法
事
に
自
分
の
都
合
を

優
先
さ
せ
な
い

・
報
恩
講
は
お
寺
で
も
っ

と
も
大
切
な
法
要

・
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら

お
寺
へ
初
参
り

・
引
っ
越
し
の
時
は
お
寺

へ
も
連
絡
を

等
々
様
々
な
疑
問
に
答
え

る
1
冊
で
す

「
お
み
が
き
」
を
し
ま
し
た

10
月
20
日
、
大
光
寺
・
教
楽
寺
で
そ

れ
ぞ
れ
の
仏
教
婦
人
会
の
皆
様
と
、
本

堂
の
仏
具
を
磨
く
「
お
み
が
き
」
を
し

ま
し
た
。

お
か
げ
で
仏
具
も
ピ
カ
ピ
カ
に
な
り
、

清
々
し
く
報
恩
講
の
お
つ
と
め
が
出
来

ま
し
た
。
み
な
さ
ま
の
家
庭
の
お
仏
壇

の
仏
具
は
輝
い
て
い
ま
す
か
？

も
し
長
年
の
使
用
で
、
く
す
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
れ
ば
「
お
み
が
き
」
の
時

に
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
ね
。
一
緒
に

綺
麗
に
し
ま
し
ょ
う
。

左
が
磨
く
前
、

右
が
磨
い
た
後

綺
麗
に
な
り
ま
し
た



こ
こ
で
は
京
都
西
本
願
寺
の

ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。
何

か
の
折
に
京
都
へ
行
か
れ
た

際
、
出
来
れ
ば
本
山
本
願
寺

を
目
的
に
、
是
非
お
立
ち
寄

り
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
本
願
寺
で
は
様
々
な
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
思

い
ま
す
。

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年

は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生

か
ら
850
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
翌
年
に
は
親
鸞

聖
人
が
、
『
顕
浄
土
真
実
教

行
証
文
類
（
教
行
信
証
）
』

を
著
さ
れ
、
浄
土
真
宗
の
み

教
え
を
開
か
れ
た
「
立
教
開

宗
」
か
ら
800
年
を
お
迎
え
す

る
年
と
な
り
ま
す
。

本
願
寺
で
は
、
来
年
3
月
か

ら
5
月
に
、
5
期
30
日
間
に

わ
た
り
、
そ
の
慶
讃
（
き
ょ

う
さ
ん
）
法
要
を
お
勤
め
い

た
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
浄
土
真
宗

の
み
教
え
を
説
き
示

し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
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

慶
讃
法
要
に
是
非
ご
参
拝
く

だ
さ
い
。

な
お
、
参
拝
に
は
事
前
の

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
申

込
ペ
ー
ジ
の
QR
コ
ー
ド
を
貼
っ

て
お
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

が
苦
手
な
方
は
、
参
拝
セ
ン

タ
ー(

T
E
L
:

〇
七
五-

三
六

六-

五
八
八
二)

ま
で
お
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

国
宝
の
書
院
や
飛
雲
閣
の

拝
観
も
で
き
ま
す
。

お
西
さ
ん
を
知
ろ
う
！

は
、
本
願
寺
の
僧
侶

〈
お
西
の
お
坊
さ
ん
〉
が

ガ
イ
ド
と
な
っ
て
本
願
寺
の

境
内
を
案
内
す
る
本
願
寺
ツ

ア
ー
で
す
。

ど
な
た
で
も
ご
自
由
に
ご
参

加
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。毎

日
10
時
～

11
時
30
分

～
13
時
45
分
～

15
時
30
分
～
の
１
日
４
回
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。

参
加
を
ご
希
望
の
方
は
、

開
催
時
間
ま
で
に
本
願
寺
境

内
「
総
合
案
内
所
（
お
茶
所
）
」

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
参
加

い
た
だ
い
た
方
は
０
２
４

（
お
に
し
）
カ
ー
ド
が
い
た

だ
け
ま
す
。
カ
ー
ド
は
全
部

で
24
種
類
、
全
て
揃
え
る
と

何
か
イ
イ
モ
ノ
が
貰
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

①
法
要
（
お
勤
め
）

親
鸞
聖
人
月
忌
法
要
10
時
～

場
所
：
：
御
影
堂

②
法
話
（
仏
様
の
お
話
）

10
時
35
分
～
10
時
55
分
頃

場
所
：
：
御
影
堂

③
国
宝
書
院
特
別
案
内

受
付

16
日
９
時
～
10
時
ま

で
に
龍
虎
殿
で
受
付

時
間

11
時(

法
話
終
了
後

～
12
時
頃
ま
で)

対
象

受
付
を
済
ま
せ
て
法

要
に
参
拝
し
た
方

④
京
の
文
化
体
験

予
約
：
：
不
要

時
間
９
時
10
分
～
９
時
45
分

場
所
：
：
お
茶
所

(

総
合
案
内
所)

※
腕
輪
念
珠
作
り
・
に
お
い

袋
作
り
な
ど
の
文
化
体
験

⑤
参
拝
ツ
ア
ー

予
約
：
：
必
要

場
所

日
野
誕
生
院
【
親
鸞
聖
人
御

誕
生
の
地
】

角

坊
【
親
鸞
聖
人
ご

往
生
の
地
】

比
叡
山
延
暦
寺
【
親
鸞
聖
人

ご
修
行
の
地
】

六

角

堂
【
親
鸞
聖
人
100

日
参
籠
の
地
】

な
ど

⑥
い
ち
ろ
く
市

時
間

９
時
～
15
時

場
所

門
前
町
、
御
影
堂
門
・

阿
弥
陀
堂
門
周
辺
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毎
月
16
日
は
親

鸞
聖
人
の
月
命
日
。

西
本
願
寺
で
は
こ

の
日
を
機
縁
に
多

く
の
方
に
本
願
寺

と
ご
縁
を
結
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と

の
願
い
か
ら
各
種

イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

本
願
寺
へ
行
か
れ

た
際
は
ぜ
ひ
お
立

ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

西
本
願
寺
の
ペ
ー
ジ

お
西
さ
ん
を
知
ろ
う
！

Shinran's Day

ご
誕
生
850
年

立
教
開
宗
800
年

参
拝
申
込



頁
下
部
に
記
載
の
と
お

り

、
令

和
5

年
に

「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
850
年
・

立
教
開
宗
800
年
」
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
京
都
国
立
博
物

館
、
朝
日
新
聞
社
等
が
主
催
。

真
宗
教
団
連
合
が
特
別
協
力

し
、
『
親
鸞
聖
人
生
誕
850
年

特
別
展

親
鸞
‐
生
涯
と
名

宝
』
が
京
都
国
立
博
物
館
で

開
催
さ
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
求
道
と
伝
道

の
生
涯
を
、
自
筆
の
名
号
・

著
作
・
手
紙
を
は
じ
め
、
彫

像
・
御
影
・
絵
巻
な
ど
を
浄

土
真
宗
各
派
（
西
本
願
寺
・

東
本
願
寺
・
高
田
専
修
寺
他
）

の
寺
院
が
所
蔵
す
る
法
宝
物

を
一
堂
に
集
め
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
国
宝
11
件
、
重
要

文
化
財
70
件
を
は
じ
め
と
す

る
過
去
最
大
の
出
陳
件
数
だ

そ
う
で
す
。
令
和
5
年
3
月

25

日
か
ら

5
月
21
日

ま
で
開
催

さ
れ
て
い
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法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
浄
土
真
宗
の
み

教
え
を
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ

た
こ
と
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
慶
讃
法
要
を
と
も
に
お
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
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
）

場
所

西
本
願
寺

時
間

基
本
的
に
は

午
前
一
〇
時

午
後
二
時

の
一
日
二
座

・
時
間
変
更

の
日
も
あ
る
。

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年
二
〇
二
三
（
令

和
五
）
年
は
宗
祖

親
鸞
聖
人
の
ご
誕

生
か
ら
850

年
目
に

あ
た
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
の
翌
年
に

は
親
鸞
聖
人
が
、

『
顕
浄
土
真
実
教

行
証
文
類
（
教
行

信
証
）
』
を
著
さ

れ
、
浄
土
真
宗
の

み
教
え
を
開
か
れ

た
「
立
教
開
宗
」

か
ら
800

年
を
お
迎

え
す
る
年
と
な
り

ま
す
。

『
教
行
信
証
』

は
、
私
た
ち
浄
土

真
宗
の
門
徒
が
日

頃
か
ら
お
勤
め
を

す
る
「
正
信
偈
」

を
は
じ
め
と
し
て

浄
土
真
宗
成
立
の

根
本
が
親
鸞
聖
人

に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
大
切
な
書
物
で

す
。京

都
西
本
願
寺

で
は
、
二
〇
二
三

（
令
和
五
）
年
三

月
か
ら
五
月
に
、

5
期
30

日
間
に
わ

た
り
、
そ
の
慶
讃

叙
勲
・
褒
賞

毎
年
、
春
・
秋
に
国
の

「
叙
勲
・
褒
賞
」
の
発
表

が
あ
り
ま
す
。
大
光
寺
・

教
楽
寺
の
ご
門
徒
の
受
賞

者
に
は
、
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
よ
り
褒
賞
が
授
与
さ

れ
ま
す
の
で
、
住
職
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

親

鸞

展

本
山
成
人
式

ご
存
じ
な
い
方
が
多
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

西
本
願
寺
で
は
、
成
人
を

機
縁
に
親
鸞
聖
人
の
み
教

え
に
出
遇
っ
て
も
ら
い
た

い
と
、
毎
年
成
人
式
が
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。
来
年

は
次
の
と
お
り
開
催
さ
れ

ま
す
。

詳
し
く
は
住
職
ま
で
。

※
期
日
…

令
和
5
年
3
月
12
日

※
場
所
…
本
願
寺
御
影
堂

※
対
象
…
18
歳
か
ら
21
歳

（
01
年
4
月
2
日
～

05
年
4
月
1
日
生
ま
れ
）

※
参
加
費
…
無
料

※
申
込
締
切
…

令
和
5
年
2
月
18
日



ま
す
。

稀

な
機
会
で
す
の
で
、

ど
う
ぞ
足
を
お
運
び
く

だ
さ
い
。

第 号 大光寺だより『かがやき』 令和４年 冬号

12

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

護

持

費

の

納

入

を

お

願

い
い

た

し

ま

す

毎年すべてのご門徒様に護持費(10,000円)の納入をお願いしてい

ます。お納めいただきました護持費は本堂をはじめとする諸堂宇の

維持管理や、仏さまへの御仏飯・お花・お線香等のお供えに充てさ

せていただきます。何かと厳しい折大変恐縮ですが、未だ納めてお

られない方は、早々にお納めくださいますようお願い申しあげます。

住職直通の携帯電話はコチラ⇒ ０９０－７４８８－５７６５

お
願
い

ご法事等、お参りのお電話をいただく際、日程に比較的余裕をもっ

てご連絡くださいますようお願いいたします。少なくとも希望日の1カ

月前までに、候補日を2つか3ついただけると大変助かります。職場で

の勤務調整をしなければいけませんので、ご協力くださいますようお

願い申しあげます。

本
堂

法事等で本堂を使用する場合、本堂使用冥加金とし

て金10,000円のご進納をお願いしています。

お
知
ら
せ

お寺の山門側にインターフォン
を設置しました。これまで山門か
らお入りいただいた時に呼び出し
をしていただく術がなく、わざわ
ざ北側玄関まで呼び出しに来てい
ただいていましたが、不便さを少
しでも解消できたかなと思ってい
ます。
お寺にご用の方、法事等でお寺

に到着された際はインターフォン
でお知らせください。


