
桜
咲
く
、
爽
や
か
な
気

候
の
も
と
、
３
月
27

日(

土)

28
日(

日)

大
光
寺
の

ご
門
徒
の
皆
様
と
、
大
谷
本

廟
へ
納
骨
に
行
っ
て
き
ま
し

た
。ご

存
じ
の
方
も
多
い
と

は
思
い
ま
す
が
、
大

谷
本
廟
（
西
大
谷
）

は
、
浄
土
真
宗
の

宗
祖
・
親
鸞
聖
人

の
墓
所
で
あ
り
、

全
国
の
寺
院
や
門

信
徒
の
墓
地
墓
所

も
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
大

谷
本
廟
無
量
寿
堂

（
納
骨
堂
）
に
は

大
光
寺
住
職
が
代

表
で
管
理
し
て
い

る
納
骨
所
が
あ
り

ま
す
。

同
納
骨
所
に
は
、

古
く
か
ら
多
く
の
大
光
寺
門

信
徒
み
な
さ
ま
の
ご
遺
骨
が

納
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
浄

土
真
宗
の
門
信
徒
と
し
て
、

こ
れ
か
ら
も
宗
祖
・
親
鸞
聖

人
の
墓
所
の
お
側
に
納
骨
す

る
と
い
う
心
も
大
切
に
し
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。

例
年
は
３
月
の
最
終
土

曜
日
の
午
後
２
時
に

現
地
集
合
し
、
納
骨
・
読
経

を
行
う
の
で
す
が
、
昨
年
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
に
伴
い
、
止
む
無
く

中
止
と
い
た
し
ま
し
た
。
本

年
も
コ
ロ
ナ
禍
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
感
染
症
対
策
の
た

め
、
納
骨
日
を
２
日
間
に
分

け
、
時
間
を
10
時
か
ら
３
時

ま
で
の
時
間
に
区
切
り
、
１

つ
の
時
間
に
１
家
族
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
に
納
骨
を
行
い
ま

し
た
。
９
家
族
・
12
体
の
御

遺
骨
を
納
め
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
で
す
。

お
寺
か
ら
は
次
の
基
準

で
対
象
と
な
る
ご
家

族
に
ご
案
内
を

し
て
い
ま
す
。

案
内
が
来
な
い

か
ら
と
言
っ
て

納
骨
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
希
望
の
方
は

お
寺
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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1

大
光
寺
だ
よ
り

か
が
や
き
発行

寂静山 大光寺

住職 藤範雅史

大
谷
本
廟
へ
納
骨

・
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
。
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Q
永
代
経
っ
て
何
で
す
か
？

Q
永
代
経
と
永
代
供
養
は
違
う
の
で
す
か
？

Q
永
代
経
を
納
め
た
ら
後
は
何
も
し
な
く
て
も
い
い
？



※
大
光
寺
の
永
代
経
種
別
は

次
の
通
り
で
す
。
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A

A 永代経と永代供養は違います。後々のトラブルを

避けるためにも必ず事前に住職に相談しましょう。

A 永代経を納めたからと言って後は何もしないとい

うのでは本末転倒です。永代経を納めたからには

お寺にお参りするのが納めた者の責任とも言える

でしょう。どうぞお寺にお参りください。

種別 懇志額 お扱い お勤め

特１種
100万円以上

同等額の仏具

種別相応の記念品

感謝状

個別月忌

(50年間)

特２種
50万円以上

同等額の仏具

種別相応の記念品

感謝状

個別月忌

(30年間)

１ 種 30万円以上 種別相応の記念品
個別祥月

(30年間)

２ 種 15万円以上 種別相応の記念品
祥月総経

(30年間)

３ 種 5万円以上 種別相応の記念品
祥月総経

(10年間)

※〇〇家先祖代々は特2種以上です。
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浄土真宗門徒としての基本的な、とても大切な事柄です

浄土真宗の教章（私の歩む道）
宗 名 浄土真宗（じょうどしんしゅう）

宗 祖（ご開山） 親鸞聖人（しんらんしょうにん）

ご誕生 1173年5月21日（承安3年4月1日）

ご往生 1263年1月16日（弘長2年11月28日）

宗 派 浄土真宗本願寺派 (じょうどしんしゅう ほんがんじは)

本 山 龍谷山 本願寺 (西本願寺）

本 尊 阿弥陀如来 (南無阿弥陀仏）

聖 典

・釈迦如来が説かれた浄土三部経

『仏説無量寿経』 『仏説観無量寿経』 『仏説阿弥陀経』

・宗祖親鸞聖人が著述された主な聖教

『正信念仏偈』 (『教行信証』行巻末の偈文）『浄土和讃』 『高僧和讃』

『正像末和讃』

・中興の祖蓮如上人のお手紙

『御文章』

教 義 阿弥陀如来の本願力によって信心をめぐまれ、念仏を申す人生を歩

み、この世の縁が尽きるとき浄土に生まれて仏となり、迷いの世に

還って人々を教化する。

生 活 親鸞聖人の教えにみちびかれて、阿弥陀如来の み心を聞き、念仏

を称えつつ、つねにわが身をふりかえり、慚愧と歓喜のうちに、現

世祈祷などにたよることなく、御恩報謝の生活を送る。

宗 門 この宗門は、親鸞聖人の教えを仰ぎ、念仏を申す人々の集う同朋教

団であり、人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝える教団である。そ

れによって、自他ともに心豊かに生きることのできる社会の実現に

貢献する。

ち
ょ
っ
と
小
話

法
事
な
ど
で
お
伺
い
す
る
と
、
香
炉

の
灰
を
綺
麗
に
な
ら
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
お
家
が
あ
り
ま
す
。
細
か
な

こ
と
で
す
が
、
仏
事
へ
の
心
遣
い
を

感
じ
て
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

大
変
丁
寧
で
有
難
い
の
で
す
が
、
平

ら
に
な
ら
し
て
い
る
と
、
ふ
ち
が
盛

り
上
が
っ
て
し
ま
い
、
お
線
香
を
寝

か
せ
て
入
れ
る
と
火
の
点
い
た
先
が

盛
り
上
が
っ
た
灰
に
埋
も
れ
て
消
え

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
コ
ツ
と
し
て
、
左
の

写
真
の
真
ん
中
の
よ
う
に
灰
の
中
央

を
少
し
盛
り
上
げ
て
な
ら
し
て
く
だ

さ
る
と
、
火
が
消
え
に
く
く
な
り
ま

す
。

い
つ
も
お
心
遣
い
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
、
不
安
の
中

に
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
。

私
も
、
あ
た
り
ま
え
と
思
っ
て
い
た
寺
院
活

動
が
次
第
に
今
ま
で
通
り
で
き
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
に
戸
惑
い
と
不
安
を
覚
え
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
不
安
で
先
の
見
え
に
く

い
時
に
こ
そ
本
領
を
発
揮
し
て
く
だ
さ
る
の
が

お
念
仏
の
み
教
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
い
つ
も
以
上
に
手
を

合
わ
せ
る
こ
と
、
仏
様
と
向
き
合
う
こ
と
、
仏

法
を
聴
聞
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で

す
。こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ご
自
宅
へ
の
お
参
り
、

年
回
法
要
等
の
法
事
、
葬
儀
関
連
の
仏
事
は
い

ず
れ
も
予
定
通
り
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
し
、
今
後
の
予
約
も
変
わ
り
な
く
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。
ご
門
徒
の
皆
様
の
中
に

は
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
済
ま
せ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
忘
れ
な
い
で
い
た
だ
き

た
い
の
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
任
意
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。
中
に
は
受
け
て
い
な
い
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し

た
か
ら
と
言
っ
て
、
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
か

か
る
こ
と
は
な
い
」
と
勘
違
い
し
な
い
こ
と
で

す
。
お
寺
で
は
当
面
、
以
下
の
よ
う
に
進
め
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
理
解
の
う
え
、
ご

配
慮
・
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

合

掌

ご協力をお願いいたします
・部屋に応じた密集しない人数に絞ってお参りください。

・必ず窓を開ける等の換気をしてください。

・住職への茶菓の接待はご遠慮ください。

・なるべく公共交通機関を利用せずに集まりましょう。

・家人に風邪症状のある方の参拝はご遠慮ください。

・換気・手洗い・人と人との距離の保持にご配慮ください。

※住職が日常勤務しております京都市は、緊急事態宣言や、まん延防止等重

点措置が頻繁に適用されています。私自身も配慮して伺いますが、念のた

め読経中は住職との距離を最低でも1ｍ以上開けていただきますようお願

い申しあげます。

※何れの場合もお参りいただく方にはマスクの着用をお願いいたします。

※人と人との距離が確保できない場合はお寺の本堂でお勤めすることもでき

ます（本堂使用料1万円申し受けます）ので、ご相談ください。



今
回
も
私
の
友
人
で
あ
る
、
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
。童

謡
詩
人
の
金
子
み
す

ず
さ
ん
は
、
二
十
六

歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
た
く

さ
ん
の
詩
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

み
す
ず
さ
ん
の
深
い
洞
察
力

は
、
私
た
ち
が
普
段
気
に
も

と
め
な
い
よ
う
な
小
さ
な
い

の
ち
や
、
物
事
に
対
し
て
そ

そ
が
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
幼

い
と
き
に
お
寺
で
お
坊
さ
ん

か
ら
聞
い
た
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
話
が
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
土
」
と
い
う
詩
か

ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

み
す
ず
さ
ん
の
詩
は
亡
く
な
っ

て
数
十
年
た
っ
た
今
も
、
私

た
ち
に
大
切
な
気
づ
き
を
与

え
、
同
時
に
い
か
に
私
の
物

事
の
見
方
が
い
か
に
自
分
中

心
で
、
利
己
的
な
見
方
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て

く
れ
ま
す
。

以
前
、
新
聞
の
記
事
に

土
地
の
値
段
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
今

日
本
で
一
番
土
地
の
値
段
が

高
い
の
は
東
京
の
銀
座
だ
そ

う
で
す
。
一
等
地
は
一
坪

１
億
９
千
万
円
以
上
す
る
そ

う
で
す
。
ハ
ガ
キ
大
の
大
き

さ
の
土
地
を
買
お
う
す
る
と

８
５
万
円
も
か
か
る
そ
う
で

す
。
私
の
住
む
三
笠
市
は

一
坪
２
万
円
で
す
。
ど
ち
ら

が
価
値
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、

銀
座
と
多
く
の

方
が
答
え
る
で

し
ょ
う
。
で
も

「
大
地
」
と
い

う
面
で
は
銀
座

も
三
笠
も
変
り

ま
せ
ん
。
「
大

地
」
は
あ
ら
ゆ

る
い
の
ち
を
育

ん
で
い
ま
す
。

素
晴
ら
し
い
は

た
ら
き
を
持
っ

て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
私
た
ち

は
銀
座
の
土
地
の
方
が
価
値

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

価
値
が
あ
る
か
な
い
か
の
基

準
は
す
べ
て
人
間
の
都
合
で

す
。花

を
見
て
も
そ
う
で
す
。

き
れ
い
で
見
ば
え
の

い
い
花
は
価
値
が
あ
る
と
思

い
、
花
瓶
に
入
れ
丁
寧
に
扱

い
、
床
の
間
に
飾
り
ま
す
が
、

そ
こ
ら
へ
ん
に
生
え
る
邪
魔

な
草
は
「
雑
草
」
と
呼
び
、

お
う
ち
の
中
で
飾
る
人
を
私

は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
植
物
は
動
物
に
と
っ

て
大
切
な
酸
素
を
作
っ
て
く

れ
て
い
ま
す
。
無
駄
な
も
の

は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と

は
い
え
、
雑
草
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
は
お
け
な
い
の
で
、

「
邪
魔
だ
」
と
私
は
そ
の
草

を
抜
い
た
り
、
除
草
剤
を
吹

き
か
け
、
枯
ら
し
ま
す
。
以

前
、
私
の
友
人
が
、
バ
ー
ナ
ー

で
草
を
焼
き
払
っ
た
と
こ
ろ
、

炎
で
熱
せ
ら
れ
た
大
地
か
ら
、

た
く
さ
ん
の
虫
が
苦
し
む
よ

う
に
這
い
出
て
き
た
そ
う
で

す
。
全
部
私
の
都
合
で
す
。

自
分
中
心
、
私
の
価
値

観
は
、
時
に
自
分
自

身
を
も
不
幸
に
お
と
し
い
れ

ま
す
。
「
若
く
て
健
康
な
い

の
ち
こ
そ
価
値
が
あ
る
」
と

考
え
る
人
に
と
っ
て
、
老
い

て
病
気
に
な
り
、
死
ぬ
こ
と

は
不
幸
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

と
な
る
と
、
老
病
死
か
ら
逃

れ
ら
れ
な
い
私
た
ち
は
「
不

幸
な
存
在
」
な
の
で
し
ょ
う

か
・
・
・
。
そ
れ
で
は
あ
ま

り
に
自
分
の
い
の
ち
の
見
方

と
し
て
は
寂
し
す
ぎ
ま
す
。

自
分
自
身
が
か
わ
い
そ
う
で

す
。
私
た
ち
が
阿
弥
陀
さ
ま

の
教
え
を
聞
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
が
そ
こ
に
あ
り

ま
す
。

『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う

お
経
に
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
慈
悲
の
お
心
は
「
十
方
衆

生
（
じ
っ
ぽ
う
し
ゅ
じ
ょ
う
）
」

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
の

私
た
ち
が
気
づ
か
な
い
よ
う

な
小
さ
な
生
き
物
に
ま
で
さ

え
、
そ
そ
が
れ
て
い
る
と
教

え
ら
れ
ま
す
。
「
無
駄
な
い

の
ち
は
こ
の
世
に
一
つ
も
な

い
」
と
言
い
、
そ
の
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
い
ず
れ
「
仏
と

な
る
い
の
ち
」
と
し
て
、
そ

の
尊
さ
を
こ
の
私
に
告
げ
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
阿
弥

陀
さ
ま
で
す
。
私
中
心
の
物

の
見
方
を
離
れ
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
大
い
な
る
慈
悲
の
お
心

に
触
れ
た
と
き
、
初
め
て
私

は
私
の
い
の
ち
の
尊
さ
を
知

ら
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

た
と
え
病
で
あ
っ
て
も
、
老

い
て
し
ま
っ
て
も
、
「
生
き

て
き
て
よ
か
っ
た
」
と
思
え

る
教
え
に
私
た
ち
は
出
遇
わ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で

す
。
そ
れ
が
浄
土
真
宗
の
教

え
な
の
で
す
。
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土

金
子
み
す
ず

こ
っ
つ
ん

こ
っ
つ
ん

打
（
ぶ
）
た
れ
る
土
は

よ
い
畠
（
は
た
け
）
に
な
っ
て

よ
い
麦
生
む
よ

朝
か
ら
晩
ま
で

踏
ま
れ
る
土
は

よ
い
路
に
な
っ
て

車
を
通
す
よ

打
た
れ
ぬ
土
は

踏
ま
れ
ぬ
土
は

要
ら
な
い
土
か

い
え
い
え
そ
れ
は

名
の
な
い
草
の

お
宿
を
す
る
よ
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私たちのちかい

一、自分の殻(から)に閉じこもることなく

穏(おだ)やかな顔と優しい言葉を大切にします

微笑(ほほえ)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(じひ)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(せいいっぱい)つとめます

人びとの救いに尽くす仏さまのように

私たち浄土真宗の門徒は、日々の生活の中で

このちかいを大切にしています

あなたは、何を願って生きていますか？

人は皆、幸せを願って生きています。しかし、もう少し正確に言うと、人は皆、「自分の

幸せ」を願って生きているのではないでしょうか。

ところが、「すべての人の幸せ」を願い、はたらき続けてくださっている方がいらっしゃ

います。

それが、阿弥陀如来という仏さまなのです。この仏さまの願いに出遇あった時、「自分が

幸せだったら、他人はどうでもいい」「好きな人には幸せになってほしいけれど、嫌いな

人はどうでもいい」と思っている、自己中心の自分に気づかされます。そのような自己中

心の心から離れられない私たちは、どのように生きていったらいいのでしょう。

仏さまと同じには成れないけれど、仏さまの願いが尊い願いである、と受け止めて生きて

いくことは出来ます。そして、そこに、仏さまのまねごとしか出来ないけれど、出来る限

りのことをさせていただくという生き方が、生まれてくるのです。

それを具体的に表わしたものが、「私たちのちかい」です。



私
た
ち
は
、
ひ
と
り
で

生
き
て
い
け
る
ほ
ど

強
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
弱
い

私
を
見
抜
い
て
く
だ
さ
り
、

「
い
つ
で
も
あ
な
た
と
と
も

に
あ
る
」
と
は
た
ら
い
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
の
が
阿
弥
陀

如
来
で
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
に
支
え
ら
れ
、

励
ま
さ
れ
な
が
ら
90
年
の
生

涯
を
生
き
抜
か
れ
た
親
鸞
聖

人
。聖

人
が
伝
え
て
く
だ
さ
っ

た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
依

り
ど
こ
ろ
に
生
き
て
ゆ
く
第

一
歩
と
し
て
受
け
て
い
た
だ

く
儀
式
が
「
帰
敬
式
」
で
す
。

帰
敬
式
を
受
け
る
と
、

「
釋
〇
〇
」
と
い
う

法
名
を
い
た
だ
き
ま
す
。
ん
？

法
名
？
い
つ
も
身
内
が
亡
く

な
っ
た
ら
住
職
が
つ
け
て
く

れ
る
ア
レ
か
い
？
と
思
わ
れ

た
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
？
そ
の
ア
レ
で
す
。
本
来

は
亡
く
な
っ
て
か
ら
い
た
だ

く
名
前
で
は
な
く
、
生
き
て

い
る
う
ち
に
い
た
だ
く
の
が

本
筋
で
す
。

さ
て
、
法
名
に
つ
い
て

い
る
「
釋
」
の
文
字

は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子

（
仏
弟
子
）
と
し
て
い
た
だ

く
名
前
で
す
。

お
釈
迦
様
は
「
仏
教
」

を
発
見
し
て
く
だ
さ

り
、
私
が
「
仏
に
な
れ
る
道
」

と
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

を
伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

阿
弥
陀
さ
ま
（
南
無
阿

弥
陀
仏
）
は
「
決
し

て
あ
な
た
を
ひ
と
り
ぼ
っ
ち

に
す
る
こ
と
は
な
い
。
」
と

誓
い
、
す
で
に
私
の
と
こ
ろ

へ
働
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。

「
私
は
ひ
と
り
で
は
な
か
っ

た
」
と
い
う
、
よ
ろ
こ
び
・

自
覚
を
新
た
に
す
る
時
、
ご

門
主
様
よ
り
い
た
だ
く
名
前

が
法
名
で
す
。

い
の
ち
が
終
わ
っ
て
か
ら
で

は
な
く
、
生
き
て
い
る
「
今
」

受
式
し
、
い
た
だ
く
名
前
が

法
名
で
す
。

帰
敬
式
を
受
け
よ
う
と

思
わ
れ
た
ア
ナ
タ
、

ま
ず
は
住
職
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
説
明
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

・
場
所

帰
敬
式
は
京
都
の
西
本
願

寺
で
受
式
で
き
ま
す
。

・
時
間

帰
敬
式
は
1
日
2
回
、
原

則
毎
日
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

時
間
は
、
朝
の
お
勤
め
（
６

時
～
）
に
引
き
続
き
と
、
午

後
１
時
30
分
～(

日
に
よ
っ

て
は
午
後
1
時
～)

の
2
回

で
す
。

・
お
金
（
御
布
施
）

帰
敬
式
を
受
式
す
る
冥
加

金(

御
布
施)
は
、
成
人
の
方

は
１
万
円
、
未
成
年
は
５
千

円
で
す
。

・
法
名
の
内
願
に
つ
い
て

特
に
希
望
す
る
法
名
（
文

字
）
が
あ
る
場
合
、
法
名
を

内
願
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
住
職
の
承
諾
が
必

要
で
す
の
で
必
ず
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

な
お
、
別
途
１
万
円
の
冥
加

金
（
御
布
施
）
が
必
要
で
す
。

帰
敬
式
を
受
け
る
際
は
次

の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
帰
敬
式
を
受
式
し
て
授
か

る
法
名
は
西
本
願
寺
の
ご
住

職(

ご
門
主)

か
ら
い
た
だ
く

法
名
で
す
。
お
経
や
聖
教
か

ら
私
た
ち
に
相
応
し
い
お
名

前
を
授
か
り
ま
す
の
で
、
自

分
の
名
前
の
漢
字
一
文
字
は

入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
し

て
も
自
分
の
名
前
の
漢
字
を

入
れ
た
い
場
合
は
、
先
の

「
法
名
の
内
願
に
つ
い
て
」

を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

・
「
帰
敬
式
」
は
必
ず
本
人

が
受
式
し
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。
代
理
の
受
式
は
い
か

な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
。

・
帰
敬
式
の
受
式
は
、
住
職

に
内
緒
で
行
っ
て
も
受
け
ら

れ
ま
す
が
、
必
ず
帰
敬
式
が

行
わ
れ
る
時
間
の
1
時
間
前

に
、
西
本
願
寺
の
「
龍
虎
殿
」

で
受
付
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。
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き
き
ょ
う
し
き

帰
敬
式
と
は

受
け
る
と
ど
う
な
る
？

ど
う
す
れ
ば
い
い
？

ご
注
意
く
だ
さ
い
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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の大切な方の埋葬ができます。

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

お寺の法要にお参りください
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。

大光寺の法要・行事予定

・8月12日 午前10時より 盂蘭盆会

・9月25日 午前10時より 秋季彼岸会

・10月20日 午後2時より おみがき

・10月24日 午前10時より 親鸞聖人報恩講

・12月31日 午後11時30分頃 除夜の鐘

・1月1日 午前10時より 元旦会



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
。

念
仏
奉
仕
団
と
い
う
の

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
本
山
本
願
寺(

西
本
願

寺)

の
清
掃
奉
仕
を
通
し
て
、

本
願
寺
に
親
し
み
、
浄
土
真

宗
の
お
法
を
護
り
、
後
世
に

受
け
伝
え
て
い
き
、
浄
土
真

宗
の
門
徒
と
し
て
の
自
覚
と

意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
１
泊
２
日
の
日
程
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
西
さ
ん
の
奉
仕
団
～

半
日
バ
ー
ジ
ョ
ン
～

は
、
こ
の
念
仏
奉
仕
団
の
体

験
版
。
各
回
定
員
100
名
で
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
前
の

予
約
が
１
ケ
月
前
ま
で
に
必

要
で
す
。
毎
日
行
っ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

開
催
日
や
時
間
、
申
し
込
み

は
西
本
願
寺
参
拝
教
化
部

(
0
7
5
-
3
7
1
-
5
1
8
1
)

ま
で
電

話
で
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本

願
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
、

ま
た
は
住
職
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

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
９
時
30
分
～

11
時
～

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

※
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感

染
状
況
に
よ

り
、
内
容
が

変
更
・
中
止

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
本
願
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
本

願
寺
へ
お
電
話
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
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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
の
奉
仕
団

半
日
バ
ー
ジ
ョ
ン

お
西
さ
ん
を
知
ろ
う
！

Shinran's Day



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
。
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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

西
本
願
寺
の
常
例
布
教
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
生
配
信
さ
れ
ま
す

常
例
布
教
っ
て
ご
存

じ
で
す
か
？
も
し

か
し
た
ら
大
光
寺
の
ご
門

徒
の
方
で
は
、
ご
存
じ
な

い
方
の
ほ
う
が
多
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

常
例
布
教
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
を
ご
縁
と
し

て
仏
さ
ま
の
お
話
を
聴
き
、

わ
た
し
の
「
い
の
ち
」
を

見
つ
め
直
す
尊
い
ひ
と
と

き
で
す
。

浄
土
真
宗
の
み
教
え
を

詳
し
く
、
わ
か
り
す
く
、

全
国
の
浄
土
真
宗
の
布
教

使
が
定
期
的
に
お
話
を
し

て
い
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

京
都
の
西
本
願
寺
で
は
、

毎
日
、
全
国
の
別
院
（
有

名
所
で
は
東
京
の
築
地
本

願
寺
・
和
歌
山
で
は
鷺
森

別
院
）
で
は
月
に
１
回
～

３
回
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
当
寺
院

を
は
じ
め
と
し
て

多
く
の
一
般
寺
院
で
は
こ

の
常
例
布
教
を
行
え
て
お

り
ま
せ
ん
。
大
き
な
理
由

の
一
つ
と
し
て
は
経
済
的

な
面
が
大
き
い
か
と
思
い

ま
す
。

日
常
で
お
寺
を
維
持
し

て
い
く
こ
と
が
精
一
杯
の

お
寺
で
は
、
布
教
使
の
先

生
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
、

お
話
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
非
常
に
困
難
で
す
。

講
師
の
先
生
へ
の
謝
礼
や

交
通
費
、
お
越
し
い
た
だ

く
場
所
に
よ
っ
て
は
宿
泊

費
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

私
と
し
て
は
住
職
を
継
職

し
て
以
来
こ
の
常
例
布
教

を
で
き
な
い
か
と
思
案
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
実
現

で
き
な
い
ま
ま
今
日
を
迎

え
て
お
り
ま
す
。

京
都
の
西
本
願
寺
で

は
こ
の
常
例
布
教

を
毎
日
行
っ
て
い
ま
す
。

技
術
の
発
展
に
伴
い
、

こ
の
常
例
布
教
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
配
信
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

毎
日
午
後
２
時
か
ら
、

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で

配
信
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
門
徒
の
皆
様
に
は
是
非

御
聴
聞
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
左
の
QR
コ
ー

ド
を
読
み
取
っ
て
ご
覧
く

だ
さ
い
。

毎
回
『
か
が
や
き
』
に

御
法
話
を
寄
稿
い
た
だ
い

て
い
る
北
海
道
の
名
和
先

生
に
も
お
会
い
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
※
動
画

の
視
聴
に
は
大
量
の
デ
ー

タ
通
信
を
行
う
た
め
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
で
ご
視
聴
の
場
合
は
、

W
i
-
f
i

環

境
で
の
ご

利
用
を
推

奨
し
ま
す
。
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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

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、ご理解・ご協

力賜りますようお願い申し上げます。

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

月前を目途に、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

ようお願い申し上げます。

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。

大
光
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。

ご
門
徒
様
向
け
の
情

報
を
発
信
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
！


