
大
光
寺
に
は
常
香
盤(

じ
ょ

う
こ
う
ば
ん)
と
い
う

仏
具
が
あ
り
ま
す
。
本
堂
の

中
央
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の

目
の
前
に
あ
る
六
角
形
の
も

の
が
そ
れ
で
す
。
常
香
盤
と

は
読
ん
で
字
の
如
く
、
常
に

お
香
を
薫
じ
て
お
く
盤
の
こ

と
で
、
大
光
寺
で
は
5
月
の

親
鸞
聖
人
降
誕
会
が
終
わ
っ

て
か
ら
、
10
月
の
親
鸞
聖
人

報
恩
講
の
前
ま
で
、
夏
の
間

本
堂
に
置
か
れ
ま
す
。

こ
の
常
香
盤
と
い
う
仏
具

は
、
ど
こ
の
お
寺
に
で
も
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の

お
寺
は
前
卓(

ま
え
じ
ょ
く)

と
い
う
香
炉
・
蠟
燭
立
・
花

瓶
が
の
る
卓
が
置
か
れ
て
い

ま
す
。

常
香
盤
は
、
中
に
香
炉
が

入
っ
て
お
り
、
こ
の
中
に
抹

香
と
い
う
粉
末
状
の
お
香
を

綺
麗
に
並
べ
、
端
か
ら
炭
火

で
火
を
入
れ
ま

す
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て

少
し
ず
つ
お
香

が
焚
か
れ
、
写

真
の
よ
う
な
状

態
で
お
香
を
薫

じ
る
と
、
何
と
8
時
間
く
ら

い
燃
焼
し
続
け
ま
す
。
朝
、

お
香
を
焚
く
と
夕
方
ま
で
ず
っ

と
本
堂
に
お
香
の
香
り
が
薫

じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
常
香
盤
に
乗
っ
て
い

る
６
角
形
の
香
炉
を
よ
け
て

み
る
と
、
天
板
に
は
「
大
正

十
二
年
四
月

立
教
開
宗
七

百
年
記
念

大
光
寺
尼
講
中
」

と
書
か
れ
た
文
字
が
出
て
き

ま
し
た
。
尼
講(

あ
ま
こ
う)

と
は
今
の
仏
教
婦
人
会
の
前

身
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
常

香
盤
は
今
か
ら
約
100
年
前
、

尼
講
の
皆
様
の
尊
い
願
い
に

よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
す
が
に
100
年
も
使
っ
て
い

ま
す
と
所
々
に
ガ
タ
が
来
て

い
ま
す
が
、
少
し
ず

つ
修
復
を
重
ね
な
が

ら
大
切
に
使
用
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。さ

て
、
こ
の
寺

報
の
11
ペ
ー

ジ
に
あ
る
よ
う
に
、
令
和
５

年
に
は
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生

850
年
・
立
教
開
宗
800
年
」
を

迎
え
、
京
都
の
西
本
願
寺
で

は
大
々
的
に
御
法
要
が
お
勤

ま
り
に
な
り
ま
す
。
こ
の
法

要
は
親
鸞
聖
人
の
850
回
目
の

お
誕
生
日
の
お
祝
い
の
法
要

で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
が
生
涯

を
か
け
て
著
さ
れ
た
、

念
仏
往
生
の
真
実
が

開

顕

さ

れ

た
書

物

『
顕
浄
土
真
実
教
行

証
文
類
』
（
け
ん
じ
ょ

う
ど
し
ん
じ
つ
き
ょ

う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も

ん
る
い
）
が
完
成
し
、

浄
土
真
宗
の
成
立
と

な
し
て
か
ら
800
年
の

節
目
の
年
と
な
り
ま

す
。
大
光
寺
に
お
き
ま
し
て

も
、
こ
の
「
親
鸞
聖
人
御
誕

生
850
年
・
立
教
開
宗
800
年
」

慶
讃
法
要
を
賑
々
し
く
勤
め

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
100

年
前
の
尼
講
の
皆
様
を
は
じ

め
、
多
く
の
ご
門
徒
の
方
々

が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
こ

の
法
要
を
お
勤
め
に
な
ら
れ

た
の
か
、
先
人
の
願
い
を
後

に
残
っ
た
私
た
ち
が
し
っ
か

り
と
受
け
止
め
て
お
勤
め
し

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
多

く
の
ご
門
徒
の
皆
様
の
ご
参

拝
を
お
待
ち
し
て
い
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



近
年
増
え
て
き
た
相
談

事
に
、
「
仏
壇
じ
ま

い
」
が
あ
り
ま
す
。
核
家
族

化
が
進
み
、
両
親
が
お
亡
く

な
り
に
な
ら
れ
た
後
、
実
家

に
戻
る
の
で
は
な
く
新
し
い

住
ま
い
に
居
住
し
、
そ
こ
に

お
仏
壇
を
置
こ
う
と
す
る
の

で
す
が
、
昔
の
お
仏
壇
は
大

き
す
ぎ
る
の
で
小
さ
い
仏
壇

に
買
い
換
え
よ
う
と
さ
れ
る

方
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
ご
相
談
に
訪
れ
る
方

が
増
え
て
き
ま
し
た
の
で
参

考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
先
人
が
大

切
に
し
て
き
た
お
仏
壇
に
つ

い
て
で
す
が
、
可
能
な
限
り

そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
を

お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
無

理
な
場
合
は
大
き
な
お
仏
壇

を
引
き
払
っ
て
、
現
在
の
住

ま
い
に
合
う
お
仏
壇
に
す
る

こ
と
も
や
む
を
得
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
際

の
注
意
点
を
書
か
せ
て
い
た

だきま

す
。１

つ
め
は
、
引
き
払
う

お
仏
壇
を
最
後
に
綺

麗
に
掃
除
す
る
こ
と
で
す
。

処
分
す
る
の
だ
か
ら
何
も
し

な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま

で
大
切
に
お
仏
壇
を
守
っ
て

き
た
先
人
に
大
変
失
礼
な
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

隅
々
ま
で
綺
麗
に
し
、
最
後

に
こ
れ
ま
で
の
感
謝
の
気
持

ち
を
込
め
て
お
勤
め
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

２
つ
め
は
、
古
い
お
仏

壇
か
ら
先
人
が
大
切

に
大
切
に
さ
れ
て
き
た
も
の

は
必
ず
引
き
継
い
で
持
っ
て

い
く
こ
と
で
す
。
古
い
か
ら
、

汚
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て

処
分
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
多
く
の

方
は
何
が
大
切
で
ど
れ
が
不

要
な
も
の
な
の
か
が
わ
か
ら

な
い
事
が
多
い
よ
う
で
す
。

そ
の
時
は
遠
慮
な
く
住
職
に

声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
直

接
お
伺
い
し
て
大
切
な
も
の
、

不
要
な
も
の
を
選
別
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

さ
て
、
新
し
く
お
迎
え

を
す
る
お
仏
壇
で
す

が
、
近
年
は
様
々
な
種
類
の

お
仏
壇
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

洋
室
に
合
う
も
の
や
箪
笥
の

上
に
置
け
る
も
の
、
少
し
変

わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
扉
を
閉

じ
て
し
ま
え
ば
ド
レ
ッ
サ
ー

の
よ
う
な
見
た
目
に
な
る
お

仏
壇
も
あ
る
よ
う
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
西
本
願
寺
の
伝

統
的
な
お
仏
壇
は
金
仏
壇
で

す
。
部
屋
に
合
わ
な
い
見
た

目
が
ど
う
の
こ
う
の
で
は
な

く
、
金
仏
壇
が
伝
統
的
で
あ

る
い
わ
れ
が
あ
る
の
で
す
。

仏
さ
ま
を
ご
安
置
す
る
の
が

お
仏
壇
で
す
の
で
、
可
能
な

限
り
金
仏
壇
を
置
い
て
い
た

だ
き
た
い
も
の
で
す
。
そ
し

て
何
よ
り
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
？

西
本
願
寺
か
ら
お
迎
え
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
見
分
け
方

を
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
ご

参
考
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

第７号 大光寺だより『かがやき』 令和３年 冬号

2

こ
れ
ま
で
ご
先
祖
が
大
切
に
し
て
き
た
お
仏
壇
が
大
き
い

の
で
小
さ
い
お
仏
壇
に
買
い
換
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
何
か
気
を
付
け

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

御

本
尊

は
本

願
寺

か
ら

お
迎

え
し

ま
し

ょ
う



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
。
。
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御
本
尊
と
は

・お仏壇を引き払うときは、綺麗に掃除をしてから最後

のお勤めをしましょう。なるべく家族全員が揃うこと

が望ましいです。

・先人が大切にしてきた経典や聖典は引き継いで持って

いきましょう。何が大切で何が不要かわからない時は

住職にご相談ください。

・お仏壇に迎えるお掛け軸『御本尊・御脇掛け』は西本

願寺からお迎えしましょう。お仏壇購入時にセットで

ついてくる掛け軸はふさわしくありません。

・すでにご家庭にお仏壇のある方もお掛け軸の確認をし

てみましょう。



日
本
国
内
に
お
い
て
子
ど
も

の
7
人
に
1
人
が
貧
困
状
態

に
あ
り
ま
す
。
（
厚
生
労
働

省

2019
年
国
民
生
活
基
礎
調

査
よ
り
）

「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」

は
、
お
寺
に
お
供
え
さ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
「
お
そ
な
え
」

を
、
仏
さ
ま
か
ら
の
「
お
さ

が
り
」
と
し
て
頂
戴
し
、
子

ど
も
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
支
援

団
体
の
協
力
の
下
、
経
済
的

に
困
難
な
状
況
に
あ
る
ご
家

庭
へ
「
お
す
そ
わ
け
」
す
る

活
動
で
す
。

活
動
趣
旨
に
賛
同
す
る
全

国
の
お
寺
と
、
子
ど
も
や
ひ

と
り
親
家
庭
な
ど
を
支
援
す

る
各
地
域
の
団
体
を
つ
な
げ
、

お
菓
子
や
果
物
、
食
品
や
日

用
品
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

全
国
の
お
寺
と
支
援
団
体
、

そ
し
て
檀
信
徒
お
よ
び
地
域

住
民
が
協
力
し
、
慈
悲
の
実

践
活
動
を
通
じ
て
貧
困
問
題

の
解
決
を
目
指
し
、
地
域
で

の
見
守
り
を
作
っ
て
い
き
ま

す
。

お
寺
に
は
沢
山
の
食
べ
物

が
、
仏
さ
ま
や
ご
先
祖
さ
ま

へ
の
「
お
そ
な
え
」
と
し
て

あ
り
ま
す
。
お
寺
で
修
行
生

活
す
る
も
の
は
、
お
預
か
り

し
た
仏
さ
ま
へ
の
お
布
施
や

お
供
物
を
「
お
さ
が
り
」
と

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
う

し
て
「
お
仏
飯
」
で
育
て
て

い
た
だ
け
る
身
に
あ
り
な
が

ら
、
時
に
は
い
た
だ
き
過
ぎ

た
お
供
え
物
を
無
駄
に
し
な

い
た
め
に
、
頭
を
悩
ま
せ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

平
成
25
年
5
月
24
日
大
阪

の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
で
母

子
が
餓
死
状
態
で
発
見
さ
れ

る
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

こ
の
豊
か
な
日
本
で
餓
死
な

ん
て
・
・
・
胸
を
痛
め
ま
し

た
。
一
日
一
食
の
食
事
に
困

る
子
ど
も
た
ち
が
増
え
て
い

る
、
「
子
ど
も
の
貧
困
」
が

深
刻
で
す
。

そ
ん
な
な
か
、
お
寺
の

「
あ
る
」
と
、
社
会
の
「
な

い
」
を
つ
な
げ
る
こ
と
で
、

ど
ち
ら
の
課
題
も
解
決
し
よ

う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
思
い

浮
か
び
ま
し
た
。
「
お
て
ら

お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
は
仏
さ
ま

へ
の
「
お
そ
な
え
」
を
「
お

さ
が
り
」
と
し
て
「
お
す
そ

わ
け
」
す
る
活
動
で
す
。
趣

旨
に
賛
同
す
る
全
国
さ
ま
ざ

ま
な
宗
派
の
お
寺
さ
ま
は
現

在
47
都
道
府
県
に
1,500
カ
寺
ほ

ど
あ
り
ま
す
。
母
子
家
庭
や

生
活
困
窮
者
を
支
援
す
る
全

国
500
ほ
ど
の
団
体
さ
ま
（
NPO

団
体
や
社
会
福
祉
協
議
会
、

子
ど
も
食
堂
や
行
政
窓
口
な

ど
）
と
連
携
し
、
必
要
な
方
々

へ
「
お
す
そ
わ
け
」
し
て
い

ま
す
。
平
成
29
年
8
月
に
は
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
て

ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
と
し
て
法

人
化
し
ま
し
た
。

「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」

は
お
寺
が
直
接
、
母
子
家
庭

や
生
活
困
窮
者
へ
の
支
援
を

行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
す
で
に
支
援
活
動

を
行
っ
て
い
る
専
門

の
団
体
と
連
携
し
、

団
体
を
通
じ
て
「
お

す
そ
わ
け
」
を
届
け

て
い
ま
す
。
貧
困
問

題
の
現
場
で
、
そ
の

課
題
の
解
決
に
は
専

門
知
識
が
必
要
で
す
。

お
寺
は
あ
く
ま
で
、
支
援
団

体
の
後
方
支
援
を
担
う
の
が

そ
の
役
割
で
す
。

「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」

に
参
加
す
る
お
寺
の
多
く
が
、

身
近
に
貧
困
問
題
を
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
、
こ
れ

な
ら
自
分
た
ち
で
も
で
き
る

と
思
っ
た
と
手
応
え
を
感
じ

て
い
ま
す
。
仏
教
は
苦
し
み

か
ら
逃
れ
る
た
め
の
教
え
で

す
。
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
教

え
を
説
く
も
の
は
、
人
々
が

感
じ
て
い
る
苦
し
み
を
知
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
苦

し
み
を
知
り
、
苦
し
み
か
ら

逃
れ
る
た
め
の
教
え
を
実
践

す
る
。
「
お
て
ら
お
や
つ
ク

ラ
ブ
」
は
、
ま
さ
に
お
釈
迦

さ
ま
が
説
く
慈
悲
の
実
践
活

動
の
現
場
で
す
。

「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」

に
と
っ
て
、
い
ち
ば
ん
大
切

な
も
の
は
何
か
？
改
め
て
実

感
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
今
も
昔
も
変
わ
る
こ
と

な
く
、
お
寺
が
担
っ
て
き
た

役
割
で
す
。
人
々
が
仏
さ
ま

へ
の
「
お
そ
な
え
」
を
こ
れ

か
ら
も
し
て
く
れ
る
場
所
で

あ
り
続
け
る
よ
う
、
お
寺
と

い
う
場
所
を
守
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
。
昔
か
ら
お
寺
と

い
う
場
所
で
行
わ
れ
て
き
た

仏
の
慈
悲
の
実
践
活
動
、
仏

さ
ま
へ
の
信
仰
の
心
を
相
続

し
て
い
く
こ
と
が
、
「
お
て

ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
に
と
っ

て
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
貧
困
問
題
解
決
の
た
め

の
一
助
と
な
る
と
信
じ
て
い

ま
す
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
て

ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ

代

表
理
事

松
島
靖
朗

「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」

HP
よ
り
一
部
抜
粋
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お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
の
活
動
に
ご
賛
同
く
だ
さ
い

お
寺
で
は
こ
の
会
の
活
動
に
賛
同
し
、

皆
様
か
ら
お
供
え
い
た
だ
い
た
お
菓
子

な
ど
、
食
べ
き
れ
な
い
分
は
、
県
内
の

社
会
福
祉
団
体
に
「
お
す
そ
わ
け
」
し

て
い
ま
す
。
お
寺
の
活
動
は
お
寺
の
御

門
徒
一
人
一
人
の
活
動
で
す
。
こ
の
活

動
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。



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
。

北
海
道
三
笠
市

善
行
寺

名
和
康
成

今
年
も
早
い
も
の
で
の

こ
り
わ
ず
か
と
な
り

ま
し
た
。
こ
の
原
稿
を
書
い

て
い
る
の
は
十
月
中
旬
で
す

が
、
北
海
道
は
来
週
は
平
地

で
も
雪
が
降
る
日
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
の
こ
と
。
大

光
寺
様
・
教
楽
寺
様
ご
門
徒

の
皆
様
は
い
か
が
お
す
ご
し

で
し
ょ
う
か
。

阿
弥
陀
如
来
と
い
う
仏
さ

ま
の
お
心
を
あ
ら
わ
す
言
葉

に
、
「
不
請
の
友
」
（
ふ
し
ょ

う
の
と
も
）
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
、

私
の
人
生
の
悲
し
み
苦
し
み

を
つ
ね
に
心
配
し
て
く
だ
さ

り
、
私
が
請
い
求
め
ず
と
も
、

ま
る
で
友
の
よ
う
に
寄
り
添

い
、
苦
悩
を
背
負
っ
て
く
だ

さ
る
仏
さ
ま
で
す
。
こ
ち
ら

か
ら
お
願
い
せ
ず
と
も
、
私

の
心
を
察
し
、
案
じ
て
く
だ

さ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

は
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で

す
。ご

門
徒
の
方
で
、
娘
さ

ん
を
白
血
病
で
亡
く

さ
れ
た
お
母
様
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
亡
く
な
っ
た
当

時
、
娘
さ
ん
は
ま
だ
四
十
代
。

回
復
す
る
こ
と
を
の
ぞ
み
、

骨
髄
移
植
を
決
断
し
ま
し
た
。

生
存
確
率
は
六
割
と
い
わ
れ

る
そ
の
治
療
は
、
拒
絶
反
応

を
ど
れ
だ
け
抑
え
ら
れ
る
か

が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ

そ
う
で
す
。
手
術
を
受
け
た

も
の
の
、
術
後
の
経
過
は
厳

し
く
、
嘔
吐
と
下
痢
を
ひ
た

す
ら
繰
り
返
し
ま
し
た
。
娘

さ
ん
は
「
お
母
さ
ん
、
お
し

り
が
痛
い
痛
い
」
と
涙
な
が

ら
に
訴
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
も
う
す
こ
し
頑
張
れ
ば
な

ん
と
か
な
る
よ
」
と
の
家
族

の
励
ま
し
も
む
な
し
く
、
娘

さ
ん
は
亡
く
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ

た
頃
、
お
寺
の
法
要
に
そ
の

お
母
様
が
来
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
す
る

と
お
参
り
に
き
て
い
た
他
の

女
性
が
そ
の
方
に
か
け
よ
り

「
大
変
だ
っ
た
ね
」
と
肩
を

抱
き
涙
を
流
さ
れ
た
の
で
す
。

実
は
そ
の
方
も
過
去
に
若
い

息
子
さ
ん
を
事
故
で
亡
く
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
わ
が
子
を

失
う
と
い
う
つ
ら
さ
を
痛
い

ほ
ど
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
が

ゆ
え
、
そ
の
お
母
様
の
お
姿

を
見
た
と
き
、
い
て
も
た
っ

て
も
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

し
あ
わ
せ
に
な
り
た
い

と
願
わ
な
い
人
は
一

人
も
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ

の
思
い
と
は
う
ら
は
ら
に
、

人
生
は
全
て
が
順
風
満
帆
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
す
。
周
り
の
人
が
笑
顔
の

時
に
、
心
か
ら
笑
う
こ
と
が

で
き
な
い
時
だ
っ
て
あ
る
の

で
す
。
し
か
し
阿
弥
陀
さ
ま

は
こ
の
私
の
心
の
奥
底
ま
で

ご
覧
に
な
り
、
ど
の
よ
う

な
悲
し
み
も
見
逃
し
ま
せ

ん
と
、
私
の
人
生
を
と
も

に
歩
ん
で
く
だ
さ
る
仏
さ

ま
で
あ
り
ま
す
。

悲
し
み
の
事
実
は
消
え

て
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん

な
私
に
そ
っ
と
寄
り
添
っ
て

く
だ
さ
る
方
が
一
人
で
も
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
な
ら
ば
、
私

は
生
き
て
い
け
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
・
・
・
身
を
寄

せ
合
い
、
「
つ
ら
か
っ
た
ね
」

と
声
を
か
け
合
い
な
が
ら
涙

す
る
二
人
の
お
姿
に
、
苦
難

を
分
か
ち
あ
い
、
と
も
に
歩

も
う
と
し
て
く
だ
さ
る
方
が

い
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を

思
わ
ず
に
お
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
し
て
「
不
請
の
友
」

で
あ
る
如
来
さ
ま
の
お
心
と

と
も
に
生
き
る
こ
と
の
意
味

を
、
改
め
て
教
え
て
い
た
だ

く
ご
縁
と
な
っ
た
の
で
す
。
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「
不
請
の
友
」
（
ふ
し
ょ
う
の
と
も
）
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西
本
願
寺
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
て
楽

し
む
オ
ン
ラ
イ
ン
伝
道
教
材
「
謎
解
き
ゲ
ー
ム

カ
ー
ド
」
が
出
ま
し
た
。

QR
コ
ー
ド
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
読
み
取
っ
て
い
た
だ
く
と
、L

I
N
E

ア
プ
リ
で
謎

解
き
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

謎
解
き
ゲ
ー
ム
の
中
で
は
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
と

動
画
を
使
用
し
て
お
り
、
楽
し
く
お
寺
や
仏
教
に
触

れ
て
い
た
だ
け
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

是
非
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

浄
土
真
宗
の
生
活
信
条

一
、
み
仏
の

誓
い
を
信
じ

尊
い
み
名
を
と
な
え
つ
つ

強
く
明
る
く
生
き
抜
き
ま
す

一
、
み
仏
の

光
り
を
あ
お
ぎ

常
に
わ
が
身
を
か
え
り
み
て

感
謝
の
う
ち
に
励
み
ま
す

一
、
み
仏
の

教
え
に
し
た
が
い

正
し
い
道
を
聞
き
わ
け
て

ま
こ
と
の
み
の
り
を
ひ
ろ
め
ま
す

一
、
み
仏
の

恵
み
を
喜
び

互
い
に
う
や
ま
い
助
け
あ
い

社
会
の
た
め
に
尽
し
ま
す

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
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

ご
門
主
様
は
、
御
親
教
（
ご
法
話
）
の
中
で

「
阿
弥
陀
如
来
に
願
わ
れ
た
い
の
ち
と
知
ら
さ
れ
、
そ
の

温
か
な
お
慈
悲
に
触
れ
る
時
、
大
き
な
安
心
と
と
も
に
生

き
て
い
く
力
が
与
え
ら
れ
、
人
と
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か

ち
合
い
、
お
互
い
に

敬
う
や
ま
い
支
え
合
う
世
界
が
開
か

れ
て
き
ま
す
。
如
来
の
お
慈
悲
に
救
わ
れ
て
い
く
安
心
と

喜
び
の
う
え
か
ら
、

仏
恩
報
謝
の
道
を
歩
ま
れ
た
の
が
親

鸞
聖
人
で
し
た
。
私
た
ち
も
聖
人
の
生
き
方
に
学
び
、
次

の
世
代
の
方
々
に
ご
法
義
が
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
、

こ
こ
に
そ
の
肝
要
を
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」
と
し
て
味

わ
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

と
、
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

浄
土
真
宗
の
み
教
え

南
無
阿
弥
陀
仏

な

も

あ

み

だ

ぶ

つ

「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
そ
の
ま
ま
救
う
」
の
弥
陀
の

す
く

み

だ

よ
び
声ご
え

私
の
煩
悩
と
仏
の
さ
と
り
は
本
来
一
つ
ゆ
え

わ
た
し

ぼ
ん
の
う

ほ
と
け

ほ
ん
ら
い
ひ
と

「
そ
の
ま
ま
救
う
」
が
弥
陀
の
よ
び
声

す
く

み

だ

ご
え

あ
り
が
と
う
と
い
た
だ
い
て

こ
の
愚
身
を
ま
か
す
こ
の
ま
ま
で

み

救
い
取
ら
れ
る
自
然
の
浄
土

す
く

と

じ

ね

ん

じ
ょ
う
ど

仏
恩
報
謝
の
お
念
仏

ぶ
っ
と
ん
ほ
う
し
ゃ

ね
ん
ぶ
つ

み
教
え
を
依
り
ど
こ
ろ
に
生
き
る
者
と
な
り

お
し

よ

い

も
の

少
し
ず
つ
執
ら
わ
れ
の
心
を
離
れ
ま
す

す
こ

と

こ
こ
ろ

は
な

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て

い

か
ん
し
ゃ

む
さ
ぼ
り
い
か
り
に
流
さ
れ
ず

な
が

穏
や
か
な
顔
と
優
し
い
言
葉

お
だ

か
お

や
さ

こ

と

ば

喜
び
も
悲
し
み
も
分
か
ち
合
い

よ
ろ

か
な

わ

あ
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令
和
四
年

年
回
忌
表

回
忌

逝
去
年

一
周
忌
・
・
・
令
和
三
年

三
回
忌
・

令
和
二
年

七
回
忌
・
・
・
平
成
二
十
八
年

十
三
回
忌
・
・
・
平
成
二
十
二
年

十
七
回
忌
・
・
・
平
成
十
八
年

二
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
十
二
年

二
十
七
回
忌
・
・
・
平
成
八
年

三
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
二
年

三
十
七
回
忌
・
・
・
昭
和
六
十
一
年

五
十
回
忌
・
・
・
昭
和
四
十
八
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
。

大
光
寺
文
庫

大
光
寺
で
は
図
書
の
貸
出
し

を
し
て
い
ま
す
。
専
門
的
な

教
学
の
本
か
ら
、
お
経
や
聖

教
の
解
説
書
、
日
常
仏
事
の

Q
＆
A
本
、
子
ど
も
用
の
絵

本
等
を
取
り
揃
え
て
い
ま
す
。

貸
し
出
し
希
望
の
方
は
お
寺

に
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。

・
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
大光寺の境内地(敷地内)には永代納骨(合祀)墓ありま

す。

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という方も埋葬できます。

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

・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。先人の言葉には「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。

令和４年 法要・行事予定
大光寺 教楽寺

・1月1日 元 旦 会 午前10時

・3月19日 春季彼岸会 午前10時 午後2時

・5月22日 降 誕 会 午前10時 午後2時

・8月12日 盂蘭盆会 午前10時

・9月22日 秋季彼岸会 午前10時 午後2時

・10月20日 おみがき 午後2時 午前9時

・10月23日 報 恩 講 午前10時 午後2時
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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

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。

浄土真宗の教章（私の歩む道）

経
典
の
浄
書
は
、
仏
さ
ま
へ
の

「
願
い
ご
と
」
と
し
て
の
「
写

経
」
や
「
納
経
」
と
は
異
な
り
、
自
ら

浄
書
・
製
本
し
て
、
毎
日
の
「
お
つ
と

め
」
に
所
持
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
、
お
経
が
生
き
て
働
き
か
け
ま
す
。

ま
た
、
自
ら
が
書
い
た
も
の
を
手
に
取
っ

て
、
自
ら
声
に
出
し
て
お
勤
め
を
す
る

こ
と
は
、
お
経
に
親
し
み
、
聞
法
と
合

わ
せ
て
よ
り
如
来
さ
ま
の
お
慈
悲
を
い

た
だ
く
良
き
手
助
け
と
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
私
の
生
涯
に
失
う
こ
と
の
な

い
宝
と
な
り
、
子
ど
も
や
孫
に
親
の
心

を
伝
え
る
こ
と
に
も

な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
大
光
寺

の
本
堂
に
置
い
て
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
自

由
に
お
持
ち
帰
り
い

た
だ
き
、
ど
う
ぞ
筆

を
と
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
。
書
き
終
え
た

ら
お
寺
に
持
っ
て
き

て
く
だ
さ
い
ね
。
記

念
品
を
差
し
上
げ
ま

す
。

浄
書
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
せ
ん
か



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
。
開
催
日
の
１
ヵ
月
前

ま
で
に
事
前
の
予
約
が
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
HP
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

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
。

本
願
寺
参
与
に
委
嘱
さ
れ

る
と
、
次
の
よ
う
な
待
遇

が
あ
り
ま
す
。

①
法
要
の
案
内
・
各
種
接

待

(

１)

毎
年
、
御
正
忌
報
恩

講
に
参
拝
後
、
鴻
の
間

(

国
宝)

で
、
御
門
主
ご
臨

席
の
お
斎
接
待
に
案
内
さ

れ
ま
す
。

(
２)

毎
年
、
宗
祖
降
誕
会

に
参
拝
後
、
降
誕
会
祝
賀

能
及
び
茶
席
に
招
待
さ
れ

ま
す
。

(

３)

年
１
回
、
本
願
寺
住

職
ご
臨
席
の
園
遊
会
に
招

待
さ
れ
ま
す
。

(

４)

毎
年
、
龍
谷
会(

大

谷
本
廟
報
恩
講)

に
参
拝

後
開
催
の
本
願
寺
住
職
ご

臨
席
の
懇
談
会
に
招
待
さ

れ
ま
す
。

②
法
要
出
勤

(

１)

本
願
寺
に
お
い
て
修

行
さ
れ
る
法
要
で
縁
儀
又

は
庭
儀
が
行
わ
れ
る
と
き
、

本
願
寺
参
与
は
出
勤
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

(

２)

通
算
出
勤
回
数
５
回

毎
に
、
本
願
寺
参
与
会
代

表
よ
り
、
感
謝
状
及
び
記

念
品
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

そ
の
他
、
色
々
な
待
遇
が

受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
住
職
ま
で
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

③
参
与
講
金
・
会
費

本
願
寺
参
与

本
願
寺
参
与
と
は
、
本
山

本
願
寺
の
護
持
発
展
の
た

め
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
所

属
す
る
僧
侶
・
門
徒
で
法

義
篤
信
な
方
が
就
任
さ
れ

て
い
ま
す
。
参
与
会
員
は

会
員
が
如
来
の
教
法
を
聞

信
し
、
信
仰
を
深
め
る
と

と
も
に
、
会
員
相
互
の
親

睦
を
は
か
り
、
一
致
協
力

し
て
本
山
本
願
寺
の
護
持

発
展
に
努
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
本
願
寺
住
職

（
御
門
主
）
か
ら
委
嘱
さ

れ
ま
す
。

参与講金 参与会会費

新規就任年度 ３５万円以上 ５万円

継承就任年度 １５万円以上 ５万円

終身参与就任年度 ３００万円以上 ５万円

次年度以降（年間費） １５万円以上 ５万円
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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、未だ納めてお

られない方に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。

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
！

http://www.eonet.ne.jp/~daikouji/


