
悲
し
い
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
二
月
か

ら
続
く
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
対
す
る

軍
事
介
入
で
す
。

以
前
、
お
寺
の
掲
示
板
に
書
い
た
言
葉
を
思
い

出
し
ま
し
た
。
「
自
分
が
正
義
と
思
っ
た
と
き
、

人
間
は
ど
れ
だ
け
で
も
残
酷
に
な
れ
る
」
と
。

詳
し
い
事
情
は
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

お
互
い
に
敬
い
あ
い
尊
重
で
き
る
社
会
の
実
現
が

私
た
ち
人
間
が
生
き
る
社
会
に
と
っ
て
理
想
な
ん

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
当
に
「
平
和
に
な
る
た
め
の
正
し
い
戦
争
」

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

◇
危
険
取
扱
注
意
！

平
和
は
戦
い
取
る
も
の
で
は
な
く
、
お
互
い
が

築
き
上
げ
る
も
の
。
し
か
し
、
こ
れ
が
な
か
な
か

「
言
う
は
易
く
、
行
う
は
難
し
」
で
す
ね
。

(1)
相
手
の
考
え
や
行
為
が
気
に
入
ら
な
い
と
い

う
勝
手
な
思
い
で
相
手
を
裁
き
、
自
分
を
振
り
か

え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
争
い
は
絶
え
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
は
(2)
自
分
を
「
善
、
正
義
」
と
す
る
傲
慢

な
姿
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
２
つ
は
「
大
変
危
険
に
つ
き
取

り
扱
い
注
意
！
」
で
す
。

◇
凡
夫

自
己
中
心
の
正
義
を
社
会
に
持
ち
込

め
ば
、
多
く
を
傷
つ
け
、
死
に
追
い
込

む
恐
れ
す
ら
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
戦
争
で
も
正
義

と
正
義
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
す
か
ら
。

我
必
ず
し
も

聖
に
あ
ら
ず

彼
必
ず
し
も

愚
に
非
ず

と
も
に
こ
れ

凡
夫
の
み

「
十
七
箇
条
憲
法
」

聖
徳
太
子

相
手
を
尊
敬
す
る
心
と
思
い
や
り
、
そ
し
て
自

ら
が
「
凡
夫(

ぼ
ん
ぶ
＝
不
完
全
）
の
自
覚
」
を

持
つ
こ
と
。
こ
れ
無
し
で
は
、
真
の
平
和
は
訪
れ

ま
せ
ん
。

人
の
気
持
ち
を
理
解
し
、
思
い
や
る
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
人
を
「
大
人
」
と
い
う
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
最
近
は
大
人
が
少
な
い
社
会
に

な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

◇
兵
戈
無
用
（
ひ
ょ
う
が
む
よ
う
）

親
鸞
聖
人
が
真
実
の
経
と
仰
が
れ
た
仏
説
無

量
寿
経
に
、
「
兵
戈
無
用

」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。

「
仏
の
教
え
に
あ
え
ば
人
は
己
の
至
ら
な
さ
を

自
覚
し
、

お
互
い
を
尊
敬
し
、
よ
っ
て
軍
隊(

兵)

や
武
器(

戈)

を
持
つ
必
要
は
な
い
（
無
用
）
」
と

の
意
味
で
す
。

仏
教
、
特
に
浄
土
真
宗
で
は
、
聞
く
こ
と
を
最

も
大
切
に
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
分
勝
手

な
聴
き
方
や
都
合
の
良
い
と
こ
ろ
だ
け
を
摘
み
食

い
す
る
よ
う
な
聴
き
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

心
を
開
き
あ
り
の
ま
ま
に
耳
を
傾
け
る
と
こ
ろ

に
柔
軟
心
が
生
じ
、
己
が
姿
を
知
ら
さ
れ
、
相
手

を
尊
敬
す
る
心
が
恵
ま
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
暴
力

を
必
要
と
し
な
い
世
界
が
開
か
れ
る
の
で
す
。

◇
怨
親
平
等(

お
ん
し
ん
び
ょ
う
ど
う)

怨
み
や
憎
し
み
の
対
象
と
な
る
「
敵
」
で
あ
っ

て
も
、
親
し
み
や
愛
情
の
対
象
と
な
る

「
味
方
」
で
あ
っ
て
も
、
仏
教
の
根
本
精
神
で
あ

る
慈
悲
の
心
、
仏
様
の
眼
か
ら
見
れ
ば
ど
ち
ら
も

平
等
に
い
つ
く
し
み
憐
れ
む
べ
き
で
あ
る
と
い
い

あ
わ

ま
す
。
敵
味
方
と
い
う
お
互
い
を
分
け
る
立
場
に

ば
か
り
執
着
を
し
て
い
る
と
大
切
な
も
の
を
見
失
っ

て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

仏
の
教
え(

道)

を
聞
く
こ
と
の
な
い
生
き
方
に

は
、
他
人
を
傷
つ
け
て
も
顧
み
る
こ
と
な
く
、
自

ら
も
心
の
安
ら
ぎ
の
な
い
頑
迷
な
も
の
に
陥
る
恐

こ
ん
め
い

れ
が
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
人
は
そ
れ
ほ
ど
賢

い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
聴
聞
に
心
が
け
、
他
人
を
尊
敬
で
き
る

“
大
人
”
と
な
る
こ
と
。
そ
れ
が
大
切
な
人
を
、

家
族
を
、
地
域
を
平
和
に
、
日
本
を
平
和
に
、
世

界
を
平
和
に
す
る
道
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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実
は
一
番
多
い
質
問
が
コ
レ
で
す
。
多
く
の

場
合
、
ご
法
事
に
は
ご
家
族
を
は
じ
め
、

親
戚
や
故
人
に
近
い
友
人
な
ど
に
声
を
か
け
、

沢
山
の
人
で
故
人
を
追
慕
し
、
仏
さ
ま
の
お
徳
を

讃
え
、
お
勤
め
を
し
ま
す
。

せ
っ
か
く
忙
し
い
中
を
来
て
い
た
だ
い
た
の
で

す
か
ら
、
お
勤
め
が
終
わ
っ
た
ら
お
茶
の
一
杯
で

も
出
さ
な
け
れ
ば
失
礼
に
あ
た
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
そ
の
お
茶
を
ど
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
出
せ
ば
い
い

の
か
が
、
な
か
な
か
難
し
い

…
と
仰
ら
れ
ま
す
。
法
事
に

は
あ
る
程
度
順
序
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
の
で
、
今
か
ら
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
参
考
に
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
ず
、
法
事
を
勤
め
る
に
あ
た
っ
て
施
主
は
何

か
と
大
変
で
す
。
①
ま
ず
は
日
取
り
の
設
定
。
法

事
の
日
取
り
は
基
本
的
に
は
亡
き
人
の
命
日
に
勤

め
る
の
が
当
然
で
す
。
が
、
な
か
な
か
現
実
は
そ

う
は
い
き
ま
せ
ん
。
自
分
の
仕
事
の
都
合
や
参
詣

い
た
だ
く
親
類
縁
者
の
方
々
の
都
合
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
は
、
「
命
日
よ
り
遅
く
な
っ
て
は

い
け
な
い
」
の
で
は
な
く
、
「
自
分
た
ち

の
都
合
で
命
日
に
勤
め
ら
れ
な
か
っ
た
」

と
の
反
省
の
も
と
、
命
日
か
ら
あ
ま
り
離
れ
な
い

日
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
命
日
よ
り
遅
く
な
っ
て
も

問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

⑴
次
に
法
事
の
併
修
に
つ
い
て
で
す
が
、
併
修

へ
い
し
ゅ
う

と
は
複
数
の
故
人
の
法
事
を
一
緒
に
勤
め
る
こ
と

を
言
い
ま
す
。
一
周
忌
・
三
回
忌
く
ら
い
ま
で
は

き
ち
ん
と
勤
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

年
数
が
経
つ
と
併
修
の
ご
依
頼
が
増
え
て
く
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
故
人
の

命
日
か
ら
三
ヵ
月
以
上
離

れ
て
し
ま
う
と
ど
う
し
て

も
「
つ
い
で
」
に
勤
め
る

印
象
を
与
え
て
し
ま
い
ま

す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

年
忌
法
要
で
あ
る
以
上
、

仏
法
を
聞
く
中
で
故
人
を
偲
ぶ
わ
け
で
す
か
ら
、

三
人
も
四
人
も
ま
と
め
て
、
と
い
う
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。

⑵
も
う
一
つ
、
お
布
施
に
つ
い
て
も
記
し
て
お

き
ま
す
。
と
言
っ
て
も
中
身
の
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
封
筒
の
お
話
で
す
。

や
む
を
得
ず
２
人
分
の
ご
法
事
を
同
じ
日
に
勤

め
た
と
き
、
お
布
施
の
封
筒
は
２
つ
に
分
け
て
い

た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
寺
の
会
計
帳
簿
に
記

入
す
る
と
き
、
〇
月
〇
日
、

誰
々
様
の
〇
回
忌
、
金
額
云
々
・
・
・

と
記
載
す
る
と
き
、
１
つ
の

封
筒
に
入
っ
て
い
る
と
帳
簿

に
記
載
す
る
と
き
に
困
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
確
か
に
お

布
施
は
お
預
か
り
し
た
け
れ

ど
、
い
っ
た
い
誰
の
法

事
に
お
い
く
ら
包
ん
で

く
だ
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
？

と
考
え
て
し
ま
う
の
で

す
。
「
御
布
施
」
と
書

い
た
封
筒
の
右
肩
に
、

亡
き
誰
々
の
〇
回
忌
と

書
い
て
い
た
だ
け
る
と
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法
事
の
時
、
お
茶
を
出
す
タ
イ
ミ
ン
グ
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

施
主
と
し
て
気
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

法
事
の
所
要
時
間
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
？



随
分
助
か
り
ま
す
。
一
纏
め
に
記
載
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

②
さ
て
、
日
取
り
が
決
ま
っ
た
ら
次
は
お
仏
壇

の
お
飾
り
で
す
。
法
事
の
際
は
普
段
よ
り
少
し
豪

華
に
飾
り
付
け
を
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
正
面
の

蠟
燭
立
と
お
華
を
２
つ
ず
つ
に
し
ま
す
。
中
央
に

ろ
う
そ
く
た
て

は
な

は
香
炉
を
設
置
し
、
蠟
燭
立
２
つ
、
花
瓶
２
つ
、

合
計
５
つ
置
き
ま
す
の
で
こ
れ
を
五
具
足
と
言
い

ご

ぐ

そ

く

ま
す
。
こ
の
五
具
足
を
置
く
机
（
前
卓
と
言
い
ま

ま
え
じ
ょ
く

す
）
に
は
三
角
形
の
打
敷
と
い
う
布
を
敷
い
て
仏

う
ち
し
き

具
を
飾
り
ま
す
。
そ
し
て
、
お
供
え
物
で
す
が
、

仏
事
の
お
供
え
で
最
高
の
も
の
が
「
お
餅
」
で
す
。

お
仏
飯
は
言
う
に
及
び
ま
せ
ん
が
、
「
餅
・
菓
子
・

果
物
」
の
順
に
お
供
え
す
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
。
な
お
、
大
き
な
お
供
え
物
は
お
仏
壇
の
脇
に

別
の
台
を
設
け
て
お
供
え
し
ま
し
ょ
う
。

➂
次
に
法
事
の
所
要
時
間
で
す
が
、
私
の
場
合
は

大
体
四
十
分
前
後
で
す
。
法
事
に
は
順
序
が
あ
り

ま
す
の
で
別
表
で
記
し
て
お
き
ま
す
の
で
ご
参
考

に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

④
お
茶
を
入
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
で
す
が
、

別
表
の
と
お
り
全
て
が
終
了
し
て
か
ら
準
備
す
る

よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
お
勤
め
が
終
わ
っ

て
私
が
御
法
話
を
し
よ
う
と
振
り
返
っ
た
瞬
間
に

席
を
立
つ
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
タ
イ
ミ

ン
グ
的
に
は
早
す
ぎ
ま
す
。
御
法
話
も
御
文
章
も

全
て
が
終
わ
っ
た
後
に
必
ず
皆
様
に
「
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
の
で
、
そ
れ
か
ら
準
備
を
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
結
構
で
す
。
ご
参
詣
の
皆
様
に
は
多
少
お
待

ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
失
礼

に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。
時
折
お
参
り
に
来
ら
れ
て

い
る
方
の
中
に
は
「
法
事
は
施

主
と
そ
の
家
族
が
勤
め
、
我
々

は
招
待
さ
れ
た
客
だ
」
と
い
う

意
識
の
あ
る
方
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
、
法
事
は
故
人

に
縁
あ
る
人
が
集
ま
り
、
共
に

仏
法
を
聞
き
味
わ
う
と
こ
ろ
に

意
義
が
あ
り
、
そ
れ
が
最
大
の

目
的
で
す
。
。

法
事
に
集
ま
っ

た
人
す
べ
て
が
法
事
を
営
む
一

員
で
あ
り
参
詣
者
は
”
お
客
様
”

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
自
身
が

他
家
の
ご
法
事
に
行
か
れ
る
と

き
も
ご
注
意
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
で
す
の
で
お
茶
も

ゆ
っ
く
り
準
備
を
な
さ
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
結
構
か
な
と
思
い

ま
す
。

最
後
に
、
住
職
に
も
お
茶
を

入
れ
て
い
た
だ
け
る
ご
配
慮
、

い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
私
、
実
は
熱
い
お
茶
が
苦

手
で
す
。
私
に
も
お
茶
を
い
た
だ
け
る
よ
う
で
あ

れ
ば
真
冬
で
あ
っ
て
も
冷
た
い
お
茶
か
、
ぬ
る
～

い
お
茶
を
い
た
だ
け
れ
ば
大
変

喜
び
ま
す
。
お

勤
め
が
始
ま
る
前
に
熱
い
お
茶
を
入
れ
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
お
勤
め
が
終
わ
っ
た
頃
に
は
私
に
と
っ

て
丁
度
飲
み
頃
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
し
覚
え
て
い

た
だ
け
る
よ
う
で
あ
れ
ば
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
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法
事
の
次
第

一
、
総
礼

一
、
表
白
（
今
か
ら
○

○
様
の
〇
回
忌

法
要
を
お
勤
め

し
ま
す
等
仏
様

に
お
告
げ
し
ま

す
）

一
、
読
経
（
主
に
正
信

偈
、
場
合
に
よ
っ

て
は
阿
弥
陀
経

等
）

一
、
法
話
（
５
～
10

分

程
度
）

一
、
御
文
章

私
が
「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
」
と
言
っ

て
か
ら
、

お
茶
準
備
←
コ
コ
で
す
！

↓

お
茶
を
飲
み
な
が
ら
雑
談

①法事は命日にお勤めするのが理想ですが、無理な場合はあまり

命日から遠くならない日を設定しましょう。命日より遅くなっ

てはいけないということはありません。

②法事の併修はなるべく避けましょう。

➂お仏壇のお飾りは普段より少し豪華に。

④所要時間は私の場合はお勤めから法話、御文章までで約40分で

す。併修になるともう少し長くなります。

⑤お茶は私が「ありがとうございました」と言ってから準備に向

かっていただいても失礼にはあたりません。



教
楽
寺
の
責
任
役
員
並
び
に
門
徒
総
代

の
任
期
が
4
月
24
日
で
満
了
と
な
り
ま
し

た
。こ

れ
に
伴
い
4
月
11
日
、
教
楽
寺
集
会

所
に
お
い
て
、
責
任
役
員
・
総
代
会
を
開

催
し
、
次
の
方
に
責
任
役
員
・
門
徒
総
代

を
選
出
し
、
本
人
の
了
承
を
得
、
委
嘱
い

た
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

任
期
は
令
和
4
年
4
月
25
日
か
ら
4
年

間
で
す
。

責
任
役
員寺本

忠
行

大
西

美
男

門
徒
総
代北本

一
美

田
中

小
夜
子

阪
本

美
澄
子

（
敬
称
略
）
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昨
年
1
月
1
日
か
ら
本
年
5
月
31
日
ま

で
に
、
左
記
の
方
が
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

生
前
の
ご
遺
徳
を
偲
び
謹
ん
で
哀
悼
の

意
を
表
し
ま
す
。
（
敬
称
略
）

教
楽
寺
門
徒

2
月
27
日

上
中

信
芳

8
月
16
日

辻
岡

典
行

9
月
12
日

大
原

秋
子

9
月
25
日

北
本

進

9
月
29
日

住
田

都

10
月
18
日

寺
本

義
信

11
月
13
日

谷
口

久
次

1
月
11
日

辻
本

ユ
リ
子

1
月
22
日

嶋
添

ト
リ
ヱ

4
月
3
日

上
田

志
津
子

4
月
8
日

岡
本

仁
三

5
月
14
日

谷
口

良
文（

敬
称
略
）

敬

弔

昨
年
1
月
1
日
か
ら
本
年
5
月
31
日
ま

で
に
、
左
記
の
方
が
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

生
前
の
ご
遺
徳
を
偲
び
謹
ん
で
哀
悼
の

意
を
表
し
ま
す
。

大
光
寺
門
徒

2
月
12
日

西
谷

義
一

2
月
28
日

三
輪

育
子

3
月
25
日

野
口

益
子

4
月
28
日

林

昭

5
月
5
日

花
川

勉

5
月
25
日

福
山

龍
子

6
月
16
日

松
岡

法
子

7
月
1
日

髙
岡

さ
ち
子

7
月
15
日

板
橋

隆
憲

7
月
15
日

野
口

英
男

7
月
19
日

田
畑

恵
美
子

8
月
6
日

野
口

勝
子

3
月
9
日

花
川

初
治

3
月
12
日

林

健
次

5
月
27
日

宇
佐
見

信
子

（
敬
称
略
）

敬

弔

教
楽
寺
役
員
変
更
の
お
知
ら
せ



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
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
徳
を
あ
ら
わ
す
の
に
、

「
四
無
量
心
（
し
む
り
ょ
う
し
ん
）
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
四
つ
の
量
り

（
は
か
り
）
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
お
心
。

そ
れ
は
「
慈
」
「
悲
」
「
喜
」
「
捨
」
と
言

わ
れ
、
特
に
他
人
の
自
ら
の
痛
み
と
感
じ

（
＝
悲
）
、
そ
の
苦
し
み
を
除
き
、
人
々
に

し
あ
わ
せ
を
与
え
よ
う
と
す
る
心
（
＝
慈
）

と
あ
わ
せ
て
「
慈
悲
」
と
言
い
、
仏
教
最
大

の
特
徴
と
し
て
そ
の
お
心
が
強
調
さ
れ
て
き

た
の
で
し
た
。

今
年
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
り
ま
し

た
。
日
本
の
選
手
達
が
躍
動
す
る
中
、

心
痛
む
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
ジ
ャ
ン
プ
の

団
体
で
、
高
梨
沙
羅
選
手
が
ス
ー
ツ
の
規
定

違
反
で
失
格
に
な
っ
た
の
で
す
。
高
梨
選
手

が
下
を
向
き
泣
き
崩
れ
た
姿
は
本
当
に
辛
く
、

見
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
す
る
と
そ

こ
に
近
づ
く
一
人
の
女
性
の
姿
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
チ
ー
ム
の
理
学
療
法
士
、

テ
レ
ジ
ア
・
シ
ュ
ス
タ
ー
さ
ん
と
い
う
方
で

し
た
。
普
段
か
ら
競
技
の
た
め
に
毎
日
精
い
っ

ぱ
い
戦
っ
て
い
る
選
手
の
姿
を
間
近
で
見
て

い
る
テ
レ
ジ
ア
さ
ん
。
「
選
手
が
泣
い
て
い

る
の
を
見
る
と
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
に
な
り

ま
す
。
理
学
療
法
士
と
し
て
当
然
の
こ
と
を

し
た
ま
で
で
す
」
と
、
肩
に
手
を
か
け
、
ポ

ケ
ッ
ト
に
あ
っ
た
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
差
し
出
し

寄
り
添
う
姿
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
高
梨

選
手
の
悲
痛
な
姿
に
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

人
の
苦
し
み
を
わ
が
痛
み
と
感
じ
、
相
手

を
思
い
や
る
心
。
そ
れ
は
人
を
支
え
て

い
く
力
に
な
り
ま
す
。

も
し
人
が
、
ど
の
よ
う
な
方
に
対
し
て
も
そ

う
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
き
っ
と
世
界

は
平
和
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
平
穏
な
世

界
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
慈
悲
の
心
が

ひ
ろ
が
る
と
こ
ろ
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
す
。

ま
た
四
無
量
心
の
「
喜
」
は
「
相
手
が
素
晴

ら
し
い
こ
と
、
善
い
こ
と
を
し
た
と
き
に
我

が
事
と
し
て
喜
べ
る
心
」
を
言
い
ま
す
。
人

の
し
あ
わ
せ
を
素
直
に
喜
べ
る
と
い
う
の
は
、

そ
れ
だ
け
自
分
の
人
生
に
も
喜
び
が
増
え
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
他
者
の
悲
し
み
喜
び
に

共
感
し
つ
つ
生
き
る
・
・
・
「
心
豊
か
な
人

生
」
と
は
き
っ
と
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の

で
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
さ
ま
が
「
ど
う
か
私
の
教
え
を
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
て
お
く
れ
」
と

私
た
ち
一
人
一
人
に
痛
切
に
願
い
続
け
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
、
心
痛
む
報

道
の
日
々
に
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
を
聴
聞
し
、
ま
ず
は
我

が
身
を
省
み
る
こ
と
。
そ
し
て
私
た
ち
の
歩

む
べ
き
道
を
尋
ね
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を

改
め
て
思
う
の
で
す
。
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四
無
量
心
（
し
む
り
ょ
う
し
ん
）



今
回
は
書
籍
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
西

本
願
寺
が
発
行
し
て

い
る
新
聞
の
ご
案
内

で
す
。

発
刊
以
来
120
余
年
の

歴
史
を
持
つ
「
本
願

寺
新
報
」
は
門
信
徒
の
方
々
の
新
聞
で
す
。

宗
門
の
動
き
、
社
会
問
題
、
や
さ
し
い
法
話
、
童
話

の
ペ
ー
ジ
な
ど
新
し
い
情
報
が
紙
面
い
っ
ぱ
い
。

1
面
と
最
終
面
は
カ
ラ
ー
写
真
を
豊
富
に
使
っ
た
カ
ラ

フ
ル
な
紙
面
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
家
に
一
紙
、

ご
購
読
を
お
勧
め
し
ま
す
。
主
な
内
容
と
し
て
は
、

◇
ニ
ュ
ー
ス
・
論
評

「p
e
o
p
l
e
-

ひ
と-

」
今
「
き
ら
り
」
と
光
る
注
目
の

「
ひ
と
」
、
「
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
を
浴
び
て
活
躍
中

の
人
を
紹
介

◇
「
西
本
願
寺
医
師
の
会
ひ
ろ
ば
」

医
師
の
会
会
員
が
、
紙
上
健
康
相
談
の
ほ
か
、
医
療

現
場
で
感
じ
た
「
い
の
ち
」
へ
の
思
い
を
綴
る

◇

コ
ラ
ム

「
い
の
ち
の
栞
（
し
お
り
）
」

仏
典
や
親
鸞
聖
人
、
妙
好
人
、
念
仏
者
な
ど
の
生
き

生
き
と
し
た
言
葉
を
味
わ
う

「
生
き
づ
ら
さ
感
じ
て
い
ま
せ
ん
か
」

貧
困
、
育
児
不
安
、
思
春
期
の
悩
み
な

ど
「
生
き
づ
ら
さ
」
を
抱
え
る
現
代
の

人
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
。
等
々
。

購
読
希
望
の
方
は
お
寺
ま
で
。
直
接
も
可
。

昨
年
本
堂
に
設
置
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
「
東
日
本
大
震
災
」
並
び
に

「
熊
本
地
震
」
災
害
支
援
金
募
金
箱
に
、

合
わ
せ
て
一
万
千
二
百
一
円
の
募
金
を
賜

り
ま
し
た
。
皆
様
か
ら
お
預
か
り
し
た
支

援
金
は
、
住
職
が
活
動
す
る
「
震
災
支
援

を
続
け
る
会
」
様
に
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
れ

ぞ
れ
の
報
道
さ
れ
る
数
が

少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
各
被
災

地
で
は
、
変
わ
ら
ず
苦
悩
と
悲
嘆
、

不
安
等
を
抱
え
て
悲
惨
生
活
を
送
っ

て
お
ら
れ
る
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

こ
の
会
で
活
動
す
る
私
た
ち
は
、

被
災
さ
れ
た
方
々
の
苦
悩
に
寄
り

添
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
「
節
目
」
を
過
ぎ
て

も
同
じ
く
苦
悩
と
孤
独
を
生
き
る

も
の
と
し
て
関
わ
り
続
け
た
い
と

思
い
ま
す
。

今
後
と
も
被

災
地
を
忘

れ
る
こ
と
な
く
、

ご
協
力
賜
り
ま

す
よ
う
何
卒
よ

ろ
し
く
お
願
い

申
し
あ
げ
ま
す
。
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お
み
が
き

お
み
が
き
っ
て
聞
い
た
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？
仏
具

磨
き
の
こ
と
を
お
み
が
き

と
言
い
ま
す
。
大
光
寺
で

は
９
ペ
ー
ジ
下
蘭
に
あ
る

日
に
お
み
が
き
を
し
て
い

ま
す
。
１
年
間
の
感
謝
を

込
め
て
仏
さ
ま
の
お
道
具

「
仏
具
」
を
ピ
カ
ピ
カ
に

し
ま
す
。
こ
の
時
、
各
家

庭
に
あ
る
仏
具
を
持
っ
て

き
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ら

お
寺
の
仏
具
と
共
に
磨
き

ま
し
ょ
う
。
綺
麗
に
磨
く

の
は
真
鍮
製
の
仏
具
で
す
。

お
鈴
や
輪
灯
、
仏
飯
器
な

ど
、
洗
濯
ネ
ッ
ト
に
入
れ

て
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い

ね
。
ピ
カ
ピ
カ
の
仏
具
は

気
持
ち
い
い
で
す
よ
♪

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
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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、お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。

令和４年度 法要・行事予定
大光寺 教楽寺

・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

・12月31日 除夜の鐘 午後11時30分頃～

・1月2日 新年のお勤め 午前10時

・3月23日 春季彼岸会 午前10時 午後2時

※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。



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

ご
誕
生
850
年

立
教
開
宗
800
年

参
拝
申
込

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
。

大
光
寺
の
よ
う
な
一
般
寺

院
で
は
多
く
て
も
月
に
１

回
程
度
で
し
ょ
う
か
。

残
念
な
が
ら
大
光
寺

を
は
じ
め
と
し
て

多
く
の
一
般
寺
院
で
は
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
。

大
光
寺
の
よ
う
に
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
お
寺
で
も
な

く
、
門
徒
数
も
少
な
く
、

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

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
月
『
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
。



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
。

・
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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子どもたちの笑顔のために募金

浄土真宗本願寺派（西本願寺）では、「自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現

に貢献する」という理念のもと、『御同朋の社会をめざす運動』（実践運動）を推進して

います。この運動の具体的な実践目標を重点プロジェクトと定め、2018年より「貧困の克

服に向けて～Dāna for World Peace～」－子どもたちを育むために－を掲げています。

これを推進するにあたり、世界を視野に入れ長期的な展望に立ち、国内の寺院のみなら

ず、海外開教区など、より多くの方々が参画できる取り組みとして、お釈迦さま以来、仏

教が大切にしてきた「布施」の精神をもとに、貧困に苦しむ国内外の子供たちへ届ける

『子どもたちの笑顔のために募金』の支援活動に取り組んでいます。

支援先

① Dāna for World Peace! －世界の子どもたちの笑顔を応援します－

本願寺派の海外拠点などのネットワークを活用し、子どもたちの笑顔のためにできる

支援を行います。

具体的には、

⑴浄土真宗の有志で国際的に活動する団体から申請に基づく支援。

⑵カトマンズ本願寺と連携したネパールの子どもへの支援。

⑶その他、必要に応じた海外への支援。

② 子どもたちの居場所づくりを応援します

子ども食堂など、活動の主催者からの申請に基づき支援します。また、これら活動の

開設に向けた支援をします。

具体的には、寺院で子ども食堂や学習支援など、子どもたちの居場所づくりの活動を

行っている主催者への支援。

③ 施設で暮らす子どもたちの笑顔を応援します

保護者のいない子どもや、家族による養育が困難な子ども、虐待を受けた子どもなど

が入所する児童養護施設などに支援します。
具体的には、

⑴浄土真宗本願寺派全国児童養護施設連絡協議会の加盟14施設への支援。

⑵母子生活支援施設本願寺ウィスタリアガーデンへの支援。

左
記
の
方
法
で
直
接
募
金
い

た
だ
く
か
、
お
寺
に
お
持
ち

い
た
だ
い
て
も
取
り
次
ぎ
さ

せ
て
い
た
だ
き
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。

また土日祝は職場での休みが取りにくくなっています。なるべく

平日で調整いただけると有難く存じます。

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
！


