
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご坊さんだより  

８ ２０２３年    

月 

 

桑名別院 本統寺 

月 

「
念
仏
と 

共
に
響
け
る 

蝉
時
雨
」 

 

さ
る
、
７
月
１３
日
～
１７
日
ま
で
桑
名
別

院
に
お
い
て
「
第
５７
回 

桑
名
別
院
暁
天

講
座
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
当
講
座
は
、
昭
和
40
年
の
「
桑
名
別
院

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
」
に
お
い

て
整
備
さ
れ
た
別
院
諸
施
設
を
、
い
か
に

三
重
教
区
の
教
学
教
化
の
た
め
に
開
放
で

き
る
か
と
い
う
課
題
の
中
で
生
ま
れ
、
以

後
50
年
以
上
に
わ
た
り
大
切
に
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
猛
威

次号 

「
第
57
回
暁
天
講
座
」
開
催
に
あ
た
り
、

清
掃
奉
仕
や
準
備
、
ご
案
内
な
ど
ご
尽
力

い
た
だ
き
ま
し
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
を

を
振
る
う
中
で
も
、
一
昨
年
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
よ
る
配
信
を
、
そ
し
て
昨
年
は
堂
内

の
人
数
が
密
に
な
ら
な
い
よ
う
制
限
す
る
こ

と
で
５
日
間
の
開
催
を
再
開
す
る
な
ど
、
伝

統
の
灯
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
続
け
て
参
り
ま

し
た
。 

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
こ
の
度
、
制
限
な
し

の
通
常
開
催
が
叶
い
ま
し
た
。
最
終
日
に
は

２
０
０
名
近
く
の
方
が
訪
れ
、
か
つ
て
の
聴

聞
者
の
総
数
に
戻
り
そ
う
な
勢
い
で
多
く
の

方
が
ご
聴
聞
に
参
ら
れ
ま
し
た
。
汗
が
流
れ

る
暑
さ
の
中
、
堂
内
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
講

師
共
々
真
剣
に
真
向
か
う
姿
、
必
死
に
生
き

る
蝉
の
鳴
き
声
・
・
・
。
こ
れ
ぞ
暁
天
講
座

だ
と
い
う
原
風
景
に
、
参
拝
者
か
ら
は
来
年

も
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
い
う
お
声
を
た
く

さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

開
会
の
挨
拶
で
は
、
松
尾
芭
蕉
が
お
泊
り

に
な
っ
て
一
句
を
残
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が

あ
る
桑
名
別
院
に
ち
な
み
、
桑
名
別
院
輪
番

の
長
澤
隆
司
氏
は
暁
天
講
座
に
つ
い
て
右
記

の
一
句
を
披
露
さ
れ
ま
し
た
。 

 

第
57
回 

桑
名
別
院 

暁
天
講
座 

 

 

 

正
信
讃
を
お
勤
め
す
る 

参
詣
者
の
様
子 

ま
た
、
閉
会
の
挨
拶
に
お
い
て
、
三
重
教
区
会
議
長
の

員
辨
暁
氏
は
、
暁
天
講
座
の
楽
し
み
を
３
つ
挙
げ
ら
れ
ま

し
た
。
１
つ
は
各
方
面
様
々
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
５
名
の

講
師
と
出
遇
え
る
こ
と
。
も
う
１
つ
は
、
パ
ン
と
牛
乳
の

偉
大
さ
で
す
。
早
朝
に
お
寺
へ
向
か
う
こ
と
は
子
ど
も
も

桑
名
別
院
輪
番 

長
澤
隆
司 

大
人
も
大
変
な
こ
と
だ
け
ど
、
行
こ

う
と
い
う
思
い
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ

し
て
最
後
は
皆
さ
ん
に
遇
う
こ
と

で
す
。
耳
が
聞
こ
え
づ
ら
く
な
っ
た

か
ら
講
座
に
参
加
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
方
が
「
聞
こ

え
づ
ら
く
て
も
、
実
は
そ
の
場
に
皆
さ
ん
と
一
緒
に
い

る
こ
と
が
、
尊
い
時
間
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た

ん
だ
な
」
と
気
づ
い
た
そ
う
で
す
。 

久
し
ぶ
り
の
暁
天
講
座
と
い
う
方
、
初
め
て
の
方
。

各
々
い
ろ
い
ろ
な
境
遇
に
あ
る
皆
さ
ん
が
、
本
堂
で
ひ

と
つ
に
な
っ
て
お
念
仏
を
称
え
る
。
そ
の
姿
か
ら
響
い

て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
一
日
が
、
そ
こ
か
ら

日
々
が
始
ま
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
暁
天
講
座
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

申
し
上
げ
ま
す
。
講
座
開
催
ま
で
の
活
動
の
様
子
、
ま
た

５
名
の
講
師
が
お
話
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
号

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
せ

み

し

ぐ

れ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

② 

さ
る
６
月
25
日
に
行
わ
れ
た
「
第
42
回 

真

宗
公
開
講
座
」
に
つ
い
て
、
前
号
の
記
事
内
、

写
真
の
ご
提
供
者
の
紹
介
に
一
部
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
。「
本
宗
寺
住
職
」
と
記
載
さ
れ
た
も

の
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
正
し
く
は
「
本
福
寺
住

職
」
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。 

さ
て
、
当
講
座
の
講
演
内
容
を
連
載
で
紹
介

し
て
い
ま
す
。
前
号
の
問
題
提
起
に
引
き
続

き
、
今
回
は
仏
教
や
浄
土
の
こ
と
に
つ
い
て
、

い
た
だ
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

第
42

回 

真
宗
公
開
講
座 

真
宗
大
国
、
石
川
県
で
さ
え
、
合
掌
は
し
て

も
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

食
事
の
際
や
感
謝
を
表
す
時
、
ま
た
お
願

い
事
を
し
た
り
、
謝
罪
の
時
も
手
を
合
わ
せ

ま
す
か
ら
、
合
掌
は
日
常
的
に
抵
抗
な
く
さ

れ
る
と
思
い
ま
す
。
合
掌
の
み
で
あ
れ
ば
仏

教
徒
の
〝
し
る
し
〟
と
は
い
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
仏
様
や
菩
薩
様
に
対
し
て
の
敬

意
を
表
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
様
々
な
場
面
で

手
を
合
わ
す
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
何
も
言

石
川
県
野
々
市
市 

常
讃
寺 

住
職 

 

藤
場 

俊
基 

わ
ず
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
と
何
に
手
を
合

わ
せ
て
い
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
念
仏
は
、「
私
が
手
を
合

わ
せ
る
対
象
は
阿
弥
陀
様
で
す
よ
」
と
表
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
念
仏
に
対
し
て
は
多

く
の
人
が
抵
抗
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
真
宗
大
谷
派
で

著
し
く
見
ら
れ
る
気
が
し
ま
す
。 

念
仏
が
聞
こ
え
れ
ば
、
真
宗
十
派
あ
れ
ど

も
、
皆
が
真
宗
門
徒
だ
な
と
疑
う
必
要
が
な
い

わ
け
で
す
。
桑
名
別
院
の
真
宗
公
開
講
座
に
参

っ
て
も
、
そ
の
声
が
聞
こ
え
て
こ
な
け
れ
ば
、

こ
こ
は
ど
こ
の
別
院
な
の
か
、
と
な
る
わ
け
で

す
。
い
つ
の
間
に
か
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
そ
れ
を
取
り
戻
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と

私
は
思
い
ま
す
。 

で
す
が
、
一
度
、
失
っ
た
習
慣
は
中
々
取
り

戻
し
に
く
い
で
し
ょ
う
。
現
に
コ
ロ
ナ
禍
で
法

要
の
形
や
在
り
方
も
随
分
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
ん
な
に
楽
で
良
か
っ
た
ん
だ
、
こ
れ
で

も
あ
り
な
ん
だ
と
。
も
う
戻
ら
な
い
気
が
半
分

く
ら
い
あ
り
ま
す
。
家
で
は
密
に
な
り
ま
す
か

ら
と
、
年
忌
の
法
要
を
お
寺
で
す
る
。
本
堂
で

す
る
の
が
嫌
な
わ
け
で
は
な
い
で
す
よ
。
で

も
、
そ
う
す
る
と
、
家
の
お
掃
除
を
し
な
く
て

も
い
い
し
、
お
内
仏
も
汚
い
ま
ま
で
、
御
給
仕

の
仕
方
も
習
わ
な
く
な
っ
て
い
く
。
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
お

念
仏
の
習
慣
は
も
っ
と
前
に
消
え
は
じ
め
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

仏
教
の
目
指
す
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

世
界
中
の
仏
教
徒
に
は
共
通
し
た
課
題
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
成
仏
。
つ
ま
り
仏
教
と
は
仏

に
な
る
教
え
な
の
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ

と
思
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
言
っ
て
い
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、
最
近
は
「
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
か
」

と
び
っ
く
り
さ
れ
る
方
が
多
い
の
で
、
そ
の
こ

と
に
逆
に
び
っ
く
り
し
た
り
し
ま
す
。 

仏
と
は
お
釈
迦
様
。
仏
に
な
れ
な
く
て
も
、

そ
う
な
れ
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
い
。
お
釈

迦
様
の
生
き
方
を
自
分
も
見
習
っ
て
生
き
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
は
お
釈
迦
様
と
同

じ
よ
う
な
お
悟
り
の
世
界
に
生
ま
れ
て
い
き

た
い
。
そ
れ
が
仏
教
徒
の
共
通
課
題
で
す
。
意

識
し
て
い
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
徒

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
お
釈
迦
様
を
見
習
う

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

と
い
っ
て
も
お
釈
迦
様
に
会
っ
た
こ
と
も

な
い
し
、
お
経
を
い
た
だ
い
て
も
、
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
。
仏
に
な
る
こ
と
は

分
か
っ
て
も
、
そ
の
方
法
が
分
か
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
だ
け
で
な
く
二
千
年

間
、
ず
っ
と
仏
弟
子
た
ち
が
悩
ん
だ
こ
と

で
す
。
私
た
ち
人
間
は
、
備
わ
っ
て
い
る
煩

悩
に
よ
っ
て
人
生
に
彩
り
を
添
え
る
と
同

時
に
、
人
と
衝
突
し
た
り
し
て
、
苦
し
み
か

ら
離
れ
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
煩
い
か
ら
解
き
放
た
れ
た
い
と
実
現
さ

れ
た
方
が
お
釈
迦
様
で
す
。
仏
教
徒
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
生
き
方
を
見
習

い
た
い
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
原
則
と
し

て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
が
説
い
た
教

え
を
聞
い
て
自
分
が
仏
に
な
っ
て
い
こ
う

と
す
る
、
そ
れ
が
仏
教
の
重
要
な
特
徴
で

す
。
世
界
の
様
々
宗
教
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト

教
の
中
心
に
あ
る
の
は
神
様
で
す
が
、
彼

ら
は
神
の
教
え
を
大
切
に
し
て
聞
き
な
が

ら
も
神
様
に
な
り
た
い
と
は
絶
対
に
言
わ

な
い
は
ず
で
す
。
で
も
仏
教
徒
は
仏
様
の

教
え
を
聞
い
て
私
自
身
も
仏
に
な
ろ
う
と

す
る
。
こ
れ
が
一
番
大
き
な
特
徴
で
す
。
た

だ
し
、
ど
う
や
っ
た
ら
な
れ
る
か
は
分
か

ら
な
い
。
二
千
年
間
分
か
ら
な
い
ま
ま
で

す
。 そ

し
て
あ
る
時
に
、
お
釈
迦
様
が
言
い

た
か
っ
た
こ
と
は
こ
う
い
う
事
で
は
な
か

っ
た
の
か
と
考
え
、
言
い
始
め
た
人
た
ち

が
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
『
大

乗
経
典
』
で
す
。
私
た
ち
が
大
切
に
し
て
い

る
『
仏
説
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
も
、
お

 

さ
て
、
仏
教
と
は
な
に
か
。 

聞
か
れ
た
ら
答
え
ら
れ
ま
す
か
。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
て
四
百
年
程
経
っ
て

か
ら
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
お
釈
迦
様
が
直
接
そ
の
通
り
の
説
法

を
し
た
か
と
言
わ
れ
る
と
違
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
価
値
が
な
い
か
と

い
う
と
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
四
百
年
後

に
あ
れ
だ
け
の
内
容
の
も
の
を
生
み
出
し
た

人
が
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
人
は
間
違
い
な

く
〝
仏
弟
子
〟
で
す
。
四
百
年
経
っ
て
も
、

「
仏
陀
か
ら
聞
い
て
き
ま
し
た
」
と
ま
る
で

最
近
に
お
釈
迦
様
か
ら
聞
い
た
よ
う
な
内
容

で
言
え
る
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
内
容
に
対
し
て
、
お
釈
迦
様
の

言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ

た
の
か
と
賛
同
し
て
い
く
人
が
い
っ
ぱ
い
出

て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
頃
の
イ
ン
ド

に
は
字
を
書
く
と
い
う
習
慣
が
無
か
っ
た
は

ず
で
す
。
言
葉
は
あ
る
け
ど
文
字
は
な
い
。

ど
う
す
る
か
と
い
う
と
賛
同
し
た
人
が
皆
、

覚
え
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
し
て
、
聞
い
て

話
し
て
を
繰
り
返
し
て
経
典
と
し
て
固
ま
っ

て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
、
表
現
を

変
え
た
り
、
付
け
足
し
た
言
葉
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
現
に
『
大
経
（
仏
説
無
量
寿
経
）
』

は
５
種
類
残
っ
て
い
て
、
か
な
り
違
い
ま
す
。

本
願
は
四
十
八
願
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

二
十
四
の
も
の
も
あ
る
の
で
す
。
三
十
六
も

あ
り
ま
す
。
逆
に
五
十
や
五
十
一
の
も
の
も
。

し
か
し
、
基
本
の
テ
ー
マ
は
変
わ
ら
ず
、「
浄

土
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
お
釈
迦

様
か
ら
聞
い
た
話
を
説
い
た
経
典
が
生
ま
れ

ま
し
た
。 

   

 

時
々
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
話
を
求
め
ら

れ
た
り
、
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
「
浄
土
が
あ
る
」
と
思
う
か
ら
ど

ん
な
と
こ
ろ
か
聞
き
た
く
な
る
の
で
し
ょ
う
。

死
ん
だ
ら
極
楽
浄
土
に
行
く
と
楽
し
み
に
さ

れ
て
い
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ

れ
で
幸
せ
な
人
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
浄
土
は
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。
実
際
に
あ
る
の
は
〝
浄
土
に
つ
い

て
説
い
た
経
典
が
あ
る
〟
と
い
う
こ
と
だ
け

で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
意
味
が
な
い
、
夢
が

な
い
わ
け
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。 

皆
さ
ん
、
実
際
に
な
い
も
の
を
い
ろ
い
ろ
な

お
話
に
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
魔
法
使

い
の
学
校
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
事

件
が
起
き
る
と
い
う
『
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
』。
あ

ん
な
学
校
ど
こ
に
も
な
い
で
す
。
で
も
本
や
映

画
を
見
て
い
る
と
、
ま
る
で
そ
の
世
界
が
あ
る

か
の
よ
う
に
思
え
て
、
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
で

き
る
。
一
緒
に
な
っ
て
ど
う
し
よ
う
か
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
み
ん
な
元
気
に
な
る

わ
け
で
す
。 

『
浦
島
太
郎
』
の
話
も
皆
さ
ん
ご
存
知
で
す

か
。
「
竜
宮
城
」
っ
て
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す

か
。
誰
も
あ
る
と
思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。

助
け
た
亀
に
連
れ
ら
れ
て
「
竜
宮
城
」
に
行
っ

て
み
た
ら
、
宴
が
開
か
れ
て
い
て
時
が
経
つ
の

も
忘
れ
て
楽
し
ん
だ
。
重
箱
を
も
ら
っ
て
帰
っ

て
み
た
ら
、
村
に
誰
も
知
っ
て
い
る
人
が
い
な

い
。
も
ら
っ
た
重
箱
を
開
け
て
み
た
ら
、
あ
っ

と
い
う
間
に
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
た
と
い
う
話

で
す
。「
竜
宮
城
」
が
あ
る
か
な
い
か
は
さ
て
お

き
、
何
か
現
実
的
な
こ
と
と
思
え
る
わ
け
で
す
。

酒
や
デ
ィ
ス
コ
や
何
や
ら
で
遊
び
惚
け
て
い

て
、
知
ら
ぬ
間
に
年
を
取
っ
て
い
た
。
皆
さ
ん

の
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
れ
が
楽
し
い
、

あ
れ
が
美
味
し
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
き
た

の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
そ
し
て
今
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
が
「
お
と
ぎ
話
」

で
あ
っ
て
も
、
若
い
時
は
教
訓
に
、
年
を
取
れ

ば
身
に
つ
ま
さ
れ
る
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
誰

も
「
竜
宮
城
」
に
行
っ
た
こ
と
が
な
く
て
も
、

お
話
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
く
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。 

     
 

  

ま
さ
に
『
仏
説
』
も
そ
う
い
う
こ
と
で
、
そ

う
い
う
話
だ
と
し
て
「
仏
陀
」
の
お
心
を
説
き

残
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え

を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
う
人
が
ど
こ
か
に

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
事
実
な
わ
け
で

す
。
一
人
が
思
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
ら
す

ぐ
に
消
え
て
無
く
な
る
話
で
す
が
、
何
度
も

何
度
も
多
く
の
人
が
伝
え
残
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
い
よ
い
よ
文
字
の
あ
る
文
明
と
出
会

い
、
こ
れ
は
大
事
だ
、
残
す
べ
き
だ
と
し
た

人
た
ち
に
よ
っ
て
文
章
に
さ
れ
た
わ
け
で

す
。
文
字
に
な
る
と
内
容
が
変
わ
り
に
く
く

な
り
ま
す
。 

私
の
講
義
も
時
々
「
大
事
な
こ
と
を
聞
い

た
か
ら
文
字
に
起
こ
し
た
い
」
と
い
う
人
が

い
ま
し
て
、
監
修
し
て
本
に
出
す
の
で
す
が
、

本
に
な
る
と
私
が
死
ん
で
も
読
む
人
が
い
る

わ
け
で
す
。
そ
う
思
う
と
残
し
た
い
と
い
う

意
思
が
無
け
れ
ば
残
さ
な
い
の
で
す
。
だ
か

ら
２
千
年
以
上
前
に
で
き
た
浄
土
を
説
く
お

話
も
、
残
し
た
い
と
い
う
意
思
が
あ
っ
た
か

ら
残
っ
た
の
で
す
。
文
字
に
な
っ
て
も
大
事

だ
と
思
う
人
が
い
な
く
な
れ
ば
誰
も
注
目
す

る
人
が
い
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
お
経
は
８

千
く
ら
い
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
読
ま

な
く
て
も
い
い
よ
う
な
お
経
も
も
ち
ろ
ん
あ

り
ま
す
。
で
も
私
た
ち
が
正
依
の
経
典
と
し

て
い
る
『
大
経
』
、『
観
経
』、『
小
経
』
に
つ

い
て
は
、
み
ん
な
が
大
事
だ
大
事
だ
と
確
認

し
合
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
私
た
ち

は
そ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
こ
と
が
と

て
も
大
事
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。 

（
次
号
に
続
く
） 

 

浄
土
と
は
何
か 

 

 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

◇ 人生講座   会費 500 円 
  ８月６日（日）   午前 7 時～8 時 

講師 酒井 誠           
(伊勢市 道淨寺 住職） 

 

 

◇ 同朋会  会費 500 円 

  ８月４日（金）午後１時～３時 

講師 長澤 隆司（桑名別院輪番） 

 

 

◇ 桑名別院法話のつどい  

８月１３日（日） 午後 1 時～3 時 

講師  星川 佳信 

       （菰野町 大圓寺 住職） 

◇ 親鸞聖人御命日のつどい  
８月２８日（月） 午後 1 時～3 時 

講師   岡田 寛樹  

       （多度町 立勝寺 住職） 

◇ 晨朝法話  
毎朝 午前７時 法話 別院列座 

   （１3 日、28 日の御命日は輪番） 
 

 

 

桑名別院 本統寺 

三重県桑名市北寺町４７番地 

 

毎月第一金曜日開講。 

次回 ９月１日（金）午後 1 時～3 時  
 
 

※毎月第一日曜日開講。次回は９月３日（日）、 
    講師 山田 有維（菰野町 西覺寺 住職） 
 

 

 

法話（又は講演）のご案内 法要（お勤め）のご案内 

◇ 晨朝（おあさじ） 毎日午前７時～ 

◇ 祥月経      毎日午前９時～ 

13、28 日は午後 1 時～、又 31 日は 30 日に兼ねます。 

     また、８月のみ 14 日、15 日の祥月経を 

12 日に繰り上げさせていただきます。 

 

 

◇ お夕事          毎日午後４時～ 

◇ 御命日のお参り  

前住上人 13 日 /  親鸞聖人 28 日 

 
 

◆ 御歴代御命日  

８月１３日(日) 證如上人 第１０代 

 

 

◆ 墓地総経  

８月１３日(日) 午後１時より 

 

 

他の時間に祥月経をご希望の方、 
または年忌等、各種お参りをご希望の方は 
寺務所までお問い合わせください。 

 

前 日：午後 1 時より逮夜  
御命日：午前 7 時より晨朝、午前 9 時より日中 

 

前 日：前住上人逮夜と兼ね、午後１時より逮夜 
御命日：前住上人の御命日晨朝、日中と兼ねる 
 

 

 

 

 

 

✿ 本堂にて、境内墓地の総経をお勤め 
いたします。是非とも、お盆のお墓 
参りと合わせてお参り下さい。 

 
 

お 知 ら せ 

今後の予定 

お 詫 び 

◇ ９月 ７日(木) 午前８時３０分～（２時間程） 

    仏具のおみがき（本堂にて） 

持ち物：作業のできる服装 

◇ ９月 1２日(火) 午前９時００分～（２時間程） 

清掃奉仕活動（婦人会を中心に別院境内にて） 

◆ 別院寺務所お休みについて  
８月 11 日（金）～17 日（木）まで別院寺務手続きは

お休みさせていただきます。 ご了承ください。 

 

先月号の７月行事予定に盂蘭盆会（お盆法要）のご案

内を失念しておりましたことをお詫びいたします。 

本年は盂蘭盆会法要を７月 14 日(金)午後１時に逮夜、

15日(土)午前９時に晨朝兼日中をお勤めいたしました。 

 

◇ 秋季彼岸会について 
９月 20 日(水)～26 日(火)の期間、 

13 時より秋季彼岸会総経お勤めをいたします。 

また、20 日(水)・23 日(土)・24 日(日)は 

引き続き法話がございます。 

 

 


