
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご坊さんだより  

９ ２０２３年    

月 

 

桑名別院 本統寺 

月 

 

第
57
回  

暁
天
講
座 

 

 

福島プロジェクト ２０２３ 

 

さ
る
８
月
16
日
～
20
日
ま
で

「
福
島
の
こ
ど
も
た
ち
を
三
重
へ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
日
程
中
、
桑
名
別
院
に
も
宿
泊

し
、
そ
の
際
の
朝
食
と
夕
食
を
桑
名

別
院
婦
人
会
に
よ
っ
て
ご
用
意
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ど
う
し
て
も
お
弁
当
や
外
食
が

続
く
と
栄
養
が
偏
っ
た
り
、
塩
分
を

摂
り
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。
婦
人
会

の
愛
情
い
っ
ぱ
い
の
お
手
製
ご
飯

は
体
に
沁
み
わ
た
り
、
三
重
の
郷
土

の
味
、
家
庭
の
味 

を
皆
で
共
有
す
る 

楽
し
い
時
間
を
過 

ご
す
こ
と
が
で
き 

ま
し
た
。 

活
動
に
つ
い
て
詳
し
く
は 

 

 

 

 

 

 

さ
る
７
月
13
日
～
17
日
、
５
日
間
に
か
け

て
第
57
回
暁
天
講
座
を
開
講
い
た
し
ま
し

た
。
開
講
に
あ
た
り
、
７
月
６
日
に
は
有
志
の

方
々
に
よ
っ
て
「
仏
具
の
お
磨
き
」
を
、
11
日

に
は
桑
名
組
門
徒
会
や
婦
人
会
が
中
心
と
な

っ
て
「
清
掃
奉
仕
活
動
」
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

９
月
は
７
日
に
「
仏
具
の
お
磨

き
」
を
８
時
半
か
ら
、
12
日
に
婦

人
会
を
中
心
と
し
た
「
清
掃
奉
仕

活
動
」
を
９
時
か
ら
予
定
し
て
い

ま
す
。
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

  

暁
天
講
座
に
て
、
早
朝

よ
り
受
付
、
駐
車
整
理
等
、

準
備
運
営
に
ご
尽
力
い
た

だ
き
ま
し
た
方
々
に
は
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

暁
天
講
座
に
て
講
師
よ

り
頂
き
ま
し
た
お
話
の
内

容
（
要
約
）
に
つ
い
て
は
、

次
頁
を
ご
覧
下
さ
い
。 

 



 

  

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
失
っ
た
「
産
婆
」
と

い
う
職
。「
産
婆
」
は
地
域
に
暮
ら
す
人
々
の
繊

細
な
悩
み
の
声
に
寄
り
添
い
、
命
の
営
み
を
守

っ
て
き
た
。
そ
の
人
た
ち
の
働
き
を
現
代
社
会

に
生
き
た
も
の
と
し
た
い
。 

   

日
本
で
は
病
院
で
安
全
に
出
産
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
病
院
の
中
で
救
え
る
命
は
救
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
病
院
の
外
で
も
、
産
後
う

つ
や
育
児
放
棄
、
母
親
の
自
死
と
い
う
社
会
課

題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
孤
独
な
子
育
て
の
問

題
を
「
孤
育
て
」
と
称
し
、
助
産
師
が
病
院
外
で

も
命
に
寄
り
添
う
働
き
を
と
れ
る
よ
う
な
社
会

を
目
指
し
、
会
社
を
設
立
し
ま
し
た
。 

そ
の
一
つ
と
し
て
、
企
業
に
勤
め
る
女
性
や

家
族
、
社
会
全
体
の
健
康
を
支
援
す
る
「T

h
e
 

C
A

R
E

」
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま

す
。
女
性
の
妊
娠
・
出
産
だ
け
で
な
く
、
男
性
も

当
事
者
意
識
の
高
ま
る
世
の
中
で
、
育
児
や
育

休
の
相
談
、
ま
た
未
婚
率
の
増
加
に
伴
い
、
誰

に
相
談
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
デ
リ
ケ
ー
ト

な
悩
み
の
相
談
先
と
し
て
、
性
別
や
世
代
を
超

え
て
助
産
師
が
多
様
な
働
く
人
々
に
寄
り
添
っ

て
い
ま
す
。 

発
足
し
た
活
動
の
す
べ
て
は
、
私
自
身
の

生
い
立
ち
と
、
多
く
の
命
に
携
わ
っ
て
き
た

か
ら
こ
そ
見
え
る
現
代
社
会
の
課
題
、
そ
し

て
助
産
師
の
可
能
性
を
掛
け
算
し
て
生
ま
れ

て
い
ま
す
。 

広
く
年
齢
や
性
別
を
超
え
て
、
孤
独
に
向

か
い
合
い
た
い
。
決
し
て
新
し
い
社
会
を
作

り
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
以
前
あ
っ
た
「
産

婆
」
の
よ
う
な
、
地
域
に
根
付
い
て
、
そ
こ
に

生
き
る
人
々
の
心
身
の
健
康
に
寄
り
添
え
る

働
き
を
再
構
築
し
た
い
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
信
念
を
持
つ
私
と
、
お
寺
に

集
ま
っ
て
宗
教
を
ご
縁
と
し
て
寄
り
添
い
合

う
皆
さ
ん
と
で
、
何
か
接
点
を
感
じ
ま
す
。

「
私
だ
け
で
は
出
来
な
い
こ
と
も
、
皆
さ
ん
と

な
ら
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。」 

 

岸
畑
先
生
の
お
話
で
、
誰
か
が
誰
か
の

S
O

S

の
声
を
聴
く
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
胸
の
内
を
共
有
し

た
り
、
誰
か
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
が
「
お
寺
」
と
い
う
場
所
で
あ
る
こ
と

を
再
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

助
産
師
の
視
点
か
ら 

 
 

い
の
ち
に
寄
り
添
う
と
い
う
こ
と 

 

 

岸
畑 

聖
月 

 株
式
会
社W

ith
 M

id
w

ife C
E

O
 

助
産
師 

 

き
し
は
た  

 

み 

づ
き 

 

14 日 

桑
名
別
院
内
の
講
師
控
室
の
掛
け
軸
に
安

田
理
深
先
生
の
書
で
「
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中 

能

生
清
浄
願
往
生
心
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

し
た
。 

こ
の
言
葉
は
、
善
導
大
師
の
お
言
葉
で
す
。

「
私
た
ち
の
煩
悩
の
中
に
清
浄
な
る
往
生
を

願
う
心
が
生
じ
る
」
。
善
導
大
師
が
『
観
無
量

寿
経
』
と
い
う
経
典
を
解
釈
さ
れ
た
際
に
「
二

河
白
道
の
比
喩
」
で
信
心
の
歩
み
を
表
し
ま

し
た
。
私
た
ち
の
煩
悩
の
間
に
細
い
四
五
寸

ほ
ど
の
白
道
が
あ
る
。
お
釈
迦
様
、
阿
弥
陀
様

の
二
尊
の
呼
び
か
け
に
励
ま
さ
れ
て
、
細
い

信
心
の
道
、
白
道
を
歩
ん
で
い
く
の
が
信
心

の
歩
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
、
白

道
は
そ
ん
な
狭
い
道
な
の
か
。 

こ
こ
３０
年
間
で
「
自
己
責
任
」
と
い
う
考

え
が
一
般
化
し
た
気
が
し
ま
す
。
背
景
に
は
、

海
外
で
日
本
人
が
捕
ら
え
ら
れ
る
事
件
が
あ

っ
た
こ
と
、
ま
た
は
経
済
格
差
が
広
が
る
中

で
首
相
が
「
困
っ
た
時
は
ま
ず
は
自
分
で
頑

張
る
（
自
助
）、
そ
の
次
に
家
族
で
協
力
（
共

助
）、
最
後
に
国
の
制
度
を
（
公
助
）」
と
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
年

老
い
た
時
に
は
「
後
は
子
や
孫
に
お
ま
か
せ
」

と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
今
は
子
や

孫
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
資
金
を
準
備

し
、
お
墓
じ
ま
い
や
お
内
仏
じ
ま
い
す
る
方
を

見
か
け
ま
す
。 

「
自
分
自
身
で
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
考
え
る
自
己
責
任
の
時
代
は
、
大
き

な
不
安
の
時
代
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。 

不
安
は
「
安
心
が
な
い
」
と
書
き
ま
す
。
私

た
ち
が
離
れ
ら
れ
な
い
煩
悩
、
分
別
し
比
べ
る

心
、
好
き
嫌
い
を
作
っ
て
肩
身
を
狭
く
す
る
生

き
方
、
条
件
を
作
り
続
け
る
在
り
方
に
よ
っ
て

白
道
は
狭
い
の
で
す
。
し
か
し
、
狭
く
て
も
、

仏
様
の
知
恵
を
聞
く
力
（
聞
光
力
）、
お
念
仏
に

よ
っ
て
、
往
生
を
願
う
心
、
安
心
と
い
う
も
の

を
い
た
だ
い
て
生
き
る
道
（
白
道
）
は
あ
る
の

で
す
。
ど
ん
な
私
で
も
受
け
止
め
て
生
き
て
い

け
る
、
そ
ん
な
安
心
な
る
道
を
歩
ん
で
ほ
し
い

と
い
う
こ
と
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
こ

と
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
ひ
び
き 

 

 

 

 

13 日 

鶴
見 

晃 
つ
る
み  

あ
き
ら 

 

同
朋
大
学
教
授 



 

  
普
段
、
教
員
と
し
て
中
学
生
や
高
校
生
を
対

象
に
教
鞭
を
執
っ
て
い
ま
す
が
、
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
例
え
を
交
え
な
が
ら
で
な
い
と
興
味
を
示
さ

な
か
っ
た
り
、
素
朴
な
疑
問
を
ぶ
つ
け
て
く
る

学
生
に
日
々
鍛
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

例
え
ば
、
私
た
ち
が
手
を
合
わ
せ
、
念
仏
を

称
え
る
際
に
目
に
し
て
い
る
仏
具
ひ
と
つ
を
取

っ
て
も
、
形
あ
る
も
の
に
は
す
べ
て
意
味
が
あ

り
ま
す
。
三
具
足
で
あ
る
鶴
亀
に
は
、
一
説
に

よ
る
と
、
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
見
て
し
ま
う
自

分
を
認
め
戒
め
る
存
在
と
し
て
の
意
味
が
あ
り

ま
す
。 

   
 

 

  

～
無
明
の
闇
を
破
す
る
教
え
～ 

（
右
記
の
と
お
り
題
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
を
基

に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。） 

仏
法
と
出
遇
う
こ
と
の
意
味
や
、
親
鸞
聖
人

よ
り
い
た
だ
い
て
い
る
善
悪
の
教
え
に
対
し
、

改
め
て
私
た
ち
が
ど
う
生
き
て
、
ど
う
在
る
か

を
見
つ
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
「
あ

な
た
の
最
期
の
言
葉
は
何
？
」
と
問
い
か
け
ら

れ
た
時
、
自
分
が
亡
く
な
る
時
の
最
期
の
言

葉
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

 

自
分
の
こ
だ
わ
り
に
ば
か
り
気
を
取
ら
れ

て
い
る
と
、
本
当
に
大
事
な
こ
と
と
、
そ
う
で

な
い
こ
と
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
う
。
自

分
の
在
り
方
に
絶
望
す
る
こ
と
も
あ
る
私
た

ち
で
す
が
、「
善
導
独
明
仏
正
意
」
と
い
う
叫

び
を
た
だ
ひ
と
つ
の
光
と
し
た
時
、
絶
望
を

感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
に
希
望

を
見
い
だ
せ
る
の
で
す
。 

       

 

人
生
に
お
い
て
は
、
後
悔
し
て
も
消
し
ゴ

ム
が
無
く
、
で
き
る
こ
と
は
ま
ず
立
ち
止
ま

る
こ
と
で
す
。
自
己
に
振
り
回
さ
れ
そ
う
に

な
っ
た
時
に
、
必
ず
一
度
立
ち
止
ま
る
こ
と

の
で
き
る
教
え
が
あ
り
、
そ
れ
が
お
念
仏
で

す
。 

 

「
教
え
を
き
ち
ん
と
聞
い
て
、
自
分
を
問
題

に
す
る
。
そ
し
て
、
問
い
得
た
自
分
を
安
心
し

て
開
い
て
い
く
」
問
い
を
も
つ
こ
と
に
大
切

な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ど
こ
か
で
手
を

抜
く
と
、
人
間
関
係
が
ざ
ら
つ
く
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

「
大
切
な
人
と
の
お
別
れ
は
、
終
わ
り
で
は

な
く
始
ま
り
で
す
」
３０
年
前
の
桑
名
別
院
輪

番
の
挨
拶
を
未
だ
に
思
い
出
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
お
別
れ
を
通
し
て
、
仏
様
の
お
声
を
聴

か
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
し
て
、
お
浄
土
と
の
繋

が
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

     
 

お
浄
土
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
一
等
で
す
。

二
等
や
三
等
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
が
で
き

る
か
ら
尊
い
の
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の

存
在
自
体
が
尊
い
の
で
す
。
光
明
と
い
う
お

浄
土
の
働
き
は
、
人
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た

こ
と
、
生
き
て
い
る
意
味
を
見
失
わ
な
い
よ

う
、
私
た
ち
を
い
つ
だ
っ
て
照
ら
し
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
念
仏
申
す
こ
と
で

立
ち
止
ま
り
確
認
で
き
る
の
で
す
。 

親
鸞
聖
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
『
正
信
偈
』

に
は
、「
光
」
と
い
う
漢
字
が
た
く
さ
ん
出
て

き
ま
す
。「
普
放
無
量
無
邊
光
」
と
は
、
分
け

隔
て
な
い
光
が
私
を
私
と
し
て
照
ら
す
と
い

う
こ
と
で
す
。
人
は
ど
う
し
て
も
、
人
を
選
ん

で
し
ま
い
ま
す
が
、
阿
弥
陀
様
は
人
を
選
び

ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
様
そ
の
も
の
が
光
で
あ
り
、

こ
こ
に
居
て
い
い
と
居
場
所
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
悪
い
こ
と
を
し
た
時
の
反
省

は
で
き
て
も
、
善
意
で
や
っ
た
こ
と
の
反
省

は
で
き
な
い
も
の
で
す
。 

 

戦
争
が
ま
さ
に
そ
う
だ
と
言
え
ま
す
。
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
も
同
じ
で
す
。
時
に
、
正
し
さ
は

暴
走
し
、
立
ち
止
ま
れ
な
く
な
る
。
人
間
の
進

歩
・
発
展
の
中
で
判
定
や
評
価
さ
れ
、
悪
戦
苦

闘
し
悩
む
私
た
ち
に
も
い
つ
だ
っ
て
光
は
あ

り
ま
す
。 

      

『
阿
弥
陀
経
』
に
出
て
く
る
周
利
槃
特
と

い
う
方
は
大
変
物
覚
え
の
苦
手
な
方
で
し

た
。
周
り
の
人
間
や
、
実
の
兄
に
ま
で
愚
か
だ

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
周
利
槃
特
は
、
自
分

は
愚
か
だ
が
、
掃
除
な
ら
で
き
る
と
、
掃
除
で

は
誰
よ
り
心
を
込
め
て
磨
き
上
げ
る
方
で
し

た
。
あ
る
時
お
釈
迦
様
が
、「
自
分
を
愚
か
だ

と
知
っ
て
い
る
人
は
、
愚
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
、
周
利
槃
特
は

「
自
分
も
こ
こ
に
居
て
い
い
ん
だ
」
と
受
け

止
め
る
こ
と
が
で
き
、「
光
」
に
照
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
で
す
。 

 

乾 

文
雄 

聞 も
ん

・
問 も

ん

・
開 か

い 

 

い
ぬ
い 

 

ふ
み 

お 

 
 
滋
賀
県
湖
南
市 

正
念
寺 

住
職 

大
谷
中
学
・
高
等
学
校 

講
師 

日 15 

 

 

お
の
お
の
み
な
一
等
な
り 

 
 

～
浄
土
に
照
ら
さ
れ
て
～ 

 

 

 

16 

 

日 

荒
山 

信 

あ
ら
や
ま 

 

ま
こ
と 

 

名
古
屋
市
昭
和
区 

惠
林
寺 

住
職 



 

  

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

③ 

さ
る
６
月
25
日
に
行
わ
れ
た
「
第
42
回 

真

宗
公
開
講
座
」
に
つ
い
て
、
講
演
の
内
容
を
連

載
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
前
号
で
は
仏
教
や
浄

土
に
つ
い
て
触
る
中
で
、「
皆
が
大
事
だ
と
確

認
し
合
っ
て
き
た
経
典
か
ら
、
私
た
ち
は
何
を

学
ぶ
か
」
と
い
う
課
題
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
そ
の
課
題
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 

浄
土
と
い
う
も
の
を
説
く
経
典
が
生
ま
れ

ま
す
が
、
浄
土
が
本
当
に
あ
る
か
ど
う
か
に

限
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
も
ら
う
事
に

よ
っ
て
何
か
を
感
じ
て
も
ら
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
お
釈
迦
様
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
の
ご

く
一
部
だ
け
で
も
受
け
取
っ
て
も
ら
っ
て
、

皆
さ
ん
が
生
き
る
こ
と
に
反
映
さ
せ
て
も
ら

う
。
そ
れ
が
経
典
の
生
ま
れ
て
き
た
訳
で
す
。 

石
川
県
野
々
市
市 

常
讃
寺 

住
職 

 

藤
場 

俊
基 

外
科
の
看
護
師
と
し
て
医
療
現
場
に
携

わ
り
、
医
療
と
は
対
極
に
あ
る
と
も
い
え
る

自
然
死
を
誰
よ
り
も
近
し
い
存
在
で
あ
る

夫
で
経
験
し
、
僧
侶
と
し
て
活
動
を
は
じ
め

ま
し
た
。
現
在
、
非
営
利
団
体
の
代
表
と
し

て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
専
門
に
活
動

し
て
い
ま
す
。 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
は
、
心
の
深
い

と
こ
ろ
に
あ
る
悩
み
や
不
安
の
声
に
何
度

も
耳
を
傾
け
、
聞
く
こ
と
で
そ
の
人
の
痛
み

に
寄
り
添
い
緩
和
す
る
ケ
ア
の
方
法
で
す
。 

 
 

こ
れ
ら
の
仕
事
を
通
し
、
生
き
る
こ
と
死

ぬ
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
二
つ

あ
り
ま
す
。 

     

ひ
と
つ
は
、
外
科
の
看
護
師
時
代
、
数
々

の
生
命
の
不
思
議
を
目
の
当
た
り
に
し
て

「
死
ぬ
と
き
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
こ
と
。
そ
の
た
め
、
誰
も
経

験
し
た
こ
と
が
な
い
死
に
対
し
て
不
安
や

焦
り
は
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
確
実
に
死
ね

る
の
で
思
い
悩
む
必
要
は
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
。
ま
た
、
他
人
の
死
に
方
に
意
味
を
つ

け
、
評
価
し
よ
う
と
す
る
悪
い
癖
が
私
た
ち

に
あ
る
。
と
気
づ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
終
活

と
題
し
て
自
分
の
死
に
方
ま
で
決
め
す
ぎ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
流
動
的
に
最

期
を
迎
え
る
こ
と
で
、
自
分
や
周
り
を
否
定

せ
ず
逝
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

          

ふ
た
つ
め
は
、
「
死
ん
で
終
わ
り
で
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
。
人
は
亡
く
な
っ
て
か
ら

他
人
の
心
の
中
で
存
在
が
大
き
く
な
り
ま

す
。
生
き
て
半
分
、
他
人
の
心
の
中
に
残
っ

て
半
分
だ
と
感
じ
ま
す
。 

医
療
用
語
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ペ
イ
ン

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
潜
在
意
識
の
中

の
漠
然
と
し
た
死
の
恐
怖
や
、
生
き
る
こ
と

へ
の
不
安
を
自
身
で
確
認
し
て
し
ま
っ
た

と
き
、
誰
か
に
話
さ
ず
一
人
で
抱
え
る
こ
と

は
大
変
苦
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
を
他
人
に
話
す
と
話
を
受
け
た
方
も
つ

ら
く
な
り
ま
す
。 

 
 

介
護
や
看
護
、
育
児
で
も
自
分
以
外
の
人

の
ケ
ア
を
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
そ
の
人
も

ケ
ア
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
互
い

に
声
を
か
け
あ
っ
て
、
話
を
聞
く
こ
と
が
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
な
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。 ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
を
す
る
上
で
大
事

な
こ
と
は
、
必
ず
話
を
聞
き
流
す
こ
と
で
す
。

そ
し
て
悩
み
に
対
し
、
方
法
論
で
返
答
し
な

い
。
人
は
必
ず
時
が
来
れ
ば
死
ぬ
こ
と
、
死
ん

で
終
わ
り
で
は
な
く
残
さ
れ
た
人
の
中
で
存

在
が
大
き
く
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と

を
今
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

死
に
対
し
、
ゆ
っ
く
り
と
流
動
的
な
感
覚

を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
を
大
事

に
生
き
て
い
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
自
分
の

軸
の
よ
う
な
も
の
を
見
つ
け
、
信
じ
る
も
の

が
あ
る
人
も
、
穏
や
か
に
強
く
生
き
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

 

 

17 

 

日 

玉
置 

妙
憂 

た
ま
お
き  

み
ょ
う
ゆ
う 

 僧
侶
・
看
護
師
・
看
護
教
員 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
師
・
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー 

生
き
方
、
逝
き
方
を
問
う 

～
い
の
ち
の
終
焉
の
現
場
か
ら
～ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ
こ
で
、
ま
ず
ひ
と
つ
考
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
こ
と
が
、
仏
の
道
を
求
め
る
に
あ
た
り
、

王
様
の
ま
ま
で
は
出
来
な
い
事
が
あ
る
と
い

う
事
に
気
が
付
い
た
こ
と
で
す
。
失
敗
す
る
た

め
に
生
き
て
い
る
人
は
い
な
い
は
ず
な
の
で
、

誰
も
が
「
人
生
の
成
功
」
を
目
指
し
て
生
き
て

き
た
で
し
ょ
う
。
成
功
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
王

様
は
頂
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
で
は
、

社
長
に
な
り
た
い
。
商
売
を
成
功
さ
せ
た
い
。

ス
ポ
ー
ツ
で
あ
れ
ば
、
優
勝
し
た
い
。
賞
を
獲

り
た
い
な
ど
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

目
指
す
の
は
常
に
上
で
す
。 

          

で
は
一
体
、
王
様
に
は
何
が
出
来
な
い
の

か
。
そ
こ
に
仏
教
と
い
う
も
の
を
考
え
る
大
き

な
手
掛
か
り
が
あ
り
ま
す
。
王
様
に
な
っ
て
も

解
決
し
な
い
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
ま
す
。 

お
釈
迦
様
も
元
は
王
子
様
で
、
29
歳
の
頃

に
色
々
な
事
が
あ
っ
て
出
家
し
ま
し
た
。
出
家

を
逆
に
読
む
と
家
出
で
す
。
何
の
あ
て
も
な

 

浄
土
を
説
く
経
典
は
、
主
人
公
で
あ
る
法
蔵

菩
薩
が
、
浄
土
と
い
う
の
を
考
え
、
こ
れ
を
な

ん
と
か
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た

物
語
で
す
。
そ
の
事
自
体
は
法
蔵
菩
薩
の
物
語

を
考
え
た
人
が
考
え
た
訳
で
す
が
、
色
々
と
難

し
い
勉
強
を
し
て
も
成
功
し
な
か
っ
た
人
が

沢
山
い
た
中
で
、
誰
で
も
簡
単
に
仏
に
な
れ
る

方
法
は
な
い
か
と
考
え
、
ま
た
皆
に
わ
か
る
よ

う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
た
の
で
す
。 

 

法
蔵
菩
薩
は
菩
薩
と
な
る
前
は
王
様
で
し

た
。
そ
し
て
、『
正
信
偈
』
の
「
在
世
自
在
王
佛

所
」
の
部
分
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
世
自
在

王
仏
の
と
こ
ろ
で
世
自
在
王
仏
に
出
遇
い
、
説

法
を
聞
い
た
と
き
、
王
様
を
辞
め
た
く
な
っ
た

の
で
す
。
王
様
の
仕
事
が
嫌
だ
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
っ
と
大
事
な
こ
と
を
し
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
、
王
様
を
辞
め
て
、
道

を
求
め
る
人
と
な
り
、
名
前
も
法
蔵
と
変
え

た
。
こ
れ
が
物
語
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。 

く
、
家
を
離
れ
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま
い
れ
ば
王

様
に
な
れ
た
も
の
の
、
王
子
様
の
身
分
を
辞

め
、
な
ぜ
出
家
し
た
の
か
。
法
蔵
菩
薩
は
王
様

に
な
っ
て
か
ら
辞
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

王
様
に
な
っ
て
い
て
も
結
局
辞
め
て
い
た
だ

ろ
う
と
い
う
お
釈
迦
様
の
未
来
を
表
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
説
法
は
、
お
釈

迦
様
が
出
家
し
た
時
に
こ
う
い
う
事
が
聞
き

た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
分
か
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
『
大
経
』
の
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

  

「
生
ま
れ
て
き
た
苦
し
み
、
年
老
い
る
苦

し
み
、
病
気
に
な
る
苦
し
み
、
死
ん
で
し
ま
う

苦
し
み
」
は
王
様
に
な
っ
て
も
解
決
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
四
苦
（
生
老
病
死
）
の
中
で
、
生

ま
れ
た
苦
し
み
（
生
苦
）
は
ど
う
考
え
て
い
い

か
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、「
こ
ん
な

生
ま
れ
方
し
た
く
な
か
っ
た
。」
と
い
う
こ
と

が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
頑
固
な
親
の
下
、
貧

乏
な
家
、
仲
の
悪
い
両
親
の
と
こ
ろ
に
生
ま
れ

た
く
な
か
っ
た
、
私
達
の
仲
間
の
内
で
は
、
お

寺
に
生
ま
れ
た
く
な
か
っ
た
と
い
う
者
も
い

ま
す
。
生
ま
れ
た
時
に
与
え
ら
れ
た
条
件
に
承

服
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
考
え
る
と
、「
生
苦
」
と
い
う
も
の
の
意
味
が

掴
め
る
気
が
し
ま
す
。 

 

ま
た
、「
四
苦
八
苦
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ

う
に
、
さ
ら
に
四
つ
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
愛
別
離
苦
（
あ
い
べ
つ
り
く
）」 

 愛
す
る
も
の
と
別
れ
な
い
と
い
け
な
い
苦
し

み
で
す
。
お
葬
式
だ
け
で
な
く
、
好
き
な
者
同

士
が
一
緒
に
い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
沢
山

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
逆
が
次
の
苦
し
み
で
、 

 

「
怨
憎
会
苦
（
お
ん
ぞ
う
え
く
）」 

 嫌
な
人
の
そ
ば
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
、
憎
し
み

合
う
者
同
士
が
一
緒
に
い
な
い
と
い
け
な
い

と
い
う
苦
し
み
で
す
。 

 

次
に
「
求
不
得
苦
（
ぐ
ふ
と
っ
く
）」 

 求
め
る
物
事
が
手
に
入
ら
な
い
苦
し
み
で
す
。

L
G

B
T

の
中
で
起
こ
る
問
題
や
、
結
婚
し
た
い

の
に
相
手
が
い
な
い
こ
と
な
ど
で
す
。 

  

最
後
は
「
五
蘊
盛
苦
（
ご
う
ん
じ
ょ
う
く
）」 

 

こ
の
苦
し
み
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
人
間
の

知
性
が
優
れ
、
感
覚
が
鋭
く
な
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
先
を
考
え
て
心
配
す
る
苦
し
み
で
す
。 

 

王
様
で
も
解
決
で
き
な
い
こ
と 

 

「
浄
土
」
を
説
く 

経
典
の
は
じ
ま
り 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ
し
て
、
自
分
が
仏
に
な
る
と
同
時
に
、

誰
も
が
簡
単
に
仏
に
な
れ
る
。
と
い
う
よ

り
は
な
る
、
な
ろ
う
と
す
る
道
が
は
っ
き

り
す
る
こ
と
が
一
番
良
い
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
を
、
み
ん
な
が
同
じ
よ
う
に
思
い
立

っ
て
く
れ
た
ら
良
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が

難
し
い
と
考
え
て
い
っ
た
結
果
が
浄
土
で

す
。
そ
こ
に
行
き
さ
え
す
れ
ば
必
ず
皆
を

仏
様
に
す
る
と
い
う
「
成
仏
」
を
浄
土
の
中

に
納
め
ま
し
た
。
こ
こ
に
行
き
さ
え
す
れ

ば
良
い
、
そ
う
い
う
世
界
を
用
意
し
て
待

っ
て
い
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
す
。 

  
   

私
た
ち
は
浄
土
＝
阿
弥
陀
様
の
世
界
だ

と
聞
き
ま
す
が
、
浄
土
は
元
々
仏
様
の
国

全
部
を
表
し
ま
す
。
他
の
仏
様
は
、
自
分
が

ど
う
い
う
具
合
に
な
る
か
を
大
事
に
す
る

の
で
す
が
、
そ
こ
が
ど
う
い
う
場
所
に
な

っ
て
ほ
し
い
か
と
い
う
国
土
の
こ
と
は
あ

ま
り
真
剣
に
考
え
て
い
な
い
。
浄
土
の
こ

と
、
自
分
の
国
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を

一
番
大
事
に
考
え
ら
れ
た
の
が
阿
弥
陀
様

だ
け
で
し
た
。
個
で
は
な
く
場
所
を
大
事

に
し
た
。
な
に
か
に
成
る
の
は
一
人
で
す  

以
上
の
八
つ
の
苦
し
み
は
、
国
王
で
も

根
本
的
な
解
決
が
出
来
な
い
の
で
す
。 

国
王
は
誰
で
も
代
わ
り
が
い
ま
す
が
、

こ
の
八
苦
の
問
題
は
気
が
付
い
た
者
が
向

き
合
う
し
か
な
く
、
仏
の
説
法
を
聞
い
た

時
、
仏
の
よ
う
に
な
る
こ
と
し
か
解
決
出

来
な
い
事
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
が
出
発
点

で
す
。
そ
し
て
、
悟
り
を
開
い
て
仏
に
な
っ

て
何
を
し
た
い
か
と
い
う
と
、
あ
ら
ゆ
る

人
々
の
迷
い
や
苦
し
み
を
根
本
的
に
解
決

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
根
本
的

・

・

・

に
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
喧
嘩
を
仲

裁
し
て
も
、
ま
た
喧
嘩
し
た
り
、
他
の
人
と

喧
嘩
す
る
事
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ

ひ
と
つ
を
解
決
す
る
モ
グ
ラ
叩
き
な
ら
王

様
に
も
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
根
本
的
に
解
決
す
る
と
な
る
と
仏
に

な
る
し
か
な
い
と
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
発
願
で
す
。 

が
、
行
く
と
な
れ
ば
皆
で
一
緒
に
行
け
る
の
で

す
。
場
所
を
用
意
し
て
そ
こ
に
行
く
と
い
う
考

え
方
で
、
仏
教
を
考
え
て
い
か
れ
た
。
誰
で
も
仏

に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
誰
で
も
行
け
る
国

土
を
用
意
し
て
、
そ
こ
で
仏
に
な
り
ま
し
ょ
う

と
い
う
発
想
に
変
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
「
往

く
、
そ
こ
で
生
ま
れ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、「
成
仏
」
と
い
う
こ
と
を
「
往
生
」

と
い
う
こ
と
に
横
滑
り
さ
せ
た
の
で
す
。 

          

浄
土
と
い
う
の
は
四
十
八
の
願
い
で
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
四
十
八
願
と
い
う
の
は
、
お
釈

迦
様
が
も
し
理
想
の
世
界
を
作
る
と
す
れ
ば
、

き
っ
と
こ
う
考
え
た
に
違
い
な
い
と
説
法
し
た

人
が
考
え
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
問
題
は
ど
う
や
っ
て
、
ぼ
や
っ
と
生

き
て
い
る
凡
夫
の
私
た
ち
に
浄
土
を
知
ら
せ
る

か
で
す
。
こ
れ
が
一
番
難
し
い
。
そ
こ
で
ま
ず
名

前
を
宣
伝
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
効
果
と
一
緒
で
聞
き
覚
え
が

生
ま
れ
ま
す
。
諸
仏
に
、
皆
が
羨
ま
し
く
な

る
よ
う
に
私
の
名
前
を
呼
ん
で
い
て
ほ
し

い
と
願
っ
た
、
こ
れ
が
四
十
八
願
の
十
七
番

目
の
願
い
で
す
。
頼
ん
だ
法
蔵
菩
薩
は
物
語

の
存
在
で
す
が
、
諸
仏
は
法
蔵
菩
薩
の
気
持

ち
が
分
か
る
の
で
、
阿
弥
陀
如
来
に
南
無
と

敬
称
を
つ
け
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
呼
び

始
め
た
。
そ
し
て
、
賛
同
し
て
も
ら
う
内
に

菩
薩
で
は
な
く
如
来
の
名
前
が
広
ま
っ
た
。

こ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の
考
え
方
に
賛
成
す
る

「
し
る
し
」
と
な
り
、
本
人
が
気
付
い
て
い

な
く
て
も
、
周
り
の
人
が
そ
の
「
し
る
し
」

に
気
付
い
て
い
れ
ば
良
い
、
い
わ
ば
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
は
法
蔵
菩
薩
の
願
い
が
そ
の
人

に
届
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
す
。 

 
 

 
 

 
 

（
次
号
に
続
く
） 

 

「
浄
土
」
に
往
く 

そ
こ
で
生
ま
れ
る 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ご
案
内 

「
秋
季
彼
岸
会
」
を
左
記
の
日
程
で
お
勤
め
し
ま
す
。 

私
た
ち
が
生
き
る
迷
い
の
世
界
を
「
此
岸
」
と
言
い
、
迷
い
の
世
界
を
超

え
た
覚
り
の
世
界
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
「
彼
岸
」
と
言
い
ま
す
。 

浄
土
に
還
っ
て
い
か
れ
た
「
亡
き
方
々
」
は
、
諸
仏
と
な
っ
て
、「
彼
岸
」

か
ら
「
此
岸
」
に
生
き
る
私
た
ち
の
在
り
方
を
照
ら
し
、
問
い
か
け
、
覚
り

の
世
界
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。「
彼
岸
会
」
は
、
阿
弥
陀
仏
の
恩
徳

や
諸
仏
（
亡
き
人
）
の
願
い
に
出
遇
い
、
自
分
自
身
の
生
活
を
振
り
返
る
大

切
な
仏
事
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

 

 

さ
る
７
月
15

日
、
作
家
の
高
史
明
氏
（
コ
・

サ
ミ
ョ
ン
、
本
名
：
金
天
三
〈
キ
ム
・
チ
ョ
ン

サ
ム
〉
）
が
神
奈
川
県
大
磯
町
の
自
宅
に
て
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
91

歳
で
し
た
。 

 

高
史
明
氏
は
１
９
３
２
年
、
山
口
県
下
関
市

に
在
日
朝
鮮
人
二
世
と
し
て
生
ま
れ
、
３
歳
に

し
て
母
と
死
別
し
、
様
々
な
職
を
転
々
と
し
ま

す
。
そ
し
て
、
１
９
７
１
年
、
小
説
家
と
し
て

デ
ビ
ュ
ー
さ
れ
ま
し
た
。
７
５
年
に
発
表
し
た

在
日
朝
鮮
人
と
し
て
の
生
い
立
ち
を
つ
づ
っ

た
自
伝
『
生
き
る
こ
と
の
意
味
』
に
て
数
々
の

賞
を
受
賞
し
ま
す
が
、
そ
の
年
、
一
人
息
子
の

岡
真
史
さ
ん
が
12

歳
で
自
死
を
遂
げ
ま
す
。

息
子
の
遺
稿
詩
集
『
ぼ
く
は
12

歳
』
を
妻
の
岡

百
合
子
さ
ん
（
作
家
）
と
共
に
刊
行
し
、
注
目

を
集
め
ま
す
。
そ
の
後
、
親
鸞
聖
人
の
『
歎
異
抄
』
の
教
え

と
出
遇
い
、
仏
教
研
究
者
と
な
り
、
数
々
の
著
書
を
残
さ
れ
、

各
地
で
講
話
活
動
を
さ
れ
ま
し
た
。 

 

桑
名
別
院
暁
天
講
座
に
お
い
て
、
左
記
の
通
り
連
続
で
ご

出
講
い
た
だ
き
、
講
座
の
顔
を
担
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ご
生
前
の
ご
功
績
を
偲
び
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。 

回 年度 講 題 

11 1976 人間、その未来への問い 
21 1986 いのちを見つめて―親鸞聖人に学ぶ― 
26 1991 君は空の笑顔 
27 1992 無懴無愧のこの身にて 
28 1993 暗闇のどん底から 

29 1994 暗闇のどん底から光を仰ぐ 

30 1995 ただ念仏のみぞまこと 

31 1996 
暗闇のどん底に立って 

真実の光を求める 
32 1997 深きいのちに生かされて 
33 1999 親鸞は父母の教養のためとて 

34 2000 人間、その生と死と真実の喜び 

35 2001 現代の生と死を考える 
36 2002 往く人に聞き、還る人に学ぶ―死に学ぶ生の真実―  
37 2003 二河白道を往く 

38 2004 
念仏は行者のために非行非善なり  

ー真のいのちと知恵を目指して・・私とは何か― 

39 2005 世の中安穏なれ 
40 2006 世の中安穏なれ―真実の平和を求めて― 
41 2007 世の中安穏なれ―いま、仏の願いを聞く― 
42 2008 生きる―人間とは何か― 
43 2009 三願転入－いま深く真実を見つめる― 

44 2010 
如来誓願の薬は、よく知遇の毒を滅する 

―現代の危機の根っこを抉るー  

45 2011 
「天変地異」と見てよい異常が続く。 
―如来誓願の智慧を深く生き抜きたいー 

46 2012 
「三願転入」真実は地獄のただ中

から出現してくる 
47 2013 恒久平和を念じて「阿闍世に合掌」 
48 2014 無根の信なり 

 

高 史明【暁天講座 ご講演歴】 

 

第 18 回 真宗公開講座にて 高 史明(1999 年) 

 

 

講題「真実のいのちを生きる-人間とは何か-」 

 

謹
ん
で
追
悼
の
意
を
表
し
ま
す 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

◇ 人生講座   会費 500 円 

  ９月３日（日）   午前 7 時～8 時 

講師 山田 有維           
(菰野町 西覺寺 住職） 

 

 

 

◇ 同朋会  会費 500 円 

  ９月１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  
９月１３日（水） 午後 1 時～3 時 

講師  渡邉 憲明 

       （桑名市 圓授寺 住職） 

◇ 親鸞聖人御命日のつどい  

９月２８日（木） 午後 1 時～3 時 

講師   西藤 孟志  

       （桑名市 慈航寺 衆徒） 

 

◇ 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。 

※ 諸事情により来月は第一木曜日となります 
 

次回 １０月５日（木）午後 1時～3時  
 
 

※毎月第一日曜日開講。次回は１０月１日（日）、 
    講師 髙木 彩（四日市市 信光寺 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。 

     

 

 

 

◇ 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 

 

 

◆ 秋季彼岸会  

９月２０日(水) 午前９時初日中、午後１時 総経 

       勤行後 法話 講師 池田 徹 

２１日(木)                 午後１時 総経 

２２日(金)                午後１時 総経 

２３日(土) 午前９時中日中、午後１時 総経 

勤行後 法話 講師 中川 和子 

２４日(日)                午後１時 総経 

勤行後 法話 講師 大橋 宏雄 

２５日(月)                  午後１時 総経 

２６日(火) 午前９時結願日中、午後１時 総経 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

✿ 詳しくは本紙の７頁をご覧ください。 
 

お 知 ら せ 

◇ 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） 

 

 

  


