
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ご坊さんだより  

10 ２０２３年    

月 

 

桑名別院 本統寺 

月 

 

さ
る
９
月
15
日
に
「
婦
人

会
報
恩
講
」
を
お
勤
め
い
た

し
ま
し
た
。 

 

お
勤
め
の
後
、
婦
人
会
長

の
伊
藤
た
ね
子
さ
ん
は
、

日
々
の
清
掃
奉
仕
活
動
の
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
婦
人
会
が

継
続
し
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
感
慨
深
い
こ
と
だ
と
し
、

小
さ
な
積
み
重
ね
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
一
番
大
切
な
婦

人
会
の
仕
事
は
「
掃
除
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
の
で
は
な
い

か
な
と
確
か
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
人
で
も
多
く
の
方
が

お
寺
に
参
る
機
会
と
な
れ
る
よ
う
、
細
々
で
も
婦
人
会
の
活
動

は
続
け
た
い
と
語
ら
れ
ま
し
た
。 

 

引
き
続
き
、
輪
番
に
よ
る
挨
拶
で

は
日
々
の
婦
人
会
活
動
に
よ
っ
て
別

院
が
護
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し

 
 

彼
岸
会
に
向
け
て 

仏
具
の
お
磨
き 

彼
岸
会
に
向
け
て 

清
掃
奉
仕 

彼
岸
会
に
向
け
て 

前
日
準
備 

て
感
謝
が
述
べ
ら
れ
、
法
話
で
は
各

地
の
報
恩
講
の
勤
め
方
の
違
い
に

つ
い
て
紹
介
、
そ
の
中
で
も
全
国
的

に
日
程
縮
小
の
傾
向
が
起
き
て
い

る
こ
と
を
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
の
御
文
か
ら
も
改
め
て
、

報
恩
講
を
勤
め
る
意
味
を
確
か
め
合
い
ま
し
た
。
桑
名
別
院
の
報
恩

講
（
12
月
20
日
か
ら
23
日
）
に
向
け
て
も
全
員
で
準
備
し
、
お
迎

え
で
き
ま
す
よ
う
、
お
力
添
え
の
程
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

 

 

サッシや柱を隅々まで… 

境内の砂埃もあり、 

雑巾は真っ黒です 

 

 

  

本堂内の畳(80枚)を丁寧に拭く 

  

幕
や
仏
旗
の
点
検 

ほ
つ
れ
た
部
分
を 

し
っ
か
り
直
し
ま
す 

 

 

紋が綺麗に見えるように

皆で何度も確認して 

微調整を繰り返します 

 

 
鶴亀などの大きな仏具

から、ひとつひとつ解

体してできた小さな仏

具まで、念入りにお磨

きいたしました。 

9/7 9/12 9/19 法要の際に準備する 

仏旗の色には仏様の 

教えが込められています 



 

 

 

  

 

と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
「
名
前
だ
け
で
は
ち

ょ
っ
と
心
配
だ
」
と
、
何
か
も
っ
と
確
か
な
も

の
を
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
、
自
分

で
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
気
持
ち
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ

が
人
間
の
煩
悩
な
の
で
す
か
ら
。 

    

 

お
釈
迦
様
は
、
誰
で
も
同
じ
よ
う
に
仏
に
な

れ
る
道
を
歩
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
た
は
ず
な

の
で
す
。
お
釈
迦
様
の
生
き
方
で
一
番
見
習
わ

な
い
と
い
け
な
い
の
は
、「
誰
に
も
分
け
隔
て

し
な
か
っ
た
人
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ

が
大
原
則
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
承
知
の
よ
う
に
イ
ン
ド
は
と
て
も
厳
し

い
身
分
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
皆
か
ら
貶
め
ら

れ
、
蔑
ま
れ
た
人
達
に
対
し
て
釈
尊
も
同
じ
よ

う
に
蔑
ん
だ
接
し
方
を
し
た
だ
ろ
う
か
。
私

は
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
誰
に

対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
声
を
か
け
、
挨
拶
を

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
お
水
を
い
た
だ
い
て
飲

ん
だ
で
し
ょ
う
。 

実
は
お
布
施
す
る
側
に
と
っ
て
も
物
凄
く

勇
気
の
い
る
事
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
だ
っ
て
、

そ
ん
な
も
の
要
る
か
と
断
ら
れ
た
ら
悲
し
い

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
を
出
し
て
受
け
取
っ

て
も
ら
え
る
か
、
そ
う
い
う
勇
気
が
出
る
ま
で

ど
れ
ほ
ど
の
思
い
が
あ
っ
た
か
。
な
ぜ
な
ら
普

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

④ 

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
法
蔵
菩
薩

の
願
い
に
つ
い
て
触
る
中
で
、
そ
の
願
い
が
届

い
た
こ
と
を
念
仏
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

さ
い
ご
に
、
私
た
ち
の
問
題
や
念
仏
に
つ
い

て
、
改
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
第
42

回 

真
宗
公
開
講
座 

私
に
は
幼
い
孫
が
お
り
ま
す
。
そ
の
子
自

身
は
何
も
思
っ
て
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
わ

け
も
わ
か
ら
ず
カ
タ
コ
ト
で
お
参
り
を
し
て

い
ま
す
。
親
達
が
し
て
い
る
事
を
真
似
し
て

い
る
だ
け
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
事
に
ほ
と
ん

ど
の
人
は
意
味
が
な
い
と
思
う
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
普
通
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
子
に
と
っ

て
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
す
が
、
そ
の
子
の

お
参
り
を
す
る
姿
に
よ
っ
て
、
周
り
は
と
て

も
喜
ば
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
。 

石
川
県
野
々
市
市 

常
讃
寺 

住
職 

 
藤
場 
俊
基 

実
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
私
達
は
全
く
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
往
生
で
き
る

か
助
か
る
か
、
そ
の
事
に
し
か
関
心
が
な
い
。

多
く
の
人
が
、
信
心
を
い
た
だ
け
て
い
る
か
ど

う
か
と
い
う
関
心
ば
か
り
な
の
で
す
。
周
り
の

人
間
の
こ
と
な
ど
一
切
気
に
せ
ず
、
人
に
向
か

っ
て
、「
訳
も
わ
か
ら
ず
念
仏
し
て
も
ア
カ
ン
」

と
言
っ
た
り
、
「
私
は
訳
が
分
か
っ
と
る
か
ら

往
生
で
き
る
け
ど
、
お
前
さ
ん
達
は
ま
だ
怪
し

い
」
と
分
け
隔
て
を
し
て
し
ま
う
。 

       

法
蔵
菩
薩
は
、
な
る
べ
く
ど
の
よ
う
な
人
で

も
往
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
根
本
に
考
え

た
。
そ
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
皆
に
知
ら
せ

て
欲
し
い
と
い
う
願
い
か
ら
、
誰
で
も
簡
単
に

往
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
始
ま
っ
た
。
と
に

か
く
名
前
を
広
め
て
欲
し
い
と
・
・
・
。 

       

お
釈
迦
様
の 

生
き
方
に
学
ぶ 

秋
季
彼
岸
会
法
要 

 

 
  

 

 

さ
る
９
月
20
か
ら
26
日
ま
で
秋
の
彼
岸

会
法
要
、
並
び
に
須
弥
壇
収
骨
者
追
弔
会
を

お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。 

 

毎
年
、
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い

う
気
候
の
変
わ
り
目
の
中
で
の
法
要
で
あ

り
ま
す
が
、
今
年
の
堂
内
は
ま
だ
ま
だ
汗
の

流
れ
る
暑
さ
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
。 

７
日
間
、
合
わ
せ
て
三
百
名
以
上
の
方
々

と
共
に
「
亡
き
人
の
願
い
に
出
遇
う
法
要
」

と
し
て
、
彼
岸
会
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。 

内
３
日
間
の
講
師
の
法
話
に
つ
き
ま
し

て
は
、
次
号
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

け
者
に
し
な
い
、
と
い
う
の
は
常
識
的
な
発

想
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
仏
教
の
特
色
が
あ
る
の
で

す
が
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
う
く
ら
い
で
」

と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
私
達
の
発
想
な
の
で

す
。
意
味
が
な
い
と
考
え
て
し
ま
う
の
は
人

間
の
発
想
で
し
ょ
う
。 

そ
う
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
ま
で
、
随
分

時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
今
は
「
一
緒
に
お

念
仏
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
を
何
の
わ

だ
か
ま
り
も
な
く
、
皆
さ
ん
に
お
す
す
め
し

て
、
お
話
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
の

中
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
う
声
が
出
て
く

る
と
嬉
し
い
な
ぁ
と
思
う
の
で
す
。 

仏
法
の
お
話
を
聴
い
た
後
は
、
拍
手
で
は

な
く
、
合
掌
を
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

 

段
ず
っ
と
皆
か
ら
そ
う
い
う
扱
い
を
受
け
て

い
た
人
た
ち
で
す
。 

そ
し
て
、
差
し
出
し
た
も
の
を
、「
あ
り
が

と
う
。
皆
で
分
け
て
食
べ
ま
す
」
と
釈
尊
に
言

わ
れ
、
こ
の
一
言
が
ど
れ
だ
け
嬉
し
か
っ
た

か
。
そ
う
い
う
生
き
方
を
お
釈
迦
様
は
、
言
葉

で
も
説
明
し
ま
し
た
が
、
言
葉
で
は
や
た
ら

難
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
生
き

方
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
何
も
言
葉
は
い
ら
な

い
の
で
す
。
だ
か
ら
多
く
の
人
か
ら
支
持
さ

れ
、
絶
対
に
お
釈
迦
様
や
弟
子
達
を
飢
え
死

に
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
人
達
が
沢
山

居
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
お
釈
迦
様

の
生
き
方
と
い
う
の
を
今
日
、
我
々
が
ど
う

学
ぶ
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。 

   

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
前
を
伝
え
る
と

い
う
事
は
、
除
け
者
に
し
な
い
と
い
う
『
し
る

し
』
な
の
で
す
。「
摂
取
不
捨
」
と
言
い
ま
す

が
、「
摂
取
」
と
い
う
と
、
ど
ん
な
人
間
が
受

け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
事
で
し
ょ
う
。
そ

う
考
え
て
い
く
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
う

だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
心
配
だ
な
ぁ
と
感
じ

る
。
何
か
も
う
少
し
マ
シ
な
も
の
が
い
る
気

が
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
自
分
が
受
け
入
れ

ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
考
え
て

い
る
人
か
ら
出
て
く
る
思
い
で
す
。 

し
か
し
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
「
摂

取
不
捨
」
の
「
不
捨
」
の
方
で
す
。
捨
て
な
い

た
め
に
条
件
を
つ
け
る
な
ら
、
ど
ん
ど
ん
条
件

は
切
り
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

捨
て
な
い
と
い
う
事
を
よ
り
多
く
の
人
に
広

め
る
な
ら
、『
し
る
し
』
だ
け
で
い
い
ん
で
す
。 

こ
の
『
し
る
し
』
が
あ
る
者
は
絶
対
除
け
者

に
し
ま
せ
ん
よ
と
。
そ
の
『
し
る
し
』
が
私
達

の
言
う
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ

と
痺
れ
ま
す
よ
ね
。 

    

念
仏
申
す
者
、
誰
も
切
り
捨
て
な
い
ん
だ
ぞ

と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
同
士
が
確
認
し
合
え

ば
い
い
の
で
す
。
「
念
仏
者
は
絶
対
に
浄
土
か

ら
見
放
さ
れ
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と
を
信
頼
す

る
の
で
す
。 

除
け
者
に
し
な
い 

誰
も
切
り
捨
て
な
い 

 

 

だ
か
ら
、
子
ど
も
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
訳

も
わ
か
ら
ず
言
い
ま
す
が
、「
こ
れ
で
こ
の
子

は
捨
て
ら
れ
な
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
私

が
喜
べ
る
の
で
す
。
周
り
の
人
が
そ
れ
を
心

得
て
い
れ
ば
、
た
だ
喜
べ
る
の
で
す
。
本
人

が
何
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
で
一
緒
に
浄
土
へ
行
け
る
と
、
周
り
が

喜
べ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
関
係
が
念
仏

者
の
間
に
あ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

 

  

つ
ま
り
、
冒
頭
に
お
話
し
た
、
最
近
『
し

る
し
』
が
無
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
事

は
重
大
な
事
な
の
で
す
。
真
宗
門
徒
が
消
え

て
い
く
と
い
う
話
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を

私
は
色
々
な
場
所
で
申
し
上
げ
て
い
て
、
自

分
自
身
の
日
常
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

前
は
「
や
っ
ぱ
り
信
心
が
な
い
と
ダ
メ
だ
」

と
私
も
思
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
が
合
格
し

な
き
ゃ
い
け
な
い
と
。 

 

仏
教
と
い
う
の
は
常
識
的
な
話
で
は
な
い

の
で
す
。
「
信
心
得
な
け
れ
ば
往
生
で
き
な

い
」
と
い
う
の
は
、
す
ご
く
常
識
的
な
こ
と

で
す
。
仏
法
聞
か
な
い
人
で
も
「
あ
ぁ
そ
う

だ
ろ
う
な
」
と
思
え
る
言
い
分
で
す
。
で
も

仏
教
と
い
う
の
は
非
常
識
な
の
で
す
。 

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
す
者
は
誰
も
除

以
上
で
第
42
回
の
講
演
の
内
容
は

す
べ
て
と
な
り
ま
す
。
７
月
号
よ
り
４

回
に
わ
た
り
ご
愛
読
い
た
だ
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

な
お
、
次
回
の
第
43
回
真
宗
公
開
講

座
は
２
０
２
４
年
６
月
８
日
（
土
）
午

後
２
時
よ
り
、
農
業
屋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

文
化
セ
ン
タ
ー
（
松
阪
市
）
に
て
開
催

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
講
師
に
つ
い

て
は
再
び
、
藤
場
俊
基
先
生
に
お
願
い

す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

ぜ
ひ
ご
予
定
く
だ
さ
い
。 

 

念
仏
者
の
間
に 

生
ま
れ
る
関
係 

 

 

さ
い
ご
に 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

◇ 人生講座   会費 500 円 

  １０月１日（日）   午前 7 時～8 時 

講師  髙木 彩           
(四日市市 信光寺 住職） 

 

 

 

◇ 同朋会  会費 500 円 

  10 月 5 日（木）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  
１０月１３日（金） 午後 1 時～3 時 

講師  星川 大地 

       （菰野町 大圓寺 衆徒） 

◇ 親鸞聖人御命日のつどい  

１０月２８日（土） 午後 1 時～3 時 

講師   本多 益  

       （いなべ市 光明寺 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 

 

※ 諸事情により今月は第一木曜日となります 
 

毎月第一金曜日開講。第一が祝日の場合は第二金曜日。 

次回 １１月１０日（金）午後 1 時～3 時 

 

  
 
 

※毎月第一日曜日開講。次回は１１月５日（日）、 
    講師 河合 文香（海津市 應聲寺 衆徒） 
 

 

 

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 

 

 

◆ 御歴代御命日  

１０月２日(月) 真如上人 第１７代 

５日(木) 教如上人 第１２代 

１４日(土) 巧如上人 第 ６ 代 

２４日(火) 顕如上人 第１１代 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

今後の予定 

◇ １２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 

◇ １２月８日(金) 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） 

 

 

 

 

前 日：午後４時より逮夜 
御命日：午前７時より晨朝 兼 日中 

 

お 知 ら せ 

◇ １０月１７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） 

 

 

 


