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● 

御
入
滅 

 

親
鸞
聖
人
の
最
晩
年
、
八
十
四
歳
の
時
、

善
鸞
さ
ま
を
義
絶
す
る
と
い
う
悲
し
い
事

件
が
お
き
た
の
で
す
が
、
こ
の
頃
、
少
な

く
と
も
、
奥
さ
ま
の
恵
信
尼
さ
ま
は
、
聖

人
の
身
の
回
り
の
お
世
話
を
末
娘
の
覚
信

尼
さ
ま
に
託
さ
れ
て
、
生
ま
れ
故
郷
の
越

後
米
増
に
帰
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
三
善
家
か
ら
相
続
し
た
土
地
や

財
産
の
管
理
を
し
な
が
ら
、
子
ど
も
や
親

に
先
立
た
れ
た
孫
た
ち
の
生
活
の
面
倒
を

み
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
恵
信
尼
さ
ま
の
お
手
紙
で
し

ば
し
ば
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
越
後
で
の
恵

信
尼
さ
ま
の
生
活
は
、
多
く
の
家
族
と
七
、

八
人
の
傭
人
を
抱
え
、
し
か
も
凶
作
に
よ

っ
て
作
物
を
損
じ
た
り
災
害
で
土
地
を
失

う
な
ど
、
物
が
不
足
し
た
り
し
て
、
老
い

の
身
に
は
重
す
ぎ
る
ほ
ど
の
め
ま
ぐ
る
し

い
労
苦
の
日
々
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ

し
て
ま
た
、
如
何
な
る
事
情
で
あ
っ
た
に

せ
よ
、
敬
愛
し
て
や
ま
な
い
聖
人
と
遥
に

隔
て
て
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

辛
く
淋
し
い
心
情
は
察
す
る
に
余
り
あ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
年
老
い
た

恵
信
尼
さ
ま
は
、
聖
人
の
ご
臨
終
に
立
ち

会
う
こ
と
も
で
き
ず
、
つ
い
に
京
都
へ
帰

ら
れ
る
機
会
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

恵
信
尼
さ
ま
が
越
後
へ
降
ら
れ
て
か
ら

七
、
八
年
。
そ
の
間
、
親
鸞
聖
人
も
ま
た
、

善
鸞
さ
ま
の
背
信
、
そ
れ
に
よ
っ
て
動
揺

す
る
関
東
の
教
団
へ
の
対
応
、
そ
し
て
追

い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
の
弾

圧
へ
の
対
処
と
、
休
む
間
も
な
く
起
こ
る

事
件
に
全
身
全
霊
を
傾
け
て
お
ら
れ
ま
し

た
。 そ

し
て
、
一
二
六
二
（
弘
長
二
）
年
十

一
月
二
十
八
日
（
新
暦
一
月
十
六
日
）
、
親

鸞
聖
人
は
、
そ
の
命
を
仏
道
に
捧
げ
つ
く

し
た
九
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

ご
臨
終
は
実
弟
の
尋 じ

ん

有 う

僧 そ
う

都 ず

の
善
法
院
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
（
諸
説
あ

り
）
。
枕
辺
に
は
実
子
で
あ
る
末
娘
の
覚
信

尼
さ
ま
を
は
じ
め
、
越
後
か
ら
上
京
し
た

益
方
の
入
道
が
。
門
弟
で
は
高
田
の
顕
智

房
や
遠
江
池
田
の
専
信
房
な
ど
が
集
ま
っ

て
お
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

親鸞聖人はおよそ八百年ほど前、京都に誕生され、九十歳

でお亡くなりになりました。  

その人生を通してお伝え下さったお念仏の教えは今もな

お、人々の心に響き、生きる勇気と力を与え続けています。 

悪人正機説や肉食妻帯されたということで有名ですが、一

体親鸞聖人とはどのような方だったのでしょうか。  

ここでは親鸞聖人のご人生について共に触れていきたいと

思います。  

紙衣の九十年 
か み こ   くじゅうねん  
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現在の祇園精舎  

    

【 

梵 
鐘 

】 

  

「
修
正
会
法
要
の
荘
厳
を
調
え
、
新
年

を
迎
え
る
一
通
り
の
準
備
が
済
ん
で
一
段

落
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
室
に
入
っ
て
こ
の

一
年
の
我
が
身
を
顧
み
る
」
。
愚
生
は
こ
の

様
な
大
晦
日
の
過
ご
し
方
を
此
処
何
拾
年

と
送
っ
て
き
た
。
昨
年
の
大
晦
日
も
同
様

に
、
新
年
を
迎
え
る
準
備
を
為
し
了
え
、

自
室
に
入
っ
て
心
静
か
に

辱
か
た
じ
け

な
く
も
与

え
ら
れ
し
此
の
一
年
の
「
い
の
ち
」
を
ど

の
様
に
生
き
て
き
た
か
を
省
み
る
と
き
、

開
教
四
十
年
足
ら
ず
の
歴
史
も
伝
統
も
な

い
小
院
な
れ
ど
、
ま
が
り
な
り
に
も
住
職

の
任
に
あ
る
身
な
れ
ば
、
有
縁
の
方
々
に

仏
法
を
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
な

が
ら
一
句
の
法
文
さ
え
も
伝
え
る
こ
と
の

で
き
ぬ
も
ど
か
し
さ
、
毎
年
懴
悔
し
な
が

ら
も
「
呉
下
の
阿
蒙
」
と
云
う
か
、
空
過

の
一
年
と
涙
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

昨
年
の
大
晦
日
、
夜
も
更
け
て
、
間
も

な
く
年
も
明
け
よ
う
と
し
て
い
た
折
、
愚

生
は
本
堂
の
ご
本
尊
に
御
恩
徳
と
と
も
に

懴
悔
の
礼
拝
を
し
、
そ
の
後
境
内
に
出
て

祖
師
聖
人
の
御
像
に
向
か
っ
て
礼
拝
せ
ん

と
し
た
と
き
、
何
処
か
の
寺
の
鐘
の
音
が
、

近
隣
の
お
寺
に
違
い
は
な
い
が
、「
ゴ
ー
ン
」

と
梵
鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
当
地
に

来
て
四
十
年
程
に
な
る
が
、
今
迄
鐘
の
音

に
気
付
か
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
は
、
鐘

の
音
は
と
ど
い
て
い
た
が
、
愚
生
が
聞
き

流
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
昨

年
の
大
晦
日
の
晩
、
祖
師
聖
人
の
御
像
の

下
で
愚
生
の
耳
に
と
ど
い
た
鐘
の
音
は
、

大
き
な
響
き
と
な
っ
て
愚
生
の
心
を
振
る

わ
せ
た
。 

 

今
迄
、
旅
先
で
多
く
の
お
寺
の
梵
鐘
を

自
ら
も
撞
き
、
ま
た
そ
の
音
を
聞
い
て
き

た
が
、
特
別
な
思
い
を
懐
く
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
先
年
大
晦
日
の
夜
更
け

に
何
処
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
き
た
鐘

の
音
は
、
平
家
物
語
の
冒
頭
に
あ
る
「
祇

園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ

り
。
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の

理
を
顕
わ
す
。
驕
れ
る
者
も
久
し
か
ら
ず
、

た
だ
春
の
夜
の
夢
の
如
し
。
た
け
き
者
も

つ
ひ
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、
ひ
と
へ
に
風
の
ま

へ
の
ち
り
に
同
じ
」
、
こ
の
名
文
の
如
き
説

法
と
な
っ
て
愚
生
の
身
に
響
い
た
の
で
あ

る
。
人
間
世
界
は
、
狭
く
は
家
庭
内
の
啀

み
合
い
か
ら
、
大
き
く
は
国
と
国
と
の
戦

争
、
ま
た
異
民
族
へ
の
、
異
教
徒
へ
の
差

別
迫
害
と
云
っ
た
人
類
特
有
の
醜
い
姿
は

尽
き
る
こ
と
が
な
い
。 

           
 

 

仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る
「
諸
行
無
常

諸
法
無
我
」
の
教
え
が
多
く
の
人
の
心
に

拙 

衲 

愚 

音 
せ
つ 

 

の
う 

 
 

ぐ 
 

お
ん 

http://manapedia.jp/text/4205
http://manapedia.jp/text/4198
http://manapedia.jp/text/4198
http://manapedia.jp/text/4207
http://manapedia.jp/text/4208
http://manapedia.jp/text/4208
http://manapedia.jp/text/4209
http://manapedia.jp/text/4210
http://manapedia.jp/text/4210
http://manapedia.jp/text/4211
http://manapedia.jp/text/4211
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京都真宗大谷派  

真宗本廟 (東本願寺 )の鐘楼堂  

と
ど
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
汚
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
川
が
大
海
に
流
れ

込
み
、
一
味
の
潮
と
な
る
如
く
、
ど
れ
だ

け
安
ら
か
で
平
穏
な
社
会
が
実
現
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

 

寺
の
鐘
の
音
が
仏
の
説
法
の
如
く
有
難

く
感
得
さ
れ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
の
こ

と
と
云
っ
て
い
い
の
だ
が
、
今
ま
で
は
鐘

の
音
は
近
く
で
聞
い
て
も
遠
く
で
聞
い
て

も
い
い
音
だ
な
と
は
感
じ
て
い
た
が
、
う

る
さ
い
と
感
じ
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
い

が
、
近
年
は
梵
鐘
の
音
を
騒
音
と
捉
え
る

人
が
増
え
て
い
て
、
全
国
で
鐘
の
音
が
う

る
さ
い
と
の
苦
情
に
対
抗
し
き
れ
ず
、
折

角
梵
鐘
が
鐘
楼
堂
に
吊
る
さ
れ
て
あ
っ
て

も
、
撞
く
こ
と
が
で
き
な
い
寺
が
出
て
き

て
い
る
と
聞
く
。 

 

仏
教
に
「
六 ろ

く

窓 そ
う

一 い
ち

猿 え
ん

」
と
云
う
教
え
が

あ
る
。
六
つ
の
窓
か
ら
一
匹
の
猿
が
覗
い

て
い
る
と
の
譬
え
で
あ
る
。「
六
窓
」
と
は

「
眼
耳
鼻
舌
身
意
」
の
六
根
、
こ
の
六
根

を
通
し
て
一
匹
の
猿
が
外
界
を
覗
き
見
て

い
る
。
こ
の
猿
と
は
人
間
の
心
、
同
じ
現

象
を
見
て
い
て
も
同
じ
音
声
を
聞
い
て
い

て
も
、
各
人
、
心
根
が
違
う
た
め
、
十
人

十
色
に
見
聞
す
る
。
梵
鐘
の
音
を
騒
音
と

し
て
拒
否
さ
れ
る
人
は
、
勝
敗
損
得
勘
定

の
み
に
心
が
向
い
て
い
る
の
で
は
と
見
る

は
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、

近
年
頓 と

み

に
鐘
の
音
を
拒
否
す
る
傾
向
の
最

大
の
要
因
は
「
坊
主
憎
け
り
ゃ
袈
裟
ま
で
」

の
類
で
、
近
時
僧
侶
の
不
見
識
な
言
行
が

目
に
余
り
、
人
々
の
心
に
嫌
悪
感
を
懐
か

し
め
、
そ
れ
が
袈
裟
な
ら
ぬ
梵
鐘
の
音
に

も
向
か
わ
し
め
て
い
る
の
で
は
と
思
え
て

な
ら
ぬ
。
故
に
愚
生
も
常
に
自
戒
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
の
だ
が
、
思
い
出
さ
れ
る
の

は
、
二
十
年
程
前
、
裏
の
墓
地
開
設
に
関

し
て
、
地
元
自
治
会
と
の
話
し
合
い
で
自

治
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
諸
条
件
の
中
に

「
金
相
寺
は
今
後
と
も
鐘
楼
堂
を
設
け
な

い
こ
と
」
と
云
う
条
件
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
鐘
楼
堂
に
吊
る
さ
れ
る
梵
鐘

の
音
を
嫌
っ
て
の
こ
と
と
理
解
し
た
の
で
、

寺
と
し
て
は
「
鐘
楼
堂
は
寺
の
象
徴
的
な

建
造
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
将
来

に
渡
っ
て
鐘
楼
堂
を
建
立
し
な
い
と
約
束

す
る
こ
と
は
寺
へ
の
背
信
行
為
に
当
た
り
、

鐘
楼
堂
を
建
立
し
な
い
旨
の
約
束
は
で
き

な
い
。
然 し

か

し
乍 な

が

ら
、
梵
鐘
の
音
が
耳
障
り

で
あ
る
と
云
う
こ
と
な
ら
ば
、
若
し
将
来

金
相
寺
に
梵
鐘
が
設
け
ら
れ
た
時
は
、
特

定
の
法
要
時
以
外
は
梵
鐘
を
撞
か
な
い
と

云
っ
た
話
し
合
い
を
す
る
こ
と
は
吝
か
で

は
な
い
」
と
云
っ
た
趣
旨
の
返
答
を
し
た

こ
と
を
思
い
出
す
。
今
思
う
と
自
治
会
の

こ
の
様
な
要
求
も
、
住
職
の
任
に
あ
る
愚

生
へ
の
反
感
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

日
々
慚
愧
し
て
止
ま
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

          

先
年
或
る
学
僧
か
ら
梵
鐘
の
音
に
か
か

わ
る
興
味
あ
る
話
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
「
関

西
の
或
る
名
刹
で
は
、
寺
の
隣
に
病
院
を
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併
設
し
て
お
り
多
く
の
患
者
が
入
院
し
て

い
る
。
同
じ
病
棟
の
一
号
室
二
号
室
と
隣

り
合
わ
せ
に
同
じ
病
気
病
状
の
患
者
が
い

て
、
毎
朝
六
時
に
聞
こ
え
て
く
る
隣
の
寺

の
鐘
の
音
に
対
し
て
、
朝
の
回
診
の
折
、

一
号
室
の
患
者
は
看
護
士
に
「
身
心
共
に

辛
い
思
い
で
入
院
し
て
い
る
の
に
毎
朝
寺

の
鐘
の
音
が
響
い
て
き
て
、
い
よ
い
よ
辛

く
な
る
。
ど
う
に
か
な
ら
な
い
か
」
と
訴

え
る
。
と
こ
ろ
が
二
号
室
の
患
者
は
同
じ

看
護
士
に
「
身
は
大
儀
だ
け
れ
ど
も
、
梵

鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
心
洒 あ

ら

わ
れ
る

心
地
が
し
て
安
ら
ぎ
ま
す
。
鐘
の
音
は
有

難
い
で
す
ね
」
と
云
い
な
が
ら
微
笑
む
。

梵
鐘
の
音
に
対
し
て
対
照
的
な
二
人
の
患

者
の
受
取
方
に
疑
問
を
懐
い
た
看
護
士
は
、

そ
の
後
二
人
の
患
者
か
ら
詳
し
く
聞
い
て

分
か
っ
た
こ
と
は
、
愚
痴
を
訴
え
た
患
者

さ
ん
は
普
段
全
く
宗
教
に
は
無
縁
の
生
活

を
し
て
い
て
、
寺
に
も
特
別
興
味
な
い
と

い
う
こ
と
。
又
一
方
の
鐘
の
音
は
有
難
い

で
す
ね
と
合
掌
さ
れ
て
い
た
患
者
さ
ん
は
、

常
日
頃
よ
く
お
寺
へ
お
参
り
さ
れ
て
い
た

と
の
こ
と
が
分
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

前
者
は
出
航
を
知
ら
せ
る
ド
ラ
の
音
の
如

く
鐘
の
音
も
た
だ
の
騒
音
と
捉
え
心
辛
立

た
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
又
後
者
は
梵
鐘
の

音
を
み
仏
の
説
法
の
如
く
聞
き
取
り
、「
無

常
な
れ
ば
こ
そ
病
気
に
も
な
る
。
縁
に
ま

か
せ
て
療
養
さ
せ
て
も
ら
う
と
の
受
け
止

め
方
で
、
身
心
共
に
安
ら
い
で
い
か
れ
る
」

と
の
話
を
戴
い
た
。 

 

一
般
に
梵
鐘
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の

は
、
大
晦
日
の
「
除
夜
の
鐘
」
で
あ
ろ
う
。

よ
く
除
夜
の
鐘
は
百
八
の
煩
悩
を
除
く
と

も
聞
く
。
山
梨
の
或
る
寺
で
は
神
社
が
隣

り
に
あ
り
、
大
晦
日
の
夜
年
明
け
近
く
に

な
る
と
近
隣
の
人
た
ち
が
、
ま
ず
寺
へ
参

っ
て
鐘
を
撞
き
煩
悩
を
払
い
除
き
、
そ
の

脚
で
年
明
け
と
同
時
に
今
度
は
隣
の
神
社

へ
参
っ
て
新
年
の
家
内
安
全
、
商
売
繁
盛
、

無
病
息
災
、
学
業
成
就
と
云
っ
た
願
掛
け

を
す
る
と
の
こ
と
。
愚
生
に
は
梵
鐘
を
撞

い
て
煩
悩
を
洒
い
清
め
た
傍
か
ら
、
ま
た

煩
悩
塗
れ
に
な
る
と
云
っ
た
行
為
に
思
わ

れ
、
大
き
な
矛
盾
を
感
じ
て
な
ら
な
い
の

だ
が
。 

 

昨
年
の
大
晦
日
の
晩
、
親
鸞
聖
人
の
御

像
の
下
で
聞
こ
え
た
梵
鐘
の
音
が
、
祖
師

聖
人
の
呼
び
声
の
如
く
有
難
く
心
に
受
け

止
め
な
が
ら
も
、
右
に
書
き
記
し
た
事
柄

を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
「
鐘
の
音
」
で
あ
っ

た 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

成
田 

宣
信
（
金
相
寺
住
職
） 
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【 

金
相
寺
さ
ん
と
の
ご
縁 

】 

 
 

 
 

 
 

金
相
寺
門
徒
総
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

湯
谷 
秀
康 

氏 

  

私
と
金
相
寺
さ
ん
と
の
ご
縁
は
、
父
が

亡
く
な
っ
た
昭
和
六
十
三
年
か
ら
で
す
。

父
は
無
宗
教
で
、
そ
れ
ま
で
家
に
は
仏
壇

も
神
棚
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
亡
く
な

っ
た
時
、
私
は
何
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、

病
院
で
紹
介
さ
れ
た
葬
儀
社
さ
ん
に
、
お

寺
の
以
来
や
仏
具
屋
探
し
な
ど
、
す
べ
て

に
わ
た
っ
て
相
談
に
の
っ
て
い
た
だ
き
、

教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
富
山
県
に
あ
る

我
が
家
の
本
家
が
浄
土
真
宗
の
お
寺
の
檀

家
と
い
う
こ
と
で
紹
介
さ
れ
た
の
が
金
相

寺
さ
ん
で
し
た
。 

 

そ
れ
ま
で
の
私
は
、
若
い
時
か
ら
宗
教

に
特
別
な
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
寺
の
庭
を
観
な
が

ら
抹
茶
を
い
た
だ
く
時
が
、
心
が
落
ち
着

い
て
好
き
で
し
た
。
特
に
好
き
だ
っ
た
京

都
を
中
心
に
日
本
中
を
旅
し
て
、
奈
良
の

新
薬
師
寺
、
岩
手
県
平
泉
の
、
今
で
は
世

界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
毛
越
寺
に
泊

め
て
頂
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
四
十
歳

を
過
ぎ
て
か
ら
、
富
山
県
八
尾
町
で
毎
年

行
わ
れ
て
い
る
お
祭
り
、「
お
わ
ら
風
の
盆
」

が
好
き
に
な
り
、
聞
名
寺
の
本
堂
で
奉
納

さ
れ
る
お
わ
ら
を
毎
年
観
に
通
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

ま
た
、
仕
事
で
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
学
校

で
テ
ニ
ス
の
講
師
を
し
て
い
た
関
係
で
、

毎
年
入
学
式
、
卒
業
式
、
ク
リ
ス
マ
ス
会

の
前
の
ミ
サ
に
出
席
し
て
い
ま
し
た
。
い

ず
れ
も
ご
住
職
や
神
父
さ
ま
の
お
話
を
拝

聴
す
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
新
鮮
で
し
た
。

金
相
寺
さ
ん
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
度
に
ご
住

職
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ

い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
聞
く
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
た
だ
、
お
経
に
興
味
は

あ
り
ま
し
た
が
、
お
経
の
言
葉
は
同
じ
日

本
語
で
あ
り
な
が
ら
現
代
用
語
と
は
意
味

が
異
な
る
場
合
が
多
く
、
難
し
く
て
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

昨
年
か
ら
は
、
仕
事
を
退
職
し
た
こ
と

も
あ
り
、
勉
強
会
に
誘
っ
て
い
た
だ
き
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。「
正
信
偈

勉
強
会
」
や
「
歎
異
抄
勉
強
会
」
以
外
に

も
、
お
葬
式
勉
強
会
や
マ
イ
ウ
ェ
イ
セ
ミ

ナ
ー
（
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
講
座
）
と

い
っ
た
現
実
的
な
テ
ー
マ
の
勉
強
会
も
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
詳
し
く
教
え
て
い
た
だ
き
、

と
て
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

勉
強
会
を
通
し
て
、
知
ら
な
い
こ
と
を
学

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

    

お葬式勉強会の様子  
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私
た
ち
が
「
信
」
や
「
信
心
」
と
い
う

言
葉
を
使
う
場
面
を
考
え
て
み
る
と
、「
ひ

と
を
信
じ
る
」
と
か
、
「
御
利
益
が
与
え

ら
れ
る
と
信
じ
る
」
と
用
い
ま
す
。
辞
書

に
も
「
信
じ
る
」
の
意
味
と
し
て
「
思
い

込
む
こ
と
。
固
く
信
じ
て
疑
わ
な
い
こ
と
。

是
非
そ
う
し
よ
う
と
固
く
決
心
す
る
」
な

ど
の
意
味
が
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
『
歎

異
抄
』
の
語
る
「
信
心
」
は
、
そ
う
い
う

意
味
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
一
般
的

な
意
味
の
「
信
心
」
と
は
、
「
自
分
が
信

じ
る
信
心
」
で
す
。
『
歎
異
抄
』
の
い
う

「
信
心
」
は
、
「
自
分
が
信
じ
ら
れ
て
い

る
と
受
け
取
る
こ
と
」
で
す
。
で
す
か
ら
、

「
信
じ
る
」
の
主
語
が
違
い
ま
す
。
「
自

分
が
何
か
を
信
じ
る
」
の
で
は
な
く
、
阿

弥
陀
如
来
に
自
分
が
ま
る
ご
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
と
受
け
取
る
こ
と
で
す
。
私
は
主

語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
客
体
で
す
。 

 

（
『
な
ぜ
？
か
ら
は
じ
ま
る
歎
異
抄
』 

本
文
よ
り
抜
粋
） 

 

～ 

所 

感 

～ 

 親
鸞
聖
人
の
他
力
本
願
の
み
教
え
を
学

ば
せ
て
い
た
だ
く
な
か
で
、
一
番
の
問
題

と
な
る
の
が
、
や
は
り
こ
の
「
信
心
」
の

問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

私
た
ち
は
日
頃
、「
信
じ
る
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
口
に
し
ま
す
が
、
私
た
ち
の
「
信
」

ほ
ど
信
用
で
き
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
「
信
じ
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る

と
き
こ
そ
疑
い
の
こ
こ
ろ
が
強
い
と
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
私
た
ち

に
お
い
て
本
当
に
「
信
じ
る
」
と
い
う
こ

と
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。 

そ
う
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
ほ

う
が
、
ど
の
よ
う
な
私
で
あ
っ
て
も
、「
必

ず
救
い
遂
げ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
、

こ
の
身
を
信
じ
て
、
は
た
ら
き
か
け
続
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
す
。

そ
の
阿
弥
陀
如
来
か
ら
信
じ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
受
け
取
る
と
こ
ろ
に
苦
悩

の
な
か
で
安
心
し
て
立
っ
て
い
け
る
大
地

が
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

【 

現
代
語
訳 

】 
 

《 

第
一
条 
》 

 
 

人
間
の
思 し

慮 り
ょ

を
超
え
た
阿
弥
陀
の
本

願
の
大
い
な
る
は
た
ら
き
に
ま
る
ご
と

救
わ
れ
て
、
新
し
い
生
活
を
獲
得
で
き

る
と
自
覚
し
て
、
本
願
に
従
お
う
と
い

う
こ
こ
ろ
が
沸
き
起
こ
る
と
き
、
迷
い

多
き
こ
の
身
の
ま
ま
に
、
阿
弥
陀
の
無

限
な
る
慈
悲
に
包
ま
れ
て
、
不
動
の
精

神
的
大
地
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
の
本
願
は
、
人
間
の
い
か
な
る

条
件
に
よ
っ
て
も
分
け
隔 へ

だ

て
や
選
び
を

し
な
い
。
た
だ
、
如
来
の
本
願
に
目
覚

め
る
こ
こ
ろ
ひ
と
つ
が
肝
心
な
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
活
状
況
に
振
り
回

さ
れ
て
、
欲
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
悩
み

苦
し
ん
で
い
る
私
た
ち
を
こ
そ
救
お
う

と
す
る
願
い
だ
か
ら
で
あ
る
。 （

後
略
） 

同 ど
う

朋 ぼ

う

会 か

い 

～
歎
異
抄
勉
強
会
～ 
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基
本
的
な
焼
香
の
作
法
！ 

焼
香
を
毎
日
す
る
方
は
、
然
程
多
く
あ

り
ま
せ
ん
。
仏
事
で
は
意
外
と
、
先
に
す

る
方
の
真
似
を
し
な
が
ら
、
ぎ
こ
ち
な
く

焼
香
さ
れ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？ 

□
ま
ず
は
基
本
的
な
焼
香
の
作
法
を
！ 

右
手
の
親
指
・
人
差
し
指
・
中
指
の
三

指
で
抹
香
（
粉
末
に
し
た
樒
の
葉
等
で
作

成
し
た
香
）
を
少
し
つ
ま
み
、
額
の
高
さ

ま
で
持
ち
上
げ
ま
す
。
（
額
に
い
た
だ
く
、

ま
た
は
押
し
い
た
だ
く
と
言
い
ま
す
） 

次
に
、
炭
の
入
っ
た
香
炉
へ
、
指
を
こ

す
り
な
が
ら
落
と
し
ま
す
。 

数
珠
は
左
手

に
掛
け
て
お
く
の
が
正
式
で
す
。 

□
焼
香
の
流
れ
？ 

焼
香
の
ス
タ
イ
ル
は
一
般
的
に
三
つ
あ

り
ま
す
。
立
っ
て
行
う
「
立
礼
」
、
座
っ
て

行
う
「
座
礼
」
、
そ
し
て
、
座
っ
て
香
炉
を

手
元
に
置
き
、
順
次
隣
の
人
へ
回
す
「
廻

し
焼
香
」
で
す
。 

金
相
寺
さ
ん
の
合
同
法
要
で
は
、「
廻
し

焼
香
」
を
行
っ
て
い
ま
す
よ
ね
？
早
速
試

し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

一
、
椅
子
に
座
ら
れ
て
い
る
方
は
、
焼
香

炉
が
回
っ
て
き
た
ら
膝
の
上
に
の
せ
、

仏
様
に
向
か
い
合
掌
し
ま
す
。 

二
、
膝
の
上
で
焼
香
（
真
宗
大
谷
派
（
東

本
願
寺
）
の
場
合
は
、
額
に
い
た
だ

く
こ
と
は
せ
ず
に
、
二
回
香
炉
へ
落

と
し
ま
す
）
を
し
、
合
掌
し
ま
す
。 

三
、
焼
香
炉
を
隣
の
方
へ
お
渡
し
く
だ
さ

い
。
正
座
で
受
け
ら
れ
た
方
は
膝
前

に
置
い
て
ご
焼
香
く
だ
さ
い
。 

宗
派
で
異
な
る
焼
香
の
回
数
？ 

実
は
焼
香
の
回
数
は
、
宗
派
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
（
大
谷
派
は
右
記
の
と
お
り

で
す
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
列
し
た
お
葬

式
の
宗
派
ま
で
は
な
か
な
か
判
り
か
ね
ま

す
。
そ
ん
な
時
は
故
人
様
に
対
し
て
お
気

持
ち
を
込
め
て
し
っ
か
り
と
一
回
行
い
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
会
葬
者
の
多
い
お
通
夜

や
お
葬
式
で
は
あ
ら
か
じ
め
宗
派
に
関
わ

ら
ず
、
丁
寧
に
一
回
の
焼
香
で
行
う
の
が

マ
ナ
ー
で
す
。（
葬
祭
場
の
方
よ
り
指
示
が

あ
る
時
は
そ
の
指
示
に
従
い
ま
し
ょ
う
） 

 

焼
香
前
後
の
ご
遺
族
へ
の
一
礼
（
会
釈

程
度
）
も
素
敵
な
マ
ナ
ー
で
す
ね
！ 

 

焼香とは仏式のお通夜、お葬式等で故人（仏様）に対しお香

を焚いて拝むことを言います。そろそろお彼岸の時期です

し、皆さまも年に数回は焼香をする機会があるかと思いま

すが、作法と言われると…？！今回は、いざという時の焼香

の作法についてご伝授致します。 

 
セレモニー真富 

が教える 

金相寺世話人  
山崎富美雄氏  
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今年のお話は「いのちの重さ」につ

いてでした。  

てらこやメンバーが子どもたちにわ

かりやすく伝えたいと、寸劇で『シ

ビ王物語』を演じてくれました♪  

もうお勤めも慣れたもの。  

大きな声で丁寧にお勤めで

きました。  

お勤め・お話のあとは恒例の食事

タイム♪  

境内でけんちん汁と焼き餅を食べ

ました。  

今 年 は お や つ の

わた菓子まで！  

                       

🔴
 

青
年
会
・
子
ど
も
会
合
同
開
催 

報
恩
講
の
ご
報
告 

 昨
年
十
一
月
二
十
日
、
創
志
館
～
相
模

原
て
ら
こ
や
～
共
催
で
青
年
会
・
子
ど
も

会
合
同
の
報
恩
講
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。 

        

 
 

      

  

 

                 

次
回
の
子
ど
も
会
は
三
月
二
十
七
日
に

「
花
ま
つ
り
」
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
是
非
有
縁
の
方
々
お
誘
い
あ
わ
せ
の

上
、
お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。

副住職の 
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昨
年
か
ら
地
域
の
な
か
で
子
ど
も
た
ち
や
青
少
年
の
居
場
所

を
創
り
た
い
と
い
う
願
い
の
も
と
、「
創
志
館
～
相
模
原
て
ら
こ

や
～
」
と
い
う
団
体
を
地
域
の
有
志
の
方
々
と
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
近
隣
の
大
学
生
の
方
々
に
も
関
わ
っ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
ら
と
話
し
て
い
る
と
、
年
齢
が
倍
ほ

ど
も
違
う
の
で
当
然
と
い
え
ば
当
然
な
の
で
す
が
、
世
代
間
ギ

ャ
ッ
プ
と
い
う
も
の
を
非
常
に
感
じ
ま
す
。
一
方
で
、
同
じ
よ

う
に
私
が
彼
ら
く
ら
い
の
年
齢
の
頃
に
、
今
の
私
と
同
じ
く
ら

い
の
年
代
の
方
々
か
ら
「
昔
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い

た
事
を
思
い
出
し
ま
す
。 

て
ら
こ
や
で
は
世
代
間
交
流
の
場
を
創
造
す
る
こ
と
も
大
切

な
願
い
と
し
て
い
ま
す
が
、
得
て
し
て
世
代
間
交
流
の
場
で
は
、

歳
を
重
ね
た
も
の
は
「
最
近
の
若
者
は
」
と
言
い
、
若
い
世
代

の
も
の
は
「
考
え
が
古
い
」
と
切
り
捨
て
て
し
ま
い
ま
す
。
大

切
な
こ
と
は
、
違
い
を
違
い
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
お
互
い
に

ど
う
理
解
し
、
尊
重
で
き
る
か
な
の
だ
と
学
生
さ
ん
た
ち
と
の

交
流
を
通
し
て
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 
 

 

合
掌 
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