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2 

 
以

前
、

門
前

掲
示

板
に

書
い

た
言

葉
で

す
。

 

こ
の

世
に

は
三

種
の

人
が

あ
る

と
い

い
ま

す
。

 

①
 

し
ば

し
ば

腹
を

立
て

、
そ

の
怒

り
を

長
く

持
ち

続
け

、
怒

り
が

岩
に

刻
み

こ
ん

だ
文

字
の

よ
う

に
消

え
る

こ
と

の
な

い
人

 

 ②
 

し
ば

し
ば

腹
を

立
て

る
が

、
そ

の
怒

り
が

砂
に

書
い

た
文

字
の

よ
う

に
、

速
や

か
に

消
え

去
る

人
 

 ③
 

水
の

上
に

文
字

を
書

い
て

も
、

流
れ

て
形

に
な

ら
な

い
よ

う
に

、
少

し
も

心
に

跡
を

留
め

る
こ

と
が

な
く

、
温

和
な

気
の

満
ち

て
い

る
人

 

 

 
多

く
の

人
は
②

、
時

に
は
①

と
い

っ
た

と
こ

ろ
で

し
ょ

う
か

。
な

か
な

か
③

の
よ

う
な

仏
の

よ
う

な
人

に
は

な
れ

ま
せ

ん
。

何
年

か
前

に
大

ブ
ー

ム
を

巻
き

起
こ

し
た

私
も

好
き

な
ド

ラ
マ

『
半

沢
直

樹
』

の
名

言
「

や
ら

れ
た

ら
や

り
か

え
す

 
倍

返
し

だ
」

は
完

全
に
①

で
す

。
シ

ー
ズ

ン
２

の
最

後
で

は
半

沢
の

怒

り
が

頂
点

に
達

し
、

千
倍

返
し

に
ま

で
な

り
ま

す
。

な
ぜ

こ
の

「
目

に
は

目
を

、
歯

に
は

歯
を

」
の

筋
書

き
に

皆
喝

采
を

送
っ

た
の

か
と

い
う

と
、

皆
①

の
経

験
が

あ
っ

て
、

今
も

な
お

そ
の

心
を

多
か

れ
少

な
か

れ
持

ち
合

わ
せ

て
い

る
か

ら
に

他
な

り
ま

せ
ん

。
そ

こ
に

カ
タ

ル
シ

ス
を

得
る

の
で

す
。

 

 
 

 
半

沢
直

樹
の

倍
返

し
に

拍
手

喝
采

を
送

っ

た
私

が
い

う
の

も
な

ん
で

す
が

、
「

や
ら

れ

た
ら

や
り

か
え

す
 

倍
返

し
だ

」
が

仏
教

で

は
ど

う
な

る
の

か
と

い
う

と
、

 

 

や
ら

れ
て

も
 や

り
か

え
な

さ
い

 

 

で
す

。
復

讐
の

連
鎖

を
断

ち
切

る
の

で
す

。

浄
土

宗
を

開
か

れ
た

法
然

上
人

が
そ

う
で

し

た
。

自
身

の
父

親
が

敵
に

討
た

れ
た

こ
と

を
、

修
行

中
の

比
叡

山
で

聞
き

ま
し

た
。

し
か

し
上

人
は

仇
討

ち
と

い
う

手
段

に
は

出
ま

せ
ん

で
し

た
。

テ
レ

ビ
の

中
の

半
沢

直
樹

に
は

倍
返

し
を

し
て

も
ら

わ
な

い

と
、

話
が

進
ま

な
い

の
で

す
が

、
現

実
世

界
で

は
、

ロ
シ

ア
と

ウ
ク

ラ
イ

ナ
の

長
引

く
戦

争
を

見
て

い
て

も
そ

う
で

す
が

、
次

の
お

釈
迦

様
の

言
葉

の
方

を
噛

み
し

め
た

い
と

思
い

ま
す

。
 

 

怨
み

は
怨

み
に

よ
っ

て
 

 

し
ず

ま
る

も
の

で
は

な
い

 
 

怨
み

を
忘

れ
て

 
 

怨
み

は
し

ず
ま

る
の

で
あ

る
 

『
法

句
経

』
  

靈
閑

靈
閑

靈
閑

靈
閑

だ
よ

り
だ

よ
り

だ
よ

り
だ

よ
り

    

徒
然

徒
然

徒
然

徒
然

な
る

ま
ま

に
な

る
ま

ま
に

な
る

ま
ま

に
な

る
ま

ま
に
⁝⁝ ⁝⁝

    

半
沢
直
樹

半
沢
直
樹

半
沢
直
樹

半
沢
直
樹
とと とと
仏
教

仏
教

仏
教

仏
教

 

う
ら

 

敵に討たれる父と比叡山で修行

中の法然上人（イラスト：京都 

瑞泉寺住職 中川龍学師） 



 

 
さ

て
『

半
沢

直
樹

』
シ

ー
ズ

ン
２

で
は

、
新

た
な

名
言

が
生

ま
れ

ま
す

。
香

川
照

之
さ

ん
演

じ
る

大
和

田
常

務
は

不
祥

事
を

起
こ

し
た

に
も

関
わ

ら
ず

、
頭

取
か

ら
恩

赦
を

受
け

た
こ

と
で

、
「

施
さ

れ
た

ら
施

し
返

す
 

恩
返

し
で

す
」

と
言

っ
た

の
で

す
。

残
念

な
が

ら
現

実
世

界
で

も
不

祥
事

を
起

こ
し

て
し

ま
っ

た
香

川
さ

ん
、

土
下

座
を

し
て

も
恩

赦
は

な
さ

そ
う

な
雲

行
き

で
す

。
ま

さ
に

世
間

か
ら

リ
ア

ル
千

倍
返

し
を

く
ら

っ
て

し
ま

っ
た

格
好

で
す

。
正

直
に

詫
び

て
、

こ
れ

か
ら

役
者

と
し

て
恩

返
し

し
て

い
く

し
か

な
さ

そ
う

で
す

。
そ

う
い

え
ば

「
詫

び
ろ

 
詫

び
ろ

 

詫
び

ろ
」

と
い

う
名

言
も

あ
り

ま
し

た
ね

。
 

  
話

し
が

逸
れ

て
し

ま
い

ま
し

た
。

「
施

さ
れ

た
ら

施
し

返
す

」
を

仏
教

の
視

点
で

み
ま

す
と

、
 

 

施
さ

れ
な

く
て

も
 施

す
 

 

と
な

る
で

し
ょ

う
か

。
施

す
と

い
え

ば
「

布
施

」
と

い
う

考
え

方
で

す
。

布
施

は
お

金
や

物
の

施
し

だ
け

に
限

り
ま

せ
ん

。
思

い
や

り
の

あ
る

こ
と

ば
、

親

切
、

親
身

な
寄

り
添

い
な

ど
に

も
及

び
ま

す
。

「
施

さ
れ

た
ら

施
し

返
す

 
恩

返
し

で
す

」
も

い
い

言
葉

な
の

で
す

が
、

言
っ

て
い

る
の

が
大

和
田

常
務

だ
け

に
ど

う
も

下
心

し
か

感
じ

な
い

の
で

す
。

施
す

方
も

施
さ

れ
る

方
も

余
計

な
下

心
を

持
っ

た
り

勘
ぐ

り
を

し
て

は
い

け
ま

せ
ん

。
見

返
り

を
求

め
る

こ
と

な

く
、

惜
し

み
な

く
が

ポ
イ

ン
ト

で
す

。
 

  
統

一
教

会
の

問
題

が
世

間
を

騒
が

せ
て

い
ま

す
。

異
常

な
献

金
の

実
態

は
本

来
清

浄
で

あ
る

べ
き

「
布

施
」

の
悪

用
に

映
り

ま
す

。
皆

様
も

ど
う

ぞ
、

献
金

を
す

れ
ば

救
わ

れ
る

な
ど

、
救

い
に

強
い
条
件

が
つ

く
誘

い
に

は
ご
注
意

下
さ

い
。

私
た

ち
浄

土
の

教
え

は
ど

う
か

と
い

う
と

、
ご
安

心
下

さ
い

。
阿
弥
陀

仏

と
い

う
仏

さ
ま

は
一

切
の
条
件

を
お
付

け
に

な
り

ま

せ
ん

。
 

  
ま

た
話

が
逸

れ
て

し
ま

い
ま

し
た

が
、

「
布

施
」

と
簡
単

に
い

っ
て

も
、

現
実

は
そ

う
簡
単

に
は

い
き

ま
せ

ん
。

親
切

は
す

る
よ

り
受

け
取

る
方

が
難

し
い

と
い

い
ま

す
。

あ
ま

り
に
与

え
ら

れ
て

ば
か

り
だ

と

負
い

目
を

感
じ

、
負
債

を
ど

ん
ど

ん
抱

え
て

い
る

よ

う
な

感
覚

に
な

り
ま

す
。

そ
う

考
え

る
と

施
し

は
与

え
る

方
に

も
ま

し
て

、
ど

う
受

け
取

る
か

、
受

け
止

め
る

か
と

い
う

方
が

よ
り

大
事

に
な

っ
て

き
ま

す
。

「
素

直
に

」
受

け
取

っ
た

時
に

こ
そ
互

い
に
ハ
ッ

ピ
ー

な
関
係

に
な

れ
る

の
で

す
。

 

 
こ

の
関
係
性

が
顕
著

に
表

れ
る

の
が

親
子

の
関
係

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

「
親
孝

行
 

し
た

い
時

に
 

親
は

な
し

」
と

い
う

言
葉

に
表

れ
て

い
る

よ
う

に
、

素
直

に
受

け
取

る
に

は
時

間
が

か
か

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。
今

や
「

親
孝

行
 
し

た
く

な
い

の
に

 
親

が
い

る
」

な
ど

と
言

わ
れ

て
し

ま
う

時
代

で
す

。
「
子
供

や
孫

に
迷
惑

を
か

け
な

い
よ

う
に

」
と

い
う

の
は

ど

の
親

も
皆

持
ち

合
わ

せ
て

い
る

思
い

か
と

思
い

ま

す
。

し
か

し
子
供

の
方

も
そ

の
気

持
ち

に
甘

え
て

ば

か
り

い
ず

に
、

そ
の

本
当

の
気

持
ち

を
理
解

し
て
支

え
る

心
だ

け
は

持
ち

合
わ

せ
た

い
も

の
で

す
。
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ふ
せ

 



 

姫
路

の
仏
壇
屋

さ
ん

が
新
作

仏
壇

を
お
披
露

目
と

の
ニ
ュ

ー
ス

を
目

に
し

ま
し

た
。
ノ

ー
ト
パ
ソ
コ

ン

型
の

仏
壇

で
、

開
い

て
正
面

に
は

ご
本
尊

の
仏

さ
ま

の
掛

け
軸

、
そ

し
て
パ
ソ
コ

ン
で
キ

ー
ボ

ー
ド

に

あ
た

る
部
分

に
お
鈴

、
香
炉

、
花

立
て

、
ろ

う
そ

く
立

て
な

ど
の

一

通
り

の
仏
具

、
そ

し
て
数
珠

が
収

納
で

き
る

よ
う

に
な

っ
て

い
ま

す
。
ミ

カ
ン
箱

く
ら

い
の

仏
壇

で

あ
れ

ば
拝

見
し

た
こ

と
も

あ
り

ま

す
が

、
こ

こ
ま

で
小
型

、
薄
型

に

す
る
発
想

に
は
参

り
ま

し
た

。
 

こ
こ

ま
で
小

さ
く

な
る

と
ノ

ー
ト

パ
ソ
コ

ン
感
覚

で
好

き
な
場
所

で

拝
め

ま
す

。
出
張

に
持

っ
て

行
け

ま
す

。
ス

タ
ー
バ
ッ

ク
ス

で
開

け

る
勇
気

が
あ

れ
ば

開
け

る
こ

と
も

可
能

で
す

。
時
代

の
進
化

に
世

の

お
坊

さ
ん

が
つ

い
て

い
け

な
く

な
っ

て
き

そ
う

で
す

。
 

と
う

も
ろ

こ
し

を
た

く
さ

ん
頂

き
ま

し
た

の
で

、
一
度

や
っ

て

み
た

か
っ

た
真

の
コ

ー
ン

ポ
タ

ー
ジ
ュ

を
作

っ
て

み
ま

し
た

。
 

１
 

と
う

も
ろ

こ
し

を
ラ
ッ
プ

し
て

レ
ン
ジ

で
チ

ン
 

２
 

実
を

全
部
外

し
、

残
っ

た
芯

を
鍋

に
投
入

、
コ

ト
コ

ト
水

で
茹

で
て
ダ

シ
を

と
る
（

こ
の

時
点

で
す

で
に
甘

み
は

す

ご
い
）

 

３
 

さ
ら

に
骨

の
髄

ま
で

し
ゃ
ぶ

り
つ

く
す

が
如

く
芯
ご

と
ミ

キ
サ

ー
に

か
け

、
濾

す
（
信

じ
ら

れ
な

い
甘
味
）
（
外

し

た
実

も
一
緒

に
ミ
キ
サ

ー
に

か
け

る
も

よ
し
）

 

４
 

あ
と

は
牛
乳

を
適
当

に
加

え
、
塩

と
胡
椒

で
微
調
整

 

 
砂
糖

の
甘
味

と
は
違

っ
た

自
然

な
甘
味

が
爆
発

の
と

う
も

ろ

こ
し

の
ス

ー
プ

の
出

来
上

が
り

で
す

。
余

す
と

こ
ろ

な
く
有
難

く
頂

く
、

ま
さ

に
精

進
料
理

と
い

え
る

一
品

で
す

。
 

※
と

う
も

ろ
こ

し
は

二
本

く
ら

い

あ
れ

ば
い

い
の

で
す

が
、

少
な

い

と
や

や
味

が
頼

り
な

い
の

で
便

利

屋
コ

ン
ソ

メ
の

力
を

頼
っ

て
し

ま

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。
 

精
進

風
精

進
風

精
進

風
精

進
風

    

    
コ

ー
ン

ポ
タ

ー
ジ

ュ
コ

ー
ン

ポ
タ

ー
ジ

ュ
コ

ー
ン

ポ
タ

ー
ジ

ュ
コ

ー
ン

ポ
タ

ー
ジ

ュ
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仏
壇

仏
壇

仏
壇

仏
壇

もも もも
小

型
小

型
小

型
小

型
・・ ・・

薄
型

薄
型

薄
型

薄
型

のの のの
時

代
時

代
時

代
時

代
にに にに
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遺
影

の
な

い
お
葬
式

を
し

た
経

験
が

あ
り

ま
す

。

い
や

「
特
定

の
」
遺
影

が
な

い
と

い
う

べ
き

で
し

ょ

う
か

。
と

い
う

の
も
祭
壇

上
に
モ
ニ

タ
ー

が
設
置

さ

れ
て

あ
り

、
そ

こ
に
故

人
の
写
真

が
数
枚

ス
ラ

イ
ド

シ
ョ

ー
で

次
々
変

わ
っ

て
い

く
の

で
す

。
参
列

者
に

と
っ

て
も

生
前

の
様
々

な
姿

に
触

れ
な

が
ら
故

人
を

送
る

こ
と

は
感
慨
深

い
も

の
で

す
。
僧
侶
側

と
し

て

は
そ

の
眼

前
の

ス
ラ

イ
ド

シ
ョ

ー
に

見
入

っ
て

し
ま

い
、
肝

心
の

お
経

が
疎

か
に

な
ら
ぬ

よ
う
注
意

す
る

必
要

は
あ

り
ま

す
。

 

 
さ

て
遺
影

に
つ

い
て

で
す

が
、
葬
儀

後
の

取
扱

い

に
つ

い
て

は
、

ど
こ

に
飾

ろ
う

が
、

い
つ

ま
で
飾

ろ

う
が

そ
れ

は
自
由

で
す

。
仏
壇
内

の
お
祀

り
の

一
部

で
は

な
い

の
で

、
特

に
決

ま
り

は
あ

り
ま

せ
ん

。
家

の
仏

間
に

は
少
々

大
き

す
ぎ

る
と

思
え

ば
、
写
真
立

て
に

ス
ナ
ッ
プ
写
真

を
入

れ
て
飾

る
も

よ
し

。
葬
儀

の
際

に
使

用
し

た
写
真

と
は
違

う
も

の
を

後
々
飾

っ

て
も

何
の

問
題

も
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

 

 
仏
壇

前
の

ス
ペ

ー
ス

に
写
真

ア
ル
バ

ム
を
置

い

て
、
毎
月
故

人
の
写
真

の
ペ

ー
ジ

を
め

く
っ

て
入

れ

替
え

て
お

ら
れ

る
お
宅

が
あ

り
ま

す
。

仏
壇

ま
わ

り

は
小
難

し
い

こ
と

は
言

わ
ず

に
自
分

な
り

に
故

人
を

偲
ぶ
空

間
に

な
さ

っ
て

よ
い

と
思

っ
て

い
ま

す
。
写

真
ア

ル
バ

ム
を
置

い
て

お
け

ば
、

自
分

自
身

を
含

め

お
参

り
す

る
人

達
の

間
で

も
「

こ
れ

は
あ

の
時

の

～
」

と
自

然
と
写
真

の
エ
ピ
ソ

ー
ド

と
と

も
に
故

人

と
の

思
い

出
に
触

れ
る
機

会
が

多
く

な
り

ま
す

。
も

し
小

さ
な

お
孫

さ
ん

が
い

ら
っ

し
ゃ

れ
ば

、
「

今
月

の
じ

い
じ
選

ん
で

あ
げ

て
」

と
写
真

を
選
ぶ
作
業

を

や
ら

せ
て

み
て

も
い

い
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。
 

  
遺
影
＝
究
極

の
一
枚

と
い

う
概

念
を

取
っ
払

っ
て

し
ま

え
ば

、
亡

く
な

っ
て

か
ら

お
通
夜

ま
で

の
短

い

時
間

に
ベ

ス
ト

な
一
枚

を
選
ぶ

と
い

う
重
荷

か
ら
解

放
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。
 

遺
影

遺
影

遺
影

遺
影
の
な
い
お

の
な
い
お

の
な
い
お

の
な
い
お
葬
式

葬
式

葬
式

葬
式

    

平 成6年、講 習 会 で

講義をする先代住職 

遺
影
 

遺
影

遺
影

遺
影

遺
影
のの のの
扱扱 扱扱
い
は

い
は

い
は

い
は
自
由

自
由

自
由

自
由

    

遺
影

遺
影

遺
影

遺
影
＝＝ ＝＝
究
極

究
極

究
極

究
極
のの のの
一
枚

一
枚

一
枚

一
枚
？？ ？？

    
変変 変変
わ

る
わ

る
わ

る
わ

る
    

のの のの
在在 在在
りり りり

方方 方方
    



 

い ち ね ん ほ っ き 

み っ か ぼ う ず 

 
車

を
運
転

し
て

い
ま

し
た

ら
カ

ー
ナ

ビ
か

ら
、
習

慣
化
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

な
る

人
物

が
、

「
明
日

か
ら

や
る

ぞ
！

」
と
決

め
た

こ
と

を
長
続

き
さ

せ
る
コ
ツ

に
つ

い
て

話
を

し
て

い
ま

し
た

。
習
慣
化
コ

ン
サ

ル

タ
ン

ト
？

、
な

ん
ち
ゅ

う
職
業

や
そ

れ
と
独

り
言

を

言
い

な
が

ら
、

聞
い

て
お

り
ま

す
と

、
ま

ず
は
ベ

イ

ビ
ー

ス
テ
ッ
プ

が
大

切
と

い
う

。
例

え
ば

「
明
日

か

ら
毎
日

三
十
分
走

る
ぞ

」
と

目
標

を
立

て
た

と
す

る

と
、
初
日

は
な

ん
と

ラ
ン
ニ

ン
グ

ウ
ェ

ア
を
着

て
み

る
だ

け
で
良

い
ら

し
い

。
翌
日

は
靴

も
履

い
て

、
家

の
外

に
出

て
み

る
。

そ
し

て
三
日

目
は
家

の
周

り
を

一
周

し
て

み
る

。
冗
談

や
ろ

と
思

っ
て

し
ま

い
ま

す

が
、

こ
の
ベ

イ
ビ

ー
ス

テ
ッ
プ

と
い

う
無
理

の
な

い

小
さ

な
一
歩

の
積

み
重

ね
が

大
事

と
の

こ
と

。
達
成

感
が
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ

ン
の
維

持
に
つ

な
が

る
ら

し

い
。
無
理

や
り
納

得
さ

せ
ら

れ
た
気
分

で
す

。
 

  
さ

て
、

こ
の

「
明
日

か
ら
始

め
る

ぞ
」

「
今

年
こ

そ
は
！

」
と

い
う

の
が

一
念
発

起
で

す
。

そ
し

て

せ
っ

か
く

一
念
発

起
し

た
の

に
、

「
今
日

は
雨

だ
し

な
」

「
今
日

は
も

う
遅

い
か

ら
」

と
言

い
訳

を
探

し

な
が

ら
尻

す
ぼ

み
し

て
い

く
の

が
三
日
坊
主

で
す

。

つ
ま

り
は

「
よ

し
、

や
る

ぞ
」

が
一

念
発

起
で

、

「
や

っ
ぱ

り
、

や
め

た
」

が
三
日
坊
主

で
す

。
そ

し

て
こ

の
二
つ

の
言

葉
は

仏
教

に
関
係

す
る

言
葉

で

す
。

 

  
一

念
発

起
は

「
一

念
発

起
菩
提

心
」

の
略

で
す

。

菩
提

と
は

さ
と

り
の
境
地

の
こ

と
で

、
「

よ
し

、
さ

と
り

を
求

め
て

仏
道

に
精

進
し

よ
う

」
と

心
に

強
く

誓
う

こ
と

を
言

い
ま

す
。
普

段
お
参

り
の
際

に
も

、

お
経

の
最

後
の

方
で

「
願

以
此

功
徳

 
平

等
施

一
切

 

同
発
菩
提

心
 

往
生
安

楽
国

」
と
必

ず
お

読
み

し
て

い
ま

す
。

仏
壇

の
向

か
っ

て
右
側

の
掛

け
軸

に
描

か

れ
て

い
る

善
導

大
師

の
お

言
葉

で
す

。
こ

の
「
発
菩

提
心

」
、
発

起
人

の
「
発

起
」

ま
た

「
発

心
」

な
ど

も
皆
同

じ
意
味

で
す

。
 

  
三
日
坊
主

は
い

ざ
僧
侶

に
な

る
べ

く
門

を
く

ぐ
っ

た
も

の
の

厳
し

い
修

行
に

心
が

折
れ

て
脱

落
し

て
し

ま
う

こ
と

か
ら

と
い

う
説

も
あ

る
一

方
で

、
坊
主

は

僧
侶

の
こ

と
を

指
し

て
い

る
わ

け
で

は
な

く
、
貶

称

と
し

て
や

ん
ち
ゃ
坊
主

や
わ

ん
ぱ

く
坊
主

な
ど

の
よ

う
に
使

わ
れ

て
い

る
と

も
言

わ
れ

て
い

る
と

か
。

 

 千
里

の
道

も
一
歩

か
ら

。
 

あ
せ

ら
ず

、
欲
張

ら
ず

、
着

実
に

。
 

ベ
イ

ビ
ー

ス
テ
ッ
プ

の
心

が
け

で
す

。
 

⻄光寺の⽞関に掲げられている

「発菩提心」の額 

＆＆＆＆三日坊主三日坊主三日坊主三日坊主    

一念発起一念発起一念発起一念発起    

日常に溶け込む

仏教語 

い
ち

ね
ん

ほ
っ

き
ぼ

だ
い

し
ん

 

し
ょ

う
じ

ん
 

ど
う

ほ
つ

ぼ
だ

い
し

ん
 
お

う
じ

ょ
う

あ
ん

ら
く

こ
く

 

が
ん

に
し

く
ど

く
 

び
ょ

う
ど

う
せ
い

っ
さ

い
 

ぜ
ん

ど
う

だ
い

し
 

ほ
っ

し
ん

 
ほ

っ
き

 

へ
ん
し
ょ
う
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秋のお彼岸法要 

9月20日 (火) 

13時～ 

13時30分～ 

14時30分～ 

15時30分頃 

お彼岸のお勤め 

お説教 

塔婆回向 

終了予定 

【説教師】 

志方 長楽寺住職  

釋 康祐 師 
し ゃ く こ う ゆ う 

＜塔婆回向について＞ 

塔婆回向では西国三十三ヶ所の御詠歌をあげながら、ご先祖の戒名を読み上げ供養させて頂きま

す。ご希望の方は当日世話人席にてお申込み下さい。1霊300円です。戒名（〇〇家先祖代々、

俗名でも構いません）と施主名（お申込みの方のお名前）をメモしてお持ち頂くとスムーズです。 

と う ば え こ う 

長楽寺様は延命子安地蔵をご本尊とし、安産子授け祈

願の札所「谷の長楽寺」として有名です。平成23年には

台風で裏山が崩落し、本堂や阿弥陀堂が全壊するなど

甚大な被害を受けられました。復興に向けての歩みを進め

ておられる中、コンサート・展示会・フリーマーケット・婚活

イベントなど様々な催しを企画なさっています。 



 

8 

宗祖法然上人立教開宗宗祖法然上人立教開宗宗祖法然上人立教開宗宗祖法然上人立教開宗850850850850年年年年    

本山永観堂では、令和6年に迎える宗祖法然

上人立教開宗850年に向けて、現在様々な記

念事業を展開しています。記念事業の詳細に

ついては下記特設サイト、facebookを通じて

随時発信しています。特設サイトでは、「立

教 開 宗 っ て 何？」「法 然 上 人 っ て ど ん な

人？」「南無阿弥陀仏って結局何なの？」な

どの素朴な疑問についても分かりやすく解説

しています。是非ご覧ください↓ 

◆宗祖法然上人立教開宗850年記念サイト  

https://honen850.jp/  

 

 

◆宗祖法然上人立教開宗850年記念 facebook 

https://www.facebook.com/honen850  

東ノ丁 藤井英也さん  86歳   

高砂  井川護さん   82歳   

⻄ノ丁 澤井すゑ子さん 92歳 

東ノ丁 山本敏子さん  85歳   

⻄ノ丁 井神スミヱさん 94歳  

令和4年8月1日寂 

令和4年8月1日寂 

令和4年8月5日寂 

令和4年8月7日寂 

令和4年8月21日寂 

ご逝去の報 

己
れ

生
あ

る
間

は
、

 

子
の

身
に

代
ら

ん
こ

と
を

念
い

、
 

己
れ

死
に

去
り

て
後

に
は

、
 

子
の

身
を

護
ら

ん
こ

と
を

願
う

 

 
 

 
 

 
 

 
『

父
母

恩
重

経
』

 

焦
ら

ず
、

欲
張

ら
ず

、
着

実
に

 
九

月
 

八
月

 

門
前

掲
示

板
 

2年前の秋のお彼岸法要は中止、

昨年は朝・昼・夕の3回に分けて

お勤めのみの形式で行いました。

通常の形での秋のお彼岸法要は実

に3年ぶりになります。コロナ禍

にあって、まだまだ安心できる状

況とはいえませんが、感染対策を

行いながら秋のお彼岸法要をおつ

とめさせて頂きたいと思いますの

で、どうぞお誘いあわせてお参り

下さい。 

後 記 


