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日 

時 

十
一
月
十
二
日
（
月
） 

昼 

一
時
半 

夜 

七
時
半 

 
 
 
 
 

十
一
月
十
三
日
（
火
） 

昼 

一
時
半 

 
 

   

講 

師 

俵
山 

正
福
寺
住
職 

 
 
 
 

 
 
 

上 

原 

泰 

教 

師 
 

◇ 

昼
間
仕
事
の
方
は
、
ぜ
ひ
夜
に
お
参
り
下
さ
い
。 

◇ 

昼
、
夜
と
続
け
て
参
っ
て
下
さ
る
方
が
多
く
な
っ 

て
き
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
の
と
お
り
お
つ
と
め
い
た
し
ま
す
の
で
、
お

誘
い
あ
わ
せ
の
上
、
お
参
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご

案
内
い
た
し
ま
す
。 

 

長門市三隅下 

野波瀬 

0837(43)0625 

 

永
代

え
い
た
い

経
き
ょ
う

法
要

ほ
う
よ
う

と
は 

 

﹁
い
つ
ま
で
も
︵
永
代

え
い
た
い

︶
お
念
仏
の

み
教
え
︵
お
経
︶
が
伝
え
ら
れ
ま
す

よ
う
に
﹂
と
願
い
︵
仏 ぶ

っ

徳 と
く

讃
嘆

さ
ん
だ
ん

︶、

ま
た
ご
門
徒
の
ご
先
祖
が
、
志
を
納

め
て
お
寺
を
護
り
お
念
仏
を
喜
ば

れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
︵
祖 そ

恩 お
ん

報
謝

ほ
う
し
ゃ

︶
お
勤
め
す
る
法
要
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、﹁
そ
の
心
を
大
切
に

受
け
継
ぐ
﹂
と
い
う
こ
と
は
、﹁
さ

そ
い
あ
っ
て
法
を
聞
き
、
如
来
さ
ま

の
ご
恩
を
よ
ろ
こ
ぶ
﹂
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。 

12 月 18 日（火）14 時      仏婦報恩講 

 12 月 31 日（月）11 時４５分 除夜の鐘撞き 

  1 月   1 日（火）10 時      元旦会  

  1 月 14 日～16 日         御正忌報恩講 
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毎
日
、
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
！ 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

第
四
弾  

近
頃
は
︑
核
家
族

か
く
か
ぞ
く

が
増
え
ま
し
た
︒
家
族
と
言
う
の
は
︑
本
当
に
大

切
な
関
係
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
近
す
ぎ
て
︑
甘
え
が
出
て
︑
か
え
っ
て

や
や
こ
し
い
こ
と
に
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
︒
他
人
だ
と
距
離

き
ょ
り

が

あ
る
分
︑遠
慮

え
ん
り
ょ

も
配
慮

は
い
り
ょ

も
あ
り
ま
す
か
ら
冷
静

れ
い
せ
い

な
対
応
も
で
き
ま
す
が
︑

こ
れ
が
親
子
に
な
る
と
近
す
ぎ
て
︑
逆
に
感
情

か
ん
じ
ょ
う

が
剥 む

き
出 だ

し
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
︒﹁
友
達
に
言
わ
れ
た
ら
素
直

す
な
お

に
聞
く
こ
と
が
で
き
る
け
れ

ど
︑
親
に
言
わ
れ
た
ら
︑
逆
に
受 う

け
容 い

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
か
︒

﹁
よ
そ
の
子
だ
っ
た
ら
そ
こ
ま
で
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
︑
自
分
の
子
ど

も
だ
か
ら
余
計
に
腹
が
立
つ
﹂
と
か
︒
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
︑
あ
り
ま

す
よ
ね
︒ 

昔
は
︑
一
つ
の
家
に
︑
た
く
さ
ん
人
間
が
い
ま
し
た
か
ら
︑
そ
の
場 

そ
の
場
で
い
ろ
い
ろ
と
役 

割
が
分
担

ぶ
ん
た
ん

さ
れ
て
い
ま
し 

た
︒
た
と
え
ば
︑
お
母
さ 

ん
に
怒
ら
れ
た
か
ら
︑
そ 

の
晩
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
布 

団
に
潜 も

ぐ

り
込
ん
で
寝
る
と
か
︒
家
族
だ
け
で
は
な
く
て
︑
昔
は
近
所
の

お
じ
ち
ゃ
ん
や
お
ば
ち
ゃ
ん
と
の
距
離
が
今
よ
り
近
く
て
︑
怒
ら
れ
た

り
︑
可
愛

か
わ
い

が
ら
れ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
い
ろ
ん
な
人
間

関
係
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
形
で
役
割
が
分
担
さ
れ
て
い

て
︑
逃 に

げ
場 ば

も
き
ち
ん
と
用
意
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
︒
と
こ
ろ
が
近

頃
は
そ
う
い
う
場
所
が
な
く
て
︑
ど
う
し
て
も
行 い

き
詰 づ

ま

っ
て
し
ま
い
ま

す
︒
何
か
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
必
要
な
の
で
す
が
︑
核

家
族
で
す
か
ら
他
に
は
誰
も
い
ま
せ
ん
︒
で
は
︑
そ
ん
な
時
に
ど
う
し

た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
︒ 

藤
場

ふ
じ
ば

俊
基

と
し
き

と
い
う
先
生
は
︑﹁
そ
ん
な
時
に
︑
お
仏
壇
が
あ
る
で
は

な
い
か
︑阿
弥
陀
様
が
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
﹂と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

お
仏
壇
の
前
に
座
る
と
︑
間 ま

が
で
き
る
︒
ち
ょ
っ
と
冷
静
に
な
れ
る
︒ 

 

わ 

れ 
 
 
 
 
 
   

か 

え 
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自
分
を
ふ
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
︒
人
に
言
わ
れ
た
ら
腹
が
立
つ
こ
と

も
︑
阿
弥
陀
様
の
前
で
は
﹁
そ
う
か
も
し
れ
な
い
な
ぁ
﹂
と
素
直

す
な
お

に
な

れ
る
︒
そ
ん
な
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
人
間
が
生
き
る
上
で
本

当
に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
︒ 

か
く
な
る
私
も
短
気

た
ん
き

な
も
の
で
す
か
ら
︑
カ
チ
ー
ン
と
く
る
と
言
わ

な
く
て
も
良
い
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
︑
後
悔

こ
う
か
い

の
念
に
か
ら
れ
る
こ
と

が
よ
く
あ
り
ま
す
︒
い
つ
も
近
く
に
お
仏
壇
が
あ
れ
ば
と
思
う
の
で
す

が
︑
な
か
な
か
そ
う
も
い
き
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
最
近
は
︑
心
の
中
で

お
念
仏
を
称 と

な

え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
︒
お
念
仏
に
心
を
鎮
め
さ
せ
る

ご
利
益

り
や
く

な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
が
︑﹁
な
ま
ん
だ
～
ぶ
︑
な
ま
ん
だ
～
ぶ
﹂

と
称
え
る
と
︑
間
が
と
れ
て
我 わ

れ

に
返 か

え

る
こ
と
が
で
き
る
︒
逆
に
お
念
仏

を
忘 わ

す

れ
る
と
︑
や
は
り
我 わ

れ

を
忘
れ
て
し
ま
い
失
敗
す
る
の
で
す
︒(
坊 ぼ

う

守 も
り

い
わ
く
︒﹁
忘
れ
す
ぎ
な
ん
じ
ゃ
な
い
？
﹂ト
ホ
ホ
︒そ
の
通
り
︒で
も
︑

お
念
仏
や
お
仏
壇
が
な
か
っ
た
ら
と
思
う
と
・
・
・
︑
そ
っ
ち
の
方
が

お
そ
ろ
し
い
で
す
よ
ね
︒) 

我
に
返
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
︒
自
分
を
ふ
り
返
る
こ
と
が
で
き
る 

場
所
︒
誰
も
が
そ
の
場
を
敬 う

や
ま

い
︑
姿
勢

し
せ
い

を
正
す
場
所
︒
そ
ん
な
場
が
家

庭
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
人
間
が
生
き
る
上
で
本
当
に
大
切
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
︒
と
こ
ろ
が
現
代

げ
ん
だ
い

社
会

し
ゃ
か
い

に
生
き
る
私
た
ち
は
︑
そ
う
い

う
大
切
な
働 は

た
ら

き
を
も
っ
て
い
る
場
を
失
い
つ
つ
あ
り
ま
す
︒
そ
の
よ
う

な
場
を
最
も
必
要
と
し
て
い
る
時
代
で
あ
り
な
が
ら
︒そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑

﹁
そ
ん
な
も
の
な
ん
て
い
ら
な
い
よ
﹂
と
平
気
で
思
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

 

現
代
社
会
は
︑
自
己

じ

こ

主
張

し
ゅ
ち
ょ
う

の
時
代
だ 

と
言
わ
れ
ま
す
︒
そ
の
た
め
自
分
の
意 

見
を
主
張
す
る
技
術

ぎ
じ
ゅ
つ

ば
か
り
が
求
め
ら 

れ
︑
自
分
を
ふ
り
返
る
こ
と
や
見
つ
め
直
す
こ
と
︑
相
手
の
立
場
を
思

い
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
増
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
我

を
主
張
す
る
こ
と
で
我
を
忘
れ
て
し
ま
う
時
代
に
︑
我
に
返
る
場
所
と

し
て
の
お
仏
壇
の
働
き
を
再
確
認

さ
い
か
く
に
ん

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
■ 
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な
ら
ば
︑
こ
の
ご
縁 え

ん

を
通
し
て
気
づ
か
さ
れ
た
﹁
た
く
さ
ん
の
も

の
を
与
え
ら
れ
て
い
る
﹂
身
で
あ
る
こ
と
を
︑
日
々
の
出 で

遇 あ

い
の
尊 と

お
と

さ
を
︑
し
っ
か
り
と
味
わ
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
か
と
い
う
と
︑
ど

う
な
の
で
し
ょ
う
︒
し
ば
ら
く
す
る
と
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
︑

ま
た
親
し
い
人
を
亡
く
し
て
は
︑
そ
れ
が
頭
だ
け
の
理
解

り
か
い

だ
っ
た
と

気
づ
か
さ
れ
﹁
失
わ
な
い
と
気
づ
け
な
い
の
か
﹂
と
知
ら
さ
れ
る
ば

か
り
︒
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒ 

 

仏
教
で
は
迷 ま

よ

い
の
姿
を
︑
尺
取

し
ゃ
く
と

り
虫
が
同
じ
と
こ
ろ
を
グ
ル
グ
ル

と
回
る
姿
に
譬 た

と

え
ま
す
︒
私
た
ち
も
同
じ
場
所
を
グ
ル
グ
ル
と
︑
迷

い
を
深
め
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒ 

 
 

大
切
な
人
を
亡
く
す
の
は 

本
当
に
悲
し
い
こ
と
で
す
︒
し
か

し
︑
そ
の
こ
と
か
ら
何
も
学
ぶ
こ
と
な
く
生
き
る
こ
と
は
︑
も
っ
と

悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
悲
し
み
の
中
か
ら
︑
教
え
ら

れ
る
大
切
な
こ
と
︒
そ
れ
を
︑
亡
き
人
が
仏
様
に
成
ら
れ
て
私
た
ち

に
伝
え
て
下
さ
っ
た
教
え
だ
と
い
た
だ
い
て
い
く
︒
そ
こ
に
︑
亡
き

人
と
共 と

も

に
生
き
て
い
く
人
生
が
開
か
れ
て
い
く
の
だ
と
教
え
ら
れ

る
の
で
す
︒
■ 

 

 

けいじでんどう 

  

﹁
人
間
は
死
ぬ
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
誰
で
も
知
っ
て
い
ま
す
︒

し
か
し
︑
親
し
い
人
を
亡
く
し
た
時
︑
簡
単

か
ん
た
ん

に
割
り
切
る
こ
と
な
ど

で
き
ま
せ
ん
︒
い
か
に
頭
だ
け
の
理
解

り
か
い

で
し
か
な
か
っ
た
か
を
︑
思

い
知
ら
さ
れ
ま
す
︒
私
た
ち
は
︑
頭
で
︑
知
識

ち
し
き

で
理
解
し
た
こ
と
で

安
心
し
︑
日
々
の
出
遇
い
の
大
切
さ
︑
尊
さ
︑
愛 い

と

お
し
さ
を
見
失
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

以
前
︑
宮
城

み
や
ぎ 

顗 し
ず
か

と
い
う
先
生
か
ら
︑ 

﹁
失
っ
た
悲
し
み
の
大
き
さ
は
︑ 

与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
大
き
さ
で
あ
る
︒
﹂ 

と
い
う
言
葉
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
本
当
に
そ
の
通
り
だ
な

あ
と
い
う
の
が
正
直
な
思
い
で
す
︒
し
か
し
そ
の
驚 お

ど
ろ

き
を
︑
裏
返

う
ら
が
え

し

て
み
れ
ば
﹁
失
わ
な
い
と
気
づ
け
な
い
の
か
﹂
と
い
う
自
ら
の
愚 お

ろ

か

さ
へ
の
気
づ
き
で
も
あ
り
ま
す
︒ 



（５）                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
中
が
広
が
っ
て
い
く
︒
心
も
殺
伐

さ
つ
ば
つ

と
す
る
は
ず
で
す
︒ 

 
 

﹁
俺
は
責
任

せ
き
に
ん

取
ら
な
い
よ
︒
失
敗
し
た
ら
お
前
の
責
任
だ
ぞ
﹂
っ
て

突
き
放
す
と
︑
言
わ
れ
た
方
は
怯 お

び

え
て
手
元

て
も
と

が
狂 く

る

っ
て
し
ま
う
︒
逆
に
︑

﹁
失
敗
し
て
も
構 か

ま

わ
な
い
か
ら
好
き
に
や
り
な
さ
い
︒
後
の
こ
と
は
引

き
受
け
た
﹂
と
言
っ
て
あ
げ
れ
ば
︑
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
か
ら
仕
事
の

精
度

せ
い
ど

が
上
が
る
︒
／ 

 

責
任
と
い
う
の
は
︑お
互 た

が

い
に
押 お

し
付 つ

け
あ
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑取 と

り

合 あ

う
も
の
な
ん
で
す
︒
そ
う
い
う
集
団
に
お
い
て
は
︑
誰
か
が
責
任
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
そ
の
も
の
が
起
き
な
い
ん
で
す
︒ 

 

思
想
家
の
内
田

う
ち
だ

樹 た
つ
る

先
生
は
︑
こ
う
指
摘

し
て
き

さ
れ
ま
す
︒
間
違

ま
ち
が

い
を
認 み

と

め

ず
︑
責
任
を
押
し
付
け
︑
い
つ
も
正
し
い
場
所
に
身
を
置
く
こ
と
で
︑

私
た
ち
は
殺
伐

さ
つ
ば
つ

と
し
た
嫌 い

や

な
世
の
中
で
︑
い
つ
い
じ
め
の
矛
先

ほ
こ
さ
き

が
向

け
ら
れ
る
の
か
と
ビ
ク
ビ
ク
す
る
生
き
方
を
選
び
と
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

  

唐
代

と
う
だ
い

の
詩
人
白 は

く

楽
天

ら
く
て
ん

が
︑
道 ど

う

林 り
ん

和
尚
と
い
う
禅
僧

ぜ
ん
そ
う

に
﹁
仏
法
と
は
︑

ど
の
よ
う
な
教
え
な
の
か
﹂
と
問
う
た
と
こ
ろ
︑
﹁
諸
悪
莫
作

し
ょ
あ
く
ま
く
さ

・
※ 

政
治

せ
い
じ

討
論

と
う
ろ
ん

番
組

ば
ん
ぐ
み

が
嫌 き

ら

い
に 

な
り
ま
し
た
︒
最
初
は
面 お

も

白 し
ろ 

い
と
見
て
い
た
の
で
す
が
︑ 

し
ば
ら
く
す
る
と
単
な
る
な 

じ
り
合
い
に
し
か
聞
こ
え
な
く
な
り
︑
心
が
殺
伐

さ
つ
ば
つ

と
し
て
く
る
の
で
す
︒

政
治
家
や
官
僚

か
ん
り
ょ
う

の
人
た
ち
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
マ
ス
コ
ミ
の
方
や

様
々

さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
方
々
︒
皆
さ
ん
優
秀

ゆ
う
し
ゅ
う

な
方
で
す
し
︑

偉 え
ら

い
人
ば
か
り
で
す
︒
で
も
︑
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
賢 か

し
こ

い
人
や
偉
い
人

が
多
い
の
に
︑
心 こ

こ
ろ

豊 ゆ
た

か
な
方
向
に
︑
建
設
的

け
ん
せ
つ
て
き

な
方
向
に
進
ま
な
い
の
で

し
ょ
う
︒ 

 
 

最
近
の
報
道

ほ
う
ど
う

を
見
る
と
︑
ミ
ス
が
あ
れ
ば
責
任

せ
き
に
ん

を
な
す
り
つ
け
あ
っ

て
︑
責
任
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
が
周
り
か
ら
の
集
中

し
ゅ
う
ち
ゅ
う

砲
火

ほ
う
か

を
浴
び

る
︒
ま
さ
に
﹁
い
じ
め
の
構
図

こ
う
ず

﹂
が
繰 く

り
広 ひ

ろ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ

は
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
ま
で
及 お

よ

び
︑
気
が
つ
け
ば
︑
誰 だ

れ

も
責
任
を
取

り
た
が
ら
な
い
世
の
中
に
な
り
ま
し
た
︒
間
違

ま
ち
が

い
を
認
め
る
と
︑
責
任

追
及

つ
い
き
ゅ
う

が
う
る
さ
い
︒
だ
か
ら
み
ん
な
嘘 う

そ

を
つ
き
︑
屁
理
屈

へ

り

く

つ

で
ご
ま
か
し

て
も
︑
自
分
の
非 ひ

を
認
め
な
い
︒
責
任
論
を
語
る
ほ
ど
︑
無
責
任
な
世 

 



                                                                                                    （６） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 

衆 し
ゅ

善 ぜ
ん

奉
行

ぶ
ぎ
ょ
う

﹂
︵
悪
い
こ
と
を
す
る
な
︑
善
い
こ
と
を
せ
よ
︶
と

答
え
ま
し
た
︒
白
楽
天
が
﹁
そ
ん
な
こ
と
は
︑
三
歳
の
子
ど
も
で
も

知
っ
て
い
る
﹂
と
返
す
と
︑
道
林
和
尚
は
﹁
三
歳
の
子
ど
も
で
も
知

っ
て
い
る
が
︑
八
十
の
老
人
に
な
っ
て
も
︑
実
行
す
る
こ
と
は
難
し

い
﹂
と
応
じ
た
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒ 

 

正
し
さ
を
求
め
る
こ
と
は
大
切
で
す
︒
し
か
し
︑
人
間
は
正
し
さ

だ
け
で
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
︒そ
ん
な
ご
く
当
た
り
前
な
こ
と
を
忘

れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

私
は
弱 よ

わ

い
存
在
だ
と
知
る
か
ら
こ
そ
︑
助
け
合
い
︑
支
え
合
い
の

大
切
さ
を
知
る
の
で
し
ょ
う
︒私
は
間
違

ま
ち
が

う
存
在
だ
と
気
づ
く
か
ら

こ
そ
︑
相
手
に
も
寛
容

か
ん
よ
う

に
な
れ
る
の
で
す
︒
私
は
無
智

む

ち

で
あ
る
と
い

う
自
覚
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
違
う
意
見
を
尊
重

そ
ん
ち
ょ
う

し
て
い
け
る
の
で

す
︒
そ
こ
に
こ
そ
︑
﹁
お
互 た

が

い
さ
ま
﹂
や
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
﹁
恵 め

ぐ

み

を
い
た
だ
く
﹂
﹁
生
か
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
︑
心 こ

こ
ろ

豊 ゆ
た

か
な
言
葉

も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
︒ 

 

弱
さ
や
愚
か
さ
を
︑
逃 に

げ
道
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑

弱
さ
や
愚
か
さ
と
向
き
合
う
こ
と
は
︑卑
屈

ひ
く
つ

に
な
る
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
︒
向
き
合
う
こ
と
か
ら
広
が
る
豊
か
な
世
界
が
あ
る
の
で 

 

 

極楽寺.comで検索して下さい。 

す
︒
親
鸞
聖
人
は
人
間
の
弱
さ
や
愚
か
さ
を
通
し
て
︑
こ
の
私
を
包 つ

つ

み

支
え
て
下
さ
る
世
界
と
出 で

遇 あ

わ
れ
た
の
で
す
︒ 

 

私
た
ち
は
︑
﹁
間
違

ま
ち
が

わ
な
い
﹂
人
が
賢 か

し
こ

い
人
︑
偉 え

ら

い
人
だ
と
思
っ 

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
の
こ
と
が
︑
殺
伐

さ
つ
ば
つ

と
し
た
生
き
づ
ら

い
世
の
中
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

 

こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
聖
人
の
生
き
ざ
ま
を
通
し
て
︑自
ら
の
歩

み
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
︑求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま

せ
ん
︒
■ 

http://%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E5%AF%BA.com/
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 お焼香の作法については「作法の極意」のコーナーで、いずれご紹介するつもりですが、

今回はキンについてのみ、ご説明させていただきます。テレビドラマなどでは、よくお焼香

の際にキンを鳴らすシーンが出てきますが、浄土真宗の作法では鳴らすことはありません。 

正式名は「鏧」といって、大きなものから小さなものまでありますが、お勤めのときに鳴

らすものです。(『勤行聖典』で、●がキンを打つタイミングの印です。) 

 ただ、子どもさんがお仏壇に手を合わせるとき、よくキンをたたいている場面に出くわし

ます。それは、子どもさんがされることとして、大らかに見守ってあげましょう。でも、ど

うして子どもって、キンをたたきたがるのでしょうね。誰か答えてくれませんか。 

Ｑ お焼香のときに、キンは鳴らすのですか？ 

ご門徒の方からの質問を、ご紹介するコーナーです。 

皆さんも住職に、気軽に質問して下さいね。 

             お取越
と り こ

しの季節です。お取越しに限らず 

法事や法座、お葬式など、仏
ぶつ

事
じ

の際には「門徒式
も ん と し き

章
しょう

」をかけましょ 

う。式章とは、肩衣
かたぎぬ

という礼服
れいふく

からできたものです。和服における 

男子正装は裃
かみしも

ですが、実は肩衣と袴
はかま

をセットで裃というのです。遠山の金さんが桜
さくら

吹雪
ふ ぶ き

の入れ

墨を見せるために脱ぎ捨てるのが肩衣です。この肩衣をもとに、1932(昭和７)年浄土真宗本願寺 

派では、「門徒式章」をかけることで、正装
せいそう

とみなすことが制定されました。 

極楽寺では、住職
じゅうしょく

継
けい

職
しょく

法要
ほうよう

の記念品として、式章をお配りしております。大 

事にしまわれるよりも、ぜひ日常的
にちじょうてき

に使っていただきたいと思います。もちろ

ん、お祝いの場で掛
か

けられるのも結構です。喜びも悲しみも阿 

弥陀様と共に生きるのが、真宗門徒の姿なのですから。 

式章をかけて、法座へ参拝される 

ご門徒のみなさん 



極楽寺だより  2012(平成24)年11月号                        （８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「お取越
と り こ

し」とは、真宗寺院において最も大切な行事である親鸞
しんらん

聖 人
しょうにん

のご法事

「報恩講
ほうおんこう

」を、ご命日よりも取越して（早めて）、各家々で勤
つと

めるという門徒にとって

大切な伝統行事です。ところが近頃は、「どうして先祖
せ ん ぞ

でもない人の法事を、勤めなく

てはならないのか！」と怒られそうな時代になりました。しかし、親鸞聖人が亡くな

られてから今年で七百五十年。長い歴史を通して、「伝えなくてはならない願いがある」

「受け止めなくてはならない尊いご恩がある」と私たちのご先祖や先輩方が、その心

を「お取越し」という行事に込
こ

められて、私たちのところにまで届けて下さっている

のです。 
 

実
みの

りの秋を迎
むか

えましたが、畑も 耕
たがや

すことで豊かな作物が育つように、心も深く耕さ

なくては、豊かな心は育ちません。しかし、私たちの生きる現代社会は、目先
め さ き

の楽し

みや面白さばかりを追い求める、薄
うす

っぺらな世の中になってはいないでしょうか。 

長い歴史
れ き し

を通して、私に届
と ど

けられている 

願いを深く受け止めること。それが足下
あ し も と

を  

掘り下げ、心を耕すことにつながるのでは 

ないでしょうか。そこにこそ、心豊かな人 

生が開かれていくのだと教えられるのです。 

 

極楽寺では、都会に出られているご門徒、ご家族、有縁の方々に、極楽寺だよりをお送
りしています。現在、送り先は100 件以上となり、お寺としても大変うれしく思っており
ます。できれば、もっと増えるとうれしいのですが。 

都会の子どもさんやお孫さんに、送られてはどうでしょう。連絡先を教えていただけれ
ば、お寺から直接お送りします。ご遠慮なくお申し出下さい。 

 


