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日
本
語
と
は
難
し
く
、
使
い
方
に
よ
っ
て
は
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
よ
う
で
す
。「
大
事
」
と
い
う
言
葉
は
「
だ
い
じ
」
と
「
お
お
ご
と
」
と
読

む
事
が
出
来
ま
す
が
、
全
く
意
味
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
文
章
に
す
る
と
そ
れ
は

明
ら
か
で
、「
親
を
だ
い
じ
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
「
親
を
お
お
ご
と
に
し
ま
し
ょ

う
」
で
は
聞
く
人
は
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
の
か
考
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。 

で
は
、
「
一
大
事
」
の
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

辞
書
に
は
重
大
な
事
件
・
出
来
事
、
容
易
で
な
い
事
態
と
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
調

べ
て
み
る
と
、
一
大
事
の
語
源
・
由
来
は
仏
教
に
あ
る
事
が
分
か
り
ま
す
。
一
大

事
と
は
も
と
も
と
仏
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
、
こ
の
世
に
現
れ
る
と
い
う
重
大

事
を
意
味
す
る
言
葉
で
し
た
。
こ
れ
を
一
大
事
因
縁
と
も
言
い
ま
す
。
こ
の
一
大

事
が
一
般
に
広
ま
り
、
現
在
で
は
重
大
な
出
来
事
、
特
に
悪
い
事
態
の
場
合
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

蓮
如
上
人
は
、
「
後
生
の
一
大
事
を
心
に
か
け
て
」
と
繰
り
返
し
教
え
ら
れ 

ま
す
。
後
生
と
は
「
ご
せ
」
と
も
い
わ
れ
、
今
生
・
現
世
に
対
し
て
言
わ
れ
る

言
葉
で
す
。「
仏
教
で
は
、
後
生
、
後
生
と
い
っ
て
死
ん
だ
先
の
こ
と
ば
か
り

言
う
か
ら
若
い
人
に
嫌
わ
れ
る
の
だ
。
も
っ
と
現
実
的
に
生
き
て
い
る
現
在

の
こ
と
を
教
え
な
く
て
は
現
代
に
通
用
し
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
で

は
人
生
が
「
旅
」
だ
と
し
ま
す
。
こ
の
人
生
の
行
き
つ
く
先
は
ど
こ
で
し
ょ

う
か
。
真
っ
暗
闇
の
世
界
で
終
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
外
国
旅
行

に
出
か
け
楽
し
く
過
ご
し
て
い
て
も
、
や
が
て
旅
行
が
終
わ
っ
て
帰
っ
て
い

く
国
と
家
庭
が
無
か
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
楽
し
く
安
心
し
て
旅
し
て

は
お
れ
な
い
で
し
ょ
う
。 

人
生
の
旅
は
必
ず
終
わ
り
ま
す
。
い
つ
終
わ
る
か
、
明
日
か
も
知
れ
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
後
生
は
遠
い
先
の
話
で
は
な
く
、
今
日
の
た
だ
今
が
「
後
生
」、

即
ち
最
後
の
大
切
な
一
瞬
一
瞬
の
一
大
事
の
時
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
私
た
ち
は
死
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
を
聞

く
中
で
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
有
り
難
さ
、
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
る
の
で

し
ょ
う
。
人
生
は
、
逃
げ
る
こ
と
の
で
き

な
い
老
・
病
・
死
が
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀

仏
の
法
に
触
れ
る
中
で
、
帰
る
べ
き
世
界

を
明
か
ら
に
す
る
。
そ
こ
に
本
当
の
意
味

で
「
現
在
の
生
」
を
大
切
に
生
き
る
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。    
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江
戸
末
期
、
こ
の
地
を
治
め
て
い
た
藩

主
は
、
農
作
物
の
生
産
量
を
増
や
す
た
め

に
、
荒
地
の
開
墾
を
行
い
ま
し
た
。
開
墾

に
あ
た
る
人
手
は
、
稲
作
技
術
も
あ
り
勤

勉
と
評
判
の
高
い
、
北
陸
地
方
の
ひ
と
を

招
き
入
れ
る
事
に
し
ま
し
た
。
そ
の
移
住

し
て
き
た
人
の
多
く
は
浄
土
真
宗
の
門
徒

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
地
に
は
浄
土
真

宗
の
お
寺
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

定
着
せ
ず
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
い
た

そ
う
で
す
。
藩
で
は
移
住
者
を
と
ど
め
る

た
め
、
お
寺
を
創
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

天
保
２
年
（
１
８
３
１
）
５
月
１
日
、
築

地
御
坊
の
布
教
所
・
往
西
寺
の
誕
生
で
す
。 

親
鸞
聖
人
が
関
東
教
化
さ
れ
た
の
が
今

か
ら
約
８
０
０
年
前
、
念
仏
の
教
え
は
東

海
、
北
陸
へ
と
広
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て

北
陸
の
ご
門
徒
が
、
茨
城
の
念
仏
の
届
い

て
い
な
い
こ
の
地
に
来
て
、
真
宗
寺
院
が

出
来
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
不
思
議
な
ご
縁

を
感
じ
ま
す
。 

現
在
本
堂
を
建
設
中
な
の
で
客
殿
に
阿

弥
陀
様
を
安
置
し
て
、
仮
本
堂
に
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
報
恩
講
や
永
代
経
法

要
は
お
休
み
し
て
い
ま
す
。
完
成
予
定
は

来
年
、
平
成
２９
年
秋
で
す
。 

日
常
で
は
毎
朝
お
朝
事
を
お
つ
と
め

て
い
ま
す
。
６
時
よ
り
梵
鐘
を
撞
い
て
、

仮
本
堂
に
て
正
信
偈
六
首
引
き
（
繰
り
読

み
）
を
本
山
に
合
わ
せ
て
読
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
後
に
住
職
の
感
話
を
聞
き
、
最
後
に

ラ
ジ
オ
体
操
を
し
て
終
わ
り
で
す
。
常
例

法
座
で
は
毎
月
第
３
土
曜
日
の
午
後
１

時
半
よ
り
３
時
ま
で
、
お
勤
め
は
「
讃
仏

偈
」、
領
解
文
、
生
活
信
条
を
唱
和
し
ま
す
。

そ
の
後
に
住
職
に
よ
る
お
経
の
話
、
日
常

の
仏
事
、
お
釈
迦
さ
ま
、
親
鸞
さ
ま
の
話
、

そ
の
関
連
の
ビ
デ
オ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
探
し
た
資
料
を
駆
使
し
て
、
お
話
を

さ
れ
ま
す
。
３
時
か
ら
４
時
ま
で
は
席
を

変
え
て
茶
話
会
を
し
て
い
ま
す
。
今
日
の

話
の
質
問
や
、
自
分
の
悩
み
等
を
出
し
て

頂
き
、
和
や
か
に
歓
談
し
て
い
ま
す
。
楽

し
い
ひ
と
と
き
で
す
。
そ
れ
か
ら
１１
月
の

築
地
本
願
寺
の
報
恩
講
に
バ
ス
で
参
拝

し
ま
す
。
５
月
の
降
誕
会
に
も
参
拝
し
ま

し
た
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
堂
の
完
成

を
待
ち
わ
び
て
い
ま
す
今
日
こ
の
頃
で

す
。                       

合
掌 

門
徒
推
進
委
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安
永 

昭
二 (

釋
伍
忍) 

 お寺紹介 

第３回 

〒315-0058 かすみがうら市下土田 1413                                         

茶話会の様子 

建設中の本堂 
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皆
様
は
お
仏
壇
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
す

か
？
ご
先
祖
様
の
魂
を
祀
る
も
の
と
お
考
え
の
方
が
大
半
で

し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
浄
土
真
宗
の
教
え
を
も
と
に
、
お
仏
壇

と
は
ど
う
あ
る
べ
き
も
の
な
か
を
と
も
に
考
え
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
の
私
た
ち
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
御
本
尊 

阿
弥

陀
如
来
は
、「
必
ず
救
う
、
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
」
と
常
に
私
た

ち
に
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
前
に
往
か
れ
た

方
々
の
お
導
き
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
様
の
お
こ
こ
ろ
に
出
遇
い
、

こ
の
世
を
力
強
く
歩
む
事
が
出
来
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち

は
そ
の
お
こ
こ
ろ
を
表
し
た
阿
弥
陀
様
の
絵
像
や
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
の
六
字
の
仏
様
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
日
々
報
謝
の

気
持
ち
を
込
め
て
礼
拝
し
ま
す
。 

 

さ
て
以
上
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
浄
土
真
宗
の
私
た
ち
に
と

っ
て
お
仏
壇
は
決
し
て
先
祖
の
魂
を
祀
る
も
の
で
は
な
く
、
御

本
尊 

阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
と
思

い
ま
す
。
神
棚
に
神
様
は
祀
っ
て
も
、
亡
き
人
の
魂
を
祀
っ
た

り
は
し
ま
せ
ん
よ
ね
？
ま
た
何
か
不
幸
な
こ
と
が
起
こ
っ
た

か
ら
神
棚
を
設
置
す
る
わ
け
で
も
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
同
じ

よ
う
に
身
近
な
方
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
お
仏
壇
を
購
入
す
る

の
で
は
な
く
、
親
鸞
聖
人
の
お
念
仏
の
教
え
を
よ
り
ど
こ
ろ
と

す
る
の
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
本
山
よ
り
阿
弥
陀
様
を
ご
自
宅
に
お
迎

え
し
て
下
さ
い
。
そ
し
て
お
仏
壇
を
購
入
し
、
そ
こ
へ
阿
弥
陀

様
を
安
置
し
て
日
々
礼
拝
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

以
下
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
伝
統
的
な
お
仏
壇
の
荘
厳
法
（
お
か
ざ

り
の
仕
方
）
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。
最
近
で
は
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
お

仏
壇
の
形
も
多
種
多
用
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
こ
れ
を
基
本
形

と
考
え
、
お
仏
壇
を
購
入
検
討
さ
れ
る
方
は
、
先
ず
お
手
次
の
お
寺
に
ご

相
談
下
さ
い
。
次
回
以
降
、
お
仏
壇
の
お
飾
り
を
詳
し
く
み
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。 

  

第３回 

 

 

 

浄妙寺副住職 那須 信行                               

作法の 

 はじめての仏事 

① 阿弥陀如来(立像) 

② 親鸞聖人 

③ 蓮如上人 

④ 火舎
か し ゃ

 

⑤ ろうそく立 

⑥ 華瓶
けびょう

一対 

⑦ 仏飯 

⑧ 瓔珞
ようらく

 

⑨ 灯籠 

⑩ 輪灯
りんとう

 

⑪ 香炉 

⑫ ろうそく立 

⑬ 花瓶
か ひ ん

 

⑭ 打敷
うちしき

 

⑮ 正信偈、和讃 

⑯ 御文章
ごぶんしょう

箱 

⑰ りん 

お
仏
壇
編 

さ
き 
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第 25 代専如門主 伝灯奉告法要のご案内 
 

伝灯奉告法要とは浄土真宗の宗祖親鸞聖人があきらかにされた「浄土真宗のみ教え」が 

第 24 代即如門主より第 25 代専如門主に伝えられたことを、阿弥陀仏の御前に告げられる 

とともに、お念仏のみ教えが広く伝わることを願いお勤まりになる法要です。 
 

伝灯とは … 親鸞聖人があきらかにされた「浄土真宗のみ教え」伝承し受け継ぐこと。 

門主とは … 西本願寺の住職さんであり、現東京・築地本願寺の住職さん。 

 

 

法要期間中の本願寺 

書院・飛雲閣 
書院・飛雲閣などが特別公開！飛雲閣は豊臣秀吉が建てた聚楽第の一部とも言われております。金

閣、銀閣とともに京都三名閣のひとつ！この機会にぜひ。 

 

境内 
境内では特設会場が設けられ、仏事相談や布教リレーなどが行われます。また、喫茶店や土産物販

売など特設会場も設置、お茶をいただきゆったりとした時間を過ごしませんか？ 

 

その他にもイベント目白押し！なかなか行くことの出来ない京都の地に、伝灯奉告法要をご縁にまいりま

せんか？詳しくは、お手次のお寺さんにお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

編集後記 
お盆が過ぎて、お彼岸が過ぎて、報恩講。終われば年末。日々をこなすように生活している自分を、

響流を読みながら振り返る。                                       清心寺 増田廣樹 

 お知らせ 


