
　　
　
　
　
暁
天
講
座　
案
内　

　
天
満
別
院
で
は
、
左
記
の
通
り
暁
天
講
座

を
開
講
致
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　  

記

日
　
時
　
８
月
６
日
（
木
）、
７
日
（
金
）  

　
　
両
日
と
も
に
午
前
６
時
〜
　
お
つ
と
め

　
　
　
　
　
　
　
午
前
６
時
30
分
〜
　
法
話

講
　
師
　
天
満
別
院
輪
番
　
武
宮
信
勝
　

講
　
題
　「
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」

場
　
所
　
天
満
別
院
　
同
朋
会
館
　
講
堂
　

※
　
聴
講
は
無
料
で
す
。
尚
、
講
座
終
了
後

　
に
は
軽
食
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
ご
提
供
　
太
田
石
材
店
様
）　

　
枚
方
御
坊 

願
生
坊　
　

　
　
　
　
　
　
住
職
：
京
極
　
孝
文

　
　
　
　
　
　
住
所
：
大
阪
府
枚
方
市
枚
方
元
町
６
番
61
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沿
革
　

　　
願
生
坊
（
枚
方
市
枚
方
元
町
）
は
本
願
寺
第
九
世
実
如
上
人
が

開
創
し
た
順
興
寺
の
寺
跡
を
つ
い
で
い
ま
す
。
順
興
寺
は
元
亀
年

間（
１
５
７
０
〜
１
５
７
３
）に
兵
火
に
あ
い
消
失
し
た
と
い
い
、

本
願
寺
東
西
分
派
以
後
、
西
本
願
寺
末
と
し
て
京
都
で
復
興
し
ま

し
た
。
そ
の
た
め
順
興
寺
跡
地
付
近
に
本
願
寺
第
十
二
丗
教
如
上

人
が「
枚
方
御
坊
」と
し
て
開
創
し
た
の
が
願
生
坊
で
あ
り
ま
す
。
　

　「
枚
方
御
坊
由
来
」（
寺
蔵
）
に
よ
る
と
、
教
如
上
人
は
東
本
願

寺
別
立
後
、
大
阪
へ
下
向
す
る
際
、
枚
方
に
宿
を
と
り
一
泊
さ
れ

た
と
い
う
。
そ
の
節
、
当
地
の
十
一
屋
藤
右
衛
門
と
丸
屋
太
郎
兵

衛
が
上
人
に
依
頼
し
て
枚
方
御
坊
建
立
と
な
っ
た
と
記
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
上
人
の
使
僧
と
し
て
大
和
の
長
福
寺
敬
秀
が
当
寺
へ

入
り
、
京
都
本
山
へ
奉
公
に
出
て
い
る
間
は
「
留
主
居
」
が
置
か

れ
て
い
ま
し
た
。

　
次
に
玉
泉
坊
了
貞
が
堺
よ
り
入
り
、
以
後
法
信
・
休
尓
・
信
悦
・

祐
徳
・
正
瑞
と
次
第
す
る
こ
と
が
「
枚
方
御
坊
由
来
」
か
ら
読
み

取
れ
ま
す
。
　

　
京
極
孝
文
住
職
は
「
ご
門
徒
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
方
々
に
も

寄
り
集
っ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
、
花
ま
つ
り
、
除
夜
の
鐘
な
ど

機
会
あ
る
ご
と
に
寺
を
広
く
開
放
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
方
に
気

軽
に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
寺
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
今
後
の
課

題
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
世
代
を
問
わ
ず
お
念
仏
を
伝
え
て
い
く

場
に
し
て
い
き
た
い
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

ROKUJIJO
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先
日
、
お
参
り
先
で
御
文
（
手
紙
）
を
回

口
（
順
番
）
で
拝
読
さ
せ
て
も
ら
い
、
約
７

年
で
80
通
全
て
を
拝
読
し
終
わ
り
ま
し
た
。

御
文
は
約
五
百
年
前
に
作
ら
れ
当
時
の
ご
門

徒
さ
ん
に
と
っ
て
真
宗
の
教
え
を
理
解
す
る

の
に
画
期
的
な
も
の
で
す
が
、
現
代
の
ご
門

徒
さ
ん
に
は
あ
ま
り
理
解
さ
れ
に
く
い
も
の

で
す
。
私
た
ち
も
先
人
達
か
ら
の
思
い
を
そ

の
ま
ま
伝
え
る
の
で
は
な
く
今
の
時
代
に

あ
っ
た
伝
え
方
を
模
索
し
て
行
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。（
I
）

編
集
後
記

　  

今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

世
の
中
の

　
　
ど
ん
な
人
も
　

こ
の
私
に
な
い
も
の
を

　
　
何
か
も
っ
て
い
る
　

　     

― 
榎
本
栄
一
―

４

　

  「
石
山
合
戦
」に
お
い
て
名
号
身
替
尊
像
と
し
て
伝
わ
る　
「
聖
徳
太
子
像
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　５日　同朋の会　　　 　　　　　 　 （１４時）
６〜７日   暁天講座　　　　  　（両日ともに６時）
１２日　合祀墓追弔会　　　　　　　　　（９時）
　　　　闡如上人御逮夜・常永代経　　 （１４時）
　　　　墓前申経　　　　（９時から１７時まで）
１３日　闡如上人御命日　兼日中　　　　
　　　　証如上人御祥月御命日               （８時）
　　　　盂蘭盆会　　　　　　　（１３時３０分）
　　　　　澤田見師　　　（第１２組清澤寺住職）
　　　　墓前申経　　　　（９時から１７時まで）　
２２日　天満別院合唱団 「みのり」　　  （１４時）      
　　　  指導 村上奈津子師 ( 第 13 組超願寺住職）
２７日　宗祖聖人御逮夜             　　  （１４時）
２８日　宗祖聖人御命日　兼日中   　　　（８時）

※　諸行事につきましては、感染状況をみて判断　　
　致します。

７月
１１日　従如上人御祥月御命日　　 　　  （８時）
１２日　闡如上人御逮夜・常永代経　　 （１４時）
１３日　闡如上人御命日　兼日中　　　　（８時）
１８日　天満別院合唱団 「みのり」　（中止）（中止） 
２５日　宣如上人御祥月御命日　　　　　（８時）
２７日　宗祖聖人御逮夜         　　　　　　
　　　　定例法話　　　　　　　（１３時３０分）　
               建部智宏師　　　（第７組敎應寺住職）
　　　　　　「仏さまとの出遇い」
２８日　宗祖聖人御命日　兼日中   　　　（８時）

※　諸事情により、７月の定例法話は２７日に開
　催します。尚、正信偈書写の会はお休みさせて　
　いただきます。

８月

寺町という歴史ある地域に
根ざした老舗葬儀社

（株）天 満 花 重

〒 530-0041
大阪市北区天神橋 3-4-6
電話　(06)-6351-3875
FAX   (06)-6351-6260

  

〜
天
満
別
院

〜
天
満
別
院
崇崇そ
う
き
ょ
う

そ
う
き
ょ
う敬敬

寺
院
巡
り
〜

寺
院
巡
り
〜

　
　
　
　
　
　    

第
４
回
第
４
回    

枚
方
御
坊

枚
方
御
坊    

願
生
坊
願
生
坊        　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
　
　

　
　
　



　
　
　

   　
夏
の
御
文
法
要　
勤
修

          　
第
７
組　
圓
乘
寺
前
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
田  

孝
圓 

師 

　
去
る
６
月
24
日
（
水
）
猛
暑
の
中
、

夏
の
御
文
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

　
御
講
師
に
は
、
圓
乘
寺
前
住
職
多
田

孝
圓
師
に
お
越
し
い
た
だ
き
、講
題「
お

念
仏
の
呼
び
か
け
」
の
も
と
に
お
話
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　て
い
く
。
あ
ら
た
め
て
人
と
生
ま
れ
た

私
た
ち
に
「
葬
儀
式
」
と
は
？
を
問
わ

ず
に
お
ら
れ
な
い
。
　

　　
過
日
、
あ
る
新
聞
で
お
坊
さ
ん
の
い

な
い
お
葬
式
「
無
宗
教
の
想
送
式
」
提

案
の
記
事
を
読
ん
だ
。

　
名
古
屋
市
内
に
ナ
イ
ア
ン
ド
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ
を
立
ち
上
げ
た
大
森
嗣
隆
氏
は

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、「
自
分
は
、

22
年
間
葬
儀
社
勤
務
を
し
、
葬
儀
に
お

け
る
参
列
者
・
喪
主
の
不
満
等
を
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
し
て
、
今
『
無
宗
教
の
想

送
式
』
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
背
景
に

は
、
読
経
が
長
い
、
特
定
の
お
寺
を
持

た
な
い
。
費
用
が
高
い
割
に
は
納
得
感

が
湧
い
て
こ
な
い
等
々
を
考
察
し
、『
想

送
証
明
書
』
に
署
名
し
て
黙
禱
し
て
も

ら
い
、
故
人
を
偲
ぶ
動
画
の
上
映
、
献

花
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
。」と
語
っ

て
い
た
。
　

　　
私
は
、
宗
教
的
情
感
を
備
え
、
人
々

が
愛
別
離
苦
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る

に
接
す
る
の
が
僧
侶
の
大
切
な
役
割
だ

と
自
負
し
て
い
る
。
更
に
言
う
な
ら
人

間
の
死
に
対
し
て
の
何
ら
か
の
問
答
が

で
き
る
の
は
宗
教
し
か
な
い
と
思
っ
て

今
日
ま
で
生
き
て
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
７
月　
定
例
法
話

　　
定
例
法
話
は
、
多
彩
な
講
師
陣
が
わ

か
り
や
す
く
真
宗
の
み
教
え
を
お
話
し

し
て
く
れ
ま
す
。
７
月
の
定
例
法
話
は

左
記
の
通
り
開
催
さ
れ
ま
す
。

日
　
時
　
　
７
月
27
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　   

午
後
１
時
30
分

場
　
所
　
　
天
満
別
院
　
本
堂

御
講
師
　
　
第
７
組
　
敎
應
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　  

　
建
部
　
智
宏 

師

講
　
題
　
　「
仏
さ
ま
と
の
出
遇
い
」

　　
建
部
師
に
は
昨
年
度
ま
で
の
３
年

間
、
天
満
別
院
　
同
朋
の
会
の
御
講
師

と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
。
再
会
で
き
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に

し
て
お
り
ま
す
。

　
感
染
症
対
策
に
は
十
分
に
配
慮
し
て

お
り
ま
す
。

「
無
宗
教
の
想
送
式
」
に

　
　
　
　
　
　
　
流
さ
れ
な
い
た
め
に

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
輪
番    

武
宮  

信
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
こ
こ
数
年
の
葬
儀
式
は
、「
家
族
葬
」

が
多
く
な
っ
て
き
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の

影
響
も
あ
る
が
、
何
か
当
た
り
前
に

な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

　　
先
日
、
よ
く
別
院
に
参
拝
さ
れ
る
、

あ
る
ご
婦
人
が
突
然
自
宅
で
亡
く
な
っ

た
。心
筋
梗
塞
と
い
う
診
断
で
あ
っ
た
。

ご
家
族
は
も
と
よ
り
、
周
囲
の
方
々
も

驚
き
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
と
聞
く
。
私

も
二
日
前
に
別
院
で
声
掛
け
を
し
て
い

た
の
で
正
直
驚
い
た
。
お
通
夜
・
葬
儀

は
、
自
宅
近
く
の
集
会
場
で
行
わ
れ
、

参
列
者
も
ご
く
限
ら
れ
た
人
々
で
、
全

員
マ
ス
ク
姿
で
あ
っ
た
。
　

　
ご
婦
人
は
「
別
院
門
徒
会
」
の
現
役

員
で
も
あ
っ
た
方
で
し
た
。
他
の
役
員

さ
ん
か
ら
、
ご
逝
去
の
お
知
ら
せ
も
無

か
っ
た
こ
と
へ
の
寂
し
さ
の
声
も
、
別

院
に
寄
せ
ら
れ
た
。

　
亡
き
人
へ
の
思
い
を
語
り
合
う
場
。

別
れ
を
惜
し
む
場
が
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ

う
に
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　『
正
信
偈
』
は
、
親
鸞
聖
人
が
お
つ

く
り
に
な
っ
た
お
聖
教
で
あ
り
ま
す
。
　

お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た
教
え
が
、
イ
ン

ド
、
中
国
、
日
本
と
七
高
僧
（
七
人
の

僧
）
に
よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
ま
で
伝
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
の
感
動
が
記
さ
れ
て

お
り
ま
す
。『
正
信
偈
』
は
親
鸞
聖
人

が
お
念
仏
の
教
え
に
出
会
っ
た
喜
び
の

う
た
で
あ
り
ま
す
。

「
う
た
」
は
今
日
も
親
し
み
や
す
く
心

に
響
き
流
れ
ま
す
。

　
私
た
ち
が
日
頃
か
ら
『
正
信
偈
』
を

読
む
と
い
う
こ
と
は
、
お
念
仏
の
教
え

に
出
会
い
、
仏
様
の
願
い
に
遇
う
こ
と

が
願
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
日
も
僧
侶

だ
け
で
な
く
、
ご
一
緒
に
お
手
合
わ
せ

い
た
だ
く
方
々
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
お
念
仏
申
し
、『
正
信
偈
』
を
唱
和

す
れ
ば
、お
内
仏
の
前
か
ら
響
き
流
れ
、

家
族
の
方
々
へ
も
親
し
み
や
す
い
お
言

葉
が
受
け
継
が
れ
て
お
り
ま
す
。

   

　
　
　(

第
13
組  

善
福
寺  

野
村  

正
示
）

答
え

　『
正
信
偈
』
と
は
、『
正
信
念
仏
偈
』
と

い
い
、
真
宗
門
徒
は
朝
夕
の
お
勤
め
や
ご

命
日
の
お
参
り
、
法
事
等
に
よ
く
読
ま
れ

て
お
り
ま
す
。

　
私
も
月
参
り
等
で
は
『
正
信
偈
』、『
御

文
』
を
ご
門
徒
様
と
一
緒
に
唱
和
し
て
お

り
ま
す
。『
正
信
偈
』
を
読
む
こ
と
は
、

真
宗
門
徒
に
お
い
て
お
内
仏
の
生
活
と
し

て
定
着
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
今
か
ら
約
五
百
年
前
に
遡
り
ま
す
が
、

本
願
寺
の
第
八
代
蓮
如
上
人
が
、
親
鸞
聖

人
の
お
言
葉
を
親
し
み
や
す
く
、
お
念
仏

の
教
え
に
出
会
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

願
っ
て
『
正
信
偈
』
を
日
頃
か
ら
読
む
よ

  

別
院
門
徒
会
定
期
総
会　
開
催
報
告

　
同
日
、
天
満
別
院
門
徒
会
定
期
総
会

が
開
催
さ
れ
、
左
記
の
通
り
議
案
の
審

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
記

天
満
別
院
門
徒
会

　
・
２
０
１
９
年
度
事
業
・
会
計
報
告

　
・
会
計
監
査
報
告

　
・
２
０
２
０
年
度
事
業
計
画
（
案
）

　
・
財
政
基
盤
検
討
委
員
会
（
答
申
）

　
・
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　　
全
議
案
、
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

　

　
　
　
　

　　　浄
土
真
宗
は

　「
な
ご
り
お
し
く
お
も
え
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
娑
婆
の
縁
つ
き
て
、

　
ち
か
ら
な
く
し
て
お
わ
る
と
き
に
、

 

　
　
か
の
土
へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
歎
異
抄
』

　「
愛
別
離
苦
に
お
う
て
、

　
　
　
父
母
妻
子
の
別
離
を

　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
し
む
と
き
、　

　
仏
法
を
た
も
ち
、
念
仏
す
る
機
、

　
い
う
甲
斐
な
く
な
げ
き

　
　
　
　
か
な
し
む
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
口
伝
鈔
』

と
大
切
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。
阿
弥
陀

仏
の
御
本
願
は
、
凡
愚
の
身
を
生
き
る

我
々
を
一
子
の
如
く
憐
れ
ん
で
ま
で
く

だ
さ
っ
て
、
必
ず
お
浄
土
に
迎
い
入
れ

ん
と
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
せ・

・

・

・

っ
か
く
の
「
死
」
は
成
仏
す
る
証

で
あ
り
ま
す
。
ご
先
達
は
皆
、
仏
さ
ま

と
な
っ
て
我
々
を
見
守
っ
て
お
り
ま

す
。
い
の
ち
を
か
け
て
、
今
一
度
「
葬

儀
式
」
の
意
味
を
た
ず
ね
て
み
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
真
実
を
後
世
に
受
け
継
い

で
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
た
め
に
も
、「
無

宗
教
の
想
送
式
」
に
流
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
真
宗
の
葬
儀
を
継
承
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

な
ぜ
『
正
信
偈
』
を
お
参
り
で
読
む
の
か
？

Q&A

２３

告
知

輪
番
雑
感

報
告

圓乘寺　多田孝圓師

　門徒会定期総会の様子


