
   

　
　   

墓
地
職
員
の
ご
紹
介

　
こ
の
度
、
別
院
で
は
墓
地
職
員
を
左
記
の

通
り
、
採
用
致
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

致
し
ま
す
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
記

新
　
任
　
　
　
　
　
　

墓
地
職
員
　
柴
原
　
武
史
（
５
月
１
日
付
）

　
有
難
き
ご
縁
で
私
は
天
満
別
院
の
墓
地
寺

務
所
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史

の
あ
る
別
院
で
皆
様
の
大
切
な
ご
先
祖
様

（
お
墓
）
に
失
礼
の
無
い
よ
う
に
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
又
、
墓
地

内
で
は
気
軽
に
お
声
が
け
て
い
た
だ
け
れ
ば

嬉
し
く
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
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５
月
８
日
に
コ
ロ
ナ
が
５
類
に
下
げ
ら
れ

人
々
も
少
し
ず
つ
動
き
出
し
ま
し
た
。
こ
の

3
年
間
は
皆
様
し
ん
ど
い
こ
と
も
多
か
っ
た

と
思
い
ま
す
が
ま
だ
ま
だ
油
断
禁
物
で
す
。

　
こ
の
所
温
度
差
が
激
し
く
体
調
を
崩
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
で
す
が
皆
様
ど
う
ぞ
お

気
を
つ
け
下
さ
い
ま
せ
。
寝
る
2
時
間
前
に

は
、
携
帯
も
お
い
て
し
っ
か
り
睡
眠
を
と
る

こ
と
が
大
切
で
す
が
皆
様
ど
う
で
し
ょ
う

か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

K
）

編
集
後
記

　   

今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

４

　５日　同朋の会　　　　　　　（１３時３０分）　
　９日　責任役員会　　　　　　　　　（１３時）
　　　　院議会　　　　　　　　　　　（１５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　存如上人御祥月御命日　　  　    （８時）
２４日　夏の御文法要　　　　　（１３時３０分）
　　　　　稲垣 直来師　　　 （第１７組 德因寺）
　　　　「今 今 今　たった今
　　　　　　　　　 死んでも生き甲斐あったか」　
　　　　門徒会総会　　　　　　　　　（１６時）
２５日　天満別院合唱団「みのり」　　　（１４時）
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）　　　　　　
　　　　　法話：輪番　武宮 信勝　　　
　　　
　　

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）
１５日　天満別院合唱団 「みのり」  　　（１４時）     
２５日　宣如上人御祥月御命日　　　　　（８時）
２７日　定例法話　　　　　　　（１３時３０分）　　　　　　　
               野村 正示師　　 　（第１３組 善福寺）
         　宗祖聖人御逮夜             　　  
２８日　宗祖聖人御命日　兼日中   　　　（８時）
　　　　　法話：輪番　武宮 信勝
   　 　　　６月　同朋の会
　ご一緒に藤田美術館を見学しましょう
   
　日時         ６月５日 ( 日 ) １３時３０分
　集合場所　天満別院本堂
　参加費　　　１０００円
　

6 月

　
全
国
か
ら
約
3
万
人
の
警
察
官
を
動
員
し
、
物
々
し
い
警
備
の
中
、
Ｇ

7
広
島
サ
ミ
ッ
ト
が
開
か
れ
た
。

　
分
断
と
対
立
の
緊
張
が
深
ま
る
世
界
情
勢
の
最
中
、
初
日
、
各
首
脳
が

そ
ろ
っ
て
原
爆
ド
ー
ム
に
集
結
し
、
献
花
・
礼
拝
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
に

敬
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
も
駆
け
つ
け
、
広
島

原
爆
資
料
館
を
訪
れ
、
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
廃
虚
と
な
っ
た
バ
フ

ム
ト
の
街
と
似
て
い
る
と
談
じ
た
。

　
先
だ
っ
て
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
日
本
委
員
会
に
よ
る
「
宗
教
者
に
よ

る
祈
り
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
同
地
で
開
催
さ
れ
、
Ｇ
7
サ
ミ
ッ
ト
に
向

け
た
宗
教
者
提
言
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
心
が
導
く
持
続
可
能
な
平
和
を
め
ざ
し

て
」
を
発
表
し
、
核
廃
絶
を
日
本
政
府
に
提
出
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ

の
会
場
に
は
、
２
０
１
６
年
に
オ
バ
マ
大
統
領
と
対
談
し
た
、
森 

重
昭

さ
ん
（
本
願
寺
派
門
徒
86
歳
）
の
被
爆
証
言
も
あ
っ
た
。
大
谷
派
の
旧
長

崎
教
区
並
び
に
山
陽
教
区
は
、
あ
の
原
爆
投
下
以
来
、「
非
核
・
非
戦
」

を
阿
弥
陀
如
来
の
悲
願
と
し
て
受
け
止
め
、内
外
に
発
信
し
続
け
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
数
年
そ
の
願
い
に
反
し
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
に
端
を
発
し
、
分
断
と
対
立
が
ま
す
ま
す
エ
ス
カ
レ
ー
ト
化
し
、
核
兵

器
増
産
の
機
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
戦
争
体
験
者
の
あ
る
高
齢
者
の
人

が
「
今
は
世
界
大
戦
前
の
時
の
よ
う
だ
」
と
語
ら
れ
た
こ
と
に
絶
句
し
ま

し
た
。

　
仏
教
は
、
今
を
末
法
五
濁
（
劫
・
見
・
煩
悩
・
衆
生
・
命
の
濁
り
）
の

世
と
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
自
我
愛
に
ま
み
れ
、
得
手
勝
手
な
振
る
舞
い

が
横
暴
し
、
自
他
共
生
の
精
神
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
誰
も

が
絶
え
ず
い
の
ち
の
危
機
に
対
面
し
つ
つ
生
き
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
　

　
各
国
の
指
導
者
は
声
を
大
に
し
て
「
対
話
と
協
調
」
と
言
っ
て
お
ら
れ

る
が
、
は
た
し
て
本
当
に
人
間
信
頼
に
繋
が
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
ど
う
す
る
家
康
」
で
は
な
く
、「
ど
う
な
る
」
こ
と
が
一
大
事
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
私
達
一
人
ひ
と
り
が
信
心
決
定
し
、
立
ち
上
が
っ
て

      「
仏
法
弘
ま
れ
、
世
の
中
安
穏
な
れ
」

と
、
叫
ば
れ
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
仰
せ
に
、
今
こ
そ
耳
を
そ
ば
だ
て
て
真

の
平
和
を
願
う
念
仏
者
の
誕
生
こ
そ
が
一
大
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

本山（東本願寺）御用達

〒 600-8153
京都市下京区東町本願寺大門前
電話　(075)-351-3681
FAX   (075)-351-5563

    

後
生
（
今
こ
そ
か
ら
）
の
一
大
事

後
生
（
今
こ
そ
か
ら
）
の
一
大
事

　　　
　
　
　    

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　    

武
宮
　
信
勝

武
宮
　
信
勝
　　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

    

　
　
　

　
　
　

忘
れ
て
い
て
も
、

　
　
　
　
　
仏
さ
ま

い
つ
も
み
て
い
て

　
　
　
　
　
く
だ
さ
る
の

　
ー
金
子
み
す
ゞ
ー
『
お
仏
壇
』

本
堂
　
欄ら
ん
ま間

　
お
浄
土
を
表
現
す
る
天
女
　　
　



私
が
生
ま
れ
た
理
由
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

２３

報
告

Q&A　　　答
え
答
え　
　
　
　

 

　
今
年
、「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生

８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃

法
要
」
を
迎
え
、
慶
讃
テ
ー
マ
は
「
南

無
阿
弥
陀
仏 

人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の

意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
」
と
な
り
ま

し
た
。
今
か
ら
50
年
前
「
宗
祖
親
鸞

聖
人
御
誕
生
８
０
０
年
・
立
教
開
宗

７
５
０
年
慶
讃
法
要
」の
テ
ー
マ
は「
生

ま
れ
た
意
義
と
生
き
る
喜
び
を
見
つ
け

よ
う
」で
し
た
。
よ
く
似
た
言
葉
で
す
。

こ
の
50
年
間
、そ
し
て
、こ
れ
か
ら
も
、

私
が
生
ま
れ
た
理
由
は
な
ん
で
し
ょ
う

か
と
、
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。

　
な
に
ひ
と
つ
選
び
と
れ
ず
に
生
ま
れ

て
き
た
は
ず
な
の
に
、
生
み
落
と
さ
れ

た
状
況
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
た
と

え
ば
、
虐
待
を
し
て
し
ま
う
親
の
元
に

生
ま
れ
た
の
は
、
あ
な
た
は
親
を
虐
待

の
連
鎖
か
ら
救
う
た
め
に
生
ま
れ
て
き

た
の
よ
、
と
い
っ
た
真
実
の
す
り
替
え

を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。

　
私
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
、
だ
れ
か

の
た
め
に
、
な
に
か
を
な
し
と
げ
る
た

め
、
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
先
ず
、

愛
さ
れ
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で

す
。
無
条
件
に
愛
し
て
く
れ
る
存
在
を

親
と
言
う
な
ら
、
虐
待
を
悲
し
い
か
な

し
て
し
ま
う
親
を
親
と
は
呼
べ
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
阿
弥
陀
様

を
私
た
ち
は
親
様
と
言
い
換
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
無
条
件
に
愛
し
て
く
れ
る
存
在
と
出

遇
う
た
め
に
、
だ
れ
と
も
違
う
個
性
を

も
っ
た
存
在
と
し
て
〝
い
の
ち
〟
を
受

け
継
ぎ
私
は
生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
。

　
あ
な
た
は
あ
な
た
の
ま
ま
で
す
ば
ら

し
い
・
・
そ
ん
な
呼
び
か
け
に
出
遇
う

時
、
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
と
は
じ

め
て
言
え
る
の
で
す
。

　
　 

　
　 

         （
第
13
組  

即
念
寺 

洲
﨑 

善
範)

　
　
　

花
ま
つ
り
開
催
！

　
去
る
５
月
７
日
（
日
）
花
ま
つ
り
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
も
雨
の
中
開

催
と
な
り
ま
し
た
が
、
去
年
よ
り
も
多

く
の
参
詣
が
あ
り
ま
し
た
。
野
菜
マ
ル

シ
ェ
や
今
年
か
ら
新
た
に
始
め
た
灌
仏

音
楽
法
要
・
射
的
・
生
花
体
験
を
満
喫

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　　　

　
　
４
月
　
　
定
例
法
話
　     

　
５
月
24
日
（
水
）
御
講
師
に
13
組  

道
徳
寺 

入
江 

賀
彦
師
を
お
迎
え
し
、

講
題
「
仏
さ
ま
の
ま
な
ざ
し
」
に
つ
い

て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
師
は
、
阿
弥
陀
様
は
四
十
八
願
の
中

で
私
の
名
前
を
呼
ん
で
く
れ
（
南
無
阿

弥
陀
仏
）
と
願
わ
れ
、
姿
・
形
を
表
し

て
私
た
ち
の
前
に
立
像
な
ど
で
現
れ
て

い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
自
己
中
心
的
に
物
事
を

捉
え
て
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
宗
祖

で
あ
る
親
鸞
聖
人
も
同
じ
こ
と
を
思
わ

れ
阿
弥
陀
様
の
願
い
を
「
親
鸞
3

3

一
人
が

た
め
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
と
同
じ
願
い
が
私3

に
も
か

け
ら
れ
て
い
る
と
気
づ
く
こ
と
が
大
切

な
ん
だ
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

夏
の
御
文  

　法
要

ゲ
ノ
オ
フ
ミ

 

稲垣直来師（德因寺）

「今 今 今  たった今
講題

ご講師

日時 6月24日（土）
午後1時30分

～3時30分

　拝読される『夏の御文』には、「尊い教えを聞いてい
るにもかかわらず、感動する事もないし、解からないか
ら教えて欲しいと問うてくる人もいないではないです
か。ただただ形ばかりの宗教生活になってしまっていま
せんか。感動のない事を例えるならば、鹿の角に蜂が刺
したようです。また一度しかない人生なのに、歩むべき
道を問い尋ねる事もない事を例えるならば、宝の山に
入っていながら、何も持たずに降りてくるようなもので
す。全く言語道断です」と御門徒の方々の歩みを心配す
る蓮如上人がおられます。
　講題の言葉は木村無相氏の言葉で、「この人生で良
かったと言える今を生きていますか」と氏もまた私たち
の歩みを問うてくださっています。誰もが人生は一度し
かないことを知っていながらも、目の前の事に一生懸命
で、気がつけば月日が経ってしまっているのではないで
しょうか。そのような私たちに、蓮如上人はどのような歩
みを勧めておられるのでしょうか。共に尋ねてまいりま
しょう。

ご講師からのメッセージ

死んでも生き甲斐あったか」

射的を楽しむ様子

１３組道徳寺 入江 賀彦 師

花御堂に灌仏・献花をする様子


