
　
　
寺
務
所
職
員
の
紹
介

　
こ
の
度
、
別
院
で
は
寺
務
所
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
　
　
　
　
　
　（
７
月
１
日
付
）

　
寺
務
所
職
員
　
植
村
　
美
恵
子

　　
こ
の
度
、
ご
縁
を
い
た
だ
き
天
満
別
院

で
勤
務
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
前
職
は
一
般
企
業
で
事
務
を
し
て

い
ま
し
た
の
で
、
自
坊
で
は
あ
ま
り
お
寺

の
事
に
携
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
寺
院
実
務
は
経
験
不
足
の
と
こ

ろ
が
多
々
あ
り
ま
す
の
で
、
う
ま
く
対
応

で
き
ず
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。
天
満
別
院
で
法
要
や

行
事
等
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
り
、
日
々
の
実
務
を
通
し
て
必
要
な
知

識
や
作
法
等
を
身
に
つ
け
、
ま
た
、
皆
様

に
ご
指
導
い
た
だ
き
な
が
ら
精
一
杯
努
め

て
参
り
ま
す
。日
々
学
び
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
て
い
き
、
ま
た
、
新

た
な
気
持
ち
で
皆
様
と
と
も
に
真
宗
の
御

教
え
を
聴
聞
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
旅
行
を
す
る
の
が
好
き
で
す
。
最
近
、

体
力
不
足
を
感
じ
て
い
ま
す
の
で
、
体
力

を
つ
け
て
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
へ
行

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
い
の
ち
の
一
振
り

い
の
ち
の
一
振
り

　
遠
い
昔
の
イ
ン
ド
で
す
。
五
百
台
の
牛
の
車
を
引
い

て
商
売
を
す
る
大
商
人
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
時
広
大

な
砂
漠
の
向
こ
う
の
街
へ
商
い
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
飲
み
水
、
食
料
、
牛
の
飼
料

な
ど
の
必
需
品
を
充
分
に
用
意
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ

の
隊
商
が
無
事
に
往
復
す
る
た
め
に
最
も
大
切
な
の
は

星
の
巡
り
を
読
ん
で
正
し
い
方
角
を
見
定
め
る
人
で
し

た
。そ
の
星
読
み
を
先
頭
に
大
商
人
は
出
発
し
ま
し
た
。

　
そ
の
砂
漠
は
砂
粒
が
と
て
も
細
か
く
重
い
荷
物
を
積

ん
だ
荷
車
は
砂
の
中
深
く
ま
で
沈
み
ま
す
。
加
え
て
非

常
な
暑
さ
、昼
間
は
円
陣
を
組
み
、大
き
な
天
幕
で
覆
っ

て
暑
さ
を
避
け
て
眠
り
、
太
陽
が
傾
く
と
食
事
を
し
て

闇
の
中
を
隊
商
は
出
発
し
ま
す
。
砂
漠
の
旅
に
は
な
れ

て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
困
難
な
の
は
初
め
て
で
し

た
。

　
目
印
が
何
も
な
い
と
こ
ろ
を
ぐ
る
ぐ
る
旋
回
し
て
い

る
よ
う
な
不
安
を
星
読
み
が
し
っ
か
り
と
支
え
て
く
れ

ま
す
。

　
あ
る
晩
、
星
読
み
が
大
商
人
に
告
げ
ま
し
た
。

　「
明
日
の
朝
に
は
砂
漠
を
抜
け
ら
れ
ま
す
」

　「
そ
う
か
！
」

　
人
々
が
疲
れ
の
限
界
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た

真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
天
満
別
院

大
阪
市
北
区
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天
満
１
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２
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今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

　
南
無
阿
弥
陀
仏

　
　
　
南
無
阿
弥
陀
仏
。
　

あ
り
が
た
い
　
あ
り
が
た
い
。

　
　
　
　
　「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」　
―
夏
目 

漱
石
―

４

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） 　　        
２０日　秋季彼岸会 並 総永代経法要
　　　　　兼 墓地納骨（物故者）追弔法要
　　　　　　　　　　　　　　　（１３時３０分）
　　　　洲﨑 善範 師・角谷 早音美さん
　　　　　　　　　　　　　  （第１３組 即念寺）　　　　　　　　　　　　　　　　
２１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　奥林 曉
３０日　合唱団「みのり」 リハーサル　（１４時）　 

　　　おあさじに
3 3 3 3 3

お参りしましょう‼

毎朝７：４５分〜８：３０頃まで
※土、日は職員による感話があります。一人でも
多くのご参詣をと、願い続けています。

8 月
　２日　暁天講座　　　　　　　　　　　 （６時）　　　　　　　　　　　
　 ～　　　　新川 隆教 師　　（第２１組 西向寺）　
　３日　　　「お経のこころ」
１２日　合祀墓追弔会　　　　　　　　　 （９時）
　　　　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   　　　 
　　　　証如上人御祥月御命日　　  　     （８時）
　　　　盂蘭盆会　　　　　　　 （１３時３０分）
　　　　　　松井 聰 師　　　 （第１３組 心願寺）
　　　　　　「真宗の供養」
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）　　　　　　　　　　　　　　　
　

9 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

大
商
人
は
「
明
日
街
に
着
け
ば
水
で
も
何
で
も
手
に
入

る
。残
っ
て
い
る
物
を
す
べ
て
降
ろ
し
て
よ
ろ
し
い
！
」

人
々
は
商
品
だ
け
を
積
み
直
し
、
明
日
の
朝
を
目
指
し

て
夜
道
を
進
み
ま
し
た
。
誰
も
が
疲
れ
で
朦も
う
ろ
う朧

と
し
て

い
ま
し
た
。
東
の
空
が
白
む
頃
星
読
み
は
ハ
ッ
と
し
ま

し
た
。
ウ
ト
ウ
ト
し
た
間
に
あ
ろ
う
こ
と
か
牛
が
急
旋

回
を
し
て
戻
っ
て
い
た
の
で
す
。
大
商
人
は
一
番
疲
れ

て
い
る
の
が
星
読
み
だ
と
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。
す
ぐ

さ
ま
屈
強
な
若
者
三
人
に
鶴つ
る
は
し嘴

を
持
た
せ
四
人
で
灼
熱

の
中
を
街
の
方
向
に
駆
け
出
し
、
水
を
探
し
ま
し
た
。

砂
の
襞ひ

だ
の
陰
に
一
本
の
細
い
木
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
奇

跡
だ
！
天
の
助
け
だ
！
」

　
三
人
は
全
力
で
掘
り
進
み
、
砂
の
色
が
湿
気
を
帯
び

て
き
ま
し
た
。「
そ
れ
っ
！
」
と
振
り
あ
げ
た
鶴
嘴
が

金
属
音
を
た
て
ま
し
た
。
岩
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
す
。

あ
と
一
歩
で
し
た
。
し
か
し
三
人
は
力
の
限
界
で
す
。

大
商
人
は
声
を
震
わ
せ
「
私
が
そ
こ
ま
で
降
り
て
行
く

間
に
隊
の
二
、三
人
が
喉
を
涸
ら
し
て
死
ん
で
し
ま
う
。

頼
む
あ
と
一
振
り
！
」

　
座
り
込
ん
で
い
た
若
者
が
最
後
の
力
を
振
り
絞
り
ま

し
た
。
次
の
瞬
間
岩
の
間
か
ら
大
き
な
噴
水
が
空
高
く

上
が
り
、
力
な
く
見
守
っ
て
い
た
人
々
が
一
斉
に
水
を

求
め
て
駆
け
寄
り
ま
し
た
。
大
商
人
は
一
人
残
ら
ず
無

事
に
着
い
た
こ
と
を
喜
び
ま
し
た
。

　
釈
尊
の
お
弟
子
の
一
人
が
修
行
に
耐
え
か
ね
て
落
伍
　

　
し
か
け
た
時
、過
去
世
を
振
り
返
っ
て
語
っ
た
お
話
。

　
大
商
人
が
釈
尊
、
最
後
の
一
振
り
で
水
を
吹
き
上
げ
　

　
た
若
者
が
落
伍
し
か
け
て
い
た
お
弟
子
で
し
た
。

　
　
　
　〈
ジ
ャ
ー
タ
カ
二
番
砂
の
道
本
生
物
語
〉
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あ
り
ま
せ
ん
。
世
間
の
「
悪
い
こ
と
が

起
こ
る
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
左
右
さ

れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も

お
墓
は
、「
悪
い
こ
と
を
起
こ
す
」
よ

う
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
毎

日
の
生
活
の
中
で
思
い
が
け
な
い
こ
と

や
、
突
発
的
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
お
墓
の
方
向
が
悪
い
か

ら
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
の
中
の

全
て
の
出
来
事
は
、
ま
ず
因
（
原
因
）

が
あ
り
、
様
々
な
縁
（
条
件
）
が
整
っ

た
時
に
、
果
（
結
果
）
が
生
じ
る
と
い

う
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
で
あ
る
因
縁
果

の
法
則
か
ら
な
る
の
で
す
。

　
正
面
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
か

れ
て
あ
る
浄
土
真
宗
の
お
墓
は
、
迷
信

に
よ
っ
て
不
安
が
っ
た
り
恐
れ
た
り
す

る
こ
と
の
な
い
生
き
方
を
示
し
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
迷
信
に
惑
わ
さ
れ
な
い

南
無
阿
弥
陀
仏
の
心
を
よ
く
聞
き
取
り

自
分
の
中
に
起
こ
っ
て
く
る
不
安
や
恐

れ
の
原
因
を
見
つ
め
直
し
て
み
る
こ
と

で
す
。
そ
の
時
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
迷

信
か
ら
解
放
さ
れ
る
歩
み
に
な
る
の
で

あ
り
、
亡
き
人
に
報
い
る
こ
と
に
も
な

る
の
で
す
。

　
　
　
（
第
13
組  

心
願
寺 

松
井 

恵)
  

答
え

　
お
墓
に
ま
つ
わ
る
迷
信
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
墓
相
で
吉
凶
を
見

る
墓
相
学
と
言
わ
れ
る
占
い
の
一
種
が
あ

り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
を
主
張
す
る
人
に

よ
っ
て
、
お
墓
の
形
や
色
や
大
き
さ
、
環

境
、
方
角
な
ど
墓
相
の
内
容
は
ま
っ
た
く

異
な
り
、
因
果
関
係
も
な
け
れ
ば
統
計
さ

え
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
信
じ
る
必

要
の
な
い
も
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、『
一

念
多
念
文
意
』
の
中
に
「
占
相
・
祭
祀
を

こ
の
む
も
の
は
外
道
な
り
」
と
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
占
相
と
は
、
人
の
吉
凶
の
相

を
占
う
こ
と
。
祭
祀
と
は
祖
先
や
神
々
を

祀
る
こ
と
で
す
。
墓
相
や
、墓
石
の
向
き
、

場
所
な
ど
を
気
に
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く

　
　
墓
前
申
経
に
つ
い
て  

　
　

　　
お
盆
の
墓
前
申
経
は
、
左
記
の
日
程

と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
記

　
日
　
程
　
８
月
12
日
（
月
）
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
16
日
（
金
）

　
時
　
間
　
９
時
〜
17
時
ま
で

　
受
　
付
　
天
満
別
院
　

　
　
　
　
　
　
　
　
同
朋
会
館
講
堂
前

　
　

　
※
　
12
日
・
13
日
の
み
講
堂
前
そ
れ
　

　
　
以
外
は
、
墓
地
事
務
所
に
て
受
付

　　
※
　
休
憩
所
と
し
て
同
朋
会
館
講
堂
　
　

　
　
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
　

　　
※
　
別
日
に
て
申
経
を
ご
希
望
の
方
　
　

　
　
は
、
事
前
に
別
院
寺
務
所
へ
ご
連
　
　

　
　
絡
く
だ
さ
い
。
　

　
※
　
お
供
え
も
の
は
当
日
に
お
持
ち
　
　
　
　

　
　
帰
り
く
だ
さ
い
。

お
墓
の
方
角
が
悪
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。　

２３

報
告

Q&A

　　
　
７
月　
定
例
法
話

　
　
７
月
27
日
（
土
）、
御
講
師
に
第
2

組  

光
照
寺 

墨
林 

浩
師
を
お
迎
え
し
、

講
題
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
」
に
つ

い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
師
は
、「
分
別
」
と
は
自
分
を
正
当

化
し
た
い
理
性
が
働
く
こ
と
で
、
親
子

や
兄
弟
な
ど
身
近
な
人
ほ
ど
自
分
と
同

じ
土
俵
に
立
っ
て
欲
し
い
と
考
え
て
し

ま
う
。
長
年
生
き
て
色
々
な
経
験
を
し

て
き
た
人
ほ
ど
難
し
い
が
、
お
互
い
に

歩
み
よ
っ
て
自
分
の
土
俵
か
ら
出
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
話
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

松井 聰師（心願寺）
「真宗の供養」

講題

ご講師

日時 ８月１３日（火）
午後1時30分

～3時30分

　お盆の季節になると”供養”という言葉が表に出てくる時
期と言えます。日頃仏事を疎かにしていた人も、○○供養と
いう文字が目に入り、聞こえてくると、心が揺らぎ身が動くと
いうことが起こることもあります。
　亡き方やご先祖の供養のために何かをしてあげる、という
心は尊い心であります。お仏壇を綺麗に掃除して、お寺様を
迎えてお盆のお勤めをしてもらう、お墓参りをして、お寺にも
お参りをして、お供えをさせてもらうことによって、亡き方の供
養になり、自分も何かスッキリとしたような気持になり、善い
事をしたと感ずるのです、こういう供養は追善供養と言いま
す。
　親鸞聖人は「父母の孝養のためとて、一返にても念仏申
したること、いまだそうらわず」(歎異抄第5章)と追善供養を
きっぱりと否定なさいました。
　それは何故なのか?　真宗の供養とはどういうことか?
　仏法に尋ねてみたいと思います。

ご講師からのメッセージ

第２組光照寺 墨林 浩 師

放
っ
て
お
い
た
ら
悪
い
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
か
？　

ご
案
内
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