
　　

天
満
別
院
合
祀
墓
へ
の
納
骨
も
一
つ
の

方
法
で
す
。

　「
墓
じ
ま
い
」
の
こ
と
で
相
談
を
受

け
る
方
の
お
話
し
で
最
も
多
い
の
が
、

子
や
孫
も
遠
方
に
居
て
、
お
墓
の
こ
と

で
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
し
か
し
、本
当
に
子
供
た
ち
は
、

両
親
の
お
墓
を
引
き
継
ぎ
守
る
こ
と
を

迷
惑
と
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
親
が
亡
く
な
っ
た
時
、
お
墓
に

納
骨
し
て
香
華
を
供
え
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
称
え
、
お
墓
参
り
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
最
も
大
事
な
こ
と
は
、「
墓
じ
ま
い
」

を
始
め
る
前
に
子
や
孫
、
親
類
縁
者
と

お
墓
の
相
続
の
仕
方
に
つ
い
て
、
十
分

に
話
し
合
い
、
家
族
の
繋
が
り
を
今
一

度
見
直
す
契
機
と
す
る
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
色
々
な
文
化
・
生
活
様
式
を
受
け
入

れ
、
多
様
性
を
尊
重
す
る
考
え
が
も
て

は
や
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
独
自
の

文
化
・
生
活
様
式
を
守
っ
て
い
く
こ
と

も
、
大
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
（
第
13
組 

敎
安
寺 

洲
﨑 

善
樹)

  

╵
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最
近
、
供
養
の
方
法
が
多
様
化
し
「
墓

じ
ま
い
」
の
数
が
過
去
最
多
と
な
り
納
骨

堂
が
不
足
し
て
い
る
と
か
、
お
寺
と
檀
家

様
の
間
で
金
銭
的
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
り

「
墓
じ
ま
い
」が
で
き
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
を
見
聞
き
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　「
墓
じ
ま
い
」
と
は
、
ご
遺
骨
の
引
っ

越
し
の
こ
と
で
す
。
お
墓
を
撤
去
し
て
更

地
に
す
る
だ
け
で
、
お
終
い
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
ず
、
ご
遺
骨
の
引
っ
越
し
先
を

探
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
樹
木
葬
や

合
祀
墓
が
選
択
肢
に
な
る
と
思
い
ま
す

が
、
永
代
供
養
墓
と
し
な
が
ら
実
は
使
用

期
限
が
あ
る
霊
苑
も
多
い
で
す
。

　
真
宗
大
谷
派
で
あ
れ
ば
、
大
谷
祖
廟
や

　　
　

２
月　
同
朋
の
会

　
去
る
２
月
５
日
（
水
）
同
朋
の
会
が

開
催
さ
れ
、
仏
間
に
て
D

 

V

 

D
を
鑑

賞
し
ま
し
た
。
そ
の
後
お
茶
会
を
開
き

参
加
さ
れ
た
方
々
は
、
現
在
も
天
満
別

院
の
近
く
で
暮
ら
さ
れ
て
い
る
方
が
多

く
、
思
い
出
話
を
さ
れ
な
が
ら
懐
か
し

い
一
時
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
墓
じ
ま
い
」
が
増
え
て
い
る
と
話
題
に

２３

Q&A

　
　

２
月　
定
例
法
話

　
２
月
24
日
（
月
）
御
講
師
に
16
組  

浄
興
寺 

藤
澤 

敦
子
師
を
お
迎
え
し
、

講
題
「
つ
な
が
り
を
求
め
て
」
に
つ
い

て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
師
は
、
つ
な
が
り
と
は
気
付
き
で
あ

る
と
話
さ
れ
コ
ロ
ナ
禍
で
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
た
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た

「
今
、
い
の
ち
に
目
覚
め
る
と
き
」
の

歌
詞
の
冒
頭
が
煩
悩
の
三
毒
を
表
し
て

い
て
煩
悩
が
な
け
れ
ば
人
間
で
は
な
い

と
話
さ
れ
、
作
詞
さ
れ
た
茨
田
通
俊
さ

ん
の
願
い
も
紹
介
を
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　
最
後
に
ピ
ア
ノ
を
演
奏
さ
れ
な
が
ら

三
曲
ほ
ど
歌
わ
れ
見
事
な
声
量
と
透
き

通
る
よ
う
な
歌
声
を
披
露
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

ࠠ࣋

　

  

 小松　崇 師 （1５組泉勝寺住職）
   「龍樹大士出於世」講題

　法話

日時

並
春季彼岸会
総永代経法要

兼・墓地納骨（物故者）追弔法要

3月１７日（月）午後1時30分

　宗祖親鸞聖人が著述された正信偈は、真宗門徒にとって最も身近なお聖教で
す。この正信偈の前文に「しかれば大聖の真言に帰し、大祖の解釈に関して、仏恩
の深遠なるを信知して、正信念仏偈を作り」と、著述された理由を述べておられま
す。そこには、釈尊がお説きになった『仏説無量寿経』こそが真実の言葉であり、時
代や環境、状況や個人差の相違はあっても、この本願念仏の教えを聞信し、伝えて
こられた高僧方を讃仰される宗祖を見ることができます。
　この高僧とは、インドの龍樹菩薩・天親菩薩・中国の曇鸞大師・道綽禅師・善導
大師・日本の源信僧都そして師の法然上人で、本願念仏の大道を歩まれ、伝持さ
れた浄土の七高僧と仰がれた人たちです。
　正信偈の結びに、「道俗時衆、共に同心に、ただこの高僧の説を信ずべし」と、私
たちに説かれています。
　今回は、龍樹菩薩の段を取り上げて、皆様と共に本願念仏の教えを学ばせてい
ただきたいと存じます。

講師からのメッセージ

           

な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

ඊࠠએ

１６組 浄興寺 藤澤 敦子 師

お茶会の様子 鑑賞会の様子


