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１周忌 2020(令和 2)年 23回忌 1999(平成11)年

３回忌 2019(令和 1)年 25回忌 1997(平成 9)年

７回忌 2015(平成27)年 27回忌 1995(平成 7)年

13回忌 2009(平成21)年 33回忌 1989(平成 1)年

17回忌 2005(平成17)年 50回忌 1972(昭和47)年
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こ
ん
な
人
が
と
思
っ
て
も
、
こ

そ
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る

人
間
と
は
違
っ
て
絶
対
的
で
、
一

ん
な
人
は
ど
う
に
も
な
ら
ん
や

と
、ふ
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

つ
の
迷
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。

な
い
か
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ

子
の
行
動
に
対
し
て
親
が
注
意
す

し
か
し
、
私
た
ち
は
常
に

仏
ほ
と
け

の
人
の
母
か
、そ
の
人
の
父
か
、

る
の
は
、
し
っ
か
り
し
て
欲
し
い

に
な
ろ
う
と
願
っ
て
い
る
訳
で
も

そ
の
人
の
奥
さ
ん
か
誰
か
知
ら

と
い
う
親
の
願
い
な
の
で
す
。
反

あ
り
ま
せ
ん
し
、

仏

さ
ま
か
ら

ほ
と
け

ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
間
が
生

し
て
子
は
自
分
が
し
た
い
こ
と
を

の
一
方
的
な
願
い
に
は
な
か
な
か

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
誰
か

一
方
的
に
主
張
し
て
く
る
ば
か
り

気
づ
け
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
に

の
願
い
を
受
け
て
生
き
と
る
ん

で
す
。
で
す
か
ら
治
ま
り
が
つ
き

は
、
「
聞
法
」
が
大
切
で
す
。
法

お
さ

も
ん
ぼ
う

ほ
う

法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
の
副
読
本

で
す
。
己
に
願
い
は
な
く
と
も

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
親
か
ら
理
由

を
聞
く
、

仏

さ
ま
の
教
え
に
ふ

ほ
と
け

「
月
々
の
こ
と
ば
」
（
本
願
寺
出

願
い
を
か
け
ら
れ
た
身
だ
と
い

を
話
し
諭
さ
れ
る
と
納
得
す
る
も

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
い
な

さ
と

版
社
）
に
よ
る
と
、
今
月
の
法
語

う
こ
と

の
で
す
。
「
親
の
心
子
知
ら
ず
」

る
見
え
な
い
お
力
に
よ
っ
て
見
護ま

も

は
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
い
う
言
葉
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。

ら
れ
、
知
ら
な
い
う
ち
に
願
わ
れ

し
ん
し
ゆ
う
お
お
た
に
は

の
僧
侶
で
あ
る
藤
元
正
樹
先
生
の

私
の
娘
も
早
い
も
の
で
小
学
四

親
の
一
方
的
な
主
張
も
問
題
あ

て
い
る
い
の
ち
で
あ
っ
た
と
気
づ

ふ
じ
も
と
ま

さ

き

著
書
「
願
心
を
師
と
な
す
」
（
東

年
生
に
な
り
、
難
し
い
年
頃
に
な

り
で
す
が
、
自
分
の
気
づ
か
な
い

か
さ
れ
る
も
の
で
す
。

本
願
寺
出
版
）
に
出
て
き
ま
す
。

っ
て
、
あ
あ
し
た
い
こ
う
し
た
い

と
こ
ろ
で
心
配
さ
れ
て
い
る
願
い

人
生
で
迷
い
、
選
択
肢
を
間
違

そ
の
著
書
の
中
に
、
先
生
は
、

と
親
に
対
し
て
口
答
え
が
増
え
て

に
気
づ
か
さ
れ
た
時
に
、
子
は
安

う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
い
の
ち
に

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
何

き
ま
し
た
。
我
が
家
は
、
朝
に
夕

心
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。誰
も
が
、

ら
か
の
願
い
を
受
け
て
生
き
て
い

に
口
喧
嘩
が
絶
え
な
い
騒
が
し
い

例
え
で
親
子
関
係
を
取
り
上
げ

願
い
を
か
け
ら
れ
た
身
だ
と
い
う

く
ち
げ
ん
か

る
こ
と
を
、

生
活
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

ま
し
た
が
、
仏

さ
ま
の
願
い
は

こ
と
な
の
で
す
。

ほ
と
け

(2) 万 行 寺 寺 報

親
の
心
子
知
ら
ず

住
職

法
話

実践運動 総合テーマ『そっとつながる ホッがつたわる～結ぶ絆から、広がるご縁へ～』



お
仏
壇
を
引
き
と
ら
ね
ば
な
ら
な

日
な
ど
に
開
け
て
亡
き
人
や
先
祖

で
よ
い
で
し
ょ
う
。「
倶
会
一
処
」

に
ち

く

え

い
つ
し
よ

く
な
っ
た
場
合
な
ど
で
す
。
嫁
ぎ

を
偲
ば
れ
て
け
っ
こ
う
で
す
。

（
と
も
に
一
つ
の

処

で
会
う
）

し
の

と
こ
ろ

先
の
家
の
お
仏
壇
と
二
つ
に
な
る

も
と
よ
り
お
仏
壇
は
、
分
け
隔

の
境
地
で
す
。

へ
だ

き
よ
う
ち

わ
け
で
す
が
、
同
じ
宗
派
の
お
仏

て
な
く
救
っ
て
く
だ
さ
る

仏

さ

但
し
、
こ
れ
は
信
仰
の
問
題
で

ほ
と
け

壇
で
あ
れ
ば
一
つ
だ
け
に
し
て
、

ま
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
で
す
。
特
定
の

も
あ
り
ま
す
の
で
、
異
な
る
宗
派

あ
お

も
う
一
つ
は
手
次
ぎ
の
お
寺
や
仏

人
の
専
有
物
で
は
な
く
、
家
族
み

の
お
仏
壇
で
お
参
り
し
た
い
人
が

て

つ

せ
ん
ゆ
う
ぶ
つ

壇
店
を
通
し
て
処
分
し
て
も
ら
っ

ん
な
で
手
を
合
わ
せ
る
の
が
本
来

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
が
お

て
も
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。

の
姿
で
す
。
し
か
し
、
お
年
寄
り

給
仕
と
か
責
任
を
持
っ
て
行
っ
て

き
ゆ
う
じ

そ
の
際
、
お
寺
さ
ん
に
来
て
も
ら

と
同
居
す
る
際
に
、
長
年
、
慣
れ

も
ら
う
こ
と
を
確
認
し
、
お
仏
壇

っ
て
お
勤
め
を
し
、
ご
本
尊
は
お

親
し
ん
だ
お
仏
壇
を
持
っ
て
こ
ら

を
残
せ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。
家
族

昔
な
ら
ば
、
何
代
に
も
わ
た
っ

寺
さ
ん
に
引
き
と
っ
て
い
た
だ
く

れ
た
場
合
な
ど
は
、
お
仏
壇
を
処

一
人
ひ
と
り
の
生
き
る
依
り
ど
こ

よ

て
住
ん
で
い
た
家
も
、
今
で
は
一

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

分
せ
ず
、
お
年
寄
り
が
以
前
と
同

ろ
と
し
て
ご
本
尊
が
あ
り
、
お
仏

人
住
ま
い
で
あ
っ
た
り
、
核
家
族

家
の
過
去
帳
が
あ
れ
ば
残
し
て
お

じ
よ
う
に
お
給
仕
さ
れ
る
の
が
よ

壇
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
、

き
ゆ
う
じ

で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
三
世
代
同

き
、
も
う
一
つ
の
お
仏
壇
で
、
命

い
で
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
、
一
家

判
断
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

め
い

居
で
あ
っ
た
り
と
、
形
は
さ
ま
ざ

に
二
つ
あ
っ
て
も
何
ら
不
都
合
は

ま
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
状
況
で
す
か
ら
、
お
仏

悩
ま
れ
る
の
は
、
宗
派
が
違
う

壇
の
な
い
家
も
多
く
、ま
た
逆
に
、

お
仏
壇
が
二
つ
に
な
る
場
合
で
し

一
軒
の
家
で
お
仏
壇
が
二
つ
に
な

ょ
う
。

っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま

し
か
し
こ
れ
も
、
今
、
住
ん
で

す
。

い
る
家
族
が
心
を
一
つ
に
し
て
、

［
「
浄
土
真
宗

○新
仏
事
の
イ
ロ
ハ
」
末

一
人
娘
で
他
家
に
嫁
ぎ
、
実
家

同
じ
ご
本
尊
を
仰
ぐ
の
が
望
ま
し

本
弘
然
著
／
本
願
寺
出
版
社
刊
よ
り
］

あ
お

の
両
親
が
亡
く
な
っ
て
、
実
家
の

い
こ
と
で
す
の
で
、
原
則
は
一
つ

ポ
イ
ン
ト

▼
お
仏
壇
は
一
軒
に
一
つ
で
よ
い

▼
し
か
し
「
二
つ
あ
っ
て
は
い
け
な

い
」
と
こ
だ
わ
る
の
も
問
題

(3) 万 行 寺 寺 報

浄
土
真
宗

○新

仏
事
の
イ
ロ
ハ

一
、
お
仏
壇
の
お
飾
り

―
仏
さ
ま
を
仰
ぐ
―

あ
お

［
二
つ
の
お
仏
壇
］

実
家
の
お
仏
壇
を
引
き
と

っ
て
よ
い
か
？

親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要のスローガン『ご縁を慶び、お念仏とともに』



～本願寺の本～

観音菩薩の化身 聖徳太子
か ん の ん ぼ さ つ け し ん し よ う と く た い し

ー浄土真宗「和国の教主」
じようどしんしゆう わ こ く きようしゆ

本願寺出版社刊 880円(税込)

仏法僧の三宝を篤く敬い、『憲法十七条』を制定したこと
ぶつぽうそう さんぽう あつ

で知られる聖徳太子。親鸞聖人は、聖徳太子を観音菩薩
しようとくたいし しんらんしようにん しようとくたいし かんのんぼさつ

の化身として尊崇されていました。
け し ん そんすう

親鸞聖人はどのように聖徳太子を敬われたのか。
しんらんしようにん しようとくたいし

聖徳太子のご生涯とご事蹟に触れつつ、今一度、「和国の教主」聖徳太子に思い
しようとくたいし じ せ き わ こ く きようしゆ しようとくたいし

を馳せる一冊。（本願寺出版社ホームページより）
は

万行寺もそうですが、一般に浄土真宗のお寺には、聖徳太子のご影があります。
じようどしんしゆう しようとくたいし えい

なぜ、ご影を掲げるのかということがわかる一冊です。
えい

(4) 万 行 寺 寺 報

万行寺ホームページ http://www.mangyoji.jp/ メールアドレス nagano.mangyoji@gmail.com

編
集
後
記

夏
も
近
づ
き
、
蓮
の
花
が
咲
き

は
す

だ
す
頃
で
す
。
蓮
は
仏
教
に
欠

は
す

か
せ
な
い
お
花
で
す
。
◆
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
少
し
ず
つ
広
ま
っ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
今
度
は
接

種
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
よ
う
で
す
。
副
反
応

な
ど
を
考
え
て
、
今
の
生
活
を

継
続
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
も

お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
判
断
に

悩
む
と
こ
ろ
で
す
。
◆
今
月
号

の
発
行
が
遅
れ
誠
に
申
し
訳
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。お
読
み
頂
く
方
、

そ
し
て
発
行
者
と
し
て
も
、
こ

の
寺
報
を
通
し
て

仏

さ
ま
の

ほ
と
け

教
え
に
ふ
れ
、
気
づ
か
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
慌
た

だ
し
い
中
で
も
続
け
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。


