
年忌法要表

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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■住職法話

如来の本願の有り難さ
によらい ほんがん あり がた

■浄土真宗 ○新仏事のイロハ

■本願寺の本

今 昔ものがたり抄
こんじやく しよう

■編集後記



決
し
て
こ
の
私
を
見
捨
て
る
こ
と

の
は
た
ら
き
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
環

身
に
染
み
る
よ
う
な
一
言
で
す
。

の
な
い
大
い
な
る

仏

さ
ま
（
如

境
に
あ
っ
て
も
、
皆
さ
ま
と
変
わ

決
し
て
見
下
し
て
い
る
こ
と
ば
で

ほ
と
け

に
よ

来
）
の
は
た
ら
き
で
し
た
。

ら
な
い
仕
事
や
家
事
と
い
っ
た
日

は
な
く
、
人
間
そ
の
も
の
の
姿
を

ら
い

今
年
の
法
語
カ
レ
ン
ダ
ー
の
表

常
に
追
わ
れ
る
生
活
が
あ
り
ま

よ
く
見
て
、
そ
の
こ
と
を
私
に
知

紙
の
こ
と
ば
は
、

す
。

仏

さ
ま
を
忘
れ
る
わ
け
で

ら
し
め
て
下
さ
り
、
救
わ
ず
に
は

ほ
と
け

念
仏
と
な
っ
て

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
目
の
前
の
欲

お
ら
れ
な
い
と
誓
わ
れ
た
の
が
、

私
の
口
か
ら

望
を
満
た
す
こ
と
だ
け
に
追
わ
れ

〝
如
来
の
本
願
〟
で
す
。

に
よ
ら
い

ほ
ん
が
ん

現
れ
て
下
さ
る

て
い
る
の
が
私
の
日
常
の
姿
で

私
自
身
、
悩
み
多
き
人
生
を
送

早
い
も
の
で
、
今
年
も
残
す
と

み

仏

の
は
た
ら
き

す
。

っ
て
い
ま
す
。
苦
悩
の
最
中
に
仏

ほ
と
け

ほ
と
け

こ
ろ
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
こ

で
す
。
毎
月
の
法
語
を
振
り
返
っ

「
仏
説
無
量
寿
経
」
と
い
う

さ
ま
の
救
い
は
な
か
な
か
感
じ
ら

ぶ
つ
せ
つ
む
り
よ
う
じ
ゆ
き
よ
う

の
一
年
、
真
宗
教
団
連
合
発
行

て
み
ま
す
と
、
こ
の
表
紙
こ
と
ば

お
経
で
お
釈
迦
さ
ま
は
言
わ
れ
ま

れ
な
い
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、

し
ん
し
ゆ
う
き
よ
う
だ
ん
れ
ん
ご
う

し

や

か

の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
法
語
を
お
題
に

に
沿
っ
た
法
語
が
選
ば
れ
た
の
だ

す
。

少
し
で
も
苦
悩
を
乗
り
越
え
ら
れ

し
て
、
寺
報
の
「
住
職
法
話
」
を

と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
世
間
の
人
々
は
ま
こ

た
後
に
、

仏

さ
ま
の
大
い
な
る

ほ
と
け

進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

同
様
に
、
今
月
の
法
語
を
い
た

と
に
浅
は
か
で
あ
っ
て
、
み
な

は
た
ら
き
が
あ
っ
た
と
実
感
で
き

あ
さ

そ
の
中
で
、
毎
月
悩
み
な
が
ら
、

だ
き
ま
す
と
、
毎
回
悩
み
な
が
ら

急
が
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
争

る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
苦
悩
の

私
の
体
験
談
や
身
近
な
話
題
を
取

寺
報
を
発
行
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

っ
て
お
り
、
こ
の
激
し
い
悪
と

中
で
あ
っ
て
も
、
「
南
無
阿
弥
陀

な

む

あ

み

だ

り
入
れ
な
が
ら
法
話
を
お
伝
え
し

と
が
、
私
自
身
、
人
間
そ
の
も
の

苦
の
中
で
あ
く
せ
く
と
働
き
、

仏
」
と
常
に
呼
び
か
け
る
〝
如
来

ぶ
つ

に
よ
ら
い

て
い
く
と
、
共
通
し
た
あ
る
こ
と

の
目
覚
め
で
も
あ
り
ま
し
た
。
僧

そ
れ
に
よ
っ
て
や
っ
と
生
計
を

の
本
願
〟
の
声
は
、
私
に
真
の
生

ほ
ん
が
ん

に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
は
、

侶
と
な
り
お
寺
と
い
う
仏

さ
ま

立
て
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

き
方
を
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

ほ
と
け

(2) 万 行 寺 寺 報

如
来
の
本
願
の
有
り
難
さ

に

よ

ら

い

ほ

ん

が

ん

あ

が

た

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
寺
は
死
者
や
先
祖
の
た
め
に

則
し
て
儀
式
を
行
う
の
で
す
。
言

は
な
く
、
日
ご
ろ
か
ら
親
し
ん
で

あ
る
」
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
お
ら
れ

い
換
え
れ
ば
、
遺
族
は
そ
の
お
寺

い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
お

る
よ
う
で
す
。

の
門
徒
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の

寺
を
〝
死
者
の
た
め
の
場
〟
で
は

も

ん

と

し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
お
寺
と

で
す
。
で
す
か
ら
、
何
よ
り
も
遺

な
く
、
私
自
身
の
〝
聞
法
の
場
〟

も
ん
ぼ
う

し
て
は
ほ
と
ほ
と
困
っ
て
し
ま
い

族
の
方
た
ち
が
、
悲
し
み
を
縁
と

と
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

ま
す
。

し
て
教
え
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
り

も
し
〝
死
者
の
た
め
の
場
〟
と
し

つ
ま
り
、
お
寺
に
葬
儀
を
依
頼

ま
せ
ん
。
け
っ
し
て
葬
儀
が
す
ん

て
し
か
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
あ

と
ら

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
遺
族
（
故

だ
ら
〝
お
し
ま
い
〟
で
は
な
く
、

る
い
は
〝
金
の
か
か
る
こ
と
〟
や

人
と
い
う
よ
り
）
が
そ
の
お
寺
の

む
し
ろ
〝
出
発
点
〟
で
あ
る
わ
け

〝
付
き
合
い
に
く
さ
〟
に
頭
を
悩

説
い
て
い
る
教
え
（
私
た
ち
の
場

で
す
。

ま
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
縁
の
な
か

合
な
ら
浄
土
真
宗
）
を
聞
き
し
た

お
寺
を
決
め
、
葬
儀
を
依
頼
す

ん
。
し
か
し
、
〝
聞
法
の
場
〟
と

も
ん
ぼ
う

っ
た
方
か
ら
葬
儀
を
頼
ま
れ
る
こ

が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
前
提

る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
重
要

し
て
関
わ
れ
ば
、
無
量
の
喜
び
を

む
り
よ
う

と
が
あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
お
寺

に
あ
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
お

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

与
え
て
く
れ
る
所
と
な
る
で
し
ょ

に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

寺
は
葬
儀
を
引
き
受
け
、
教
え
に

も
し
、
故
郷
な
ど
に
お
寺
が
あ

う
。

ま
せ
ん
の
で
、
中
に
は
〝
我
が
家

り
、
先
祖
の
お
墓
も
あ
る
と
い
う

が
何
宗
〟
な
の
か
わ
か
ら
ず
、「
と

こ
と
な
ら
、
ま
ず
そ
の
お
寺
に
連

に
か
く
仏
教
な
ん
だ
か
ら
何
宗
で

絡
を
と
り
、
葬
儀
の
相
談
を
し
て

も
い
い
や
」
と
〝
急
場
し
の
ぎ
〟

く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
今
住
ん
で

の
よ
う
に
頼
ん
だ
り
、
そ
こ
ま
で

い
る
近
く
の
同
宗
派
の
お
寺
を
紹

し
ゆ
う
は

極
端
で
な
く
て
も
「
葬
儀
が
す
め

介
し
て
も
ら
う
な
り
、
適
切
な
指

ば
お
寺
に
用
は
な
い
」
と
ば
か
り

示
を
仰
い
で
く
だ
さ
い
。

に
、
以
後
連
絡
が
な
か
っ
た
り
す

い
ず
れ
に
し
ろ
、
お
寺
と
の
関

［
「
浄
土
真
宗

○新
仏
事
の
イ
ロ
ハ
」
末

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
も
、

わ
り
は
葬
儀
や
年
忌
法
要
だ
け
で

本
弘
然
著
／
本
願
寺
出
版
社
刊
よ
り
］

ね

ん

き

ポ
イ
ン
ト

▼
お
寺
は
「
死
者
の
た
め
の
場
」

で
は
な
く
、
私
自
身
の
「
聞
法

も
ん
ぼ
う

の
場
」

▼
悲
し
み
を
縁
と
し
て
教
え
を

聞
く
こ
と
が
大
切

(3) 万 行 寺 寺 報

浄
土
真
宗

○新

仏
事
の
イ
ロ
ハ

二
、
葬
儀
を
行
う

―
悲
し
み
を
超
え
て
―

［
葬
儀
と
お
寺
］

葬
儀
の
時
だ
け
お
寺
が
必

要
な
の
？

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～

「仏さまの世界へ誘う 今昔ものがたり抄」
ほとけ こ ん じ や く しよう

末本弘然 著／本願寺出版社 刊 1,980円(税込)

『今 昔物語集』には、仏教的視点からみた数々の説話
こんじやくものがたりしゆう

が収められており、虐 待、ハラスメント、孤独死、詐欺な
ぎやくたい こ ど く し さ ぎ

ど、現代にも通じるさまざまな問題が取り上げられ、そ

の語り口は実にリアルで、苦悩や不安を抱えながら生き

ていた当時の人びとの息遣いが、時空を超えて伝わっ
いきづか

てきます。

本書では『今昔物語集』を、著者が独自に立てたテー
こんじやくものがたりしゆう

マに合わせて並べ替え、各説話の現代語訳については、基本的に文の内容を尊

重しながら、著者の解釈によって話の要点をまとめています。

本書を通して『今昔物語集』に記された、現代にも通ずるものがたりに触れて
こんじやくものがたりしゆう

みませんか？ [本願寺出版社ホームページより]

(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

朝
は
霜
が
降
り
る
よ
う
に
な

し
も

り
、
季
節
が
一
気
に
進
み
ま
し

た
。
冬
支
度
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
◆
『
仏
事
の
イ
ロ
ハ
』
の

末
本
先
生
の
新
し
い
著
書
が
発

す
え
も
と

刊
さ
れ
ま
し
た
。
『
本
願
寺
の

本
』
で
紹
介
し
ま
す
。「
今

昔

こ
ん
じ
や
く

物

語

集
」
は
、
原
文
は
平
安

も
の
が
た
り
し
ゆ
う

時
代
末
期
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ

て
い
て
、
現
代
の
諸
問
題
に
も

通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
お
薦
め
し
ま
す
。
私

す
す

は
、
早
速
、
注
文
し
ま
し
た
。

現
代
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
期
待
し
て
い

ま
す
。
◆
寒
い
季
節
が
や
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
体
調
を
崩
さ

れ
ま
せ
ん
よ
う
ご
自
愛
く
だ
さ

じ

あ

い

い
。


