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■住職法話

仏さま（如来）の眼
ほとけ によらい

■浄土真宗 ○新仏事のイロハ

■本願寺の本

いのちのゆくえ

■編集後記



る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の

同
じ
く
、

仏

さ
ま
（
如
来
）
か

対
す
る
こ
と
ば
が

仏

さ
ま
の
眼

ほ
と
け

に
よ
ら
い

ほ
と
け

で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら

ら
の
眼
の
大
切
さ
を
味
わ
え
る
の

を
通
し
て
味
わ
え
る
法
語
で
す
。

か
な
よ
う
に
、
人
間
の
眼
、
人

が
『
正
信
偈
』
の
中
に
も
あ
り
ま

我
執
、
我
欲
の
世
界
に
迷
い
込

、

し
よ
う
し
ん
げ

が
し
ゆ
う

が

よ

く

間
か
ら
の
視
野
に
映
る
の
は
、

す
。

み
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

、

、

、

限
ら
れ
た
部
分
で
あ
り
、
皮
相

我
亦
在
彼
摂
取
中

私
を
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
救
お

ひ

そ

う

が
や
く
ざ
い
ひ
せ
つ
し
ゆ
ち
ゆ
う

に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま

煩
悩
鄣
眼
雖
不
見

う
と
は
た
ら
き
続
け
て
い
て
く

ぼ
ん
の
う
し
よ
う
げ
ん
す
い
ふ
け
ん

す
。

大
悲
無
倦
常
照
我

だ
さ
る
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願

だ
い
ひ
む
け
ん
じ
よ
う
し
よ
う
が

あ

み

だ

に

よ

ら

い

ほ
ん
が
ん

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
如
来

わ
た
し
も
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
光

ほ
ど
、
有
り
難
い
お
慈
悲
は
あ

に
よ
ら
い

あ

み

だ

ぶ

つ

じ

ひ

こ
の
法
語
は
、
伊
東
慧
明
『
入

の
眼
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
て

明
の
中
に
摂
め
取
ら
れ
て
い
る

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
こ
こ

え
み
よ
う

お
さ

門
浄
土
真
宗

真
宗
の
教
え

顕
現

あ
る
人
間
、
如
来
か
ら
の
視
座

け
れ
ど
も
、
煩
悩
が
わ
た
し
の

で
の
救
い
の
中
に
あ
り
な
が
ら

け
ん
げ
ん

に
よ
ら
い

し

ざ

ぼ
ん
の
う

さ
る
べ
き
私
』
（
真
宗
大
谷
派
宗

の
な
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

眼
を
さ
え
ぎ
っ
て
、
見
た
て
ま

も
、
そ
の
お
慈
悲
ひ
と
す
じ
に

し
ん
し
ゆ
う
お
お
た
に
は

じ

ひ

務
所
出
版
部
）
か
ら
の
こ
と
ば
で

人
間
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
は

つ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

お
任
せ
で
き
な
い
、
よ
ろ
こ
べ

す
。
こ
の
本
の
一
部
分
で
す
。

じ
め
て
、
人
間
の
全
体
像
を
知

し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
大
い

な
い
私
の
愚
か
さ
、
煩
悩
の
深

あ

み

だ

ぶ

つ

お
ろ

ぼ
ん
の
う

人
間
の
眼
は
、
自
分
の
眼
を
見

り
う
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り

な
る
慈
悲
の
光
明
は
、
そ
の
よ

さ
に
悲
嘆
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん

じ

ひ

ひ

た

ん

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
い
ろ

ま
す
。
だ
か
ら
、
人
間
が
、
人

う
な
わ
た
し
を
見
捨
て
る
こ
と

こ
れ
は
、
本
願
寺
の
ご
門
主
が

ほ
ん
が
ん
じ

も
ん
し
ゆ

ん
な
も
の
を
見
て
い
る
眼
で
あ

間
で
あ
る
こ
と
の
実
相
に
め
ざ

な
く
常
に
照
ら
し
て
い
て
く
だ

二
〇
一
六
年
の
伝
灯
奉
告
法
要
で

じ
つ
そ
う

で
ん
と
う
ほ
う
こ
く
ほ
う
よ
う

り
ま
す
が
、
こ
の
眼
は
、
自
分

め
る
た
め
に
は
、
こ
の
如
来
か

さ
る
。

お
示
し
く
だ
さ
っ
た
ご
親

教
の

に
よ
ら
い

し
ん
き
よ
う

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

ら
の
眼
が
、
何
よ
り
も
大
切
な

「
悲
し
み
」
と
「
喜
び
」
、「
煩
悩
」

一
部
で
す
。
胸
が
痛
み
、
味
わ
い

ぼ
ん
の
う

す
。
自
分
自
身
を
、
直
接
に
見

こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
「
菩
提
（
悟
り
）
」
と
い
う
相

深
い
お
言
葉
で
す
。

ぼ

だ

い

さ
と

(2) 万 行 寺 寺 報

仏
さ
ま
（
如
来
）
の
眼

ほ

と

け

に

よ

ら

い

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～』



る
の
が
、
後
半
の
葬
（
遺
骨
を
拝

頼
し
て
、
納
骨
の
お
勤
め
を
し
て

死
生
観
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
し

し
せ
い
か
ん

す
る
）
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
石
碑
に
付

ょ
う
。
亡
き
人
は
お
墓
の
中
に
い

せ

き

ひ

こ
の
埋
葬
が
、
通
常
、
お
墓
に

い
た
汚
れ
や
ド
ロ
を
落
と
し
て
、

る
の
で
は
な
く
、
浄
土
に
生
ま
れ

ま
い
そ
う

納
め
る
と
い
う
行
為
に
な
り
ま

墓
前
に
花
や
お
香
、
供
物
な
ど
を

て

仏

さ
ま
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま

ほ
と
け

す
。
納
骨
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

供
え
て
、
気
持
ち
よ
く
お
参
り
し

す
。
無
量
の
い
の
ち
を
い
た
だ
か

む
り
よ
う

特
に
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ま
し
ょ
う
。

れ
て
、
私
た
ち
に
い
つ
も
寄
り
添

そ
う
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
い

と
こ
ろ
で
、
お
墓
参
り
で
、
心

い
、
ま
ご
こ
ろ
を
か
け
続
け
て
く

つ
ま
で
も
家
に
置
い
て
お
く
こ
と

得
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
り

だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

は
避
け
た
い
も
の
で
す
。満
中
陰

ま
す
。
そ
れ
は
、
遺
骨
や
石
碑
は

亡
き
人
の
私
た
ち
に
か
け
ら
れ

ま
ん
ち
ゆ
う
い
ん

せ

き

ひ

あ
る
い
は
百
か
日
あ
た
り
が
、
一

あ
く
ま
で
亡
き
人
を
偲
ぶ
縁
で
あ

た
そ
う
し
た
願
い
と
は
た
ら
き
を

前
に
、
葬
儀
の
「
葬
」
と
い
う

つ
の
目
安
に
な
り
ま
す
（
地
域
で

っ
て
、
実
体
と
し
て
捉
え
る
も
の

聞
く
と
同
時
に
、
諸
行
無
常
の

と
ら

し
よ
ぎ
よ
う
む
じ
よ
う

字
は
、
「
原
野
に
安
置
し
た
遺
体

違
い
は
あ
り
ま
す
）
。
お
墓
に
納

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
先
祖
の
霊

理

を
か
み
し
め
な
が
ら
、
確
か

げ

ん

や

あ

ん

ち

こ
と
わ
り

の
残
骨
を
拝
す
る
か
た
ち
」
だ
と

め
る
時
に
は
手
次
ぎ
の
お
寺
に
依

を

慰

め
て
い
ま
し
た
」
と
い
う

な
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
念
仏
を
味

て

つ

な
ぐ
さ

よ

申
し
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、

表
現
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
霊
」

わ
う
―
そ
れ
が
浄
土
真
宗
の
お
墓

拝
す
る
た
め
の
場
所
に
遺
骨
を
納

と
い
う
言
葉
が
、
固
定
的
実
体
的

参
り
で
す
。

め
て
、
は
じ
め
て
葬
の
儀
式
は
完

な
霊
魂
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ

れ
い
こ
ん

結
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ

ば
、
そ
れ
は
仏
教
、
特
に
浄
土
真

［
「
浄
土
真
宗

○新
仏
事
の
イ
ロ
ハ
」
末

う
。
つ
ま
り
、
亡
き
人
の
死
を
受

宗
の
味
わ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
弘
然
著
／
本
願
寺
出
版
社
刊
よ
り
］

け
入
れ
て
遺
体
を
家
か
ら
送
り
出

言
う
ま
で
も
な
く
遺
骨
＝
故
人
で

す
の
が
前
半
の
葬
（
原
野
に
運
ぶ

は
な
い
の
で
す
。

げ

ん

や

行
為
）
。
変
わ
り
は
て
た
遺
骨
を

も
っ
と
も
、
そ
う
錯
覚
し
て
し

さ
つ
か
く

縁
に
、
亡
き
人
の
普
遍
的
価
値
を

ま
い
が
ち
な
の
が
私
た
ち
で
す
。

ふ
へ
ん
て
き

見
出
し
て
拝
す
る
た
め
に
埋
葬
す

そ
れ
だ
け
に
、
し
っ
か
り
と
し
た

ま
い
そ
う

(3) 万 行 寺 寺 報

浄
土
真
宗

○新

仏
事
の
イ
ロ
ハ

三
、
お
墓
と
納
骨

―
亡
き
人
を
偲
ぶ
縁
と
し
て
―

［
納
骨
と
お
墓
参
り
］

い
つ
ま
で
も
家
に
置
い
て

お
く
の
は
…
…
？

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～

「いのちのゆくえ－浄土真宗のお墓と納骨－」
若林 眞人 著

本願寺出版社 刊 165円(税込)

宗教と出会うきっかけの一つに大切な人との別れ

があります。なき人を偲んで建てられたお墓には

どのような意味があるのでしょうか。お墓を建立し

お参りする人の思いを聞くなかで、大切な人との

別れを仏教（浄土真宗）の教えを通して受けとめ、

お墓や大谷本廟に納骨する意義を深めていきま
おおたにほんびよう

す。

[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

「
住
職
法
話
」
の
内
容
は
、
お

言
葉
を
引
か
せ
て
い
た
だ
き
な

が
ら
進
め
ま
し
た
。
◆
「
仏
事

の
イ
ロ
ハ
」
は
、
葬
儀
の
項
が

終
わ
り
ま
し
た
。
今
回
か
ら
、

特
に
相
談
事
が
多
い
、
お
墓
の

こ
と
、
お
骨
の
こ
と
な
ど
に
関

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
本

願
寺
の
本
」
の
紹
介
も
あ
わ
せ

て
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
◆
門
信
徒
会
会
員
の
皆
さ

も
ん
し
ん
と
か
い

ま
に
は
、
寺
報
と
と
も
に
来
年

の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
一
緒
に
お
届

け
し
ま
し
た
。
今
ま
で
と
違
っ

て
予
定
な
ど
も
書
き
込
め
る
の

で
、
身
近
に
置
い
て
頂
い
て
気

軽
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。


