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３回忌 2017(平成29)年 25回忌 1995(平成 7)年

７回忌 2013(平成25)年 27回忌 1993(平成 5)年

13回忌 2007(平成19)年 33回忌 1987(昭和62)年

17回忌 2003(平成15)年 50回忌 1970(昭和45)年
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浅間山は真っ白に冠雪はしても、し
かんせつ

ばらくすると地肌が見えてきてし

まいます。温暖化といったことが影

響しているのか、浅間山を眺めな

がら思うことがあります。
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お
釈
迦
さ
ま
の
説
い
た
仏
教
の

釈
迦
さ
ま
の
教
え
す
ら
残
っ
て
い

四
十
五
年
間
、
数
多
く
の
歌
を

捉
え
ら
れ
て
い
く
の
か
わ
か
り
ま

し

や

か

し

や

か

と
ら

あ
り
方
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く

な
い
時
代
を
「
法
滅
」
と
も
い
わ

世
に
送
り
出
し
て
き
た
方
が
、
他

せ
ん
が
、
す
で
に
「
お
釈
迦
さ
ま
、

ほ
う
め
つ

し

や

か

か
、
三
つ
の
時
代
区
分
が
あ
る
と

れ
ま
す
。

の
言
語
に
よ
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ

仏
教
っ
て
何
？
」
と
、
法
滅
の
時

ほ
う
め
つ

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
諸
説
あ
る
よ

シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の

る
大
好
き
な
日
本
語
を
残
し
て
い

代
が
見
え
て
き
ま
す
。

う
で
す
が
、
そ
れ
は
、

仏

さ
ま

松
任
谷
由
実
さ
ん
が
、
昨
年
の
十

く
術
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ユ
ー

親
鸞
さ
ま
は
『
正
像
末
和
讃
』

ほ
と
け

ま
つ
と
う
や

ゆ

み

す
べ

し
ん
ら
ん

し
よ
う
ぞ
う
ま
つ
わ
さ
ん

の
教
え
、
悟
り
が
正
し
く
伝
わ
っ

二
月
に
菊
池
寛
賞
の
授
賞
式
に
お

ミ
ン
の
歌
は
、
私
も
大
好
き
で
自

に
、「
正

像
末
の
三
時
に
は

弥

さ
と

き
く
ち
か
ん

し
よ
う
ぞ
う
ま
つ

さ

ん

じ

み

て
い
る
「
正

法
」
の
時
代
、
形

い
て
、
歌
に
つ
い
て
印
象
的
な
コ

然
と
口
ず
さ
め
る
歌
ば
か
り
で

陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
り
」
と
、

し
よ
う
ほ
う

だ

ほ
ん
が
ん

ば
か
り
の
教
え
や
実
践
だ
け
の

メ
ン
ト
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し

す
。詠
み
人
不
詳
に
な
っ
て
で
も
、

正

像
の
時
代
を
経
て
、
末
法
の

よ

ふ
し
よ
う

し
よ
う
ぞ
う

ま
つ
ぽ
う

「
像
法
」
の
時
代
、
そ
し
て
、
教

た
。

私
の
歌
を
後
世
に
残
し
て
い
き
た

時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
弥
陀
の
本
願

ぞ
う
ぼ
う

こ
う
せ
い

み

だ

ほ
ん
が
ん

え
だ
け
存
在
す
る
「
末
法
」
の
時

「
こ
う
し
て
い
る
今
も
、
世
界
中

い
と
い
う
強
い
意
志
が
感
じ
ら
れ

の
教
え
は
弘
ま
っ
た
と
詠
ま
れ
ま

ま
つ
ぽ
う

ひ
ろ

よ

代
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
正

法
と

で
年
間
に
五
百
に
近
い
部
族
や
そ

ま
す
。

す
。
ユ
ー
ミ
ン
は
、
自
然
と
口
ず

し
よ
う
ほ
う

像
法
の
時
代
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が

の
言
語
が
失
わ
れ
て
い
っ
て
い
る

時
代
の
変
化
は
、
大
切
な
も
の

さ
め
る
歌
を
通
し
て
、
大
切
な
も

ぞ
う
ぼ
う

し

や

か

亡
く
な
ら
れ
て
し
ば
ら
く
で
終
わ

と
聞
き
ま
す
。
歌
は
そ
れ
を
口
ず

を
も
失
い
ま
す
。
昨
今
は
、
Ａ
Ｉ

の
を
残
そ
う
と
創
作
の
意
欲
を
語

え
ー
あ
い

っ
て
い
て
、
そ
の
後
は
末
法
の
時

さ
む
人
が
死
に
絶
え
て
し
ま
っ
た

（
人
工
知
能
）
の
問
題
で
す
。
す

っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
お
釈
迦
さ

ま
つ
ぽ
う

じ
ん
こ
う
ち
の
う

し
や

か

代
が
長
く
続
く
と
さ
れ
て
い
ま

ら
消
滅
し
ま
す
。
そ
う
遠
く
な
い

で
に
、
知
ら
な
い
う
ち
に
あ
ら
ゆ

ま
の
存
在
す
ら
知
ら
な
い
時
代
に

す
。
も
う
す
で
に
、
親
鸞
さ
ま
の

未
来
に
私
が
死
ん
で
、
私
の
名
前

る
も
の
に
使
わ
れ
て
い
こ
う
と
し

な
っ
た
と
し
て
も
、
末
法
の
世
だ

し
ん
ら
ん

ま
つ
ぽ
う

時
代
も
含
め
て
、
今
は
仏
教
と
い

が
消
え
去
ら
れ
て
も
、
私
の
歌
だ

て
い
ま
す
。
生
活
が
、
Ａ
Ｉ
に
支

か
ら
こ
そ

仏

さ
ま
の
教
え
を
お

え
ー
あ
い

ほ
と
け

う
教
え
だ
け
が
残
る
末
法
の
時
代

け
が
詠
み
人
知
ら
ず
と
し
て
残
っ

配
さ
れ
る
時
代
は
迫
っ
て
い
ま

伝
え
す
る
こ
と
に
意
欲
を
傾
け
て

ま
つ
ぽ
う

よ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
お

て
い
く
こ
と
が
私
の
理
想
で
す
。
」

す
。
仏
教
も
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
ど
う

い
き
た
い
で
す
。

え
ー
あ
い

(2) 万 行 寺 寺 報

正
像
末
の
三
時
に
は

弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
り

し

よ

う

ぞ

う

ま

つ

さ

ん

じ
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ま
せ
ん
…
）。
仏
さ
ま
の
方
か
ら
、

と
き
な
ど
は
、
「
お

魂

ぬ
き
」

そ
、
ご
本
尊
を
お
迎
え
す
る
こ
と

た
ま
し
い

欲
や
迷
い
に
翻
弄
さ
れ
る
私
た
ち

と
か
「
お
性
根
ぬ
き
」
と
は
言
わ

の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
、
仏
さ

ほ
ん
ろ
う

し
よ
う
ね

を
救
お
う
と
現
れ
て
く
だ
さ
る
の

ず
、「
遷
仏
法
要
」
と
言
い
ま
す
。

ま
に
お
入
り
願
う
の
は
、
仏
さ
ま

せ
ん
ぶ
つ

で
す
。
私
た
ち
の
た
め
に
、
私
た

お
移
り
い
た
だ
く
の
で
す
か
ら

の
真
実
の
お
心
を
我
が
家
で
味
わ

ち
が
用
意
し
た
お
仏
壇
に
入
っ
て

「
お
移
徒
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

う
た
め
だ
っ
た
と
、
肝
に
銘
じ
て

わ
た
ま
し

く
だ
さ
る
と
思
え
ば
よ
い
で
し
ょ

す
。

い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

う
。
入
仏
法
要
と
は
、
仏
さ
ま
（
ご

い
ず
れ
に
し
て
も
、
手
次
ぎ
の

て

つ

本
尊
）
を
お
迎
え
し
た
こ
と
を
喜

お
寺
に
頼
み
、
ご
本
尊
の
奉
懸
や

ほ
う
け
ん

び
、
仏
さ
ま
の
お
徳
を
讃
え
る
法

法
要
を
お
願
い
し
て
く
だ
さ
い
。

た
た

要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

新
し
い
お
仏
壇
を
安
置
し
た
初

我
が
家
に
お
仏
壇
を
迎
え
て
、

「
お

魂

入
れ
」
や
「
お
性
根

め
が
肝
心
で
す
。
「
お
仏
壇
に
仏

た
ま
し
い

し
よ
う
ね

置
く
場
所
も
決
ま
っ
て
、
さ
て
次

入
れ
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
「
入

さ
ま
の
魂
を
入
れ
よ
う
」
と
し
か

に
何
を
す
る
か
？

仏
法
要
」
も
し
く
は
「
入
仏
式
」

ね
な
い
私
た
ち
で
す
。
だ
か
ら
こ

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ご
本
尊

と
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
「
お

と
両
お
脇
掛
を
お
仏
壇
の
中
に
奉

紐
解
き
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り

わ
き
が
け

ほ
う

ひ
も

と

懸
す
る
の
で
す
。浄
土
真
宗
で
は
、

ま
す
。
こ
れ
は
、
本
山
か
ら
お
迎

け
ん新

し
い
お
仏
壇
に
ご
本
尊
を
お
迎

え
し
た
ご
本
尊
の
お
軸
の
紐
を
解

［
「
浄
土
真
宗

○新
仏
事
の
イ
ロ
ハ
」
末

じ
く

ひ
も

と

え
す
る
と
き
の
法
要
を
「
入
仏
法

い
て
、
お
仏
壇
に
お
掛
け
す
る
と

本
弘
然
著
／
本
願
寺
出
版
社
刊
よ
り
］

要
」
と
言
い
ま
す
。
「
入
仏
」
と

こ
ろ
か
ら
き
て
い
ま
す
。

言
っ
て
も
、お
勤
め
す
る
僧
侶
が
、

一
方
、
ご
本
尊
が
す
で
に
あ
っ

仏
さ
ま
の
「
魂
」
を
入
れ
る
の
で

て
、
古
い
お
仏
壇
か
ら
新
し
い
お

は
あ
り
ま
せ
ん
（
そ
ん
な
大
胆
不

仏
壇
に
お
移
し
す
る
と
き
や
、
引

敵
な
こ
と
は
で
き
る
道
理
が
あ
り

っ
越
し
で
お
仏
壇
を
移
動
さ
せ
る

ポ
イ
ン
ト

▼
新
し
く
ご
本
尊
を
迎
え
る

時
は
「
入
仏
法
要
」

（×

「
お

魂

入
れ
」「
お
性
根

た
ま
し
い

し
よ
う

ね

入
れ
」）

▼
ご
本
尊
を
移
す
時
は
「
遷
仏

せ
ん
ぶ
つ

法
要
」

（×

「
お

魂

ぬ
き
」「
お
性
根

た
ま
し
い

し
よ
う

ね

ぬ
き
」）

(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

［
入
仏
法
要
］

お
仏
壇
を
迎
え
て
は
じ
め

に
行
う
こ
と
は
？

第25代専如門主 伝灯奉告法要スローガン『うけつぐ伝灯 伝えるよろこび』



「ありのままに、ひたむきに」
浄土真宗本願寺派 第25代門主 大谷光淳 著

PHP研究所 発行 648円(税込)

日常生活の中で、悩みや苦しみをかか

えながら生きていかなければならな

い私たちにとって、時代は違っても親
しん

鸞聖人の生き方は、多くの人々を惹き
らんしようにん ひ

つける魅力あるものと思います。親鸞聖人の生き方の根本にある阿弥陀如来の救
しんらんしようにん あ み だ に よ ら い

いのはたらきをより多くの人々にお伝えし、みなさまがそのはたらきに出遇うこと
あ

で、生かされているいのちを尊び、喜びの中で生きていかれることを願っていま

す。 ――本書あとがきより

～本願寺の本～

万行寺の玄関内に、喚 鐘が
かんしよう

あります。喚 鐘は、儀式の始ま
かんしよう

りを知らせる合図で打たれるも

のです。

これは、長野市にあった時の

万行寺に吊されていたもので
つる

す。ある、ご門徒からのご寄進
も ん と き し ん

で、万行寺の什 物（宝物）です。
じゆうもつ ほうもつ

この喚鐘を見る度に、吊すこ
かんしよう つる

との出来る御堂の建 立を夢見
み ど う こんりゆう

ているところです。

(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.jp

編
集
後
記

表
紙
に
新
た
に
「
年
忌
法
要
表
」

ね

ん

き

を
掲
載
し
ま
し
た
。
亡
き
故
人

を
偲
ぶ
機
会
を
頂
き
ま
し
ょ

し
の

う
。
◆
前
号
で
は
、
椅
子
席
の

用
意
の
お
知
ら
せ
と
と
も
に
、

お
寺
で
も
少
人
数
で
し
た
ら
法

要
も
出
来
る
こ
と
も
お
伝
え
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
お
読
み
頂

い
た
よ
う
で
、
数
人
の
方
の
法

要
を
お
寺
で
行
い
ま
し
た
。
お

気
軽
に
お
使
い
下
さ
い
。
◆
こ

こ
し
ば
ら
く
の
寺
報
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
内
容
が
代
わ
り

映
え
し
て
い
な
い
と
反
省
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
以
前
の
よ

う
に
、
教
え
だ
け
で
は
な
く
、

お
寺
の
情
報
も
載
せ
な
が
ら
充

実
し
た
紙
面
を
取
り
戻
し
た
い

と
思
い
ま
す
。


