
　
先
月
号
の
巻
頭
に
三
月
な
の
に
ま
だ
雪
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
と
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

ひ
と
月
足
ら
ず
で
壽
命
寺
門
前
の
桜
は
満
開
と
な
り
、
そ
れ
も
今
は
ほ
ぼ
散
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
毎
年
の
営
み
と
は
い
え
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
仏
教
の
お

示
し
を
思
い
起
こ
さ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

　
壽
命
寺
で
は
来
る
五
月
十
一
日
に
毎
年
恒
例
の
「
永
代
経
法
要
」
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

何
も
か
も
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
変
わ
ら
ず
私
た
ち
の
進
む
べ
き
道
を

示
し
て
く
だ
さ
る
の
が
仏
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
言
葉
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
お
経
で
す
。

今
私
た
ち
が
お
経
に
遇
え
た
の
は
、
ご
先
祖
が
何
よ
り
も
大
切
に
す
べ
き
も
の
と
し
て
護
り

残
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
私
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
し
て
、

そ
れ
を
後
世
に
引
き
継
い
で
行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
「
永
代
」
に
渡
り

お
「
経
」
が
引
き
継
が
れ
る
こ
と
を
願
う
。
こ
れ
が
「
永
代
経
」
を
お
勤
め
す
る
心
で
す
。

　
さ
ら
に
今
年
は
同
じ
日
に
「
蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要
」
も
お
勤
め
し
ま
す
。
蓮
如
上

人
は
本
願
寺
の
第
八
代
宗
主
で
、
日
本
全
国
に
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
広
め
た
こ
と
で
「
浄

土
真
宗
の
中
興
の
祖
」
と
仰
が
れ
る
お
方
で
す
。
上
人
が
認
め
ら
れ
た
『
御
文
章
』
の
「
白

骨
章
」
は
「
人
間
の
は
か
な
き
こ
と
は
老
少
不
定
の
さ
か
い
な
れ
ば
、
た
れ
の
人
も
は
や
く

後
生
の
一
大
事
を
心
に
か
け
て
、
阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
念
仏
申
す
べ
き

も
の
な
り
」
と
い
う
一
文
で
結
ば
れ
ま
す
。

　
法
要
の
頃
は
新
緑
が
美
し
い
頃
で
し
ょ
う
か
。
移
ろ
う
季
節
に
上
人
の
お
言
葉
を
重
ね
つ

つ
、
二
つ
の
法
要
を
し
っ
か
り
と
お
勤
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ご
夫
婦
・
ご
家

族
と
ご
一
緒
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。
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今年も門前のソメイヨシノがきれいに咲きました。例年より長く楽しめました。（2014/04/04 住職撮影）

◇
蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要

◇
永
代
経
法
要
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◆
蓮
如
上
人
の
ご
生
涯
◆

　
蓮
如
上
人
は
一
四
一
五
（
応
永
二
十
二
）
年
に

京
都
に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
本
願

寺
は
廃
れ
た
状
態
で
お
参
り
の
方
も
少
な
く
、
経

済
的
に
も
厳
し
い
状
況
で
し
た
が
、
父
・
存
如
上

人
に
つ
い
て
近
江
・
北
陸
で
の
教
化
に
努
め
ら
れ

ま
し
た
。

　
一
四
五
七
（
長
禄
元
）
年
、
存
如
上
人
寂
に
と

も
な
い
本
願
寺
第
八
代
宗
主
を
継
職
。
一
層
各
地

の
教
化
に
励
ま
れ
ま
す
。
そ
の
精
力
的
な
活
動
に

よ
っ
て
本
願
寺
の
教
線
は
大
き
く
伸
展
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
そ
の
急
激
な
拡
大
に
危
機
感
を
も
っ
た

比
叡
山
延
暦
寺
か
ら
「
仏
敵
」
と
目
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
一
四
六
五
（
寛
正
七
）
年
に
は
二
度
に

わ
た
っ
て
本
願
寺
が
破
却
さ
れ
る
な
ど
、
圧
力
が

強
ま
り
ま
す
。
上
人
は
こ
れ
に
宗
祖
の
御
真
影
を

奉
じ
て
近
江
の
金
森
、
堅
田
、
大
津
と
拠
点
を
変

え
な
が
ら
布
教
を
続
け
ら
れ
、一
四
七
一（
文
明
三
）

年
に
は
、
越
前
に
吉
崎
御
坊
を
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

吉
崎
に
は
多
く
の
参
詣
者
が
つ
め
か
け
、
非

常
に
栄
え
ま
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
急
速
な
発

展
が
権
力
者
や
他
宗
と
の
間
に
緊
張
を
生
む
こ
と

と
な
り
、
上
人
は
一
四
七
五
（
文
明
七
）
年
に
吉

崎
を
後
に
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
へ
の
布
教
や
河

内
国
出
口
で
の
御
坊
建
立
を
経
て
、一
四
八
一
（
文

明
十
三
）
年
に
京
都
山
科
に
て
本
願
寺
の
再
興
を

果
た
さ
れ
ま
し
た
。「
寺
中
は
広
大
無
辺
、
荘
厳
た

だ
佛
国
の
ご
と
し
」
と
言
わ
れ
た
こ
の
山
科
本
願

寺
を
拠
点
と
し
て
、
本
願
寺
は
今
日
の
よ
う
な
全

国
的
な
教
団
へ
と
発
展
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
一
四
八
九
（
延
徳
元
）
年
に
隠
居
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
後
も
精
力
的
な
活
動
を
続
け
、一
四
九
六
（
明

応
五
）
年
に
は
大
坂
石
山
に
坊
舎
を
建
て
（
後
の

石
山
本
願
寺
）、
晩
年
も
教
化
の
手
を
休
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
一
四
九
九
（
明
応
八
）
年
、
山
科

本
願
寺
で
多
く
の
弟
子
や
門
徒
た
ち
に
見
守
ら
れ

る
中
、
八
十
五
年
の
ご
生
涯
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。

◆
蓮
如
上
人
の
ご
功
績
◆

　
上
人
の
ご
功
績
は
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
各
地

に
広
く
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
尽
き
ま
す
が
、
特
筆

す
べ
き
は
そ
の
伝
道
方
法
で
す
。
遠
隔
の
地
域
に

も
効
率
的
に
み
教
え
を
届
け
る
た
め
に
各
地
に

「
講
」
と
呼
ば
れ
る
聞
法
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
組
織

し
、
そ
こ
へ
浄
土
真
宗
の
肝
要
を
平
易
な
言
葉
で

説
き
示
し
た
手
紙
を
送
っ
た
の
で
す
。
今
日
的
に

言
え
ば
講
は
サ
ー
ク
ル
、
御
文
章
は
メ
ル
マ
ガ
や

ブ
ロ
グ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
手
紙
の
数
は
生
涯
で
二
百
通
以
上
に
及
び
ま
す

が
、
こ
の
内
特
に
重
要
な
も
の
を
編
纂
し
た
の
が
、

み
な
さ
ん
の
お
家
の
お
仏
壇
に
も
置
か
れ
て
い
る

「
御
文
章
」
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
「
正

信
偈
」
を
日
常
の
勤
行
に
定
め
ら
れ
た
の
も
蓮
如

上
人
で
す
。
今
日
で
は
浄
土
真
宗
と
い
え
ば
「
帰

命
無
量
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
正
信
偈
が
定
着
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
始
ま
り
も
蓮
如
上
人
に
あ
っ
た

わ
け
で
す
ね
。

◆
近
江
と
蓮
如
上
人
◆

　
蓮
如
上
人
は
若
い
時
か
ら
近
江
の
布
教
に
力
を

注
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
一
時
期
堅
田
の
本
福
寺

や
大
津
の
近
松
別
院
を
拠
点
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
も
し
か
す
る

と
こ
の
雄
琴
に
も
布
教
に
お
い
で
に
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ど
な
た
か
の
ご
先

祖
様
が
直
接
お
会
い
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
十

分
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
蓮
如
上
人
が

グ
ッ
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。

【
ご
講
師
の
ご
紹
介
】

三
上
　
明
祥
　
師
（
本
願
寺
派
布
教
使
）

　
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
堅
田
の
本
福
寺
さ

ん
の
若
さ
ん
で
す
。
昼
の
蓮
如

上
人
五
百
回
遠
忌
、
夜
の
永
代

経
と
も
に
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
上
に
も
触
れ
て
い
る
通
り
、
堅
田
の
本
福
寺

さ
ん
は
一
時
期
蓮
如
上
人
が
拠
点
と
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
非
常
に
縁
が
深
い
お
寺
で
す
の
で
、

こ
の
辺
り
の
地
域
と
上
人
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て

も
興
味
深
い
お
話
を
お
聞
か
せ
頂
け
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。
楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
。

【
連
載
】
門
徒
物
知
ら
ず
!? 

〜 

浄
土
真
宗
の
仏
事
作
法

特別編

と
こ
ろ
で
・
・
・

蓮
如
上
人
っ
て
誰
や
ね
ん
!?

壽
命
寺
で
は
五
月
十
一
日
に
蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
法
要
を
お

勤
め
し
ま
す
。
で
も
蓮
如
上
人
っ
て
ど
ん
な
人
な
の
か
、

実
は
よ
く
知
ら
な
い
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
法
要
を
迎
え
る
ま
で
に
そ
の
ご
生

涯
と
ご
功
績
を
簡
単
に
お
さ
ら
い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【遠忌法要直前！お経の練習会のご案内】
今回の蓮如上人五百回遠忌法要では、蓮如上人のご功績を讃えた「奉
讃蓮如上人作法」という、この法要用に制定された特別なお経をお勤
めします。法要当日、本堂いっぱいにお経が響き渡るよう、皆さんと
ともに事前練習を行いたいと思います。どうかご家族お誘い合わせの
上、一人でも多くの方にご参加頂きたく、下記の通りご案内申し上げ
ます。

記
[と　き ]　5月 9日（金）　20:00から（1時間程度）
[ところ ]　壽命寺本堂
※お経の本はこちらでご準備します。念珠と、あれば式章をかけてお
集まりください。


