
今
年
の
春
季
彼
岸
会
で
は
、
『
節
談
説
教
』
を
し
て
頂
き
ま
す
が
、
み

な
さ
ま
耳
慣
れ
な
い
言
葉
と
思
い
ま
す
し
、
初
め
て
の
ご
縁
か
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
以
下
引
用
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谷
派

明
順
寺
さ
ま
H
P
よ
り
）

『
節
談
説
教
（
ふ
し
だ
ん
せ
っ
き
ょ
う
）
』
と
は
、
こ
と
ば
に
節
（
抑

揚
）
を
つ
け
、
洗
練
さ
れ
た
声
と
ゼ
ス
チ
ャ
ー
で
演
技
的
表
出
を
と
り
な

が
ら
聴
衆
の
感
覚
に
訴
え
る
詞
的
、
劇
的
な
「
情
念
」
の
説
教
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
（
以
下
略
・
引
用
以
上
）

普
段
の
ご
法
話
は
、
講
演
会
や
学
校
の
授
業
の
よ
う
に
、
話
し
手
が
一

定
の
語
り
口
で
お
話
し
さ
れ
ま
す
。
『
節
談
説
教
』
は
、
も
ち
ろ
ん
普
通

の
語
り
口
で
お
話
を
さ
れ
る
時
間
も
あ
り
ま
す
が
、
肝
心
か
な
め
の
説
教

に
、
「
節
（
抑
揚
）
」
が
付
き
、
聞
き
手
の
情
念
に
訴
え
か
け
る
よ
う
工
夫

さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
普
段
は
話
し
手
が
立
っ
た
状
態
で
お
話
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
節
談
説
教
で
は
話
し
手
は
「
高
座
」
に
座
っ

て
お
話
し
に
な
ら
れ
ま
す
。

中
世
・
近
世
の
頃
は
、
こ
の
節
談
説
教
が
と
て
も
流
行
し
て
い
た
よ
う

で
、
と
て
も
長
い
長
い
伝
統
の
あ
る
も
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
戦
後
に
な

る
と
敗
戦
に
よ
る
近
代
化
へ
の
拍
車
が
か
か
る
中
、
教
団
と
し
て
も
講
演

形
式
の
布
教
へ
の
傾
斜
が
強
ま
り
、
節
談
説
教
は
下
火
と
な
り
、
受
け
継

ぐ
人
も
減
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和
後
期
に
な
る
と
、
数
少
な
い

継
承
者
の
方
々
や
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
方
々
の
ち
か
ら
に
よ
っ
て
再
興
さ

れ
、
今
で
は
浄
土
真
宗
内
で
の
宗
派
も
超
え
て
、
節
談
説
教
へ
の
取
り
組

み
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

戦
前
の
東
海
三
県
や
滋
賀
県
に
は
、
こ
の
節
談
説
教
の
名
だ
た
る
説
教

者
の
方
々
が
ひ
し
め
き
合
い
、
群
雄
割
拠
の
状
態
で
あ
っ
た
そ
う
で
、
こ

の
地
域
に
と
て
も
ゆ
か
り
の
あ
る
お
説
教
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
節
談
説
教
を
お
聴
聞
で
き
る
貴
重
な
ご
縁
で
す
。
ど
う
ぞ
皆
様
、

お
誘
い
あ
わ
せ
て
お
参
り
し
て
く
だ
さ
い
。
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春
季
彼
岸
会
の
ご
案
内

●

日
に
ち

三
月
十
八
日
（
土
）

●

時
間

午
後
一
時
半

～

三
時
頃

●

内
容

・
お
勤
め
（
正
信
偈
作
法
）

・
ご
法
話

※
春
季
彼
岸
会
は
、
午
前
の
座
は
あ
り
ま
せ
ん
。

午
後
の
み
で
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
感
染
症
対
策
の
た
め
「
お
斎
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●

布
教
使

梅
山

暁

師
（
三
重
県
・
若
手
）

今
年
の
春
季
彼
岸
会
は
、
落
語
は
お
や
す
み

で
す
。
そ
の
代
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

梅
山
さ
ん
に
は
、
『
節
談
説
教
』
を
し
て
頂
き

ま
す
。
西
覚
寺
で
は
、
き
っ
と
初
め
て
の
こ
と

で
す
。
貴
重
な
ご
縁
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
皆
様
、

お
参
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

●

持
ち
物

不
織
布
マ
ス
ク
着
用
の
上
、
御
参
拝
下
さ
い

お
念
珠
、
門
徒
式
章
（
お
持
ち
の
方
）
、

御
仏
前
（
受
付
に
お
渡
し
下
さ
い
）

引
き
続
き
、
感
染
症
対
策
を
講
じ
て
勤
修
致
し
ま
す
。

換
気
も
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
必
ず
暖
か
い
服
を

着
て
御
参
拝
下
さ
い
。

『
節
談
説
教
』
っ
て
な
あ
に
？
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安
城
市
朝
日
町
１
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浄
土
真
宗
本
願
寺
派

西
覚
寺

◆

住
職
の
一
言
コ
ー
ナ
ー

◆

み
な
さ
ま
、
本
年
２
０
２
３
年
も
、

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
、
お
寺
の
法
要
や
行

事
に
、
た
く
さ
ん
お
参
り
に
来
て
く
だ

さ
い
ね
。

さ
て
、
お
参
り
に
回
ら
せ
て
頂
く
中

で
、
た
ま
に
ご
質
問
頂
く
事
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
お
参
り
の
際
に
私
に
渡

す
「
封
筒
」
に
つ
い
て
、
で
す
。
色
々
な

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
基
本
的

な
と
こ
ろ
を
書
か
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

お
年
忌
や
命
日
の
お
勤
め
、
そ
の
他

の
納
骨
や
お
仏
壇
の
お
勤
め
の
際
な
ど
、

私
が
お
経
な
ど
お
勤
め
さ
せ
て
頂
い
た

御
礼
と
し
て
お
渡
し
く
だ
さ
る
場
合
は
、

す
べ
て
、
表
に
「
お
布
施
」
と
書
か
れ

た
封
筒
（
ご
自
分
で
書
い
て
も
構
い
ま

せ
ん
）
で
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
必

ず
表
に
「
お
名
前
（
苗
字
だ
け
で
も
構

い
ま
せ
ん
）
」
を
お
書
き
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

そ
し
て
、
お
寺
の
法
要
や
行
事
に
お

参
り
く
だ
さ
っ
た
際
に
ご
用
意
い
た
だ

く
封
筒
は
、
表
に
「
御
仏
前
」
と
書
か

れ
た
も
の
で
、
同
じ
よ
う
に
表
に
お
名

前
を
書
い
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年 記念法要

今年は私たち浄土真宗にとって、特別な節目の年です。

京都のご本山・本願寺では、親鸞聖人御誕生850年・立教開宗

800年の記念法要が営まれています。本来であれば、全国の末

寺からも団体で大勢参拝させて頂くところですが、依然とし

てコロナ禍ということもあり、それはかないません。

そこで、みなさまとともにこの節目の年をお迎えするために、

西覚寺でもこの記念法要を勤修することにしました。

○日時 ４月２５日（火） 午前１０時半～ ・ 午後１時半～

○場所 西覚寺本堂

○お勤め 正信念仏偈作法（特別に雅楽の生演奏も入ります）

○ご法話 井上見淳師（本願寺派司教・龍谷大学准教授）

○記念品 井上見淳先生が執筆された『歎異抄』についての本・紅白饅頭

○お斎 お斎（昼食のご用意）を再開します。お赤飯の予定です。

平日で申し訳ありませんが、

雅楽の演奏や記念品、お斎の再開など

特別な法要ですので、特別なご用意をしております。

万障お繰り合わせの上、

みなさま、ぜひともお参りください。
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