
                            

      

 

お
彼
岸
を
前
に 

 

お
盆
が
過
ぎ
、
実
感
と
し
て
秋
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
関

係
で
帰
省
を
自
粛
さ
れ
、
お
盆
ら
し
い
「
お
盆
」
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
故
郷
で
あ
る
「
い
な
か
」
で
は
ひ
っ
そ
り

と
、
静
か
に
お
盆
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。 

亡
き
大
切
な
方
を
偲
ぶ
こ
と
は
、
今
の
私
を
し
っ
か

り
見
つ
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
大
切
な
こ
と
と

受
け
止
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
９
月
に
は
お
彼
岸
を

お
迎
え
し
ま
す
。
彼
の
岸(

お
浄
土)

に
往
き
生
ま
れ
た

(

往
生)

亡
き
大
切
な
方
を
通
し
て
、
こ
の
私
も
同
じ
よ

う
に
彼
の
岸
に
到
る
べ
き
身
で
あ
る
こ
と
を
味
わ
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。
こ
う
申
し
ま
す
と
「
死
ぬ
こ
と
か
」

と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
、
精
一
杯
、
ど
う
生
き
る
か
と
言
う
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

来
、
仏
教
で
は
彼
の
岸
に
至
る
た
め
に
は
、
６
つ

の
約
束
事
（
六
波
羅
蜜
「
布
施
」「
持
戒
」「
忍
辱
」

「
精
進
」「
禅
定
」「
智
慧
」）
が
必
要
な
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
を
邪
魔
す
る
も
の
が
人
間
が
持
つ
煩
悩
で
す
。

煩
悩
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
、
ば
れ
な
か
っ
た

ら
、
み
ん
な
や
っ
て
る
こ
と
だ
し
、
と
自
分
勝
手
に
言

い
訳
を
用
意
し
て
生
き
る
私
た
ち
で
す
か
ら
、
６
つ
の

約
束
事
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
な

ん
と
か
達
成
す
る
た
め
の
「
自
力
」
の
仏
教
で
は
、
そ

の
た
め
に
厳
し
い
修
行
が
な
さ
れ
た
の
で
す
。 

私
た
ち
の
浄
土
真
宗
の
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
も
９

才
か
ら
29
才
ま
で
、
比
叡
山
で
そ
の
た
め
の
修
行
を
積

ま
れ
た
こ
と
は
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
い
く
ら
求
め
て
も
求
め
き
れ
な
い
身
の
あ
り

よ
う
を
「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」「
煩
悩
具

足
の
凡
夫
」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
よ
う
な
身
、
存
在
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
如
来
の
間
違
い
な
い

め
あ
て
で
あ
る
こ
と
を
、
お
釈
迦
さ
ま
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
た
く
さ
ん
の
教
え
の
中
の
浄
土
三
部
経
（「
無
量
寿

経
」「
観
無
量
寿
経
」「
阿
弥
陀
経
」）
か
ら
確
信
を
得
ら

れ
る
の
で
す
。「
そ
の
ま
ま
の
私
」
で
良
い
こ
と
を
喜
ば

れ
た
の
で
す
。
こ
の
喜
び
の
中
に
ホ
ッ
と
し
た
安
心
と

共
に
、「
め
あ
て
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
向
け
ら
れ
た
大
き

な
「
ね
が
い
」
を
私
の
た
め
の
も
の
と
受
け
と
ら
れ
、

そ
の
「
ね
が
い
」
に
少
し
で
も
か
な
っ
た
生
き
方
を
め

ざ
し
て
歩
ま
れ
た
の
で
し
た
。 

私
た
ち
も
、
こ
れ
か
ら
お
迎
え
す
る
お
彼
岸
を
ご
縁

に
、
大
切
な
亡
き
人
を
ご
縁
と
し
て
、
こ
の
私
も
彼
の

岸
に
到
る
「
い
わ
れ
」
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
今
生

き
て
い
る
我
が
身
を
見
つ
め
直
す
大
切
な
「
と
き
」
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

 

お
取
り
越
し 

 

「
報
恩
講
」  

 
10
月
は
、
本
願
寺
長
野
別
院
で
報
恩
講
法
要
が
勤
修

さ
れ
る
月
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
御
命
日
は
、
新
暦
で
１

月
16
日
で
す
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ご
命
日
に
、
ご
本
山

で
の
ご
縁
に
会
い
た
い
た
め
に
、
前
も
っ
て
法
要
を
お

勤
め
す
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
「
お
取
り
越
し
」
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
親
鸞
聖
人
の
ご
往
生
の
様
子
を
ひ
孫
の

本
願
寺
第
３
代
覚
如
上
人
は
『
御
伝
鈔
』
に
、 

「
仲
冬
下
旬
の
候
よ
り
、
い
さ
さ
か
不
例
の
気
ま
し
ま

す
。
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
、
口
に
世
事
を
ま
じ
へ
ず
、

た
だ
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
を
の
ぶ
。
声
に
余
言
を
あ
ら

は
さ
ず
、
も
つ
ぱ
ら
称
名
た
ゆ
る
こ
と
な
し
。
し
か
う

し
て
お
な
じ
き
第
八
日
［
午
時
］
頭
北
面
西
右
脇
に
臥

し
た
ま
ひ
て
、
つ
ひ
に
念
仏
の
息
た
え
を
は
り
ぬ
」
と

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
ま
ず
、「
仲
冬
下
旬
」
は
冬
（
10
月
か
ら
12

月
）
の
真
ん
中
で
す
か
ら
11
月
を
指
し
、
そ
の
下
旬
で

す
か
ら
21
日
頃
か
ら
具
合
を
悪
く
さ
れ
た
よ
う
で
、
そ

れ
か
ら
第
８
日
で
す
か
ら
11
月
28
日(

旧
暦)

の
お
昼

頃
に
声
で
は
な
く
、
念
仏
の
「
息
」
が
絶
え
た
と
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
７
日
間
（
最
初
の
日
は
午
後

か
ら
最
後
の
日
の
お
昼
ま
で
）
の
ご
法
要
が
本
願
寺
で

は
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

都
・
本
願
寺
で
は
今
で
も
７
日
間
に
わ
た
っ
て

１
月
16
日
を
ご
満
座
と
し
て
法
要
は
勤
ま
り
ま

す
が
、
長
野
別
院
で
は
お
取
り
越
し
と
し
て
10
月
23

日(

金)

か
ら
26
日(

月)

ま
で
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。
新

型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
例
年
と
は
違
っ
た
形
に
な
り
ま

す
が
、
ご
一
緒
に
親
鸞
聖
人
の
ご
苦
労
を
偲
び
、
み
教

え
を
よ
ろ
こ
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
よ
り
怖
い
も
の 

 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
て
～

不
当
な
差
別
や
偏
見
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
～
」
「
恐
れ

る
べ
き
は
ウ
ィ
ル
ス
で
、
人
で
は
な
い
」「
新
型
コ
ロ
ナ

感
染
症
に
よ
る
も
う
ひ
と
つ
の
苦
し
み 

差
別
」「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
怖
さ
は
、
病
気
そ
の
も
の

の
怖
さ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
「
コ
ロ
ナ
よ

り
も
怖
い
の
は
人
間
だ
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
な
書
き
出

し
が
目
立
ち
ま
す
。
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

で
し
ょ
う
か
。
み
ん
な
不
安
な
は
ず
で
す
。
感
染
し
た

い
人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
誰
も
が
感

染
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
社
会
の
中
に
生

き
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
機
関
誌
か
ら
の
文

章
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

回
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る

混
乱
は
、
や
が
て
は
終
息
す
る
。
そ

の
時
ど
の
よ
う
な
社
会
が
来
る
の
か
。
社
会
に
大
き
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
出
来
事
が
生
じ
る
と
、
人
間
の

価
値
観
も
生
活
様
式
も
大
き
く
変
わ
る
し
、
揺
さ
ぶ
ら

れ
る
。‥

‥

し
か
し
「
変
え
て
い
い
も
の
」
が
あ
る
と

同
時
に
「
変
え
ら
れ
な
い
も
の
」「
変
え
て
は
な
ら
な
い

も
の
」
も
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
の
中
で

も
誰
か
を
支
え
よ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
で
、
自
分
の
行
動
が
無

意
識
の
う
ち
に
感
染
を
広
げ
、
誰
か
の
命
を
奪
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
言
え
る
。
多
く
の

人
間
が
「
自
粛
要
請
」
に
応
じ
た
の
も
自
分
だ
け
の
こ

と
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
わ
り
に
思
い
を
い
た
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
人
間
は
誰
も
が
同
じ
社
会

の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
自
覚
さ
せ
ら

れ
た
契
機
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
個
」
の
尊
重
、

「
個
」
の
尊
厳
が
掲
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
多
く
の
人
間

が
社
会
の
中
で
「
孤
」
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
が
改
め
て
社
会
の
あ

り
よ
う
を
示
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
教
条
的
に

「
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
な
い
、
さ
せ
な
い
」
だ
け
を
目

的
に
し
て
い
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
「
コ
ロ
ナ
格
差
」

社
会
に
お
け
る
傍
観
者
・
差
別
者
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
人
間
は
一
人
で
は
い
き
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。 

ま
た
そ
れ
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
へ
の
偏
見
や
差

別
は
、
差
別
さ
れ
る
個
人
の
痛
み
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

を
放
置
す
る
こ
と
が
一
人
で
生
き
ら
れ
な
い
社
会
の

不
安
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
先
に
人
間

と
感
染
症
の
関
わ
り
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
終
息
の
な

い
感
染
症
の
流
行
は
な
い
と
述
べ
た
が
、
一
方
で
流
行

時
に
、
将
来
へ
の
見
通
し
が
な
い
不
安
な
状
況
に
お
い

て
、
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
の
が
猜
疑

さ

い

ぎ

心 し
ん

で
あ
り
、
敵

意
で
あ
り
、
差
別
・
排
除
意
識
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ

た
「
自
粛
警
察
」
の
横
行
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。「
敵
意
」

は
日
頃
の
鬱
積

う
っ
せ
き

感
情

か
ん
じ
ょ
う

や
差
別
心
、
排
他
主
義
等
の
典

型
的
な
表
れ
で
あ
る
。 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
へ
の
対
応
は
、
差
別
・
被
差
別

か
ら
の
解
放
、
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
私
た
ち
念
仏

者
の
試
金
石
で
も
あ
る
。（『
振
興
会
通
信
』
第
153
号
よ
り
） 

 

※
い
ろ
い
ろ
書
い
て
み
ま
し
た
。 

 

輪
番 

齋
藤
英
明 
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御
命
日
法
要
・
常
例
法
座 

 

９
月
16
日(

水)

・
17
日(

木) 

講
師 

雲
林 

重
正 

師
（
新
潟
県
長
岡
市 

淨
秀
寺
） 

10
月
16
日(

金)

・
17
日(

土) 
講
師 

岡
橋 

聖
舟 

師
（
京
都
府
和
束
町 

西
方
寺
） 

 
※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

  

秋
季
彼
岸
会 

 

（

22
日
、
物
故
者
追
悼
法
要
・
永
代
経
法
要 

併
修
） 

９
月
21
日(

月
祝) 

今
井 
光
信 

参
勤 

22
日(

火
祝) 

齋
藤 
英
明 

輪
番 

23
日(

水)  

河
野 

慶
龍 
承
仕 

※
講
師
は
職
員
が
務
め
ま
す
。 

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

  

報
恩
講
法
要 

 

講
師 

石
﨑 

博
敍 

師
（
大
阪
府
堺
市 

大
円
寺
） 

10
月
23
日(

金) 
 
 
 
 
 
 

初
夜(

善
立
寺) 

24
日(

土) 

晨
朝
・
逮
夜
・
初
夜(

定
専
寺) 

25
日(

日) 

晨
朝
・
逮
夜
・
初
夜 

26
日(

月) 

晨
朝
・
日
中 

 

※
晨
朝(

朝
７
時)

、
日
中(

午
前
10
時)
 
 

 
 

逮
夜(

午
後
１
時
30
分)

、
初
夜(

夕
６
時) 

 

※
24
日
、
日
中
は
帰
敬
式 

◆
ど
な
た
さ
ま
も
ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

◆
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
、
本
年
度
は
お
斎
等
の
接 

 

待
を
中
止
と
し
ま
す
。
ま
た
、
恒
例
の
「
真
宗
フ
ェ
ス
タ
」 

も
中
止
と
し
ま
す
。
ご
了
承
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

◆
感
染
防
止
対
策
を
行
っ
た
う
え
で
の
勤
修
で
す
。
マ
ス
ク

の
着
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

         

 

お
寺
で
葬
儀 

  

ご
家
族
な
ど
、
親
し
い
人
、
大
切
な
人
の
ご
逝
去
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

然
の
こ
と
な
ら
な
お
さ
ら
、
覚
悟
を
も
っ
て
臨

ん
だ
と
し
て
も
、
受
け
入
れ
が
た
い
出
来
事
が

大
切
な
人
の
死
で
す
。
そ
の
と
き
、
残
さ
れ
た
も
の
に

は
悲
し
む
時
間
も
な
く
、
慌
た
だ
し
く
過
ご
す
中
で
、

最
初
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
お

葬
儀
に
関
す
る
こ
と
で
す
。 

 

そ
こ
で
、
ご
遺
族
に
と
っ
て
様
々
な
面
で
で
き
る
だ

け
負
担
が
か
か
ら
な
い
よ
う
、
普
段
か
ら
関
係
が
あ
る

「
我
が
家
の
お
寺
」
で
お
葬
儀
を
営
む
こ
と
を
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。 

近
は
、
病
院
で
お
亡
く
な
り
の

方
が
多
い
た
め
、
病
院
が
す
す

め
る
葬
儀
社
に
一
切
を
お
任
せ
す
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
、
お

葬
儀
の
た
め
に
互
助
会
に
加
わ
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
あ
り
ま
す
の
で
、

強
い
呼
び
か
け
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
お

寺
で
お
葬
儀
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み

ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

大
切
な
方
の
ご
逝
去
に
際
し
て
は
、
ま
ず
は
「
お
寺
」

に
ご
一
報
く
だ
さ
い
。 

 

私
の
車
に
は
山
口
ナ
ン
バ
ー
の
プ
レ
ー
ト
が
つ
い
て 

い
ま
す
。
県
外
ナ
ン
バ
ー
と
い
う
こ
と
か
ら
、
移
動
中
、 

ど
ん
な
目
で
見
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
案
外
ヒ
ヤ
ヒ 

ヤ
し
て
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
煽
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り 

ま
せ
ん
。
ホ
ッ
と
心
の
豊
か
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
。 

        

長
野
別
院 

創
立
百
周
年
に
あ
た
っ
て 

お
墓
、
納
骨
堂
、
合
葬
墓
の
こ
と 

  

昨
今
、「
墓
じ
ま
い
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と

が
多
く
な
り
ま
し
た
。
近
い
将
来
に
は
、
代
々
の
墓
を

守
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
と
い
っ
た
理
由
な
ど
か

ら
、
お
骨
を
取
り
出
し
て
、
お
寺
の
合
葬
墓
に
移
し
た

り
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
代
々
に
わ
た
っ
て

当
た
り
前
に
相
続
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
次
第
に
難
し

い
時
代
に
な
っ
た
の
で
す
。
実
際
、
墓
地
に
よ
っ
て
は
、

草
に
覆
わ
れ
た
一
画
が
あ
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
無
縁
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

お
墓
自
体
は
礼
拝
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
私
が
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
う
な
ず
か
せ
て
く
れ

る
大
切
な
ご
縁
と
な
る
場
で
す
。 

忙
し
さ
の
中
で
な
か
な
か
両
手
を
合
わ
せ
る
こ
と

を
忘
れ
が
ち
な
現
代
の
生
活
に
お
い
て
、
私
の
両
手
が

合
わ
さ
っ
て
、
頭
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
尊
い
場
所

が
お
墓
や
納
骨
堂
で
も
あ
る
の
で
す
。 

 

お
彼
岸
を
前
に
、
お
墓
の
こ
と
、
納
骨
堂
の
こ
と
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
４
年
先
の
令
和
６
年
に
は
、
本
願
寺
長

野
別
院
創
立
百
年
の
法
要
を
迎
え
ま
す
。
そ
れ
を
機
に
、

現
在
あ
る
墓
地
や
本
堂
上
階
に
あ
る
納
骨
堂
の
整
理

を
行
い
、
併
せ
て
合
葬
墓
の
整
備
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
ご
協
力
方
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

追
っ
て
、
ご
門
徒
、
有
縁
の
皆
さ
ま
に
お
参
り
い
た

だ
き
や
す
く
、
ご
縁
を
大
切
に
で
き
る
お
寺
で
あ
る
た

め
に
、
お
墓
や
納
骨
堂
、
合
葬
墓
に
関
し
ま
し
て
ご
意

見
や
ご
要
望
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
お
寄
せ
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
る
次
第
で
す
。 

       

 

▼
納
骨
堂 

 
 

本
堂
階
上
に
設
置
さ
れ
て
あ
る
納
骨
堂
で
す
が
、

ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
か
ら
増
設
を
考
え
て
い
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

▼
境
内
墓
地 

 
 

現
在
、
10
区
画
程
度
の
空
き
状
況
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

▼
合
葬
墓 

 
 

す
べ
て
有
縁
の
方
々
の
お
骨
が
一
緒
に
納
め
ら

れ
て
い
る
、
古
く
か
ら
の
合
葬
墓
が
存
在
し
ま
す
が
、

ア
ク
セ
ス
が
悪
く
、
不
便
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

墓
じ
ま
い
の
状
況
な
ど
か
ら
、
新
た
に
設
置
を
検
討

し
て
い
ま
す
。
ご
関
心
あ
る
方
は
お
問
い 

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 ▲
お
問
い
合
わ
せ
・
ご
相
談
▼ 

お
気
軽
に
遠
慮
な
く
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

本
願
寺
長
野
別
院 

〇
二
六―

二
三
二―

二
六
二
一 

（
善
立
寺
・
定
専
寺
） 

            

※
本
年
度
の
「
護
持
費
」
並
び
に
「
墓
地
管
理
費
」
を

お
納
め
い
た
だ
き
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
別
院
の

諸
設
備
の
維
持
や
法
要
・
法
座
な
ど
の
各
種
行
事
の
運

営
等
に
有
意
義
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ま

の
お
寺
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
、
気
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
ご
意
見
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

輪
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齋
藤
英
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突 最 

別院境内墓地 

本願寺長野別院 
〒380-0845 長野市西後町 1653  
TEL 026-232-2621 / FAX 026-235-0210 

 http://www4.hp-ez.com/hp/naganobetsuin 

こ
の
世
に 

一
切
の 

無
駄
は
な
い 

あ
の
苦
し
み
や 

悲
し
み
さ
え
も 

NEWS from HONGWANJI-NAGANOBETSUIN 

本願寺長野別院からお知らせ 
（長野別院・定専寺・善立寺） 

2024(令和 6)年に 
本願寺長野別院 
創立 100 年の法要 

2020(令和 2)年 秋 

本願寺長野別院は、1925(大

正 14)年に正法寺より、京都西

本願寺の直属寺院として本願

寺長野別院となりました。  

1974(昭和 49)年、「親鸞聖人

御誕生800年・立教開宗750年・

長野別院創立 50 年慶讃記念事

業」として現在の本堂が建立さ

れ、大谷光照門主(当時)御親修

により『長野別院本堂落成慶讃

法要』が勤修されました。 

1985(昭和 60)年、「長野別院

創立 60 年記念事業」では庫裏

が建設され、1995(平成 7)年、

本堂を再整備し、内陣・外陣、

本堂内外装を一新して、大谷光

真門主(当時)御親修で『長野別

院創立 70 周年記念法要』が勤

修されました。本堂の階上には

「無量寿堂」を併設し、納骨所

として機能しています。 

来る 2024(令和 6)年に「親鸞

聖人御誕生 850 年・立教開宗

800 年・長野別院創立 100 年慶

讃法要」を勤修の予定です。 

9月の言葉＜本堂正面掲示板＞ 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.illust-pocket.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F3297.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.illust-pocket.com%2Fillust%2F3297&tbnid=wz4hWPQQCTseTM&vet=10CBMQMyhxahcKEwiYs9eG78brAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=FutLSkB2nIOAVM&w=800&h=600&q=%E7%BD%AB%E7%B7%9A&hl=ja&ved=0CBMQMyhxahcKEwiYs9eG78brAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fimagenavi.jp%2Fsearch%2Fdetail.asp%3Fid%3D41138448&psig=AOvVaw2WIIA7QhYJ7fO47T4xON5R&ust=1599015438508000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICctP_6xusCFQAAAAAdAAAAABAw
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.civillink.net%2Ffsozai%2Fkoyo.html&psig=AOvVaw0U00E_yY8JCtLx21__78A-&ust=1599016118906000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDjvbf9xusCFQAAAAAdAAAAABAR

