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 お

経
さ
ま
を
い
た
だ
き
ま
す
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
「

若
に
ゃ
く

不
生
者

ふ
し
ょ
う
し
ゃ 

不
取

ふ

し

ゅ

正
覚

し
ょ
う
が
く

」
と
の
誓
い
を
建
て
ら
れ
た
と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
「
も
し
あ
な
た
が
お
浄
土
に
生
ま
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
私
は
仏
と
は
な
ら
な
い
。
私

自
身
が
救
わ
れ
な
い
の
だ
よ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
阿
弥

陀
さ
ま
は
、
高
い
と
こ
ろ
か
ら
私
た
ち
を
見
下
ろ
し
て
、

「
ど
れ
ど
れ
、
私
の
気
に
入
っ
た
も
の
だ
け
救
っ
て
や
ろ

う
か
」
と
い
よ
う
な
仏
さ
ま
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
「
あ

な
た
が
救
わ
れ
な
か
っ
た
ら
、
私
の
苦
し
み
も
終
わ
ら
な

い
の
だ
よ
」
と
共
に
苦
し
ん
で
く
だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
さ

ま
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
念
仏
の
先
輩
方
は
こ
の
仏
さ

ま
を
「
親
さ
ま
」
と
呼
び
、
身
近
に
感
じ
、
敬
っ
て
き
た

の
で
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
私
た
ち
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

の
罪

を
見
て
も
そ
れ
を
裁 さ

ば

き
ま
せ
ん
。「
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
の
仏
と
な
っ
て
至
り
届
き
、
あ

な
た
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
聞
か
せ
て
救
う
よ
」
と
語
り
か

け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
は
私
の
親
さ
ま
で
す
。
親
は
わ
が
子
の
苦

し
む
姿
を
見
た
時
に
は
、
た
だ
た
だ
わ
が
子
に
寄
り
添
お

う
と
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
に
は
生
き

方
を
示
す
こ
と
も
、
罪
を
告
げ
る
こ
と
も
し
な
い
の
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
何
か
し
て
あ
げ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
親
を
動
か
す
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

  

あ
る
父
と
娘
の
親
子
が
二
人
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

娘
さ
ん
も
成
人
し
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
娘
さ
ん
は
最

近
、
仕
事
の
こ
と
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
で
悩
み
を
持

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
あ
る
日
、
娘
さ
ん
が
夜
遅
く
疲
れ

果
て
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
涙
を
こ
ら
え
て
帰
っ
て
き
た

娘
さ
ん
は
、
台
所
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
お
父
さ
ん
が
作
っ

て
く
れ
た
食
事
が
あ
る
の
を
見
つ
け
ま
す
。
別
に
相
談
を

し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
お
父
さ
ん
は
娘
さ
ん
が

悩
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。 

 

そ
ん
な
こ
と
を
す
る
父
で
は
な
か
っ
た
。
い
つ
も
母
の

前
で
は
威
張
り
ち
ら
し
て
い
る
父
だ
っ
た
。
そ
の
父
が
わ

た
し
の
苦
し
み
を
知
っ
て
く
れ
て
い
た
の
だ
。
経
は
自
分

で
ご
飯
を
作
る
元
気
は
な
か
っ
た
。
お
腹
な
ん
か
減
っ
て

い
な
い
。
何
を
す
る
の
も
、
も
う
嫌
だ
。
そ
う
思
っ
て
い

た
け
ど
、
父
の
気
持
ち
が
う
れ
し
か
っ
た
。
作
る
気
も
食

べ
る
気
も
な
か
っ
た
け
ど
、
せ
っ
か
く
父
が
作
っ
て
く
れ

た
の
だ
か
ら
食
べ
て
み
よ
う
。
…
…
何
こ
れ
、
お
い
し
く

な
い
。
塩
辛
い
、
へ
ん
に
甘
い
。
味
付
け
が
悪
い
。
ど
う

す
れ
ば
こ
ん
な
ま
ず
い
味
付
け
に
な
る
の
。
食
べ
ら
れ
た

も
の
じ
ゃ
な
い
。
で
も
…
…
食
べ
た
。
父
が
慣
れ
な
い
手

つ
き
で
作
っ
て
く
れ
た
も
の
だ
。
め
っ
た
に
持
た
な
い
包

丁
で
私
の
事
を
心
配
し
て
作
っ
て
く
れ
た
の
だ
も
の
。
ま

ず
い
、
ま
ず
い
、
と
思
い
な
が
ら
、
全
部
食
べ
た
。 

食
べ
終
わ
っ
た
ら
何
と
な
く
力
が
わ
い
て
き
た
。
も
う

何
も
し
た
く
な
い
、
生
き
て
い
く
の
も
つ
ら
い
と
思
い
な

が
ら
帰
っ
て
き
た
が
、
何
だ
か
力
が
わ
い
て
き
た
。
お
父

さ
ん
、
あ
り
が
と
う
。
明
日
の
朝
起
き
た
ら
お
礼
を
言
お

う
。
お
父
さ
ん
、
ま
た
明
日
か
ら
頑
張
る
か
ら
ね
。 

 

お
父
さ
ん
は
な
ぜ
料
理
を
作
っ
た
の
か
。
作
っ
て
も
娘

は
食
べ
な
い
だ
ろ
う
。
食
べ
て
も
す
ぐ
や
め
て
残
す
だ
ろ

う
。
き
っ
と
「
お
い
し
く
な
い
」
と
文
句
を
言
う
に
違
い

な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
け
ど
な
ぜ
作
っ
た
か
。
そ
れ
は
親

と
し
て
娘
の
つ
ら
さ
を
黙
っ
て
み
て
い
ら
れ
な
い
、
何
か

を
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う
親
の
気
持
ち
が
料
理
を
作
ら

せ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
お
父
さ
ん
の
気
持
ち
は
少
し

も
見
返
り
を
求
め
な
い
親
の
愛
情
で
す
。 

親
は
無
条
件
で
子
ど
も
を
愛
し
ま
す
。
そ
れ
が
慈
悲

(

じ
ひ)

の
心
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
お
慈
悲
の
親
さ
ま
で

す
。
私
の
生
き
方
を
見
て
、
点
数
を
つ
け
る
よ
う
な
お
方

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
仏
さ
ま
の
お
慈

悲
の
も
と
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
け
る
の
で
す
ね
。 

仏
さ
ま
は
私
の
苦
し
み
を
、
す
べ
て
見
抜
い
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
条
件
を
出
し
て
「
こ
う
す
れ
ば

救
っ
て
や
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
煩
悩

ぼ
ん
の
う

の

赴
お
も
む

く
ま
ま
無
常
の
世
界
を
生
き

る
、
愚
か
な
罪
深
き
も
の
に
「
罪
を
改
め
よ
」
と
い
う
の

で
は
な
く
、「
そ
の
罪
深
き
も
の
を
救
う
た
め
に
、
私
が

罪
人(

つ
み
び
と)

を
救
え
る
仏
に
な
る
よ
」
と
誓
っ
て
く

だ
さ
っ
た
仏
さ
ま
で
す
。
お
経
さ
ま
に
は
「
五
劫

ご

こ

う

の
間
思 し

惟 い

し
、
永
劫

よ
う
ご
う

の
間(

あ
い
だ)

修
行
し
て
」
と
あ
り
ま
す
。

親
の
気
持
ち
が
親
を
動
か
せ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

願
い
が
阿
弥
陀
さ
ま
を
し
て
私
に
は
た
ら
き
か
け
て
く

だ
さ
る
の
で
す
。 

「
あ
な
た
を
救
わ
な
け
れ
ば
私
が
救
わ
れ
な
い
の
だ

よ
。
私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
出
向
い
て
い
っ
て
、
あ
な
た

の
身
に
入
り
満
ち
て
、
そ
の
口
か
ら
お
念
仏
と
な
っ
て
こ

ぼ
れ
出
よ
う
」
と
、
い
ま
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
は
た
ら
き
が

私
の
身
の
上
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
現
れ
出
て
く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。
有
り
難
い
こ
と
で
す
ね
。 

 （
こ
の
法
話
を
書
か
れ
た
安
方
先
生
は
、
昨
年
の
「
報
恩
講

法
要
」
の
ご
講
師
で
し
た
。） 

 

 

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
お
手
紙 

～秋の仏教婦人会法座～（2018年 10月 22日）

～ 
 ご講師に北嶋文雄師（筑前町・光蓮寺）をお迎えし、阿弥陀

さまの御心をお取り次ぎいただきました。 

 北嶋先生は、本願寺が出版しています「こども新聞」に執筆

をされています。この「こども新聞」は、たいへんわかりやす

く仏教の教えを伝えてくださいます。こども向けでもあります

が、私はお参り時に大人の方にも配布しています。本堂にも置

いていますので、どうぞお取りくださいませ。 

～親鸞聖人・報恩講（756回忌法要）（2018年 11月 12～14日）～ 
 浄土真宗のお寺で、特に大切にさせていただく法要が「報恩講」です。親鸞聖人の御仏事

であり、この度は 756回忌でした。 

 ご講師には安方哲爾師（正満寺・大阪府貝塚市）をお迎えし、最終日には雅楽の音色に包

まれてのお荘厳、そして婦人会役員の皆さまがお斎をご用意してくだいました。 

 親鸞聖人があきらかにされた、浄土真宗の御教えをご法座を通して、ご一緒にお聞かせい

ただきましょう。 

ご
講
師 

安
方
師 

ナ モ （ 南 無 ） ｎ ｅ ｔ  

お仏
お ぶ っ

飯
ぱん

… 
お仏飯…“お仏飯”をお供えする意味は、何も仏さまがご飯を召し上

がられるのではなく、私たちが生かされているいのちに感謝するあらわ

れとして、炊いたご飯をお供えするのです。私たちの生活での恵みの象

徴がお米なのであります。 

 朝のお参り時にお供えし、直ぐにお下げいただいて大丈夫です。それ

を御下がりとして頂かれることが報恩感謝のお姿でもあります。 
 

【真教寺における、お仏飯米代・もち米代について】 

 現在、各地区の総代（世話人）様に各ご門徒宅（旧来のご門徒）にお

伺いしていただき、真教寺の年間各法要にお供えするお仏飯の 

お米代（700 円）をお預かりしていただいています。 

 この伝統は、ご門徒様がその年とれた新米（もち米）をお寺に 

お供えされていたのが始まりです。その伝統が形を変えながらも、 

いまに受け継がれています。 
 

 仏さまへの感謝のあらわれとして、お仏飯のお供えの意味を 

次代に伝えて参りましょう。 

 

お待ちしています。 

＜次回＞春の仏教婦人会法座は、３月２６日（火）です! 


