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祠堂経会厳修
二〇〇四年六月二十七日午前十時より

二十八日午後４時まで

六月二十七日
 午前の部、並びに祠堂のおつとめ
        午前十時より
 尼講のお勤め   午後二時より
 午後の部     引き続き

六月二十八日
 午前の部、並びにご命日のお勤め
        午前十時より
 東老田長寿会追弔会 午後二時より

それぞれのお勤めのあとに法話があります。（午前の部

十二時頃、午後の部四時頃終了予定です）

法話は福野町の加賀田栄香（慧聲寺住職）さんにお話

しを頂きますされます。

※二十七日は尼講による昼食の振る舞い
がございます。

両堂御修復準備進む　本山

に大型クレーン設置される

首、長～してまっとっちゃぁ！　ほんまに

ま
い
りにきてくだはれ～
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真
宗
本
廟
�歴

史

�
大
谷
廟
堂
と
本
願
寺
の
成
立
�　

一
二
六
二
�
弘
長
二
�
年
�
九
〇
歳

で
入
滅
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
は
�
京
都
・

大
谷
の
地
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
�
こ

こ
に
は
廟
堂
が
建
て
ら
れ
�
聖
人
の

御
真
影
�
木
像
�
が
安
置
さ
れ
ま
し

た
�
こ
の
大
谷
の
廟
堂
が
�
現
在
の

真
宗
本
廟
の
始
ま
り
で
す
�

　

大
谷
の
廟
堂
は
�
親
鸞
聖
人
の
娘
・

覚
信
尼
公
と
関
東
の
門
弟
た
ち
と
の

協
力
に
よ
�
て
建
て
ら
れ
�
そ
の
留

守
は
覚
如
上
人
へ
と
受
け
継
が
れ
ま

す
�
上
人
は
�
廟
堂
の
呼
称
を
�
本

願
寺
�
と
さ
れ
ま
し
た
�
そ
の
後
本

願
寺
は
�
親
鸞
聖
人
が
得
度
さ
れ
た

青
蓮
院
�
天
台
宗
�
の
末
寺
と
な
り
�

内
陣
に
護
摩
壇
を
据
え
る
な
ど
�
天

台
宗
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
�

�
蓮
如
上
人
の
再
興
�

　

一
四
五
七
�
長
禄
一
�
年
に
本
願

寺
の
第
八
代
を
継
が
れ
た
蓮
如
上
人

は
�
数
々
の
改
革
を
断
行
し
�
天
台

宗
の
影
響
を
払
拭
し
�
ひ
と
え
に
宗

祖
の
教
え
に
帰
す
る
歩
み
を
と
お
し

て
�
本
願
寺
の
再
興
を
果
た
さ
れ
ま

し
た
�
し
か
し
�
そ
の
間
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
勢
力
と
の
軋
轢
が
生
じ
�
上

人
は
�
東
山
の
大
谷
か
ら
近
江
�
滋

賀
県
�
�
越
前
�
福
井
県
�
�
河
内
�
大

阪
府
�
な
ど
�
次
々
と
居
を
移
さ
れ

ま
し
た
�

　

そ
の
後
上
人
は
京
都
・
山
科
へ
向

か
わ
れ
�
本
願
寺
を
再
興
さ
れ
ま
し

た
�
周
囲
に
は
�
ご
門
徒
や
商
人
�

職
人
が
集
ま
�
て
寺
内
町
が
作
ら

れ
�
�
荘
厳
た
だ
仏
国
の
如
し
�
と

い
わ
れ
る
繁
栄
を
見
せ
ま
し
た
�

�
石
山
合
戦
�

　

一
五
三
二
�
天
文
一
�
年
�
法
華

宗
徒
ら
に
急
襲
さ
れ
た
山
科
本
願
寺

は
焼
け
落
ち
�
第
十
代
・
証
如
上
人

は
摂
津
�
大
阪
府
�
へ
逃
れ
�
大
坂

を
本
山
と
し
ま
す
�
山
科
同
様
に
�

周
辺
に
寺
内
町
が
発
展
し
て
い
き
ま

し
た
�

　

し
か
し
次
の
顕
如
上
人
の
時
代
�

織
田
信
長
と
の
間
に
�
石
山
合
戦
�

が
起
こ
り
ま
し
た
�
本
願
寺
は
全
国

の
門
徒
ら
の
協
力
に
よ
�
て
信
長
と

対
抗
し
ま
し
た
が
�
一
五
八
〇
�
天

正
八
�
年
に
和
睦
し
�
大
坂
の
地
を

信
長
に
明
け
渡
し
ま
し
た
�

�
東
西
分
派
�

　

�
本
能
寺
の
変
�
で
信
長
が
没
し

た
後
�
本
願
寺
は
大
坂
・
天
満
を
経

て
京
都
・
堀
川
に
移
り
ま
す
�
し
か

し
�
そ
の
直
後
�
顕
如
上
人
が
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
�
長
男
の
教
如
上
人

が
跡
を
継
が
れ
ま
し
た
が
�
翌
年
に

は
秀
吉
の
裁
定
で
弟
の
准
如
上
人
に

職
を
譲
り
�
隠
居
さ
せ
ら
れ
ま
す
�

　

し
か
し
一
六
〇
二
�
慶
長
七
�
年
�

教
如
上
人
は
徳
川
家
康
か
ら
烏
丸
六

条
の
土
地
を
寄
進
さ
れ
�
本
願
寺
を

別
立
し
�
教
団
も
二
分
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
�
東
西
分
派
�
�

焼
失
�
再
建
�
歴
史

�
江
戸
時
代
の
再
建
�

　

東
西
分
派
の
後
�
真
宗
本
廟
�
東

本
願
寺
�
で
は
一
六
六
一
�
万
治
四
�

年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
四
百
回
御
遠

忌
を
機
と
し
て
�
両
堂
を
建
て
直
し

ま
す
�
１
６
５
８
�
明
暦
四
�
年
に

落
成
し
た
こ
の
御
影
堂
は
�
ほ
ぼ
現

在
の
規
模
と
同
じ
巨
大
な
も
の
で
�

阿
弥
陀
堂
は
現
在
の
約
半
分
の
大
き

さ
で
し
た
�

　

し

か

し

約

一

三

〇

年

後
�

一
七
八
八
�
天
明
八
�
年
の
京
都
大

火
に
よ
り
�
両
堂
・
諸
殿
が
焼
失
し

ま
す
�
全
国
の
ご
門
徒
の
尽
力
に

よ
�
て
一
七
九
七
�
寛
政
九
�
年
に

御
影
堂
�
翌
年
に
阿
弥
陀
堂
が
再
建

さ
れ
ま
し
た
�

　

し
か
し
�
寛
政
度
の
両
堂
再
建
か

ら
わ
ず
か
二
五
年
後
�
一
八
二
三
�
文

政
六
�
年
に
は
�
境
内
か
ら
の
失
火

に
よ
�
て
両
堂
・
諸
殿
が
焼
け
て
し

ま
い
ま
す
�
こ
れ
が
文
政
度
の
焼
失

と
い
わ
れ
る
も
の
で
�
一
八
三
五
�
天

保
六
�
年
に
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
�

　

一
八
五
八
�
安
政
五
�
年
�
本

山
北
側
の
民
家
か
ら
出
火
�
両
堂
・

諸
殿
は
ま
た
し
て
も
焼
失
し
ま
す
�

一
八
六
一
�
文
久
一
�
年
に
宗
祖
の

六
百
回
御
遠
忌
を
控
え
て
い
た
本
山

は
再
建
を
急
ぎ
�
わ
ず
か
二
年
で
仮

堂
を
建
築
し
ま
す
�
し
か
し
仮
堂
と

い
�
て
も
�
規
模
は
文
政
度
の
両
堂

と
全
く
同
じ
と
い
う
壮
大
な
も
の
で

し
た
�

�
明
治
の
再
建
�

　

一
八
六
四
�
元
治
一
�
年
七
月
に

起
こ
�
た
�
禁
門
�
蛤
御
門
�
の
変
�

に
よ
る
火
災
は
�
四
た
び
真
宗
本
廟

�
東
本
願
寺
�
の
両
堂
を
焼
き
尽
く

し
ま
し
た
�

　

維
新
期
の
混
乱
を
経
た
一
八
七
九

�
明
治
十
二
�
年
�
よ
う
や
く
両
堂

再
建
に
向
け
て
の
動
き
が
始
ま
り
ま

す
�
両
堂
の
規
模
・
意
匠
は
�
文
政

度
に
ほ
ぼ
準
じ
ま
し
た
が
�
阿
弥
陀

堂
は
さ
ら
に
大
き
く
さ
れ
て
い
ま

す
�

　

全
国
の
ご
門
徒
の
懇
念
に
よ
�
て

工
事
は
着
々
と
進
み
�
一
八
九
五
�
明

治
二
八
�
年
�
両
堂
は
つ
い
に
落
成

し
ま
し
た
�
ま
た
�
一
九
一
一
�
明

治
四
四
�
年
の
宗
祖
六
百
五
十
回
御

遠
忌
に
あ
た
�
て
�
諸
殿
や
御
影
堂

門
等
が
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
�

　

七
百
五
十
年
の
昔
�
宗
祖
親
鸞
聖

人
は
�
浄
土
真
宗
の
教
え
を
顕
ら
か

に
さ
れ
�
念
仏
の
僧
伽
を
開
い
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
�
以
来
�
宗
祖
の
御

真
影
を
安
置
し
た
本
廟
は
�
幾
多
の

変
遷
を
経
な
が
ら
�
無
数
の
先
達
の

手
に
よ
�
て
相
続
・
護
持
さ
れ
て
き

ま
し
た
�
私
た
ち
は
�
念
仏
の
僧
伽

の
歴
史
に
身
を
置
く
者
と
し
て
�
宗

祖
の
教
え
�
そ
し
て
先
達
の
願
い
に

ど
う
応
え
て
い
け
る
の
で
し
�
う

か
�
こ
の
た
び
の
宗
祖
御
遠
忌
・
両

堂
等
御
修
復
を
と
お
し
て
�
と
も
に

考
え
�
そ
の
問
い
に
真
向
か
�
て
ま

い
り
ま
し
�
う
�

『本願寺聖人伝絵（康永本）』より「廟堂創立」図

1895（明治 28）年の
遷座供養会庭儀の様子


