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そ
れ
、
八
万
の
法
蔵
を
し
る
と
い
う
と
も
、
後
世
を
し

ら
ざ
る
人
を
愚
者
と
す
。
た
と
い
一
文
不
知
の
尼
入
道

な
り
と
い
う
と
も
、
後
世
を
し
る
を
智
者
と
す
と
い
え

り
。
し
か
れ
ば
、
当
流
の
こ
こ
ろ
は
、
あ
な
が
ち
に
、

も
ろ
も
ろ
の
聖
教
を
よ
み
、
も
の
を
し
り
た
り
と
い
う

と
も
、
一
念
の
信
心
の
い
わ
れ
を
し
ら
ざ
る
人
は
、
い

た
ず
ら
事
な
り
と
し
る
べ
し
。
さ
れ
ば
聖
人
の
御
こ
と

ば
に
も
、「
一
切
の
男
女
た
ら
ん
身
は
、
弥
陀
の
本
願
を

信
ぜ
ず
し
て
は
、
ふ
つ
と
た
す
か
る
と
い
う
事
あ
る
べ

か
ら
ず
」
と
お
お
せ
ら
れ
た
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
い
か

な
る
女
人
な
り
と
い
う
と
も
、
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す

て
て
、
一
念
に
、
弥
陀
如
来
今
度
の
後
生
た
す
け
た
ま

え
と
、
ふ
か
く
た
の
み
申
さ
ん
人
は
、
十
人
も
百
人
も
、

み
な
と
も
に
弥
陀
の
報
土
に
往
生
す
べ
き
事
、
さ
ら
さ

ら
う
た
が
い
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
あ
な
か
し

こ
、
あ
な
か
し
こ
。

御
文
を
い
た
だ
く
　
其
の
十

五
帖
目
第
二
通
①

　

法
蔵
と
は
仏
法4

の
蔵4

、
仏
法
が
納

め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
意
味
で

仏
教
教
典
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
今
、

現
存
し
て
い
る
仏
教
教
典
は
八
万
あ

る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
正
確
に
八
万
冊
あ
る
と
言
う
よ

り
は
、
満
数
と
し
て
、
多
い
と
い
う

意
味
で
八
万
と
い
う
数
が
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
正
直
性
格
に
私
は

い
く
つ
あ
る
か
仏
教
教
典
の
数
を
数

え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
し
か

ら
ず
。

　

教
典
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
か

れ
た
お
説
教
が
書
留
め
ら
れ
て
い

る｢

経｣

、
そ
し
て
菩
薩
と
い
う
位

の
方
が
書
か
れ
た
「
論
」
、
そ
し
て

そ
の
他
の
方
が
書
か
れ
た｢

訳｣

に

細
か
く
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
浄
土
真
宗
で
は
、
正
依
、

ま
さ
し
く
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
べ
き
経

と
し
て
、
浄
土
三
部
経
が
あ
り
ま
す
。

浄
土
三
部
経
と
は
、
『
仏
説
無
量
寿

経
』
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
『
仏
説
阿

弥
陀
経
』
を
言
い
ま
す
。
ま
た
無
量

寿
経
は
元
も
と
昔
の
イ
ン
ド
の
言
葉

か
書
留
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
中
国

の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
事
業

が
十
二
回
な
さ
れ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
現
存
し
て
今
読
む

こ
と
の
で
き
る
も
の
は
５
種
類
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
私
た
ち
は
、

今
か
ら
約
千
八
百
年
前
の
康こ

う
そ
う
が
い

僧
鎧
と

い
う
方
が
翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
い
ま
す
。

　

論
と
し
て
は
、
龍
樹
菩
薩
が
お

書
き
に
な
ら
れ
た
『
十
住
毘
婆
沙

論
』
天
親
菩
薩
様
が
お
書
き
に
な
ら

れ
た
『
浄
土
論
』
が
選
ば
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
親
鸞
聖
人
は
、
『
浄
土

論
』
の
本
釈
書
で
あ
る
『
浄
土
論
註
』

と
い
う
書
物
も
論
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
気
配
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
訳
と
し
て
は
、
曇
鸞
大
師
、
道

綽
禅
師
、
善
導
大
師
、
源
信
大
師
、

源
空
上
人
な
ど
が
お
書
き
に
な
ら
れ

た
も
の
を
正
依
の
論
と
し
て
選
ば
れ

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
を
ひ
ら
か
れ
た
お
釈
迦
さ
ま

は
私
た
ち
に
教
え
を
伝
え
る
た
め
に

書
物
を
お
書
き
に
な
ら
れ
た
と
言
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
、

そ
の
人
が
理
解
し
や
す
い
言
葉
で
お

語
り
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
お

説
き
に
な
ら
れ
た
お
言
葉
を
直
接
聞

か
れ
た
方
々
が
頭
で
覚
え
て
人
に
伝

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
さ

ま
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
て
し
ば

ら
く
し
て
か
ら
、
後
の
世
に
し
っ
か

り
お
釈
迦
様
の
教
え
を
伝
え
て
い
こ

う
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
お
釈
迦
さ

ま
の
お
説
教
を
聞
か
れ
た
方
々
が
集

ま
ら
れ
、
文
字
で
書
き
残
す
作
業
を

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
仏
教
経
典

の
始
ま
り
で
す
。
で
す
か
ら
最
初
の

教
典
は
昔
の
イ
ン
ド
の
言
葉
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
私
た
ち

が
目
に
す
る
経
典
は
漢
字
で
書
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
言
葉

で
書
か
れ
て
い
た
経
典
を
忠
告
の
言

葉
に
書
き
換
え
ら
れ
た
人
が
い
た
か

ら
で
す
。
自
分
た
ち
の
国
の
言
葉
で

書
き
換
え
て
多
く
の
人
に
仏
教
に
触

れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
大
き
な
願

い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
願
い

の
置
く
に
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
言
葉

に
触
れ
尊
い
教
え
と
頷
か
れ
た
事
実

が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

今
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
お
釈
迦

さ
ま
と
い
う
エ
ラ
イ
人
が
語
っ
た
言

葉
が
経
典
に
は
書
か
れ
て
い
る
と
い

う
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
経
典
に
書

か
れ
て
い
る
言
葉
に
触
れ
て
、
私
に

と
っ
て
尊
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

と
頷
く
こ
と
が
本
当
に
大
事
な
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。

「
玄
奘
三
蔵
像
」東京

国
立
博
物
館
所
蔵

重
要
文
化
財
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つながりを大切にしたい

だから

月参りの時忙しくなかったら、

お茶を飲みながら　何か話ししませんか？

お天気の話しからしかできませんが…

ご命日の集い
ご命日の集いとは私たちの宗祖、親鸞聖人のご命日である二十八日に開催する仏事です。常入寺では三月から九
月の間の毎月二十八日に勤めています。何をやっているのかといえば、実は難しいことは何もありません。宗祖
親鸞聖人がお造りになられた「正信偈」といううたをみんなで節を付けて読んで、後はお茶を飲んでいるだけです。
それだけです。

皆さんも月に一度お寺に集いお茶しませんか？
どうぞお気楽に顔をお見せ下されれば幸いです。

お待ちいたしております。

毎月二十八日　午後二時～三時ぐらいまで

とにかく一回来てくだはれま！　たのんちゃぁ～

高岡教区
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌

お待ち受け法要

時　2010 年 4 月 24 日～ 25 日　於　井波別院瑞泉寺

4 月 24 日午後 3 時 30 分より
真宗大谷派御門首による帰敬式（おかみそり）が執り
行われます。
御門首によるおかみそりはなかなかありません。これ
を機に受式なさいませんか？

帰敬式は「おかみそり」とも言われ、「仏」「法」「僧」の三

宝に帰依し、宗祖親鸞聖人が明らかにされた「教え」に自ら

の人生を問いたずね、真宗門徒として新たな人生を歩み出す

ことを誓う大切な儀式です。

受式されますと、仏弟子としての名前である「法名」（釋○

○あるいは釋尼○○）が授与されます。ともすると、法名は「亡

くなってからいただければよい」と思われているかもしれま

せん。しかし「帰敬式」は、お釈迦さまの弟子（仏弟子）に

なることであり、法名は、南無阿弥陀仏の教えにみちびかれ、

仏道を歩む者となった新たな名のりです。したがって、生き

ている「今」受式することに、帰敬式の本来的意味があります。

真宗の伝統のなかにこの身を受けた一人ひとりの、人生の新

たなスタートとして、「帰敬式」を受けましょう。


