
1

曹洞宗　蟠龍山　護国院　芳全寺

芳 蓮ほうれん

2023年初夏号　

まことに一事をこととせざれば　
一智に達することなし

対談：住職と徒弟対談：住職と徒弟
「今、私たちに求められている事」

令和の阿弥陀如来縁結び記念事業法要
芳全寺寺族　故荒木千代子儀　本葬儀　ご協力ありがとうございました

「今、私たちに求められている事」
玲音の仏教メモ玲音の仏教メモ玲音の仏教メモ

～お盆の � 盆 � ってなに？～～お盆の � 盆 � ってなに？～～お盆の � 盆 � ってなに？～

盂蘭盆について
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芳全寺の御本寺である結城市乗国寺住職 鈴木龍穏老師を導師に迎え、本葬儀を厳修しました

阿
弥
陀
如
来
ご
縁
結
び
・

令
和
の
改
修
事
業

大だ
い
じ
い
ん
し
ゅ
う
し
つ
れ
ん
ぽ
う
せ
ん
し
ょ
う
ぜ
ん
に

慈
院
秀
室
蓮
芳
千
祥
禅
尼

大
夜
・
本
葬
儀

　

此
度
︑
檀
信
徒
の
皆
様
方
の
ご
協
力
に
よ
り
︑
阿

弥
陀
如
来
ご
縁
結
び
・
令
和
の
改
修
事
業
と
し
て
本

堂
前
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
域
の
外
構
改
修
事
業
が
無
事

に
竣
工
い
た
し
ま
し
た
︒
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
皆
様

方
に
は
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
本
堂
入
口

前
に
は
広
い
踊
り
場
を
設
け
︑
入
堂
し
易
く
︑
急
だ
っ

た
階
段
を
緩
や
か
な
石
段
に
改
修
し
︑
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
の
導
線
を
段
差
の
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
通
路
面
と
し

ま
し
た
︒
安
全
︑
安
心
に
お
参
り
し
て
い
た
だ
け
る

こ
と
と
存
じ
ま
す
︒

　

さ
る
五
月
二
日
︑
絶
好
の
日
和
に
も
恵
ま
れ
︑
当

事
業
の
竣
工
を
阿
弥
陀
如
来
様
に
ご
報
告
申
し
上
げ

る
と
と
も
に
︑
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
皆
様
方
と
阿
弥

陀
如
来
様
と
の
ご
縁
結
び
を
さ
せ
て
頂
く
為
の
法
要

を
執
り
行
い
︑
ご
寄
進
・
芳
名
帳
を
阿
弥
陀
如
来
様

の
体
内
に
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

　

阿
弥
陀
如
来
様
は
︑真
摯
に
善
因
を
積
ま
れ
る
方
々

を
善
果
へ
と
導
く(
極
楽
往
生
へ
の
橋
渡
し)

為
に

自
分
を
後
回
し
に
し
て
お
勤
め
続
け
て
お
ら
れ
る
有

難
い
仏
様
で
す(

仏
の
中
の
王)
︒

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
そ
の
よ
う
な
思
い
に
少
し
で
も

応
え
る
べ
く
︑
私
た
ち
は
こ
の
自
身
の
身(
生
か
さ

れ
て
い
る
身)

を
自
分
の
為
だ
け
で
は
な
く
︑[
他
者

や
こ
の
地
球
の
全
て
の
物
の
為
に
活
用
し
て
い
く
︑

と
い
う
視
点=

心
が
け]

を
持
ち
た
い
も
の
で
す
︒

　

現
住
職
の
母
︑
荒
木
千
代
子
は
長
き
に
わ
た
り
当

山
の
寺
族
と
し
て
芳
全
寺
の
護
持
運
営
に
従
事
し
て

ま
い
り
ま
し
た
が
︑
去
る
三
月
二
十
日
︑
百
五
歳
の

天
寿
を
全
う
い
た
し
ま
し
た
︒
檀
信
徒
の
皆
様
方
に

は
こ
れ
ま
で
の
ご
厚
誼
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

　

大
正
七
年
︑
物
部
村
東
沼
の
橋
本
家
の
二
女
に
生

ま
れ
︑
真
岡
女
学
校
を
卒
業
︒
昭
和
十
八
年
︑
芳
全

寺
の
先
住
・
荒
木
秀
胤
に
嫁
ぎ
︑
直
後
に
南
方
へ
再

応
召
と
な
っ
た
夫
に
代
わ
っ
て
寺
の
留
守
を
守
る
︒

九
死
に
一
生
を
得
て
無
事
に
帰
還
し
た
夫
と
共
に
︑

戦
後
の
復
興
期
を
生
き
︑
食
べ
物
や
生
活
用
品
が
乏

し
く
︑自
給
自
足
的
な
生
活
の
中
︑一
男
三
女
を
生
み
︑

育
て
上
げ
ま
し
た
︒
自
分
の
時
間
な
ど
ほ
と
ん
ど
な

く
︑
寺
の
掃
除
や
用
務
︑
家
事
︑
そ
し
て
老
母
の
介

護
に
明
け
暮
れ
て
歳
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
︒
今
思
え
ば
︑
大
変
厳
し
い
環
境
で
の
生
活

だ
っ
た
訳
で
す
が
︑
愚
痴
一
つ
言
わ
ず
︑
も
く
も
く

と
働
き
︑
か
つ
誰
に
で
も
穏
や
か
に
優
し
く
接
し
て

い
た
姿
に
は
今
思
い
出
し
て
も
頭
が
下
が
る
思
い
が

致
し
ま
す
︒

　
　
　
　

大
慈
院
秀
室
蓮
芳
千
祥
禅
尼

芳
全
寺
の
偉
大
な
る
母
︑
い
つ
ま
で
も
誇
り
に
思
っ

て
お
り
ま
す
︒　
　
　
　
　
　
　

合
掌　

荒
木
龍
胤

い
た
姿
に
は
今
思
い
出
し
て
も
頭
が
下
が
る
思
い
が

致
し
ま
す
︒

　
　
　
　

大
慈
院
秀
室
蓮
芳
千
祥
禅
尼

芳
全
寺
の
偉
大
な
る
母
︑
い
つ
ま
で
も
誇
り
に
思
っ

て
お
り
ま
す
︒　
　
　
　
　
　
　

合
掌　

荒
木
龍
胤スキャンしてご覧頂けますスキャンしてご覧頂けます
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対
談
対
談

今
︑
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
事

　

対
談
形
式
の
特
集
エ
コ
ー
と
題
し

て
、
当
山
住
職
荒
木
龍
胤
と
、
徒
弟

荒
木
玲
音
と
の
対
談
を
お
送
り
し
ま

す
。
題
の
エ
コ
ー
は
仏
教
用
語
で
功

徳
を
振
り
向
け
る
意
味
の
「
回え
こ
う向

」

と
、
呼
応
・
共
鳴
を
意
味
す
る
英
語

「e

エ
コ
ー

cho

」
を
か
け
ま
し
た
。

現
代
に
お
い
て
の
仏
教

徒
弟　

核
家
族
化
、
高
齢
化
、
さ
ら

に
は
こ
こ
数
年
に
わ
た
り
猛
威
を
ふ

る
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
な
ど
の
影
響
に
よ
り
葬
儀
の
あ
り

方
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
思
い
ま

す
。
住
職
は
現
代
の
葬
儀
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

住
職　

ま
ず
葬
儀
式
に
は
二
つ
の
役

割
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
が
ご
遺
族
が
故
人
と
の
別
れ

を
偲
ぶ
役
割
。

　

も
う
一
つ
が
、
社
会
的
に
故
人
の

死
を
周
知
す
る
役
割
で
す
。

そ
の
中
で
最
も
大
切
な
の
は
、
ご
遺

族
が
故
人
と
の
別
れ
を
偲
ぶ
場
で
あ

る
事
で
す
。
ご
遺
族
が
ど
の
よ
う
な

気
持
ち
で
葬
儀
に
臨
め
る
か
。

そ
う
い
っ
た
想
い
を
、
私
達
お
坊

さ
ん
が
い
か
に
汲
み
取
っ
て
い
く
の

か
が
大
切
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
葬
儀
が
故
人
に
想
い
を

伝
え
ら
れ
る
場
と
な
る
よ
う
に
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

徒
弟　

亡
く
な
っ
て
か
ら
葬
儀
ま
で

は
ご
遺
族
も
慌
た
だ
し
く
心
休
ま
ら

な
い
期
間
で
あ
る
こ
と
は
仕
方
あ
り

ま
せ
ん
ね
。

　

し
か
し
、
そ
の
中
で
私
達
が
ご
遺

族
に
何
を
で
き
る
か
、
何
を
ど
う

や
っ
て
伝
え
る
か
を
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
す
。

　

葬
儀
を
切
り
口
に
現
代
に
お
い
て

の
仏
教
を
紐
解
い
て
頂
き
ま
し
た

が
、
一
仏
両
祖
の
み
教
え
に
生
き
る

私
た
ち
は
今
後
ど
の
よ
う
な
生
き
方

を
目
指
せ
ば
良
い
と
お
考
え
で
す

か
？

じ
立
場
に
な
る
と
な
れ
ば
必
要
な
の

は
「
や
わ
ら
か
い
心
」
で
す
。

や
わ
ら
か
い
心
を
持
つ

住
職　
「
や
わ
ら
か
い
心
」
と
は
、

個
性
の
異
な
る
如
何
な
る
相
手
に

も
、
自
分
の
ほ
う
か
ら
合
わ
せ
て
い

く
事
の
出
来
る
自
分
の
心
持
ち
の
こ

と
で
す
。
福
祉
の
時
代
と
称
さ
れ
る

現
代
に
最
も
必
要
な
心
だ
と
考
え
ま

す
。

徒
弟　
「
同
事
の
心
」
と
は
自
分
の

心
を
相
手
に
行
き
つ
か
せ
る
事
、
す

な
わ
ち
相
手
が
自
分
の
心
を
受
け

と
っ
て
納
得
し
て
頂
く
事
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

住
職　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ

に
大
切
な
の
が
、
先
ず
自
分
が
自
分

に
食
い
違
い
・
偽
り
が
無
い
よ
う
に

と
い
う
こ
と
で
す
。
昨
日
の
自
分
と

今
日
の
自
分
に
違
い
は
な
い
か
。
先

ず
「
確
立
し
た
自
分
」
が
あ
っ
て
初

め
て
「
同
事
」
と
な
る
訳
で
す
。
仏

さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、
世
界
中
の
人

び
と
が
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
安
ら
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、

お
坊
さ
ん
と
し
て
念
じ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

徒
弟　

み
教
え
の
本
質
が
少
し
分

か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
丁
寧
に
日
々

の
生
活
に
活
か
す
こ
と
が
大
切
で
す

ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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荒木龍
りゅういん

胤　70 歳
真岡高校卒

名古屋大学大学院修了
学校法人芳全寺学園　理事長
平成 9 年　芳全寺住職となる

荒木玲
れ お ん

音　30 歳（芳全寺徒弟）
東北大学卒業
一般企業に勤務後、
大本山永平寺別院長

ちょうこくじ

谷寺にて安
あ ん ご

居
仏教を分かりやすく伝えるため勉強中
玉川大学教育学部通信教育課程在学中

そ
の
中
で
最
も
大
切
な
の
は
、
ご
遺

族
が
故
人
と
の
別
れ
を
偲
ぶ
場
で
あ

る
事
で
す
。
ご
遺
族
が
ど
の
よ
う
な

気
持
ち
で
葬
儀
に
臨
め
る
か
。

　

そ
う
い
っ
た
想
い
を
、
私
達
お
坊

さ
ん
が
い
か
に
汲
み
取
っ
て
い
く
の

か
が
大
切
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
葬
儀
が
故
人
に
想
い
を

伝
え
ら
れ
る
場
と
な
る
よ
う
に
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

徒
弟　

亡
く
な
っ
て
か
ら
葬
儀
ま
で

は
ご
遺
族
も
慌
た
だ
し
く
心
休
ま
ら

な
い
期
間
で
あ
る
こ
と
は
仕
方
あ
り

ま
せ
ん
ね
。

　

し
か
し
、
そ
の
中
で
私
達
が
ご
遺

族
に
何
を
で
き
る
か
、
何
を
ど
う

や
っ
て
伝
え
る
か
を
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
す
。

　

葬
儀
を
切
り
口
に
現
代
に
お
い
て

の
仏
教
を
紐
解
い
て
頂
き
ま
し
た

が
、
一
仏
両
祖
の
み
教
え
に
生
き
る

私
た
ち
は
今
後
ど
の
よ
う
な
生
き
方

を
目
指
せ
ば
良
い
と
お
考
え
で
す

か
？

　

今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
事

住
職　

先
日
、
曹
洞
宗
管
長
の
石
附

周
行
禅
師
よ
り
今
年
の
方
針
で
あ
る

「
告
諭
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、「
四し
し
ょ
う
ぼ
う

摂
法
」
の
「
同ど
う
じ事

」
を
実

践
の
柱
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

道
元
禅
師
は
「
同
事
と
い
ふ
は
不

違
な
り
」
と
お
教
え
に
な
ら
れ
ま
し

た
。「
不
違
」
と
は
、「
ち
が
わ
な
い
」

と
言
う
事
で
す
。
何
が
何
に
ど
う
違

わ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
人
と
人
と

が
互
い
に
向
か
い
合
う
時
、「
相
手

の
立
場
に
な
っ
て
と
い
う
事
で
す
。

相
手
の
立
場
に
な
っ
て
話
合
い
ま

し
ょ
う
、
考
え
合
い
ま
し
ょ
う
、
こ

れ
が
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の「
同
事
」

で
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
い
つ
も
先
ず
自
分
を
中

心
に
し
て
物
事
を
考
え
が
ち
で
す
。

つ
い
「
自
我
」
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
を
相
手
に
合
わ
せ
て
、
同
じ
立

場
に
な
っ
て
、
と
言
う
は
易
く
行
う

は
難
し
だ
と
思
い
ま
す
。

徒
弟　

私
も
振
り
返
る
と
、
自
分
が

自
分
が
、
と
い
う
こ
と
を
幾
度
と
な

く
繰
り
返
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

住
職　

そ
う
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
の

こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
ま
ず
第
一

歩
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性

の
異
な
る
一
人
ひ
と
り
の
相
手
と
同

じ
立
場
に
な
る
と
な
れ
ば
必
要
な
の

は
「
や
わ
ら
か
い
心
」
で
す
。

や
わ
ら
か
い
心
を
持
つ

住
職　
「
や
わ
ら
か
い
心
」
と
は
、

個
性
の
異
な
る
如
何
な
る
相
手
に

も
、
自
分
の
ほ
う
か
ら
合
わ
せ
て
い

く
事
の
出
来
る
自
分
の
心
持
ち
の
こ

と
で
す
。
福
祉
の
時
代
と
称
さ
れ
る

現
代
に
最
も
必
要
な
心
だ
と
考
え
ま

す
。

徒
弟　
「
同
事
の
心
」
と
は
自
分
の

心
を
相
手
に
行
き
つ
か
せ
る
事
、
す

な
わ
ち
相
手
が
自
分
の
心
を
受
け

と
っ
て
納
得
し
て
頂
く
事
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

住
職　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ

に
大
切
な
の
が
、
先
ず
自
分
が
自
分

に
食
い
違
い
・
偽
り
が
無
い
よ
う
に

と
い
う
こ
と
で
す
。
昨
日
の
自
分
と

今
日
の
自
分
に
違
い
は
な
い
か
。
先

ず
「
確
立
し
た
自
分
」
が
あ
っ
て
初

め
て
「
同
事
」
と
な
る
訳
で
す
。
仏

さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、
世
界
中
の
人

び
と
が
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
安
ら
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、

お
坊
さ
ん
と
し
て
念
じ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

徒
弟　

み
教
え
の
本
質
が
少
し
分

か
っ
た
気
が
し
ま
す
。
丁
寧
に
日
々

の
生
活
に
活
か
す
こ
と
が
大
切
で
す

ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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玲音の仏教メモ
お盆の盆ってなに？

盂蘭盆　～うらぼん～について

日本の夏といえばお盆！お盆といえば実家
に帰って家族に会ったり、レジャーに出かけ
たりと、私たちにとって馴染み深い風習です。
では、お盆の「盆」とは何のことでしょうか。
　実は 1300 年も続く長い長い歴史があるん
です。今回は馴染み深いけどあまり知られて
いない、お盆の由来についてお話します。

　お盆、正式には盂蘭盆（うらぼん）は、
古代インド語で「逆さ吊り」という意味で
す。その「逆さ吊り」の苦しみを除く法要が
盂
う ら ぼ ん え

蘭盆会です。
　この由来は仏

ぶっせつうらぼんきょう

説盂蘭盆経に説かれています。
　お釈迦様の弟子の目連尊者がある日、亡く
なった自分の母親がどのような世界にいるの
か神通力で探してみました。すると、母は
なんと悲しいことに餓

が き ど う

鬼道 ( 飢えと乾きの世
界 ) に堕ちていました。目連はこのことを釈尊
に話し、母を救う方法を伺いました。釈尊は

「安
あ ん ご

居の最終日（旧暦の 7 月 14 日）にすべて
のお坊さんに食べ物を施せば、そなたの
母親にもその施しの一端が口に入るだろう」
とお答えになりました。目連はその通りにお
坊さん全員に施しを行い、お坊さんたちは飲
んだり食べたり踊ったり大喜びをしました。
　すると、その喜びが餓鬼道に堕ちている者
たちにも伝わり、目連の母親の口にも入り、
母は救われました。※盆踊りはこの喜びの踊
り、死者に供養するための踊りが由来という
説があります。

この逸話が元となり、日本でも広く
盂
う ら ぼ ん え

蘭盆会（※）が行われるようになりました。
　記録に残る日本最古の盂

う ら ぼ ん え

蘭盆会は 657 年に
奈良飛鳥寺で行われました。なんと 1300 年
以上前から伝わる行事なんです！

　では、なぜそのお盆期間中にご自宅に精霊
棚を飾り、祖先を祀るのかについてです。
　夏に精霊棚を飾る風習は元々、祖先に夏の
恵みを感謝し、秋の実りを願うという民俗信
仰でした。
　その後、一般社会に仏教が浸透するにつ
れ、仏教の先祖供養の精神と合わさって、
盂
う ら ぼ ん え

蘭盆会と共に行われるようになりました。
　その時代時代の人々が先祖に願い、子孫に
託した想いが紡がれて、今、皆様のご自宅の
精霊棚につながっています。

　今年のお盆はぜひ、おじいちゃん・おばあ
ちゃんからお子さん・お孫さんに精霊棚の飾
り方をお伝えされてはいかがでしょうか？
　ご一緒にナスで牛、キュウリで馬を作って
みるのも楽しいひとときになりますよ。

・知っているようで知らないお盆の由来

・目蓮尊者とお母さんのお話

・1300 年もの長い歴史！

・なぜお盆に棚飾りを作るのか

・後世に伝えよう

※現在、多くの寺院では施
せ が き え

餓鬼会と共に行われる「盂
う ら ぼ ん せ が き え

蘭盆施餓鬼会」が一般的です。
今年の芳全寺の盂蘭盆施餓鬼会は 8 月 7 日（月）14 時より行われます。ぜひお参りください。
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喜き
し
ん心

、
老ろ
う
し
ん心

、
大だ
い
し
ん心

の
教
え
　

〜
「
禅
」
と
「
働
く
」
の
関
係
〜

私
が
修
行
し
た
大
本
山
永
平
寺
別
院
長

谷
寺
を
は
じ
め
︑
禅
の
修
行
道
場
は
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
合
宿
生
活
﹂
の
よ
う
な
ス

タ
イ
ル
で
︑
基
本
的
に
修
行
僧
自
ら
が

庭
掃
除
や
ト
イ
レ
掃
除
︑
食
事
や
事
務

作
業
な
ど
を
分
担
し
て
行
い
ま
す
︒
入

門
し
た
て
の
頃
に
は
︑
坐
禅
や
読
経
な

ど
自
分
の
修
行
だ
け
に
専
念
で
き
る
時

期
も
あ
り
ま
す
が
︑
一
定
の
期
間
が
過

ぎ
れ
ば
︑
様
々
な
道
場
内
の
寮
舎
に
分

か
れ
て
﹁
仕
事
﹂
が
割
り
当
て
ら
れ
︑

そ
れ
に
当
た
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

し
か
し
時
に
は
︑
そ
の
﹁
仕
事
﹂
を
嫌

に
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
︒﹁
大
き
な
法

要
が
近
い
か
ら
そ
の
動
き
の
練
習
を
し

た
い
﹂︑﹁
坐
禅
や
読
経
に
没
頭
し
た
い
﹂︑

な
ど
と
自
分
本
位
に
考
え
た
こ
と
が
お

恥
ず
か
し
な
が
ら
一
度
や
二
度
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

そ
ん
な
様
子
の
私
の
雰
囲
気
を
感
じ

取
っ
た
の
か
単た
ん
と
う頭

老
師
と
い
う
修
行
僧

を
直
接
指
導
す
る
方
の
中
で
ト
ッ
プ
の

方
か
ら
︑
こ
う
声
か
け
ら
れ
ま
し
た
︒

﹁
玲
音
！
　
働
く
こ
と
が
修
行
だ
﹂

私
の
頭
に
？
マ
ー
ク
が
浮
か
ん
で
い
る

こ
と
を
悟
っ
た
の
か
︑
道
元
禅
師
の
お

言
葉
を
引
用
し
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
︒

自
分
に
順
番
が
巡
り
︑
修
行
道
場
の
役

職
に
就
き
仕
事
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ

た
な
ら
︑
喜
心
︑
老
心
︑
大
心
と
い
う

三
つ
の
心
構
え
を
し
っ
か
り
と
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

第
一
の
喜
心
と
は
︑
自
分
の
為
し
た
務

め
が
誰
か
の
役
に
立
ち
︑
自
分
の
存
在

が
誰
か
の
生
活
を
支
え
て
い
る
こ
と
︑

そ
う
し
た
巡
り
あ
わ
せ
で
仕
事
が
で
き

る
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
︒

第
二
の
老
心
と
は
︑
老
婆
心
と
も
い
い
︑

老
婆
が
孫
を
思
う
よ
う
に
︑
ま
た
親
が

子
を
思
う
よ
う
に
心
を
尽
く
し
︑
相
手

を
思
い
︑
仕
事
に
当
た
る
こ
と
︒

第
三
の
大
心
と
は
︑
大
き
な
山
の
よ
う

に
ど
っ
し
り
と
し
た
︑
偏
っ
た
り
固
執

し
た
り
し
な
い
心
を
持
つ
こ
と
︒
浮
か

れ
も
落
ち
込
み
も
せ
ず
︑
物
事
を
俯
瞰

し
︑
成
功
も
失
敗
も
一
つ
の
景
色
の
中

に
一
緒
に
と
ら
え
る
心
を
持
つ
こ
と
︒

こ
う
し
た
心
構
え
で
務
め
る
な
ら
ば
︑

ど
ん
な
種
類
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
し
て

も
︑
自
己
を
磨
き
︑
深
め
る
修
行
に
な

る
と
い
う
教
え
を
老
師
よ
り
頂
き
ま
し

た
︒
今
で
も
迷
っ
た
と
き
の
道
標
の
一

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
言
葉
は
︑
今
を
生
き
る
私
た
ち
に

﹁
働
く
意
味
﹂
に
つ
い
て
大
切
な
問
い
を

与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん

か
︒

働
く
こ
と
を
︑
単
に
お
金
を
得
る
た
め

の
手
段
と
捉
え
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
自

ら
の
学
び
と
成
長
の
重
要
な
機
会
と
と

ら
え
る
の
か
︒

そ
し
て
何
よ
り
︑
自
分
の
仕
事
に
よ
っ

て
誰
か
の
役
に
立
て
る
こ
と
に
価
値
を

お
き
︑
喜
び
や
願
い
を
持
っ
て
向
か
う

こ
と
が
出
来
る
の
か
︒

自
分
の
時
間
と
労
力
の
多
く
を
注
ぐ
仕

事
へ
の
向
き
合
い
方
に
よ
っ
て
︑
働
く

こ
と
の
価
値
は﹁
生
き
る
意
味
﹂を
伴
い
︑

大
き
く
変
わ
る
は
ず
と
修
行
を
通
じ
て

学
び
ま
し
た
︒
日
々
の
勤
め
が
喜
心
︑

老
心
︑
大
心
の
教
え
に
則
っ
て
い
る
か
︑

定
期
的
に
振
り
返
っ
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
︒

文
：
荒
木
玲
音

凡お
お
よそ

諸
も
ろ
も
ろの

知ち
じ事

・
頭
ち
ょ
う
し
ゅ首・

職
し
ょ
くに

当
た
る
に
及
び
て
、
事こ
と

を
作な

し
務つ
と

め
を
作
す
の

時
節
は
、
喜
心
・
老
心
・
大
心
を
保
持
す
べ
き
者
な
り
。

〜
典
座
教
訓
よ
り
〜
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令
和
五
年
上
半
期
の
活
動

2023 年の回忌法要早見表
1 周忌 令和 4 年 (2022) 逝去
3 回忌 令和 3 年 (2021) 逝去
7 回忌 平成 29 年 (2017) 逝去

13 回忌 平成 23 年 (2011) 逝去
17 回忌 平成 19 年 (2007) 逝去
23 回忌 平成 13 年 (2001) 逝去

※休日は混み合いますので、お早めにご相談下さい。

　
寺
報
「
芳
蓮
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
寺
報
は
、

芳
全
寺
の
「
芳
」
と
、
仏
教
に
ゆ
か
り
の

深
い
「
蓮
」
を
か
け
合
わ
せ
「
芳
蓮
」
と

い
う
名
前
に
し
ま
し
た
。
極
楽
へ
生
ま
れ

ら
れ
る
人
の
心
の
特
徴
を
表
す
「
蓮
華
の

五
徳
」
が
芳
全
寺
を
通
じ
て
皆
様
に
届
き

ま
す
よ
う
に
、
と
い
う
願
い
を
込
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
檀
信
徒
様
と
お
寺
の
ご
縁
を
つ
な
ぐ

き
っ
か
け
と
な
れ
る
よ
う
、
こ
の
寺
報
を

育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
稚
拙
な

紙
面
な
が
ら
、
今
後
も
お
付
き
合
い
頂
け

れ
ば
幸
い
で
す
。
　
　
　
　
　
荒
木
玲
音

編
集
後
記

令
和
五
年
六
月
　
発
行
所
　
蟠
龍
山
芳
全
寺
　
栃
木
県
真
岡
市
久
下
田
八
〇
一

電
話0285-74-0134

　
発
行
・
編
集
：
芳
全
寺

太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師

七
〇
〇
回
大
遠
忌
予
修
法
要

　
令
和
五
年
四
月
五
日
、
宇
都

宮
市
の
戸
祭
山
祥
雲
寺
様
に
て

行
わ
れ
た
大
本
山
總
持
寺
開
祖

太た
い
そ
け
い
ざ
ん
じ
ょ
う
き
ん
ぜ
ん
じ

祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
七
〇
〇
回

大だ
い
お
ん
き

遠
忌
の
予
修
法
要
に
、
徒
弟
の
玲

音
が
鐘し

ょ
う
す司

の
役
で
随
喜
し
て
き
ま
し

た
。

　
お
祖
師
様
の
法
要
を
大
遠
忌
と
呼

び
、
曹
洞
宗
で
は
五
〇
年
に
一
度
特

別
な
法
要
が
行
わ
れ
、
来
年
度
令
和

六
年
度
が
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
七
〇
〇

回
大
遠
忌
法
要
と
な
り
ま
す
。
現
在

そ
の
一
年
前
に
あ
た
る
本
年
に
、
全

国
の
各
叢
林
に
て
予
修
法
要
が
執
り

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

故
荒
木
千
代
子
儀
　
密
葬
儀

　
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
、
芳
全

寺
寺
族
　
故
荒
木
千
代
子
儀
の
密
葬

儀
を
親
族
内
で
執
り
行
い
ま
し
た
。

栃
木
県
曹
洞
宗
青
年
会
総
会

　
令
和
五
年
四
月
二
十
四
日
、
栃
木

県
曹
洞
宗
青
年
会
総
会
が
開
催
さ

れ
、
徒
弟
の
玲
音
が
執
行
部
員
（
会

計
補
佐
）
と
し
て
補
任
さ
れ
ま
し
た
。

青
年
会
活
動
を
通
じ
て
古
教
照
心
の

示
訓
を
旨
に
自
己
の
研
鑽
に
努
め
て

参
り
ま
す
。

本
堂
前
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
改
修

　
起
工
よ
り
約
一
年
と
い
う
長
き
に
わ

た
り
、
ご
不
便
を
お
か
け
し
て
お
り
ま

し
た
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
改
修
工
事
が
完

了
、
竣
工
致
し
ま
し
た
。

　
こ
の
度
の
改
修
事
業
を
記
念
し
、「
令

和
の
阿
弥
陀
如
来
縁
結
び
記
念
事
業
法

要
」
を
執
り
行
い
、
久
下
田
大
仏
胎
内

に
御
寄
進
者
名
を
記
帳
し
た
ご
芳
名
帳

を
奉
納
致
し
ま
し
た
。

➀太祖瑩山紹瑾禅師 700 回大遠忌予修法要

➁荒木千代子儀 密葬儀

➂改修事業記念法要

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
改
修

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
玄
関
口
と
言

え
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
刷
新
致
し
ま
し

た
（
玲
音
の
手
作
り
で
す
）　
後
世
に

残
す
お
寺
の
歴
史
な
ど
、
今
後
更
新
予

定
で
す
。
ぜ
ひ
ご
訪
問
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

芳全寺公式ホームページ：https://sendan-kg.jp


