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2014年（平成26年）7月

宗門の新時代の幕開け―第25代ご門主が誕生―
　私たちの宗門（浄土真宗本願寺派）では、このたび37年ぶりにお代替わりが行われ、新しいご門主
が誕生した。宗祖親鸞聖人以来、時代を超えて受け継がれてきたお念仏の伝統は、去る6月6日（金）
に京都の本山本願寺において営まれた「法統継承式において、第24代即如ご門主から第25代専如
ご門主に引き継がれた。当日は国内外から僧侶、門信徒など多数が参拝、歴史的慶事を見守った。
 （写真は法統継承式の様子）

8月6日㈭より17日㈪まで、ならびに8月26日㈬は
月忌参拝をお休みさせていただきますので、どうぞお寺にお参りください。

8月6日（水）より17日（日）まで月忌参詣および法事を
お休みさせていただきますので、どうぞお寺にお参りください

8月15日（金）・16日（土）午後1時30分より
小樽別院本堂にて厳修いたします。

8月6日（水）より12日（火）の間でお盆参りに伺います。
（あらかじめハガキにて、参詣日をお知らせいたします。）

8月13日（水）より16日（土）の間は朝8時から
夕方6時まで納骨堂での読経を承ります。



法
統
継
承

2014年（平成26年）（2）

　

去
る
４
月
１

日
付
で
本
願

寺
小
樽
別
院
の

輪
番
を
拝
命
い

た
し
ま
し
た
。

着
任
し
て
約
３

カ
月
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
間
、
別
院
の
活
動

の
様
子
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
小
樽
の
街
に

も
少
し
ず
つ
慣
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。（
坂
が

あ
ち
こ
ち
多
い
の
に
は
少
々
閉
口
し
て
お
り
ま

す
…
。）

　

北
海
道
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
伝
道
は
開

拓
の
歴
史
に
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
今

か
ら
二
〇
〇
年
余
り
昔
、
北
の
大
地
を
開
拓

さ
れ
た
先
人
達
は
厳
し
い
自
然
と
過
酷
な
労

働
、
つ
ら
い
日
々
の
生
活
を
生
き
抜
か
れ
て
、

北
海
道
発
展
の
礎
を
築
か
れ
ま
し
た
。
今
日
、

私
た
ち
が
享
受
す
る
繁
栄
は
そ
の
ご
苦
労
の
お

蔭
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

小
樽
別
院
も
ま
た
、
そ
の
草
創
以
来
、
多

く
の
先
達
の
仏
法
を
求
め
る
熱
い
想
い
が
結
集

さ
れ
て
建
立
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
歴
史
に
学
び
、
先
人
の
ご
苦

労
を
想
う
時
、
様
々
な
ご
縁
に
「
お
蔭
さ
ま
」

と
お
念
仏
申
さ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

　

折
か
ら
、
今
年
は
わ
が
宗
門
に
と
っ
て
歴
史

的
な
法
統
継
承
の
年
で
あ
り
、
去
る
６
月
５
日

に
第
二
十
四
代
即
如
ご
門
主
様
が
退
任
さ
れ
、

新
た
に
専
如
新
門
様
が
第
二
十
五
代
ご
門
主

を
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
各
地
の
別
院
住

職
は
ご
門
主
様
で
す
の
で
、
当
小
樽
別
院
の
ご

住
職
も
新
ら
た
に
ご
門
主
様
が
交
代
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
専
如
ご
門
主
様
は
、
法
統
継
承
に
際

し
て
「
本
願
念
仏
の
ご
法
義
は
、
時
代
や
社

会
が
変
化
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
ご
法
義
の
伝
え
方
は
、
そ
の
変
化
に
つ
れ

て
変
わ
って
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と
、

ご
消
息
に
お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。

　

私
は
小
樽
別
院
の
輪
番
就
任
に
あ
た
り
、

こ
の
ご
教
示
を
し
っ
か
り
心
に
留
め
て
、
別
院

の
ご
門
徒
の
皆
様
は
勿
論
の
こ
と
、
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
ご
縁
の
な
か
っ
た
一人
で
も
多
く
の
方
々

に
も
お
念
仏
の
み
教
え
が
伝
わ
っ
て
ゆ
く
よ
う
、

微
力
を
尽
く
す
所
存
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
方

の
お
力
添
え
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、

着
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

 

合
掌

　

二
〇
一三（
平

成
二
十
五
）
年

四
月
、
本
願
寺

小
樽
別
院
に

着
任
し
て
一
年

間
の
短
い
間
で

は
あ
り
ま
し
た
が
、
大
き
な
財
産
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

北
海
道
の
浄
土
真
宗
の
歴
史
は
約
百
五
十

年
と
ま
だ
浅
く
「
つ
き
た
て
の
餅
」
の
如
く
、

ま
だ
ま
だ
延
び
て
行
く
と
期
待
い
た
し
て
お
り

ま
す
。

　

先
人
の
皆
さ
ま
は
、
冬
の
厳
し
い
自
然
界
の

中
に
あ
って
も
、
お
念
仏
の
温
も
り
を
大
切
に
、

今
日
ま
で
守
り
伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

今
、
私
達
の
大
き
な
使
命
は
、
次
代
に
お

念
仏
を
相
続
し
て
行
く
こ
と
で
す
。

　

共
に
手
を
携
え
て
、
強
く
明
る
く
お
念
仏

の
人
生
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

 

合
掌

退
任
の
挨
拶

 

築
地
本
願
寺
副
宗
務
長　

富と
み

永な
が　

眞し
ん
し
ゅ
う秀

就
任
の
挨
拶

 

小
樽
別
院
輪
番　

林は
や
し　

安あ
ん
み
ょ
う明

 
法
統
継
承
に
際
し
て
の
消
息

　

本
日
、
私
は
先
代
門
主
の
意
に
従
い
、
法
統
を
継
承
し
、
本
願
寺
住
職
な
ら
び
に
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
門
主
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
先
代
門
主
の
長
き
に
わ
た
る
ご
教
導
に
深
く
感
謝
し
ま
す
と
と
も
に
、
法
統
を
継
承

し
た
責
任
の
重
さ
を
思
い
、
能
う
限
り
の
努
力
を
い
た
す
決
意
で
あ
り
ま
す
。

　

釈
尊
の
説
き
明
か
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
の
救
い
は
、
七
高
僧
の
教
え
を
承
け
た
宗

祖
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
と
い
う
ご
法
義
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
後
、
歴
代

の
宗
主
方
を
中
心
と
し
て
、
多
く
の
方
々
に
支
え
ら
れ
、
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
今
こ
こ
に
法
統
を
継
承
し
、
未
来
に
向
け
て
ご
法
義
が
伝
え
ら
れ
て

い
き
ま
す
よ
う
、
力
を
尽
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

宗
門
の
過
去
を
ふ
り
か
え
り
ま
す
と
、
あ
る
い
は
時
代
の
常
識
に
疑
問
を
抱
か
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
る
対
応
、
あ
る
い
は
宗
門
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
苦
渋
の
選
択
と
し
て
の
対
応
な
ど
、

ご
法
義
に
順
っ
て
い
な
い
と
思
え
る
対
応
も
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
過
去
に
学
び
、

時
代
の
常
識
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ま
た
苦
渋
の
選
択
が
必
要
に
な
る

社
会
が
再
び
到
来
し
な
い
よ
う
、
注
意
深
く
見
極
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

宗
門
の
現
況
を
考
え
ま
す
時
、各
寺
院
に
ご
縁
の
あ
る
方
々
へ
の
伝
道
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

寺
院
に
ご
縁
の
な
い
方
々
に
対
し
て
、
い
か
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
く
の
か
を
考
え
る
こ
と
も

重
要
で
す
。
本
願
念
仏
の
ご
法
義
は
、
時
代
や
社
会
が
変
化
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
ご
法
義
の
伝
え
方
は
、
そ
の
変
化
に
つ
れ
て
変
わ
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ご
法
義
を
伝
え
て
い
く
の
か
、
宗
門
の
英
知

を
結
集
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
、
と
り
わ
け
、
東
日
本
大

震
災
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
被
災
地
の
復
興
を
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
の
か
な
ど
、
問

題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。

　
「
自
信
教
人
信
」
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、

現
代
の
苦
悩
を
と
も
に
背
負
い
、
御
同
朋
の

社
会
を
め
ざ
し
て
皆
様
と
歩
ん
で
ま
い
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
六
年 

　

二
〇
一
四
年　
　

六
月
六
日

 

龍
谷
門
主　

釋　

専　

如 

法統継承に際しての消息を
ご拝読されたご門主様



こ
の
度
、
ご
本
山
本
願
寺
の
建
物
が
国
宝
・
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

詳
細
は
左
記
に
本
願
寺
新
報
よ
り
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

本
山
本
願
寺（
通
称 

西
本
願
寺
）の

 
 

阿
弥
陀
堂 

御
影
堂
が
国
宝
に
！

阿弥陀堂（本堂）

阿弥陀堂門

御影堂

御影堂門

経蔵

2014年（平成26年）（3）

退
任
に
際
し
て
の
消
息

　

本
日
、
平
成
二
十
六
年
六
月
五
日
を
も
っ
て
、
私
は
本
願
寺
住
職
な
ら
び
に
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
門
主
を
退
任
し
、
後
を
本
願
寺
嗣
法
・
新
門
に
託
す
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
、
法
統
を
継
承
し
て
以
来
、
三
十
七
年
二
か
月
に
な
り
ま
す
。

至
ら
ぬ
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
中
、
今
日
ま
で
務
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
仏
祖
の
ご

加
護
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
宗
門
内
外
の
方
々
の
ご
支
援
、
ご
理
解
と
ご
協
力
の
お
蔭
で
あ

り
ま
す
。
皆
様
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
間
、本
願
寺
で
は
、阿
弥
陀
堂
の
修
復
、顕
如
上
人
四
百
回
忌
、蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
、

御
影
堂
の
修
復
、
宗
祖
聖
人
七
百
五
十
回
大
遠
忌
等
の
ご
縁
を
皆
様
と
と
も
に
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
北
境
内
地
を
取
得
で
き
た
お
蔭
で
、
活
動
を
よ
り
広
く
展
開
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
宗
門
で
は
基
幹
運
動
の
推
進
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
活
動
や
事

業
が
あ
り
ま
し
た
。
世
界
各
地
に
も
、
お
念
仏
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
、
巡
教

な
ど
に
よ
っ
て
身
近
に
知
り
、
御
同
朋
の
思
い
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
、
ま
こ

と
に
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

　

こ
の
三
十
七
年
間
は
勝
如
前
門
主
の
戦
争
を
挟
ん
だ
激
変
の
五
十
年
に
比
べ
れ
ば
、
や
や
穏

や
か
と
も
言
え
る
時
代
で
し
た
が
、
国
内
で
は
大
小
の
天
災
・
人
災
が
相
次
ぎ
、
経
済
価
値
が

優
先
さ
れ
た
結
果
、
心
の
問
題
も
深
刻
化
し
ま
し
た
。
世
界
で
は
、
武
力
紛
争
、
経
済
格
差
、

気
候
変
動
、
核
物
質
の
拡
散
な
ど
、
深
刻
な
あ
る
い
は
人
類
の
生
存
に
関
わ
る
課
題
が
露
わ
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
心
残
り
は
、
浄
土
真
宗
に
生
き
る
私
た
ち
が
十
分
に
力
を
発
揮
で

き
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
の
宗
門
は
、
門
信
徒
一
人
ひ
と
り
に
、
み
教
え
が
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
素
晴
ら
し

い
伝
統
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
社
会
の
変
動
の
中
に
あ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
み
教

え
や
伝
統
に
あ
る
多
様
な
可
能
性
を
見
つ
け
出
し
、
各
人
、
各
世
代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
条

件
を
活
か
し
、
特
に
若
い
世
代
の
感
性
と
実
行
力
を
尊
重
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
方
を
朋
と

し
、
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て
歩
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

後
を
継
ぎ
ま
す
新
門
主
は
、
築
地
本
願
寺
で
五
年
九
か
月
の
間
、
副
住
職
を
務
め
て
経
験
を

積
み
見
聞
を
広
め
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
法
統
を
護
る
と
と
も
に
、
宗
門
全
体
を
思
い
、
広
く

宗
教
界
を
視
野
に
入
れ
て
、
務
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
皆
様
の
一
層
の
ご
支
援
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

な
お
、
私
は
、
七
十
歳
ま
で
あ
と
一
年
余

り
と
な
り
ま
し
た
。
先
の
こ
と
は
予
測
で
き

ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
揺
る
ぎ
な
い
本

願
力
の
中
に
、
宗
祖
聖
人
の
み
教
え
を
仰
ぎ
、

浄
土
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
務
め
を
、
で
き

る
限
り
果
た
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
六
年 

　

二
〇
一
四
年　
　

六
月
五
日

 

龍
谷
門
主　

釋　

即　

如

退任に際しての消息を
ご拝読された前門様

国宝に指定

このほか、鼓楼・手水所・総門（附・築地塀、御成門、目隠塀）
旧真宗信徒生命保険株式会社本館【本願寺伝道院】（附・棟札、石柵柱）が
重要文化財に指定されました。
※文部科学省に設置の文化審議会の答申では、
【本願寺は、西本願寺と呼ばれる浄土真宗本願寺派の本山で、既に唐門や飛雲
閣などが国宝に指定されている。
　御影堂は寛永１３（１６３６）年に建てられ、東西４８メートル、南北６２メートル、
高さ２９メートルで現存する江戸時代の建築物としては最大級の規模。
北側に並ぶ阿弥陀堂とともに、浄土真宗本願寺派本山の象徴としての意義が
評価された。】との発表です。

国
の
文
化
審
議
会
は
５
月
16
日
、「
本
願
寺
阿
弥
陀
堂
」
と

「
本
願
寺
御
影
堂
」
を
国
宝
と
し
て
新
規
指
定
、「
旧
真
宗
信

徒
生
命
保
険
株
式
会
社
本
館
（
本
願
寺
伝
道
院
）」
を
重
要
文

化
財
（
建
造
物
）
の
新
規
指
定
、「
本
願
寺
」
と
し
て
建
築
群

（
阿
弥
陀
堂
門
、
御
影
堂
門
、
経
蔵
、
鼓
楼
、
手
水
所
、
総
門
）

を
重
要
文
化
財
の
追
加
指
定
と
す
る
こ
と
を
文
部
科
学
大
臣

に
答
申
し
た
。
こ
の
結
果
、
官
報
告
示
を
経
て
国
宝
、
重
文

に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 

【
本
願
寺
新
報
５
月
20
日
号　

第
３
１
６
８
号
よ
り
転
載
】
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降
誕
会
写
真

 　

去
る
、
五
月
十
八
日
。
小
樽
別
院
に
於
き
ま
し
て
宗
祖
親
鸞

聖
人
の
ご
生
誕
を
祝
う
降
誕
会
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
前
日
ま
で
の
悪
天
候
に
よ
り
、
急
遽
境
内
で
の
イ
ベ
ン
ト

を
会
館
に
移
し
て
の
開
催
に
な
り
ま
し
た
が
た
く
さ
ん
の
方
に

ご
来
院
い
た
だ
き
ま
し
た
。
途
中
お
餅
が
足
り
な
く
な
っ

た
り
ご
迷
惑
お
か
け
す
る
場
面
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
り
無
事
勤
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
年

来
れ
な
か
っ
た
方
も
来
年
は
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

 

江
差・函
館
別
院
を
巡
る

 

団
体
参
拝

五
月
三
十
日
・
三
十
一
日

 

小
樽
別
院
様
ご
一
行
　
一
泊
二
日
団
体
参
拝

 「
ま
た
、来
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。」

　
帰
り
の
車
中
で
ご
参
加
の
方
々
か
ら
温
か

い
お
言
葉
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー(

笑)

を
い
た

だ
き
な
が
ら
無
事
旅
を
終
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
今
回
は
定
員
に
達
し
参
加
で
き
な
か
っ
た

方
に
は
せ
っ
か
く
の
御
縁
、
大
変
申
し
訳
な

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年
新
築
さ
れ
た
函

館
別
院
と
道
内
最
古
の
江
差
別
院
。
そ
れ
ぞ

れ
に
時
代
や
土
地
柄
を
背
負
っ
た
大
変
立
派

な
建
物
で
あ
り
ま
し
た
…
で
も
そ
れ
よ
り
、

「
よ
う
こ
そ
」
と
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
職
員

と
ご
門
徒
の
温
か
さ
に
「
や
っ
ぱ
り
お
寺
は

良
い
な
」
と
感
謝
い
た
し
ま
し
た
。
お
寺
、

そ
こ
は
見
て
楽
し
む
建
物
だ
け
で
は
な
く
、

僧
侶
・
門
信
徒
が
一
丸
と
な
っ
て
守
り
、
受

け
継
い
で
い
く
聞
法
の
道
場
で
あ
り
ま
す
。

道
中
は
バ
ス
に
揺
ら
れ
、
函
館
観
光
も
満
喫

し
、ま
た
函
館
へ
来
た
い
と
余
韻
を
残
し
戻
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

ご
来
院
い
た
だ
き
ま
し
た
。
途
中
お
餅
が
足
り
な
く
な
っ

た
り
ご
迷
惑
お
か
け
す
る
場
面
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
り
無
事
勤
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
年



盂
蘭
盆
会

8
月
15
日
金
〜
16
日
土

・午
後
1
時
半
よ
り

小
樽
別
院
本
堂

小
樽
別
院
輪
番

日
　時

8
月
16
日
土

・午
前
11
時
よ
り

日
　時

場
　所

場
　所

御
法
話

初
盆
法
要

〜
ご
法
要
の
ご
案
内
〜

昨
年
の
八
月
十
七
日
か
ら

今
年
の
八
月
十
六
日
ま
で
の
期
間
で

葬
儀
を
執
り
行
わ
れ
た
ご
遺
族
皆
様
に

ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

亡
き
方
を
通
じ
て
私
自
身
が
お
念
仏
を

慶
ば
せ
て
い
た
だ
く
ご
縁
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

小
樽
別
院
本
堂

お
盆
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

〜
小
樽
別
院
よ
り
の
お
願
い
と
お
知
ら
せ
〜

 　

基
本
的
に
い
つ
で
も
大
丈
夫
で
す
が
、
読
経
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
八
月
十
三
日
〜
十
六
日
の
四
日
間
は
納
骨

堂
に
職
員
が
常
駐
し
て
お
り
ま
す
。

　

時
間
帯
は
午
前
八
時
過
ぎ
か
ら
午
後
六
時（
閉
門
）ま
で

を
目
安
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

　

尚
、
十
五
日
・
十
六
日
は
盂
蘭
盆
会
と
宗
祖
月
忌
と
永

代
経
法
要
を
午
後
一
時
半
よ
り
本
堂
に
て
修
行
い
た
し
ま

す
の
で
、
午
後
一
時
か
ら
二
時
過
ぎ
ま
で
納
骨
堂
で
の
読

経
は
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

 　

期
間
中
は
本
堂
に
て
受
け
つ
け
て
お
り
ま
す
。
お
盆
の

時
期
し
か
受
け
つ
け
て
な
い
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
で
す

が
、
期
間
は
翌
年
３
月
末
ま
で
い
つ
で
も
寺
務
所
で
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

  　

納
骨
堂
の
管
理
費
と
は
別
に
全
門
徒
宅
に
門
徒
会
費

を
ご
納
入
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
い
た
だ

き
ご
来
院
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
骨
堂
で
の
読
経
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
布

施
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

 　

毎
年
、
み
な
さ
ま
か
ら
た
く
さ
ん
の
ご
意
見
や
お
願

い
を
頂
戴
し
ま
す
が
、
納
骨
堂
の
供
物
は
お
参
り
に
来

ら
れ
る
方
が
持
参
し
、
お
参
り
が
終
わ
っ
た
ら
お
持
ち

帰
り
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
供
物
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
苦
情
も
あ
り
ま

し
た
た
め
、
お
盆
期
間
中
の
供
物
の
回
収
は
中
止
い
た

し
ま
す
。

　

と
く
に
供
物
が
傷
み
や
す
い
時
期
で
す
の
で
、
ご
注

意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

お
問
い
合
わ
せ
は

 

電　

話　

〇
一
三
四
（
二
二
）
〇
七
四
四

 

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
一
三
四
（
二
九
）
四
〇
八
〇

 

小
樽
別
院
寺
務
所
ま
で

 

そ
の
①
　
納
骨
堂
の
お
参
り
に
つ
い
て

  

そ
の
②
　
納
骨
堂
の
管
理
費
に
つ
い
て

 

そ
の
③
　
門
徒
会
費
と
お
布
施

  

そ
の
④
　
お
供
物
に
つ
い
て

 　

も
う
す
ぐ
お
盆
の
時
節
に
な
り
ま
す
。

こ
の
時
期
は
大
変
多
く
の
方
の
ご
参
詣
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
が
、
中
に
は
年
に
一
度
の
こ
と
で
、

勝
手
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
お
寺
か
ら
の
お
願
い
と

お
知
ら
せ
と
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

ご
一
読
願
い
ま
す
。

2014年（平成26年）（5）
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お寺の行事カレンダー
8月

日 月 火 水 木 金 土
 1 2

3 4 5 6 7 8 9
常例布教 午後2時～  百日参拝終了式

 常例布教 午後２時～
常例布教 午後2時～

10 11 12 13 14 15 16
 常例布教 午後２時～  常例布教 午後２時～  常例布教 午後２時～ 盂蘭盆会

 午後１時30分～
 常例布教 午後２時～

盂蘭盆会
 午後１時30分～
 常例布教 午後２時～

初盆法要 午前11時～
 常例布教 午後２時～

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

9月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
 常例布教 午後２時～ 常例布教 午後２時～  常例布教 午後２時～ 常例布教 午後２時～  常例布教 午後２時～ 常例布教 午後２時～

14 15 16 17 18 19 20
 常例布教 午後２時～ 常例布教 午後２時～  常例布教 午後２時～ 納骨堂総追悼法要

 午後1時（予定）

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

納骨堂読経期間 （午前８時すぎから午後６時まで）

盆参詣 （ご自宅にお伺いいたします）

盆参詣 （ご自宅にお伺いいたします）

秋季彼岸会
（午後1時30分より）

秋季彼岸会（午後1時30分より）

「おたる西別院だより」に掲載してくださる商店や業者等を募集しております。
詳しくは 0134-22-0744 別院だより担当者:森までご連絡ください。広告募集

住宅設備工事店

●増改築工事　●流し回り、風呂廻り改修
●給湯器取付取替　●配管取替
●ストーブ取付取替　●暖房ボイラー取付取替

その他取替取付
ご相談に応じます

小樽市住吉町１５番８号
TEL・FAX　0134-22-6966

株式会社 日本旅行北海道
小樽支店〒047-0032　

小樽市稲穂2-22-4 樽石ビル1F
TEL 0134-33-4455  FAX 0134-33-4465
お得な旅情報　http://www.nta.co.jp/hokkaido/

営業時間　
平日9：45～18：00
（土・日・祝日：休業）

学校卒業アルバム等制作
証明写真（パスポート、各種免許）

発表会、イベントなどの各種出張撮影
写真・画像修整加工

デジカメプリント・DPE受付

〒047-0034 小樽市緑1丁目5番5号
TEL/FAX （0134）22-8959

写真のたかはし
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新
職
紹
介
と
退
職
挨
拶

 　

こ
の
度
、
四
月

一
日
付
で
本
願
寺

札
幌
別
院
へ
異
動

と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
二
年

度
よ
り
四
年
間
、
小
樽
別
院
に
て
尊
い
ご

縁
の
お
育
て
頂
き
ま
し
た
。
新
任
地
の
札

幌
別
院
で
は
、
小
樽
別
院
に
て
お
育
て
い

た
だ
い
た
事
を
旨
に
精
一
杯
奉
職
さ
せ
て

頂
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

札
幌
別
院
に
お
越
し
の
際
は
、
お
声
が

け
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
 

門
上　

誓
淳

 　

こ
の
度
ご
縁
を

い
た
だ
き
、
４
月

か
ら
小
樽
別
院
で

お
世
話
に
な
っ
て

お
り
ま
す
本
田
と

申
し
ま
す
。
以
前
は
京
都
で
学
生
を
し
て

お
り
ま
し
た
。
北
海
道
と
い
う
土
地
は
は

じ
め
て
で
、
日
々
新
し
い
発
見
が
あ
り
、

と
て
も
充
実
し
た
日
々
を
送
ら
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。
不
慣
れ
な
面
も
あ
り
ま
す

が
、
京
都
で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
活
か
し

精
一
杯
お
勤
め
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

 
  

本
田　

浄

 　

今
年
度
よ
り

小
樽
別
院
に
て
奉

職
さ
せ
て
頂
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た

津
田
造
士
で
す
。

　

と
も
に
お
念
仏
を
喜
ぶ
一
人
と
し
て
皆

様
の
お
手
伝
い
が
で
き
る
よ
う
力
を
尽
く

し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
小

樽
の
冬
を
乗
り
切
れ
る
よ
う
力
を
つ
け
た

い
で
す
。

 
   

津
田　

造
士

小樽別院よりのお願いとお知らせ

　
小
樽
別
院
に
登
録
さ
れ
て
い
る
代
表
者
の
方
の
連
絡
先
が
不
明

に
な
っ
て
い
る
ご
家
庭
が
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
左
記
の
場
合
に
は
必
要
書
類
に
ご
記
入
い
た
だ
き
ご
提
出
を
お
願

い
し
て
お
り
ま
す
の
で
必
ず
お
寺
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

①
代
表
者
ま
た
は
納
骨
堂
管
理
者
の
転
居

②
代
表
者
ま
た
は
納
骨
堂
管
理
者
が
変
更
に
な
る
場
合

※
ご
印
鑑
や
印
鑑
登
録
証
明
・
戸
籍
謄
本
、
ご
本
人
の
署
名
が
必
要

と
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
電
話
に
て
ご
連
絡
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
尚
、
お
盆
・
お
彼
岸
等
別
院
行
事
の
あ
る
場
合
は
、
ご
希
望
の
日

時
で
の
納
骨
や
ご
法
事
等
お
受
け
で
き
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
こ
ち
ら
も
事
前
に
別
院
に
日
程
や
時
間
を
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は

電　

話　

〇
一
三
四
（
二
二
）〇
七
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
一
三
四
（
二
九
）四
〇
八
〇

小
樽
別
院
寺
務
所
ま
で

  

西
　
田
　
　
　
勇

須
　
川
　
澄
　
子

高
　
野
　
和
　
江

西
　
尾
　
定
　
昭

藤
　
川
　
ミ
　
チ

福
　
田
　
叡
　
子

新
　
谷
　
久
　
江

岩
　
船
　
　
　
寿

村
　
川
　
　
　
浩

萩
　
野
　
瑛
　
子

山
　
口
　
信
　
子

山
　
本
　
ゆ
か
り

梅
　
澤
　
竹
　
雄

髙
　
田
　
澄
　
男

花
　
野
　
友
　
二

青
　
山
　
　
　
聡

境
　
　
　
君
　
子

岩
　
崎
　
昭
　
子

柳
　
谷
　
正
　
作

清
　
都
　
光
　
一

近
　
藤
　
健
　
一

川
　
脇
　
敏
　
夫

東
　
出
　
キ
　
ワ

坪
　
田
　
孝
　
子

亀
　
田
　
よ
　
ね

横
　
田
　
久
　
雄

別
院
門
徒
物
故
者 
（
平
成
二
十
六
年
五
月
末
現
在
）

（
敬
称
略
）

通
夜･

葬
儀
の

御
案
内

　

小
樽
別
院
会
館
ホ
ー

ル
に
て
通
夜
・
葬
儀
会
場

と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

亡
き
方
が
く
だ
さ
っ
た

大
切
な
ご
縁
を
ぜ
ひ
菩

提
寺
に
て
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
寺
務
所
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

葬
儀
の

（写真は会館ホール）（写真は浄縁塔仏間）

▶
小
会
場
も
ご
ざ
い
ま
す

　
〈
20
名
程
度
〉

編
集
後
記

 　風かおる季節となりました。5月18日の降誕会は林輪番様はじめ門信徒の皆々様のお
かげで無事終わりました。誠にありがとうございました。
　さて、五月晴れの中、5月30・31日に小樽別院主催の函館・江差参拝旅行に参加いた
しました。当日は小樽別院にて午前6時30分から本堂で晨朝参拝し、7時30分に小樽を
出発いたしました。江差別院・函館別院を参拝できることを大変嬉しく思い、両別院の
沿革を聞きながら、先人達の「一生懸命」の力が現在に続いていることを尊く感じまし
た。しかし、両別院もさることながら、小樽別院の本堂も立派であると改めて心より感じ
ました。今回の旅行を通じ、ただただ尊い仏縁に感動でいっぱいです。最後に御輪番、職
員様、旅行会社の皆様、大変お世話になりました。心より御礼申しあげます。
　皆々様、別院便りに色々な御意見をお寄せください。よろしくお願いいたします。合掌
 福川ヨシ子

門徒委員
平田　晴己
竹澤　知恭
福川ヨシ子

別院担当者
西村　玄介
森　　敬信

編
集
委
員

小樽市若松1丁目4番17号 

10134−22−0744
50134−29−4080

本願寺小樽別院連
絡
先

  8/ 1 ㈮～ 8/15㈮ 津田

 8/ 16㈯～ 8/31㈰ 西川（副）

 9/ 1 ㈪～ 9/16㈫ 岡﨑

 9/ 17㈬～ 9/30㈫ 磯村

●テレホン法話担当表
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