
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 

会 

い 

れ
ば
、
詳
し
い
や
り
方
は
お
寺
で

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
法
然
上
人
は

毎
日
六
万
、
七
万
回
の
念
仏
を
唱

え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。 

時
間
に
追
わ
れ
る
現
代
で
は
あ
り

ま
す
が
、
時
間
の
あ
る
時
、
日
課

念
珠
を
使
っ
て
い
つ
も
よ
り
、
ち

ょ
っ
と
多
め
に
お
念
仏
を
唱
え
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

念
珠
と
も
言
い
ま
す
が
、
浄
土

宗
の
場
合
は
二
連
の
も
の
を
使

い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
宗
派
は

一
連
の
も
の
が
多
い
の
で
、
よ

く
確
か
め
て
正
式
な
二
連
数
珠

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。
で
は
な

ぜ
二
連
な
の
か
？ 

別
名
「
日
課
念
珠
」
と
も
言
う

よ
う
に
、
日
々
の
お
勤
め
の
中

で
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
数
取

り
器
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
か

ら
な
の
で
す
。 

法
然
上
人
の
お
弟
子
さ
ん
で
阿

波
乃
介
と
い
う
方
が
考
案
さ
れ

た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

一
連
の
数
珠
は
玉
の
数
が
煩
悩

の
数
と
同
じ
く
百
八
個
で
す
。

日
課
念
珠
は
そ
の
半
分
の
半

分
、
二
十
七
個
の
一
連
と
大
小

順
番
に
連
な
り
大
玉
が
二
十
個

の
も
う
一
連
と
か
ら
成
り
ま

す
。
そ
し
て
房
に
も
ヘ
ラ
べ
っ

た
い
十
個
と
丸
い
六
個
の
玉
が

つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
組

み
合
わ
せ
て
、
何
と
三
万
二
千

四
百
回
を
片
手
で
数
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
興
味
が
あ

お
十
夜
は
十
月
か
ら
十
一
月
に

か
け
て
行
わ
れ
る
行
事
で
す
。
正

式
に
は
「
十
日
十
夜
法
要
」
と
言

い
ま
す
。
も
と
も
と
は
旧
暦
の
十

月
五
日
夜
か
ら
十
五
日
の
朝
ま

で
、
十
日
十
夜
に
わ
た
っ
て
お
念

仏
を
と
な
え
る
法
要
で
す
（
現
在

で
は
数
日
か
一
日
で
修
す
る
お
寺

が
多
い
よ
う
で
す
） 

浄
土
宗
の
重
要
な
経
典
の
一
つ

『
無
量
寿
経
』
に
「
こ
の
世
で
十

日
十
夜
の
間
、
善
行
を
修
め
る
こ

と
は
、
仏
の
世
界
で
千
年
に
わ
た

っ
て
善
行
に
励
む
よ
り
も
す
ぐ
れ

て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

室
町
時
代
に
京
都
の
真
如
堂
で

不
断
念
仏
を
修
し
た
の
が
起
源
と

さ
れ
、
こ
れ
に
感
動
さ
れ
た
後
土

御
門
天
皇
の
勅
許
に
よ
り
、
鎌
倉

光
明
寺
で
十
夜
法
要
が
は
じ
ま

り
、
全
国
に
広
が
っ
た
の
で
す
。 

で
は
な
ぜ
こ
の
世
界
で
の
修
行

が
、
仏
さ
ま
の
世
界
で
千
年
間
修

行
す
る
以
上
の
功
徳
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て

同
じ
く
『
無
量
寿
経
』
に
よ
れ

ば
、
仏
の
世
界
に
は
修
行
す
る
仲

間
が
数
多
く
お
り
、
煩
悩
な
ど
妨

げ
と
な
る
も
の
が
な
い
修
行
し
や

す
い
環
境
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
世
は
煩
悩
や
苦
し
み
、
悪
い

行
い
に
満
ち
溢
れ
、
人
々
は
あ
く

せ
く
と
日
々
を
送
り
、
一
日
た
り

と
も
心
が
休
ま
る
こ
と
が
な
い
。

修
行
の
妨
げ
が
多
い
世
界
だ
か
ら

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

「無量寿経」の一説 

浄
土
宗
の
仏
事
に
つ
い
て 

① 

「
数
珠
」（
じ
ゅ
ず
） 

 

第 3 号                   出会い                令和 4 年 11 月 1 日 

「
お 

十 

夜
（
お
じ
ゅ
う
や
）」 

～
仏
の
国
で
千
年
の
善
い
行
い
を
す
る
よ
り
勝
る
～ 

  

本年も昨年同様に一夜限り「十夜法要」を開催
します。開催に際しましては、換気を十分に行
い、間隔を開けてお座りいただきます。 
 
13：30～14：00 十夜法要 
14：10～15：00 法話 阿弥陀寺様

（射水市） 

十夜法要 11 月 14 日（月）開催 ま
た
、
十
夜
法
要
は
阿
弥
陀
さ

ま
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
法

要
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
秋
の
収

穫
に
感
謝
す
る
意
味
で
、
十
夜
袋

に
収
穫
さ
れ
た
お
米
を
入
れ
て
仏

さ
ま
に
お
供
え
し
た
り
、
新
米
で

作
っ
た
お
は
ぎ
や
赤
飯
な
ど
を
お

供
え
し
た
り
し
ま
す
。 

善
行
と
は
お
念
仏
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
お
十
夜
は
正
に
善
行
を
積

む
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
お
参
り
の
際

は
、
一
緒
に
一
心
に
お
念
仏
を
唱

え
ま
し
ょ
う
。 
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く
じ
ょ
う
か
ね
ざ
ね 

ご
本
尊
の
脇
侍
（
わ
き
じ
） 

【
勢
至
菩
薩
】 

 

せ
い
し
ぼ
さ
つ 

本
堂
の
ご
本
尊
阿
弥
陀
さ
ま
の

右
隣
（
向
っ
て
左
）
の
脇
侍
と
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
勢
至
菩
薩

で
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
、「
智

慧
」
を
あ
ら
わ
す
化
身
と
さ
れ
ま

す
。
同
じ
く
脇
侍
の
観
音
菩
薩
と

比
べ
る
と
地
味
な
印
象
で
す
が
、

智
慧
の
光
で
、
六
道
に
迷
う
衆
生

を
照
ら
し
、
地
獄
道
・
餓
鬼
道
・

畜
生
道
に
落
ち
な
い
よ
う
に
救
っ

て
く
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
実

は
、
法
然
上
人
を
勢
至
菩
薩
の
化

身
と
す
る
説
が
昔
か
ら
あ
り
ま

す
。
幼
名
を
勢
至
丸
と
い
い
、「
智

慧
第
一
の
法
然
坊
」
と
い
わ
れ
て

き
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て

い
ま
す
。
知
恩
院
に
は
勢
至
菩
薩

を
安
置
す
る
「
勢
至
堂
」
が
あ
り

ま
す
。 

終
盤
を
む
か
え
て
い
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
十
三

人
」
は
、
コ
ミ
カ
ル
な
部
分
も
あ

り
ま
す
が
、
残
忍
な
シ
ー
ン
の
多

さ
に
驚
き
ま
す
。
平
安
末
期
か
ら

武
家
が
台
頭
し
た
鎌
倉
時
代
の
混

乱
の
時
期
を
描
い
て
い
ま
す
。 

延
暦
寺
や
興
福
寺
が
武
力
、
権

力
を
持
ち
庶
民
の
間
に
末
法
思
想

が
広
が
っ
た
こ
の
時
代
に
法
然
上

人
を
始
め
と
し
た
新
仏
教
が
起
こ

っ
た
の
は
必
然
の
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。 

こ
の
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
公
家

「
九
条
兼
実
」
は
、
こ
の
時
代
を

描
く
際
に
は
必
須
の
人
物
で
す
。
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五
摂
家
の
九
条
家
の
祖
先
に
な

り
、
今
回
は
コ
コ
リ
コ
の
田
中
直

樹
さ
ん
が
演
じ
て
い
ま
す
（
平
清

盛
で
は
相
島
一
之
さ
ん
が
演
じ
て

い
ま
し
た
）。 

地
味
な
印
象
の
兼
実
で
す
が
、

関
白
ま
で
昇
り
つ
め
て
い
ま
す
の

で
、
そ
れ
な
り
に
力
は
持
っ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
一
一
九
六
年
に

関
白
を
退
い
た
後
は
、
法
然
上
人

の
元
で
出
家
、
浄
土
宗
に
帰
依
さ

れ
ま
し
た
。
浄
土
宗
に
と
っ
て
は

正
に
恩
人
の
よ
う
な
人
で
す
。

「
選
択
本
願
念
仏
集
」
は
兼
実
の

懇
願
に
よ
り
著
さ
れ
た
も
の
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

ド
ラ
マ
で
は
北
条
義
時
が
御
家

人
中
の
最
高
位
に
達
し
た
こ
ろ
、

京
で
は
興
福
寺
の
奏
状
に
よ
り
念

仏
は
禁
断
、
法
然
上
人
は
四
国
に

流
罪
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ピ
ン

チ
の
時
に
も
兼
実
は
法
然
上
人
を

助
け
ま
す
。
も
と
も
と
土
佐
で
あ

っ
た
流
罪
先
を
兼
実
の
領
地
で
あ

る
讃
岐
に
変
更
、
加
護
し
た
の
で

す
。
そ
の
時
の
上
人
の
年
齢
は
七

十
五
歳
で
し
た
が
、
讃
岐
の
あ
ち

こ
ち
に
布
教
の
足
跡
を
残
し
て
お

ら
れ
ま
す
。 

Y
o

u
T

u
b

e

の
「
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
浄
土
宗
」
か
ら

素
敵
な
動
画
配
信
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。「
お
寺×

睡
眠
導
入
」
と
い
う
実
験
的
な
企
画
で
す
。
総
本
山
及

び
全
国
に7

つ
あ
る
大
本
山
を
舞
台
に
順
次
配
信
さ
れ

ま
す
。「
毎
日
の
お
や
す
み
な
さ
い
に
寄
り
添
う
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
、
第
一
弾
は
総
本
山
知
恩
院
、
現
在
は

第
二
弾
の
大
本
山
鎌
倉
光
明
寺
ま
で
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
。 普

段
見
ら
れ
な
い
知
ら
れ
ざ
る
境
内
の
一
端
を
、
余

す
こ
と
な
く
収
録
し
て
い
ま
す
。
草
木
の
揺
れ
る
音
、

鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
、
そ
し
て
掃
除
や
作
務
に
励
む
僧

侶
の
姿
を
、
お
や
す
み
前
の
時
間
に
目
で
、
耳
で
、
直

に
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
ま
ど
ろ
み
時
間

を
、
き
っ
と
こ
こ
ろ
穏
や
か
に
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま

す
。 

「
九
条
兼
実
」
っ
て
誰
？ 

「
鎌
倉
殿
の
十
三
人
」
に
も
登
場
す
る 

「
浄
土
宗
」
の
恩
人 

大
念
寺
の
③ 

仏
さ
ま
紹
介 

 

お寺 × 睡眠誘導 

YouTube 
公式チャンネル 

浄土宗 

 

今
年
五
月
に
ス
タ
ー
ト
し
て
か

ら
三
号
目
の
発
行
と
な
り
ま
し

た
。
お
寺
の
行
事
と
し
て
実
施
し

た
の
は
昨
年
同
様
「
お
十
夜
」
の

み
と
い
う
状
況
で
す
が
、
今
年
は

新
た
に
「
写
経
会
」
を
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
何
事
も

徐
々
に
と
思
っ
て
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。
年
末
ま
で
予
定
は
以
下

の
通
り
と
な
り
ま
す
。 

写
経
会 

十
一
月
十
九
日
（
土
） 

 
 
 

 

十
二
月
十
七
日
（
土
） 

除
夜
の
鐘 

 

十
二
月
三
十
一
日(

土) 

編
集
後
記 


