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謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
も
変
わ
ら
ぬ
ご
厚

誼
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

先
日
、
ご
自
宅
に
て
ご
法
事
を
お
勤
め
し

ま
し
た
。
写
真
は
、
施
主
と
な
ら
れ
た
ご
兄
弟
と
ご
親
戚

の
方
で
す
。
肩
衣
を
着
用
さ
れ
て
い
る
の
が
ご
兄
弟
で
す
。

お
二
人
に
と
っ
て
の
ご
祖
父
様
、
ご
祖
母
様
の
三
十
三
回

忌
で
し
た
。
お
伺
い
し
ま
す
と
、
ご
遺
影
と
そ
の
横
に
、

四
つ
の
場
面
が
描
か
れ
た
絵
が
あ
り
ま
し
た
。

お
勤
め
し
た
後
に
、
ご
兄
弟
が
こ
の
度
の
法
事
を
発
願

さ
れ
た
経
緯
を
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。
お
二
人
に
と
っ

て
の
ご
実
家
は
、
今
は
、
ど
な
た
も
お
住
ま
い
で
は
な
い

の
で
す
が
、
こ
の
二
年
ほ
ど
の
間
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
っ

て
飲
食
店
は
閉
店
が
続
き
、
お
二
人
で
ゆ
っ
く
り
語
り
合

う
場
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
考
え
て

み
る
と
、
家
族
の
思
い
出
が
沢
山
詰
ま
っ
て
い
る
家
が
あ

る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
事
に
な
り
、
時
を
見
て
は
、
お

互
い
に
お
酒
と
肴
を
持
ち
寄
り
、
実
家
で
の
お
二
人
の
飲

み
会
が
始
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
差
し
つ
差
さ
れ
つ
つ
、
話

し
は
、
お
二
人
の
幼
い
時
の
思
い
出
話
し
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。
そ
の
中
で
も
、
夏
休
み
に
毎
年
通
っ
た
、
瀬
高
の

お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
は
、
話
し
が

尽
き
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

瀬
高
の
駅
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
迎
え
に
来
て
く
れ
た
事
、

山
か
ら
切
り
出
し
た
竹
で
作
っ
て
く
れ
た
釣
り
竿
で
の
フ

ナ
釣
り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
っ
て
く
れ
た
即
席
ラ
ー
メ

ン
の
味
。
す
こ
し
苦
か
っ
た
、
つ
る
む
ら
さ
き
の

味
。
み
ん
な
で
川
の
字
に
な
っ
て
寝
た
、
昼
寝
の

時
間
、
鈴
虫
の
声…

。

懐
か
し
い
思
い
出
に
浸
っ
て
い
る
中
で
、
お
二
人
は
、

「
そ
う
だ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
法
事

を
し
よ
う
！
」
と
思
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
法
事

の
時
に
は
、
ご
遺
影
の
横
に
、
兄
弟
二
人
で
語
り
合
っ
た

思
い
出
を
絵
に
し
て
、
お
供
え
を
す
る
事
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。

そ
の
お
話
し
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
ご
親
戚
の
方
が
、

「
少
し
い
い
で
す
か
？
」
と
お
話
し
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
方
は
、
お
二
人
に
と
っ
て
の
叔
父
様
で
し
た
。
ご
祖

父
様
、
ご
祖
母
様
の
息
子
さ
ん
で
す
。
「
厳
格
な
父
に
育

て
ら
れ
て
、
私
は
長
い
事
、
反
発
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か

ら
、
今
日
ま
で
、
父
の
法
事
と
い
う
よ
う
な
事
に
は
、
関

心
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
甥
の
二
人
が
父
の

法
事
に
招
い
て
く
れ
て
、
今
、
二
人
の
話
し
を
聞
く
う
ち

に
、
こ
れ
ま
で
私
が
抱
え
て
い
た
も
の
に
、
変
化
が
訪
れ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
こ
数
年
、
何

度
か
体
調
を
崩
し
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
、
親

身
に
な
っ
て
治
療
し
て
下
さ
っ
た
お
医
者
さ
ん
が
い
ら
し

て
、
私
は
助
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
今
考
え
て
み
れ

ば
、
父
が
私
の
事
を
守
っ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
そ
う
い
う
事
を
遠
ざ
け
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
日
の
法
事
で
改
め
て
、
甥
の

二
人
か
ら
教
わ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
父
や
母
と
の
思

い
出
を
絵
に
ま
で
し
て
く
れ
て
。
父
は
、
き
っ
と
私
に
対

し
て
、
本
当
は
心
の
底
か
ら
愛
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
し
た
。
今
と
な
っ
て
は
、
父
に
語
り
か
け
る

事
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
て
仏
事
を
通
し
て
、
も
う

一
度
、
出
遇
い
直
す
事
が
出
来
る
ん
だ
と
感
じ
て
、
今
日

は
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
有
難
う
。
」

私
は
、
こ
の
ご
法
事
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
反
発
し
て

い
た
気
持
ち
が
、
語
ら
い
や
仏
事
に
よ
っ
て
心
が
ほ
ど
け

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

仏
事
を
通
し
て
出
遇
い
直
す
事
が
出
来
る
。
出
遇
い
直
す

よ
う
な
心
を
頂
け

た
自
身
と
の
出
遇

い
が
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
仏
事
は

限
ら
れ
た
私
た
ち

の
人
生
の
時
間
を

輝
か
せ
る
も
の
と

な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

住
職
記

仏
事
に
よ
っ
て
心
を
ほ
ど
く

経教如鏡
き ょ う き ょ う に ょ き ょ う

●2022年1月9日（日）

●13時30分より本堂にて

●勤行／法話（当寺住職）

浄土真宗の寺院をはじめ、さまざまなお寺で

は、新年に「修正会」という法要が勤められます。

「修正会」とは、正月に修される法会（法要）と
● ● ●

いう意味で古くから行われている行事です。

仏さまに手を合わせるためにも、新年にお寺

に参拝してみてはいかがでしょうか。

★法要終了後、住職が本堂に残っております

ので、仏事に関するご相談など気兼ねなく

お声かけください。

修正会法要ご案内

納骨堂にお参りの際に、年に一度は

納骨壇の中の拭き掃除をしましょう。

納骨堂に布巾をおいておりますので、

優しく乾拭きしてください。

【納骨堂の方へ】

ご法事やお寺へお参りに際に、いつも
仏さまにお心のこもったお供物を賜わり
有難うございます。

皆さまからのお供物は、ご命日の集い
や寺院の行事・会議などの際に頂いてお
ります。

お供え物について

クイズで学ぶ仏教語（3面）答え

⇒ 「①垢」
生地がすべて白の無地の婚礼衣装「白無垢」や、

丸太から切り出した自然な状態のままの木材の

ことを「無垢材」と言ったりします。一般的に「無

垢」は、まじり気や濁りがなく清浄であることを

意味する言葉ですが、もともとは、一切煩悩から

離れているということを意味する仏教語です。

仏教ツウ！ポイント

<垢>とは煩悩を意味する言葉です。つまり<無垢>とは、「煩悩が無い」

という意味で、心身にけがれのない清浄な状態を表します。反対に

「煩悩が有る」状態のことは<有垢>と言います。仏教において煩悩と
う く

は、貪欲・瞋恚・愚痴（貪り・怒り・愚かさ）を指しますが、人間がこれ
と ん よ く し ん に ぐ ち

らの煩悩から完全に解き放たれるのは非常に難しいことから、<無垢>

は仏のさとりの境地を表す言葉としても伝えられてきました。

出典／『月刊 同朋』 2021年１月号 56頁
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だ
ま
っ
て
聞
け

寡
黙
な
父
の
愛
だ
っ
た

球
形
の
歪
み
に
鬼
も
来
て
遊
ぶ

ひ
ず

コ
ロ
ナ
禍
も

工
夫
次
第
と
弾
む
知
恵

は
や
ぶ
さ
２

ミ
ッ
シ
ョ
ン
続
く
宙
の
果
て

川
柳

山
口
由
利
子

2、靴をぬぐ。

本堂正面の階段の下で靴をぬぎます。

いつ鈴を打つの？

鈴は「かね」とも呼ばれ、寺院では「鏧（きん）」と言われています。お内仏（仏壇）の前に座ったら、ひとまず鈴を打

たれる方や、座るたびに鳴らされる方がおられますが、鈴とはお勤めのときに打つものです。お勤めの始まりや区切

り、終わりなど、勤行の決められた合図として、撥（ばち）を使って打ちます。

お勤めの合図

お勤めにあたっての手順は、まずお内仏に灯明を点じ、線香を焚き、ご本尊を仰ぎ合掌して、お念仏を称え、その

あと鈴を打ちます。真宗門徒の朝夕のお勤めで読む「正信偈」の場合は、一打目は音を小さく、二打目は大きく打ち、

発声します。鈴はお勤めを始める合図となり、複数人でお勤めする場合には、お勤めの速さやリズムを合わせる重要

な役割を担っています。

仏教・仏事 豆知識…朝夕の勤行

真宗門徒の朝夕のお勤めには、「正信偈」が読まれます。「正信偈」とは、親鸞聖人が書かれた『教行信証』の中

で記された偈（うた）です。朝夕のお勤めとして用いることが定着したのは、およそ500年前の第8代・蓮如上人の時

代にさかのぼり、すべての人が親鸞聖人の言葉に親しみ、教えに出あうことを願って定められました。

浄土真宗ｋｅｙｗｏｒｄ
りん

「鈴」 出典／月刊同朋 2021年4月号

【鈴の撥（ばち）の置き方】

真宗大谷派では撥を置く台はないので、納
骨堂やご自宅のお内仏（仏壇）の撥は、鈴の中

央に納めましょう。本堂の鏧の撥も、お勤めに

使うとき以外は鏧の中に納めてあります。

1、山門の前で一礼。

寺院の門である「山門」

の前で、本堂に向かっ

て一礼をします。

3、本堂に入る。

本堂に入る際は、扉を開けて一礼して御本尊

の前まで行って座ります。儀式のために敷居

や柵で仕切られていたり、一段高くなっている

場所まで入らないようにします。

足の不自由な方は立ったままで結構です。

4、阿弥陀仏を仰ぐ。

本堂の正面の阿弥陀仏を仰ぎ見ます。

本堂に置いてある線香を焚きます。焚き方は、まずロウソクに

火を点じ、線香を1～2本取り、香炉の大きさに合わせて折りま

す。ロウソクの火種から線香に火を灯し、火の付いた方を左に

して灰の上に横にねかせて置きます。線香を立てることはしま

せん。忘れずにロウソクの火も消しましょう。

6、合掌を解く。

合掌（がっしょう）を

解き、頭礼（かるく頭
ず ら い

を下げる）します。

本堂を出る際も一礼

をしてから出ましょう。

5、念仏する。

念珠（数珠）に手を通し、

仏様に手を合わせます。

静かに 「南無阿弥陀仏

（なむあみだぶつ）」と称

えます。声に出すことが

真宗門徒にとって大切な

行（ぎょう）です。

柏手は打ちません。

お寺での参拝方法
似ているようで実は少し違うのが、お寺と神社の参拝方法。

ここでは、お寺の参拝の手順について解説します。

本堂はお寺の中心となる場所で、聞法道場です。お墓参りの方も納骨堂参りの方も、
もんぽうどうじょう

必ず本堂に上がり、ご本尊に合掌・礼拝してからお墓や納骨堂へお参りしましょう。
ら いはい

松原さん親子。七五三を迎えられ、お参りに来ら

れました。着物姿がとても愛らしいです。

健やかな成長を祈念しております。

クイズで学ぶ仏教語

結婚式で新郎新婦が着る衣装には、洋装と和装があ
ります。洋装のほうをよく見かけますが、最近は和装の

人気も高まってきているようです。日本ならではの婚礼
衣装も素敵ですよね。

今回は結婚式の衣装にまつわる言葉からクイズです。

Ｑ.日本古来の和装で、婚礼の際、女性が着る「白〈むく〉」。

では、□に当てはまる漢字はどれでしょう？

無□

①垢 ②苦 ③句 （答えは4面）

出典／『月刊 同朋』2021年1月号 50頁

弔
事
も
慶
事
も
お
寺
へ
ご
参
詣
し
、

仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

本
堂
に
て
勤
行
・
法
話
を
ご
希
望
の
方
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


