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先
般
、四
月
十
日
に
九
州
教
区
の
慶
讃

法
要
お
待
ち
受
け
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。コ
ロ
ナ
下
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、参

加
人
数
の
制
限
も
あ
る
中
で
の
開
催
で
し

た
が
、今
で
き
る
こ
と
を
、で
き
る
か
た

ち
で
精
一
杯
に
お
勤
め
し
た
大
会
で
あ
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。コ
ロ
ナ
を
は
じ
め

法
務
や
移
動
手
段
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
都
合

に
よ
り
参
加
い
た
だ
け
な
か
っ
た
方
に
、

少
し
で
も
当
日
の
様
子
を
お
届
け
し
た
い

と
思
い
、今
号
は
お
待
ち
受
け
大
会
に
関

す
る
記
事
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。本
誌

で
は
今
後
も
慶
讃
法
要
に
向
け
た
動
き
を

大
切
に
し
編
集
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

表
紙
の
文
字「
聲
」が
、今
号
よ
り
新
し
く
な

り
ま
し
た
。本
誌
の
名
称「
聲
V
o
i
c
e
」

に
は
、教
区
の
皆
さ
ん
に
教
区
内
の
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
や
お
寺
や
ご
門
徒
方
の
声
を

お
届
け
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
と
、

念
仏
せ
よ
と
勧
め
て
く
だ
さ
る
親
鸞
聖
人

を
は
じ
め
沢
山
の
先
達
方
の
お
声
を
聞
い

て
参
り
た
い
と
い
う
願
い
を
込
め
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。こ
の
思
い
に
立

ち
返
り
、「
聲
」の
文
字
を
宗
祖
の
御
真
筆

で
あ
る「
教
行
信
証（
坂
東
本
）」か
ら
引

用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

九
州
の
大
谷
保
育
協
会
加
盟
園
の

園
児
さ
ん
が「
人
と
生
ま
れ
て
」を

テ
ー
マ
に
描
い
た
絵
と
そ
の
作
業

風
景（
写
真
）を
使
っ
て
制
作
さ
れ

ま
し
た
。真
宗
保
育
理
念（
本
願
に

生
き
、と
も
に
育
ち
あ
う
保
育
）が

表
現
さ
れ
て
お
り
、コ
ロ
ナ
流
行

下
に
あ
り
な
が
ら
も
、子
ど
も
た

ち
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
作
品
で

す
。九
州
教
区
お
待
ち
受
け
大
会

の
会
場
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

（
画
像
編
集
：
恒
賀
康
太
郎
）
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慶
讃
テ
ー
マ

「
南
無
阿
弥
陀
仏
　
人
と
生
ま
れ
た

こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
」

四
月
十
日
、九
州
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十

年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
お
待
ち
受
け
大
会（
以
下

「
お
待
ち
受
け
大
会
」と
い
う
）が
、熊
本
城
ホ
ー
ル
を
会
場

に
開
催
さ
れ
、教
区
役
職
者
を
は
じ
め
約
一
、一
〇
〇
人
が
参

集
し
ま
し
た
。当
日
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
不

安
を
お
持
ち
の
方
も
自
宅
か
ら
参
加
で
き
る
よ
う
、

You
Tu
b
e
に
よ
る
ラ
イ
ブ
配
信
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
午
前
中
は
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
、鼓
笛
演
奏
に
合
わ
せ
て

横
断
幕
や
仏
旗
を
掲
げ
た
僧
侶
や
、大
谷
保
育
協
会
加
盟

園
の
園
児
た
ち
が
商
店
街
を
賑
々
し
く
練
り
歩
き
、お
待
ち

受
け
大
会
の
開
催
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。そ
の
後
、会
場
を
熊

本
城
ホ
ー
ル
に
移
し
て
行
わ
れ
た
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は
園
児

た
ち
が
和
太
鼓
を
演
奏
し
、続
い
て
花
ま
つ
り
が
行
わ
れ
ま

し
た
。開
式
に
あ
た
り
中
根
慶
滋
九
州
教
務
所
長（
当
時
）

か
ら
、六
年
前
の
熊
本
地
震
に
よ
り
今
な
お
苦
し
ん
で
お
ら

れ
る
方
々
へ
の
お
見
舞
い
の
言
葉
と
、パ
レ
ー
ド
に
参
加
さ

YouTubeにて、
お待ち受け大会の様子を
視聴できます 砥用音楽幼稚園の鼓笛隊の演奏

ともち

明
光
保
育
園
の
園
児
た
ち

●
供
灯
供
華
、三
帰
依（
ち
か
い
の
言
葉
）、灌
仏

●
吉
栁
佳
代
子
氏
に
よ
る
講
演
・
手
遊
び

●●

パ
レ
ー
ド

和
太
鼓
演
奏

オ
ー
プ
ニ
ン
グ

花
ま
つ
り

熊本城ホール熊本城ホール

お
待
ち
受
け
大
会

中根 慶滋 九州教務所長（当時）九州大谷短期大学の学生たち

荷堂 岳 主査

水前寺 清子 氏

九
州
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・

立
教
開
宗
八
百
年

慶
讃
法
要
お
待
ち
受
け
大
会

れ
た
皆
さ
ん
へ
の
感
謝
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
花
ま
つ
り
で
は
園
児
た
ち
が
誕
生
仏
に
甘
茶
を
灌
ぎ
、釈

尊
の
ご
誕
生
を
お
祝
い
し
ま
し
た
。そ
の
後
、吉
栁
佳
代
子

氏（
九
州
大
谷
短
期
大
学
准
教
授
）に
よ
る
講
演
・
手
遊
び

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
午
後
か
ら
の
お
待
ち
受
け
大
会
で
は
、開
会
に
あ
た
り
内

局
を
代
表
し
て
古
賀
堅
志
参
務
よ
り
挨
拶
が
あ
り
、同
朋
唱

和
に
よ
る
勤
行（
正
信
偈
三
淘
）が
行
わ
れ
ま
し
た
。大
谷

暢
裕
門
首
は
ご
挨
拶
の
な
か
で「
現
代
の
社
会
に
生
き
る
一

人
の
人
間
と
し
て
、あ
ら
た
め
て
宗
祖
聖
人
が
顕
か
に
さ
れ

た
本
願
念
仏
の
み
教
え
に
生
き
よ
う
で
は
な
い
か
」と
問
い

か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
続
い
て
記
念
イ
ベ
ン
ト
で
は
、熊
本
県
出
身
の
歌
手
、水

前
寺
清
子
氏
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
公
演
が
行
わ
れ
、「
い
っ
ぽ

ん
ど
っ
こ
の
唄
」や「
三
百
六
十
五
歩
の
マ
ー
チ
」な
ど
、懐

か
し
い
歌
に
参
加
者
は
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

　
記
念
講
演
で
は
、真
城
義
麿
氏（
真
宗
大
谷
派
善
照
寺
住

職
）が
講
師
を
勤
め
ら
れ
、慶
讃
テ
ー
マ「
南
無
阿
弥
陀
仏

　
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
」に
つ

い
て
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

　
閉
会
に
あ
た
り
、荷
堂
岳
主
査(

九
州
教
区
お
待
ち
受
け

大
会
に
関
す
る
小
委
員
会)

か
ら
教
区
の
方
々
の
ご
協
力
に

よ
り
、本
大
会
を
円
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
へ
の
謝
辞

が
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
、熊
本
地
震
に
思
い
を
寄
せ
な
が

ら「
色
々
な
方
々
の
痛
み
や
悲
し
み
、喜
び
に
寄
り
添
い
な

が
ら
九
州
教
区
と
し
て
歩
ん
で
ま
い
り
た
い
」と
挨
拶
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
、九
州
教
区
で
は
、こ
の
た
び
の
お
待
ち
受
け
大
会

に
続
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
慶
讃
事
業
へ
の
取
り
組
み
が
進
め

ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

き
り
ゅ
う
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本
日
、こ
こ
に
、九
州
教
区
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立

教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要
お
待
ち
受
け
大
会
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
、誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
さ
て
、わ
た
く
し
は
、現
代
社
会
に
生
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
、今

ほ
ど
、浄
土
真
宗
・
念
仏
の
教
え
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
な
い
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。突
然
お
と
ず
れ
る
か
も
し
れ
な
い
大
震
災
。環
境
破

壊
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
地
球
温
暖
化
と
、そ
れ
に
伴
う
異
常
気

象
。さ
ら
に
は
目
に
見
え
な
い
感
染
症
へ
の
恐
怖
。貧
困
や
格
差
の
拡
大

か
ら
く
る
社
会
の
分
断
。自
己
の
正
当
性
の
み
を
誇
示
し
た
絶
え
る
こ

　
こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
の
テ
ー
マ
は「
南
無
阿
弥

陀
仏　
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い

こ
う
」と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、こ
の
は
じ
め

に「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
、少
し
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
日
頃
、私
た
ち
は「
私
は
」と
い
う
主
語
で
生
き
て

い
ま
す
。つ
ま
り
は「
人
間
の
知
恵
の
世
界
」で
す
。

す
る
と
ど
う
し
て
も
自
分
の
都
合
が
よ
い
方
に
物
事

が
進
ん
で
欲
し
い
と
、そ
れ
ば
っ
か
り
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。そ
し
て
思
い
ど
お
り
に
進
む
こ
と
を
邪

魔
す
る
も
の
は
排
除
し
た
い
と
い
う
の
が
、私
た
ち

の
日
常
的
な
思
い
で
す
ね
。苦
痛
と
か
、不
便
と
か
、

不
快
と
か
、不
足
と
か
、不
健
康
と
か
、そ
う
い
う
も

の
を
と
に
か
く
排
除
し
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
た
ま
ま
、人
と
生
ま
れ
た
こ
と

の
意
味
を
た
ず
ね
る
と
、こ
れ
は
テ
ー
マ
に
願
わ
れ

て
い
る
も
の
と
は
全
く
方
向
違
い
に
な
っ
て
し
ま
う

心
配
が
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く

る
世
界
は
と
い
う
と
、そ
れ
は「
仏
様
の
智
慧
か
ら

見
た
ら
」と
い
う
世
界
で
す
。そ
の
と
き
の
主
語
は

「
仏
様
が
」「
阿
弥
陀
様
が
」で
す
。阿
弥
陀
と
い
う
仏

様
が「
私
の
た
め
に
、私
の
こ
と
を
」と
い
う
、そ
こ

に
立
た
せ
て
い
た
だ
く
。そ
こ
か
ら
物
事
を
見
て
考

え
る
と
、「
あ
ー
、そ
う
や
っ
た
」と
我
に
返
る
と
か
、

あ
る
い
は「
あ
ー
、ま
た
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
、目

の
前
の
欲
に
振
り
回
さ
れ
て
、私
は
右
往
左
往
し
て

お
っ
た
な
」と
気
付
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
今
日
の
午
前
中
に
花
ま
つ
り
が
あ
り
ま
し
た
。お

釈
迦
様
が
誕
生
さ
れ
て
す
ぐ
の「
天
上
天
下
唯
我
独

尊
」と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
天
上
天
下
」

と
は「
ど
ん
な
と
き
で
も
」と
い
う
こ
と
で
す
。「
唯

我
」と
は「
あ
な
た
は
か
け
が
え
の
な
い
あ
な
た
で

あ
っ
て
、代
わ
り
は
ど
こ
に
も
い
な
い
」。「
独
尊
」と

は
、「
何
も
付
け
加
え
な
く
て
も
あ
り
の
ま
ま
の
あ
な

た
と
し
て
尊
い
」と
い
う
こ
と
で
す
。私
た
ち
は
、そ

れ
ぞ
れ
が
か
け
が
え
の
な
い
尊
い
者
と
し
て
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。仏
様
の
智
慧
か
ら
は
、私

た
ち
は
尊
い
者
同
士
平
等
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。こ
れ
が「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
世
界
」で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

で
す
が
、あ
り
の
ま
ま
、そ
の
ま
ま
で
尊
い
と
言
わ

れ
ま
す
と
、「
じ
ゃ
あ
こ
の
ま
ま
で
い
い
ん
だ
」と
思

う
人
が
い
ま
す
が
、全
く
違
い
ま
す
。仏
様
か
ら「
あ

な
た
は
尊
い
」と
見
て
い
た
だ
い
て
、こ
れ
に
続
け
て

「
で
は
尊
い
あ
な
た
は
、人
生
を
尊
く
生
き
て
い
ま
す

か
」と
こ
う
尋
ね
ら
れ
た
ら
如
何
で
し
ょ
う
か
。

　
テ
ー
マ
の
な
か
に「
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
」

と
あ
り
ま
す
が
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
世
界
」を
忘
れ

る
と
、私
た
ち
は「
個
性
」と
か「
私
ら
し
さ
」と
か
、

ま
た「
人
生
は
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
だ
か
ら
、

死
ぬ
ま
で
を
楽
し
く
」と
な
り
が
ち
で
す
。そ
う
で

は
な
く
て
、私
が
生
ま
れ
た
時
に
ど
れ
ほ
ど
の
方
々

が
私
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
っ

た
の
か
。私
の
こ
と
を
過
去
も
今
も
こ
れ
か
ら
も
気

に
か
け
応
援
し
、う
ま
く
い
っ
た
ら
喜
ん
で
く
れ
、

あ
る
い
は
う
ま
く
い
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
く
だ
さ

る
方
々
が
仏
様
を
は
じ
め
ど
れ
ほ
ど
い
て
く
だ
さ
っ

た
か
。そ
れ
が
何
十
年
も
積
み
重
な
っ
て
今
の
私
た

ち
の
こ
の
瞬
間
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　
私
た
ち
が
い
か
な
る
境
遇
の
中
で
も
安
心
し
て
生

き
て
い
く
た
め
に
は
、還
っ
て
い
く
世
界
が
あ
る
こ

と（
浄
土
）、ど
こ
ま
で
も
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
仏

様
が
お
ら
れ
る
こ
と（
如
来
大
悲
）、そ
し
て
私
を
必

ず
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
様
の
お
約
束（
本
願
）が
必

要
な
ん
で
す
ね
。こ
の
三
つ
を
、阿
弥
陀
様
は「
南
無

阿
弥
陀
仏
」と
い
う
名
号
に
し
て
私
た
ち
に
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、阿
弥
陀
と
い
う
仏
様
が
、私
を
救
お

う
と
身
を
乗
り
出
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
法
然
上

人
を
通
じ
て
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。私
た
ち
も
同
じ

で
す
ね
。先
輩
方
が
大
事
に
な
さ
っ
た
念
仏
の
生
活
を

き
ち
ん
と
相
続
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　
テ
ー
マ
の
は
じ
め
に「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
置
か

れ
て
あ
る
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
な
が
ら
、今
回
の

記
念
講
演
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

記
念
講
演

真
城
義
麿
氏

真
宗
大
谷
派
善
照
寺
住
職

大
谷
暢
裕
門
首
ご
挨
拶

内
局
挨
拶古

賀
堅
志
参
務

　
全
国
に
先
駆
け
て
、新
教
区
を
発
足
さ
れ
ま
し
た
九
州
教
区
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、教
区
の
皆
様
に
よ
っ
て
慎
重
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
、新
し

い
教
区
、組
の
あ
り
方
を
形
作
っ
て
い
か
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。皆
様

の
歩
ま
れ
た
道
は
、宗
門
の
新
た
な
基
盤
作
り
の
方
向
性
に
大
き
な
示

唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。あ
ら
た
め
て
、そ
の
ご
苦
労
に
対
し
て

深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

一
昨
年
よ
り
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
脅
威
は
、
私
た

ち
真
宗
門
徒
の
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、伝
統
さ
れ
て

き
た
仏
法
聴
聞
や
寄
り
合
い
、語
り
合
い
と
い
う
こ
と
も
容
易
に
で
き

な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。で
す
が
、そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
も
、

折
に
触
れ
て
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、や
は
り
門
徒
さ
ん
方
の
お
念
仏「
南

無
阿
弥
陀
仏
」の
声
で
あ
り
ま
す
。そ
の
声
は
、こ
の
よ
う
な
、今
だ
か

ら
こ
そ「
念
仏
申
せ
」と
い
う
、こ
の
私
へ
の
促
し
と
し
て
響
い
て
く
る

の
で
あ
り
ま
す
。

　
周
知
の
通
り
宗
派
で
は
慶
讃
法
要
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て「
南
無
阿

弥
陀
仏　
人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
」と
い
う

テ
ー
マ
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。宗
祖
の
御
誕
生
そ
し
て
立
教
開
宗
を
慶

び
讃
え
る
と
い
う
こ
と
は
、念
仏
の
教
え
に
出
遇
い
、自
ら
に
か
け
ら
れ

た
願
い
に
深
く
頷
き
、そ
し
て
、そ
の
ご
恩
に
報
い
て
い
く
歩
み
に
他
な

り
ま
せ
ん
。

　
本
日
の
大
会
を
と
お
し
て
い
よ
い
よ
同
朋
会
運
動
の
更
な
る
推
進
へ

と
連
な
っ
て
い
き
ま
す
こ
と
を
念
じ
申
し
あ
げ
ま
す
。　

※

内
局
挨
拶（
要
旨
）

※

紙
面
の
都
合
上
、講
演
の
一
部
を
抜
粋
し
て
編
集
し
、掲
載

し
て
い
ま
す
。二
頁
の
Q
R
コ
ー
ド
か
ら
当
日
の
講
演
を

ご
視
聴
い
た
だ
け
ま
す
。

と
の
な
い
戦
争
。ま
た
生
命
科
学
や
Ａ
Ｉ
の
発
達
に
よ
っ
て
、人
間
存
在

と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
が
根
底
か
ら
揺
り
動
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
不
安
ば
か
り
が
つ
の
る
世
の
中
で
す
。し
か
し
、こ
の
よ
う
な
不
安
の

中
を
生
き
る
私
た
ち
に
は
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
愚
」

の
大
地
で
あ
り
、「
凡
夫
」と
し
て
の
わ
た
く
し
一
人
と
い
う
宗
祖
の
お

示
し
で
あ
り
ま
す
。誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
今
、こ
の
と
き
に
慶
讃
テ
ー
マ「
南
無
阿
弥
陀
仏　
人
と
生

ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
」が
発
信
さ
れ
た
こ
と
は
誠

に
意
義
深
く
感
じ
ま
す
。あ
ら
た
め
て
、宗
祖
聖
人
が
顕
か
に
さ
れ
た
本

願
念
仏
の
み
教
え
に
生
き
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
来
る
二
〇
二
三
年
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開

宗
八
百
年
慶
讃
法
要
に
は
御
真
影
の
前
で
皆
さ
ま
と
共
に
宗
祖
の
御
誕

生
を
慶
び
、念
仏
相
続
の
ご
勝
縁
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を

心
よ
り
念
じ
申
し
上
げ
、ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

●真宗本廟（東本願寺）慶讃法要
第一期法要　2023年3月25日（土）～4月  8日（土）まで〈15日間〉
第二期法要　2023年4月15日（土）～4月29日（土）まで〈15日間〉
讃 迎 期 間　2023年4月  9日（日）～4月14日（金）まで〈6日間〉

●九州教区慶讃法要
第一期法要　2026年　会場　鹿児島別院
　　　　　　（薩摩真宗禁制解禁150年法要 兼修）
第二期法要　2027年　会場　佐世保別院
第三期法要　2028年　会場　四日市別院

二
〇
二
二
年
四
月
十
日

真
宗
大
谷
派
門
首

大
谷
暢
裕
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真
宗
大
谷
派
の
福
岡
都
市
圏
に
お
け
る
新
た
な
教
化
推

進
拠
点
と
し
て
、「
浄
土
真
宗
の
教
え
を
よ
り
身
近
な
も

の
と
す
る
こ
と
」「
都
市
圏
で
の
仏
事
執
行
を
お
考
え
の

寺
院
・
門
徒
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
こ
と
」「
都
市
圏

で
の
開
教
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
」を
使
命
と
し
、二
〇

二
一
年
五
月
に
、福
岡
市
内
に「
東
本
願
寺
仏
事
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
福
岡
」が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
福
岡
都
市
圏
で
は
人
口
に
対
し
、真
宗
大
谷
派
の
寺
院

が
少
な
く
、転
居
し
た
ご
門
徒
と
真
宗
大
谷
派
の
繋
が
り

が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
仏
事（
葬
儀
・
法
事

等
）の
場
も
例
外
で
は
な
く
、施
主
が
真
宗
大
谷
派
の
儀

式
を
希
望
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、他
宗
に
よ
り
儀
式
が
執

行
さ
れ
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。
東
本
願
寺
仏
事
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
福
岡
で
は
、こ
の
よ
う
な
課
題
に
取
り

組
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、郷
里
の
寺
院
と
郷
里
を
離
れ
福
岡
都
市
圏
に

在
住
す
る
ご
門
徒
と
の「
ご
縁
」を
繋
い
で
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
教
化
事
業
や
広
報
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
福
岡
都
市
圏
在
住
の
、
真
宗
の
教
え
や
仏
教

に
関
心
の
あ
る
方
に
対
し
て
も
、「
浄
土
真
宗
の
教
え
」

を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
発
信
し
、
真
宗
大
谷
派
と
の
新

た
な
出
会
い
を
結
ぶ
機
会
を
創
り
出
す
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　
今
回
は
そ
の
活
動
の
中
か
ら
、「
仏
事
代
行
制
度
」に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
浄
土
真
宗
の
教
え
を
よ
り
身
近
な
も

の
と
す
る
こ
と
」「
都
市
圏
で
の
仏
事
執
行
を
お
考
え
の

寺
院
・
門
徒
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
こ
と
」「
都
市
圏

で
の
開
教
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
」

郷
里
の
寺
院
と
郷
里
を
離
れ
福
岡
都
市
圏
に

在
住
す
る
ご
門
徒

福
岡
都
市
圏
在
住
の
、
真
宗
の
教
え
や
仏
教

に
関
心
の
あ
る
方

　
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
福
岡
・
法

務
員
の
髙
見
と
申
し
ま
す
。現
在
、法
務

員
４
名
で
福
岡
都
市
圏
で
の「
仏
事
代

行
」を
担
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
仏
事
代
行
」で
は
、初
め
て
会
う
私

た
ち
法
務
員
に
対
し
、遺
族
か
ら
の「
信

頼
」を
寄
せ
て
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か

が
大
切
な
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
所
属
寺
に
代
わ
っ
て
儀
式
を
執
行
す

る
こ
と
の
責
任
感
と
、引
き
続
き
仏
事

の
場
を
大
切
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
願
い
を
伝
え
る
こ
と
を
心
掛
け
て

い
ま
す
。

仏事代行

仏事相談窓口

寺院紹介

九州親鸞フォーラム

仏教講座

開教サポート

終活サポート

広報活動

仏事
サポートセンター

東
本
願
寺
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

福
岡
の
役
割
っ
て
何
？

東本願寺仏事サポートセンター福岡 特設サイトはこちら 

▶

fukuoka@higashihonganji.or.jp

東
本
願
寺
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
福
岡

福岡市で葬儀の依頼が！
地元の法事と重なって行けない！

どうしよう…

東本願寺
仏事サポートセンター福岡に

お任せください！
法事がしたいけど、

地元のご住職に、遠い福岡まで
わざわざ来ていただくのは申し訳ないわ

仏事代行制度について
仏事代行の流れ 法名選定

寺院からの
ご依頼の場合

仏事代行の内容を確認

ご門徒へ内容の連絡

ご門徒からの
ご依頼の場合

所属寺の確認

所属寺へ仏事代行の内容を確認

仏事サポートセンター法務員による仏事代行

執行後、所属寺へ仏事代行の報告と「教化助成金」を還付

※葬儀以外にも、中陰や法事なども承ります。詳細はお問い合わせください。

仏事代行地域：福岡都市圏及び北九州都市圏の一部及びその周辺地域（詳細についてはお問合わせください）

法名は所属寺の住職に選定いただきます。

執行する僧侶

【仏事サポートセンター法務員】
九州教務所長より委嘱され、法務員研修
を受講した僧侶が執行します。

福岡都市圏にお住いのご門徒から、急な葬儀や法事の依頼があった際、所属寺住職に
代わって「東本願寺仏事サポートセンター福岡」が仏事を代行する制度です。

教化助成金
執行によっていただいたご法礼の一部を、
教化助成金として郷里の所属寺院に還付
します。

092-734-0208

仏
事
代
行
制
度
を
実
際
に
利
用
さ
れ
た
京
都
組
淨
喜
寺

（
福
岡
県
行
橋
市
）さ
ん
に
感
想
を
伺
い
ま
し
た
。

―

仏
事
代
行
制
度
を
利
用
さ
れ
た
き
っ
か
け
は
？

住
職　
福
岡
市
内
の
門
徒
さ
ん
か
ら
葬
儀
依
頼
の
電
話

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、既
に
別
の
葬
儀
が
入
っ
て
い
た
た

め
、仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
葬
儀
代
行
を
お
願
い
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

―

実
際
に
利
用
し
て
み
て
い
か
が
で
し
た
か
？

住
職　
大
変
助
か
り
ま
し
た
。丁
寧
な
儀
式
執
行
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、葬
儀
後
は
、門
徒
さ
ん
を
当
寺
へ
し
っ

か
り
と
繋
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。ま
た
、こ
ち
ら
の
門

徒
さ
ん
への
思
い
を
、執
行
者（
法
務
員
）へお
伝
え
す
る

こ
と
が
で
き
、安
心
し
て
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

―

門
徒
さ
ん
の
反
応
は
い
か
が
で
し
た
か
？

住
職　
自
分
が
葬
儀
を
勤
め
ら
れ
ず
申
し
訳
な
か
っ
た

の
で
す
が
、四
十
九
日
の
と
き
に「
お
葬
式
を
丁
寧
に
し

て
い
た
だ
き
、安
心
し
て
父
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。ご
本
山
に
よ
る
バッ
ク
ア
ッ
プ

が
安
心
感
に
つ
な
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

―

坊
守
さ
ん
か
ら
見
て
、仏
事
代
行
制
度
を
利
用
し
て

良
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

坊
守　
制
度
の
お
か
げ
で
、遠
方
の
門
徒
さ
ん
と
の
ご
縁

が
続
く
の
は
と
て
も
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

―

要
望
は
あ
り
ま
す
か
？

坊
守

お
寺
へ
の
周
知
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、門
徒
さ

ん
へ
の
周
知
に
力
を
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。門
徒

さ
ん
に
も
こ
の
制
度
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、ま

ず
は
故
郷
の
お
寺
に
相
談
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
と

思
い
ま
す
。

―

仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
や
仏
事
代
行
制
度
に
今
後

期
待
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

住
職　
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
、寺
院
が
使
用
で
き

る
法
事
会
場
が
あ
れ
ば
、都
市
圏
の
門
徒
さ
ん
の
法
事

執
行
は
も
ち
ろ
ん
、「
離
郷
門
徒
の
集
い
」な
ど
が
開
催

で
き
る
の
で
は
と
感
じ
ま
す
。

坊
守　
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
活
動
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
、こ
れ
ま
で
手
の
届
か
な
か
っ
た
都
市
圏
の
門
徒

さ
ん
と
お
寺
を
つ
な
い
で
い
た
だ
け
る
こ
と
は
、大
変
喜

ば
し
い
で
す
ね
。近
隣
の
ご
門
徒
さ
ん
だ
け
で
な
く
、遠

方
の
門
徒
さ
ん
が
、再
び
お
寺
と「
ご
縁
」を
も
っ
て
い

た
だ
け
る
機
会
が
増
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。

―

最
後
に
な
り
ま
す
が
、ご
住
職
か
ら
何
か一言
あ
り
ま

す
か
？

住
職　
九
州
一
教
区
化
を
機
に
、都
市
圏
教
化
の
拠
点

と
し
て
、「
東
本
願
寺
仏
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
福
岡
」

が
設
置
さ
れ
、仏
事
代
行
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
育
て
る
の
は
、私
た
ち
教
区
人
の
使
命
だ
と
思

い
ま
す
。こ
の
制
度
は
、門
徒
さ
ん
と
お
寺
の
ご
縁
作
り

だ
け
で
な
く
、門
徒
さ
ん
が
ご
本
山
を
身
近
に
感
じ
る

良
い
機
会
で
す
し
、こ
れ
ほ
ど
頼
れ
る
制
度
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

髙田 雅量氏
(福岡組 萬福寺）

髙見 貞浄氏
(福岡組 西応寺）

秦 秀朋氏
(福岡組 法照寺）

松尾 英親氏
(福岡組 德永寺）

仏事代行お問い合せ先

受付：24時間

清原 良潤氏
（住職）

清原 明子氏
（坊守）

まずは、仏事サポートセンターへお電話

寺
院
の「
聲
」

寺
院
の「
聲
」

ヴ
ォ
イ
ス

法
務
員
の「
聲
」

ヴ
ォ
イ
ス
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あ
な
た
の
お
寺
ら
し
さ
を
じ
っ
く
り
と
見
つ
め
、

お
寺
の
将
来
像
を
一
緒
に
描
き
ま
し
ょ
う
！

宗
派
で
は
、別
院
・
寺
院
の
活
性
化
を
支
援
す
る
取
り
組
み
と
し
て

各
教
区
に
寺
院
活
性
化
支
援
室
の
設
置
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

九
州
教
区
で
は
二
〇
二
〇
年
度
に
実
施
さ
れ
た
教
区
及
び
組
の
改
編

に
併
せ
、全
国
に
先
駆
け
て
九
州
教
区
寺
院
活
性
化
支
援
室
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
お
寺
と
地
域
社
会
と
の
関
係
や
、そ
こ
に
暮

ら
す
ご
門
徒
と
の
繋
が
り
の
か
た
ち
な
ど
、お

寺
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
き
ま

し
た
。お
寺
と
の
関
わ
り
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
社

会
傾
向
の
な
か
で
、日
頃
よ
り
不
安
を
抱
え
て

お
ら
れ
る
お
寺
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、お
寺
の
活
動
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
九
州
教
区
に「
九
州
教
区

寺
院
活
性
化
支
援
室（
以
下「
支
援
室
」と
い

う
）」が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

九
州
教
区
に
は
、
約
八
二
〇
カ
寺
の
お
寺

が
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
と
し
て
同
じ
お
寺
は

寺
院
活
性
化
と
は
お
寺
の
ど
の
よ
う
な
状
態

を
指
す
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
か
。法
要
に
沢
山
の

ご
門
徒
が
参
詣
し
て
い
る
状
態
、お
寺
が
経
済
的

に
上
手
く
運
営
で
き
て
い
る
状
態
、私
が
思
う
寺

院
活
性
化
と
は
、そ
こ
に
集
う
人
々
が
互
い
に
笑

い
合
え
て
い
る
状
態
を
指
す
の
で
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　
本
年
四
月
に
本
山
で
住
職
修
習
を
受
講
し
て

き
ま
し
た
。さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
問
題
を
抱
え

て
お
ら
れ
る
お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。門
徒
数
が

少
な
く
経
済
的
に
苦
し
い
お
寺
、火
事
で
寺
が

全
焼
し
、住
職
さ
ん
が
焼
死
さ
れ
、ご
門
徒
だ
け

が
残
っ
た
お
寺
。で
も
そ
こ
に
来
て
お
ら
れ
た

方
々
は
、笑
顔
で
前
を
向
い
て
歩
み
出
さ
れ
て

い
ま
し
た
。九
州
教
区
寺
院
活
性
化
支
援
室
で

は
、皆
さ
ん
と
と
も
に
笑
顔
に
な
れ
る
よ
う
な

支
援
や
企
画
を
考
え
て
い
き
ま
す
の
で
宜
し
く

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
の
お
悩
み
や
ご
相

談
等
に
応
じ
て
、各
課
題
別
に
専
門

の
講
習
を
受
講
し
た
支
援
員
を
派
遣

し
ま
す
。

寺院活性化支援室スタッフ長

■
支
援
員
の
派
遣

お
寺
の
長
所
を
活
か
し
た
将
来
計
画

を
、僧
侶
と
門
徒
が
一
緒
に
話
し
合
い

な
が
ら
考
え
て
い
く
参
加
型
の
講
座

で
す
。

※

近
隣
の
複
数
寺
院
で
開
催
す
る
こ

　
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※

近
隣
の
複
数
寺
院
で
開
催
す
る
こ

　
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

●
元
気
な
お
寺
づ
く
り
講
座

●「
は
じ
め
て
学
ぶ
お
寺
の
財
務
・
税
務
」講
座

　
講
師　
河
村
照
円
氏

（
税
理
士
・
行
政
書
士
・

真
言
宗
智
山
派
阿
弥
陀
院
住
職
）

●「
文
書
伝
道
研
修
会
」

　
講
師　
橋
本
真
氏（
企
画
調
整
局
参
事
）

　
講
師

　
講
師

●
こ
れ
ま
で
に
開
催
し
た
講
座

●
さ
ら
に
学
び
た
い
人
の
た
め
の
住
職

〝
再
〞
修
習

（
内
容
例：法
話
の
基
礎
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

　
シ
ョ
ン
な
ど
）

●
今
後
の
予
定

都
市
在
住
者
や
離
郷
門
徒
へ
の
初
縁

作
り
に
取
り
組
み
ま
す
。連
続
講
座

や
公
開
講
座
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

●
都
市・過
密
地
域
寺
院
支
援

お
寺
に
支
援
員
が
伺
い
、聞
き
取
り

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、そ
の

お
寺
に
あ
っ
た
支
援
を
一
緒
に
考
え

ま
す
。

●
離
島・過
疎
地
域
寺
院
支
援

日
曜
学
校
や
青
年
会
づ
く
り
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
、若
い
方
へ
の
ご
縁
づ

く
り
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

●
青
少
幼
年
教
化
支
援

法
座
や
聞
法
会
の
講
師
を
務
め
て
お

ら
れ
る
み
な
さ
ん
、お
葬
式
や
体
調

不
良
な
ど
で
講
師
が
務
め
ら
れ
な

か
っ
た
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。そ
の

様
な
と
き
で
も
教
区
内
に
お
い
て
選

任
さ
れ
た
講
師
を
派
遣
し
ま
す
。

■
講
師
代
行
派
遣
制
度

■
寺
院
運
営
実
践
講
座

お問い合せ お気軽にお問い合せください
特設サイトは
こちら ▶▶ 清原　宗 氏

あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
に
関
わ
る
人
の
顔
も
み
な

違
い
ま
す
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
の
良
い
と
こ

ろ
や
悩
み
ど
こ
ろ
も
違
い
ま
す
。一
口
に
「
支

援
」
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

は
一
様
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　
支
援
室
で
は
、各
寺
が
こ
れ
ま
で
培
わ
れ
て

き
た
個
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
、あ
ら
た
め
て

仏
事
を
ご
縁
と
し
た
お
寺
の
役
割
や
可
能
性
を

見
つ
め
直
す
こ
と
を
通
し
て
、各
寺
が
聞
法
の

道
場
と
し
て
活
性
化
さ
れ
て
い
く
サ
ポ
ー
ト
を

行
っ
て
い
ま
す
。

九
州
教
区
寺
院
活
性
化
支
援
室

九州教区寺院活性化支援室（九州教務所内）

それぞれのお寺が抱えているお悩みは一様ではありません。
支援室では、さまざまな講座の展開や、講師の派遣をとおして、
皆さんのお寺のお悩みに寄り添いながら、あなたのお寺らしさを
一緒に見つめ、お寺の将来像を描いていくお手伝いをします。

以前よりもお寺の行事の
参加者が少なくなってきたなぁ。

この辺りも過疎化が進んで
お寺の将来が不安だなぁ。

最近、住職になったけど
お寺の運営って

どうしたらいいんだろう。

若い方や子どもたちとの
ご縁づくりに

なにかできることはないかなぁ。

法話って一言で言っても
何からお話したら
いいんだろう。

法座の講師を頼まれたけど、
うちは参り手が私しかいないから
急なお葬儀などあったら…。
お断りするしかないかなぁ。

寺
院
運
営
に
役
立
つ
、実
践
的
な
講

座
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

0942-32-3056
kyushu@higashihonganji.or.jp
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二
〇
二
二
年
三
月
十
二
日
、九
州
教
区
の
寺
院

活
性
化
支
援
室
が
は
じ
め
て
主
催
し
て
開
催
す

る「
元
気
な
お
寺
づ
く
り
講
座
」が
四
日
市
別
院

を
会
場
に
開
催
さ
れ
、田
川
組
・
京
都
組
の
三

カ
寺
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
は
じ
め
て
と
な
る
今
回
は
、「
社
会
と
お
寺
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
」を
テ
ー
マ
に
講
義
と

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
講
座
の
は
じ
め
に
講
師
の
手
嶋
暁
史（
寺
院

活
性
化
支
援
員
・
大
分
東
組
）さ
ん
か
ら
「
こ

の
講
座
は
、い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
つ
な
が
り
を

大
事
に
し
な
が
ら〝
共
に
創
る
〞こ
と
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。講
座
の
最
後
に
は
お
寺
の
将
来
計

画
書
で
あ
る「
寺
業
計
画
書
®」を
作
成
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、そ

の
成
果
物
を
つ
く
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る

の
で
は
な
く
て
創
る
過
程
を
大
切
に
し
て
く
だ

さ
い
」と
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。机の上に広げた大きな模造紙に枠を

書いて、参加者それぞれが、お寺に
とって機会（チャンス）となるものを
青、脅威（ピンチ）となるものを赤の
付箋に書き出しながら話し合いが行
われました。

　このコーナーでは仏事ならではの悩みや困りごとに役立つ情報を紹介します。今回

取り上げるのは「御華束餅のカビ対策」です。法要の荘厳に欠かせない御華束。しかし

油断するとすぐカビが生えてしまい、泣く泣く捨ててしまった経験をお持ちの方も多

いことでしょう。また、先の理由から落雁で代用しているご寺院もあるとお聞きしてい

ます。そこで今回は「御華束餅を長持ちさせる方法」を調べてみました。

粉は湿気を集めやすく、カビの原因となります。

元
気
な
お
寺
づ
く
り
講
座

Voiceお役立ち情報

御華束餅のカビ対策

続
け
て
お
約
束
事
と
し
て
、〝お
寺
は
こ
う
あ
る

べ
き
だ
〞と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
は
な
く
て〝
私

の
お
寺
は
こ
う
あ
り
た
い
〞と
い
う
自
ら
の
積
極
性

を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
、そ
し
て
良
い
と
こ

ろ
を
最
大
限
に
活
か
し
な
が
ら
ア
イ
デ
ア
を
出

し
合
って
ほ
し
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
前
半
の
講
義
で
は
、日
本
の
総
人
口
の
推
移
や

生
活
環
境
の
変
化
、お
寺
に
対
す
る
社
会
意
識
の

変
化
な
ど
大
き
な
潮
流
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

　
後
半
は
、前
半
の
講
義
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

実
際
に
自
分
た
ち
の
お
寺
を
取
り
巻
く
環
境
の

変
化
を
、ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を
と
お
し
て
分
析
し

ま
し
た
。政
治
や
経
済
、生
活
ス
タ
イ
ル
な
ど
、

社
会
全
体
の
変
化
を
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
、

そ
の
中
に
あ
る「
お
寺
界（
お
寺
の
世
界
）」「
ご

門
徒
や
地
域
の
方
の
生
活
」は
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
き
た
の
か
を
話
し
合
い
ま
し
た
。は
じ
め
は

若
干
緊
張
の
面
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
が
、一
緒
に

作
業
す
る
な
か
で
次
第
に
会
話
も
弾
ん
で
い
る

よ
う
で
し
た
。

　
元
気
な
お
寺
づ
く
り
講
座
は
、講
義
と
そ
れ

に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を
中
心
に
全
五
回
の

講
座
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
。今
回
、ご
参
加
の

三
カ
寺
で
は
、講
座
中
に
行
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

を
実
際
に
自
坊
で
も
開
催
し
な
が
ら
、お
寺
に

関
わ
る
方
々
と
一
緒
に
将
来
計
画
を
描
い
て
い
き

ま
す
。

参加者の声
元
気
な
お
寺
づ
く
り
講
座
の
概
要
（
全
五
回
）

第
一
回　
社
会
と
お
寺
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
見
て
み
よ
う

第
二
回　
自
坊
の
強
み
を
見
出
し
、お
寺
の
使
命
を
考
え
よ
う

第
三
回　
お
寺
の
将
来
像
を
描
こ
う

第
四
回　
伝
わ
る
企
画
を
立
案
し
、計
画
を
具
体
化
し
よ
う

第
五
回　
寺
業
計
画
書
®
発
表

今まで脅威と思っていたことが逆に機会
(チャンス)なんじゃないかと感じること
が多々ありました。

もっと若い方に、お寺に関わって頂けるよ
うにしたいと感じました。

同じ福岡のお寺でも地域によって規模や
環境、悩みどころも違うなと感じました。で
も何かそこにお寺の将来を考えていくヒン
トがあるかもしれない。

ワークショップは住職だけでするのと門徒
さんを交えてするのとでは全然考え方が
変わってくると感じました。

ご門徒さんと真剣にお寺の話をするのは
初めてでした。いいきっかけを頂きました。

担当／中野

タイトルに必ず「お役立ち情報」と明記してください。

kyushu@higashihonganji.or.jp 0942-39-5077

このコーナーでは、皆様からのお役立ち情報を募集しております。
採用された方には素敵なプレゼントをご用意しております。下記までお寄せください。

ポイント1 粉をよく拭き取る

アルコールを吹きかけ、カビの原因菌を拭き取ります。焼酎
などでも代用できますが、香りの少ないもののほうがいいよ
うです。アルコール度数の高いものは、吹きかけるとすぐ揮
発するのでおススメです。

ポイント2 こまめにアルコール消毒

手は雑菌が多いうえ湿っているので、直接触るとカビ
の原因となります。触れてしまったら、早めにアルコー
ルで拭きとりましょう。

ポイント3 素手で触らない

防カビシートは水分を吸収しないので逆効果になる
可能性も。クッキングペーパーは定期的に取り替え
ましょう。

とにかくカビの発生原因
となるものをできるだけ
排除することが大切なよ
うです。ここで紹介した
対策はほんの一例です。
絶対的な効果があるとは
必ずしも言えません。改
良を加えるなどしてカビ
対策に取り組んでみてく
ださい。

ポイント4

まとめ

お餅が重なる部分に
クッキングペーパーを敷く

特に重ねた部分は
カビが発生しやすい

今回は
わかりやすくするために
重ね餅で実験しました。

「思考の枠組みに基づく分析の道具」をつかって議論したことを整理し、「つまり何が言えるか？」という示唆を抽出する時に使われる手法。
※ワークショップ（フレームワーク）

FAX
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