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は
じ
め
に

生
前
法
名
を
い
た
だ
く
方
に
は

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
あ
り
ま
す

﹁
大
切
な
人
を
亡
く
し
て
﹂

﹁
仏
教
を
学
び
た
く
て
﹂

﹁
住
職
に
勧
め
ら
れ
て
﹂

﹁
人
生
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
た
く
て
﹂

﹁
終
活
と
し
て
﹂
な
ど

一
人
ひ
と
り
に
思
い
が
あ
り

生
前
に
法
名（※

１
）を
い
た
だ
き
ま
す

本
来
︑
法
名
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
つ
け
ら
れ
る

名
前
で
は
な
い
の
で
す（※

２
）

混
沌
と
し
た
時
代
の
中
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
出
発
点
と
し
て

﹁
ど
う
生
き
る
の
か
﹂﹁
な
ぜ
生
ま
れ
て
き
た
の
か
﹂
と
い
う

な
か
な
か
答
え
の
出
な
い
問
い
に

人
生
を
通
し
て
向
き
合
っ
て
い
く

そ
の
時
に
い
た
だ
く
名
前
が
﹁
法
名
﹂
な
の
で
す

そ
し
て
︑
法
名
を
い
た
だ
く
と
き
に
勤
ま
る
儀
式
を

﹁
帰
敬
式
﹂（※

３
）と
い
い
ま
す

12

※

１　
法
名

　
　
　
仏
弟
子
で
あ
る
証
と
し
て
お
釈
迦
様
の一字
を
冠
に
、「
釋
〇
〇
」「
釋
尼

　
　
　
〇
〇
」と
い
う
法
名
を
い
た
だ
き
ま
す
。

※

２　
生
前
に
受
式
す
る
こ
と
が
出
来
な
かった
方
に
対
し
て
、亡
く
な
ら
れ
た

　
　
　
後
に
法
名
を
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※

３　
帰
敬
式

　
　
　
帰
敬
式
と
は「
仏（
仏
陀
＝
お
釈
迦
様
）・法（
お
釈
迦
様
の
教
え
）・僧（
教

　
　
　
え
を
聞
く
仲
間
）」の
三
宝
に
帰
依
し
、本
願
念
仏
の
教
え
を
軸
に
仏
弟
子

　
　
　
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
誓
う
儀
式
で
す
。

き
き
ょ
う
し
き



亡くなったあなたと

いつまでも共にあることを

実感するために

仏の教えを聞き

最後まで力強く

生きていく

帰
敬
式
は
亡
き
人
へ
の
想
い
で
あ
る

帰
敬
式
は
仏
弟
子
の
名
の
り
で
あ
る

34



混沌とした時代の中

「私」であることを

忘れないために

人間そのものを

根底から顕かにする

教えがある
帰
敬
式
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
で
あ
る

帰
敬
式
は
自
己
の 

探
求
で
あ
る

あきら

56



あ
な
た
が

帰
敬
式
を
受
け
た
理
由

を
教
え
て
く
だ
さ
い

78



切
﹂
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
言

葉
通
り
︑
私
も
自
分
の
仕
事
を
ず
っ
と

続
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒

　
そ
の
後
︑
夫
が
亡
く
な
り
︑
そ
こ
か

ら
ほ
ぼ
毎
日
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
︑

別
院
に
来
て
お
参
り
し
て
い
ま
し
た
︒

本
堂
の
阿
弥
陀
さ
ん
の
前
に
座
っ
て
︑

一
人
で
じ
っ
と
し
て
い
た
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
︒
す
る
と
別
院
の
職
員
の
方

が
﹁
今
は
悲
し
み
の
中
に
お
ら
れ
る
の

で
す
ね
﹂
と
優
し
く
声
を
か
け
て
く
だ

さ
っ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
︒

　
帰
敬
式
は
夫
の
三
回
忌
の
時
︑
お
手

次
の
お
寺
さ
ん
が
声
を
か
け
て
く
れ
て

別
院
で
受
式
し
ま
し
た
︒
法
名
は
亡
く

な
っ
た
と
き
に
つ
け
る
も
の
だ
と
思
っ

て
い
た
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
が
︑
お

話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
﹁
ぜ
ひ
い
た

だ
き
た
い
﹂
と
思
い
ま
し
た
︒
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
は
﹁
私
の
行
く
と
こ
ろ
が
決

ま
っ
た
﹂
﹁
夫
と
繋
が
る
こ
と
が
で
き

る
﹂
と
い
う
安
心
感
で
し
た
︒

—
—

帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
る
ま
で
の
経

緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い
︒

　
う
ち
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
何
を
す
る
で
も
仏
さ
ま
に
手
を
合

わ
せ
る
人
で
︑
私
自
身
に
と
っ
て
も
お

寺
は
近
所
の
遊
び
場
で
し
た
︒
お
寺
さ

ん
や
ご
先
祖
を
大
切
に
す
る
風
習
の
中

で
育
ち
ま
し
た
し
︑
夫
が
元
気
な
時
は

私
の
実
家
の
両
親
と
︑
夫
の
両
親
も
つ

れ
て
別
院
に
お
参
り
に
来
て
い
ま
し
た
︒

　
夫
は
共
存
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
す

る
人
で
︑
い
つ
も
﹁
女
性
も
男
性
も
一

人
ひ
と
り
が
自
立
し
て
い
く
こ
と
が
大

　
多
く
の
人
が
受
式
し
て
欲
し
い
と
思

い
ま
す
︒
心
の
安
心
感
︑
自
分
を
肯
定

し
て
く
れ
る
世
界
が
あ
り
︑
行
き
先
が

決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
︑
今
を
大
事
に

生
き
て
い
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
か
ら
︒

—
—

法
名
を
い
た
だ
か
れ
て
か
ら
は
い

か
が
で
す
か
？

　
い
つ
も
﹁
一
緒
に
お
参
り
し
て
い
る
﹂

気
持
ち
で
す
︒
夫
は
﹁
向
こ
う
岸
﹂
︑

私
は
﹁
こ
っ
ち
の
岸
﹂
だ
け
ど
︑
﹁
も

と
も
と
は
一
緒
の
場
所
か
ら
来
た
ん
だ

よ
︑
だ
か
ら
帰
る
場
所
も
一
緒
な
ん
だ

よ
﹂
と
教
え
ら
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
︒

　
私
は
早
産
児
で
生
ま
れ
ま
し
た
が
︑

こ
こ
ま
で
な
ん
と
か
生
き
て
こ
ら
れ
ま

し
た
︒
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
死
ん
で
い
た

か
も
し
れ
な
い
と
思
う
と
︑
生
ま
れ
る

と
き
と
死
ぬ
と
き
が
一
番
大
事
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
︒

　
今
は
心
光
会
に
入
っ
て
︑
皆
さ
ん
と

一
緒
に
別
院
の
出
版
物
﹃
名
古
屋
御
坊
﹄

の
発
送
作
業
や
色
々
な
お
手
伝
い
を
し

て
い
ま
す
︒

—
—

帰
敬
式
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い
方

へ
お
伝
え
し
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

私
の
行
き
先
が
決
ま
っ
た
安
心
感

「
向
こ
う
岸
」と「
こ
っ
ち
の
岸
」

名
古
屋
別
院
の
護
持
団
体・心
光

会※

に
所
属
し
、様
々
な
奉
仕
活
動

で
来
院
さ
れ
て
い
る
髙
木
さ
ん
。ど

の
よ
う
な
経
緯
で
法
名
を
い
た
だ
い

た
の
か
、た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。

受
式
者

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

法
名 

釋
尼

華
米

髙
木 

米
子 
さ
ん

︵
第
　
組 

善
敬
寺
門
徒
︶
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1

910

※心光会（しんこうかい）

名古屋別院を護持する10団体の総称
である見真会の中の団体のひとつです。
お盆、お彼岸の参拝者接待、報恩講で
のお斎場の配膳、『名古屋御坊』の発送
など、様々な活動をしています。現在は
約50人ほどの会員がおり、随時、会員を
募集しています。



模
な
勉
強
会
が
あ
る
の
で
参
加
し
よ
う

と
い
う
程
度
で
︑
法
名
も
帰
敬
式
も
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
こ
に
夫
婦
で
参

加
し
︑
京
都
の
ご
本
山
で
法
名
を
い
た

だ
き
ま
し
た
︒
男
女
合
わ
せ
て
１
５
０

人
の
参
加
者
が
い
て
︑
す
ご
い
賑
わ
い

で
し
た
︒

—
—

受
式
し
て
み
て
︵
法
名
を
い
た
だ

い
て
み
て
︶
ど
う
で
し
た
か
？

博
司
さ
ん
　
や
は
り
夫
婦
一
緒
に
法
名

—
—

帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
た
き
っ
か
け

を
教
え
て
く
だ
さ
い
︒

博
司
さ
ん
　
１
９
８
８
︵
昭
和
　
︶年
︑

西
祐
寺
で
勉
強
会
が
始
ま
り
ま
し
た
︒

働
い
て
い
る
人
を
対
象
と
し
た
夜
の
勉

強
会
で
し
た
の
で
︑
会
社
の
帰
り
に
お

寺
に
寄
っ
て
︑
妻
と
二
人
で
勉
強
し
ま

し
た
︒

さ
ち
子
さ
ん
　
勉
強
会
に
参
加
し
た
き

っ
か
け
は
月
参
り
で
熱
心
に
住
職
さ
ん

が
声
を
か
け
て
く
れ
た
か
ら
で
す
︒
少

し
子
育
て
に
も
余
裕
が
で
き
た
の
で
︑

夫
を
誘
っ
て
参
加
し
ま
し
た
︒

博
司
さ
ん
　
テ
キ
ス
ト
は
﹃
宗
祖
親
鸞

聖
人
﹄
で
︑
講
師
は
荒
山
修
先
生
で
し

た
︒
そ
の
勉
強
会
が
と
て
も
楽
し
く
︑

仲
間
が
増
え
た
こ
と
で
︑
し
ば
ら
く
通

い
続
け
て
行
く
う
ち
に
︑
１
９
９
３︵
平

成
５
︶
年
に
西
祐
寺
が
所
属
す
る
地
域

全
体
︵
　
カ
寺
︶
で
の
推
進
員
養
成
講

座
が
始
ま
り
ま
し
た
︒
そ
の
時
は
大
規

博
司
さ
ん
　
妻
の
法
名
が
釋
尼
相
念
で
︑

﹁
仏
と
仏
と
相
念
じ
た
ま
え
り
﹂
の
お

経
の
言
葉
が
浮
か
び
ま
し
た
の
で
︑
私

も
妻
と
と
も
に
仏
さ
ま
に
向
き
合
う
時

間
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
︑

並
ん
で
撮
影
し
て
も
ら
い
ま
し
た
︒

を
い
た
だ
き
︑
出
発
点
も
同
じ
と
い
う

こ
と
で
︑
法
話
の
話
な
ど
共
通
の
話
題

が
で
き
ま
し
た
︒
そ
こ
で
お
互
い
に
感

じ
た
こ
と
を
言
い
合
え
る
こ
と
は
良
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒

さ
ち
子
さ
ん
　
私
の
実
家
は
禅
宗
で
︑

母
は
生
ま
れ
が
浄
土
真
宗
の
家
だ
っ
た

の
で
︑
慣
れ
る
の
に
苦
労
し
た
そ
う
で

す
︒
私
が
真
宗
の
お
宅
に
嫁
い
で
法
名

を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
と
て
も
喜
ん
で

く
れ
ま
し
た
︒

—
—

帰
敬
式
の
受
式
前
と
︑後
で
イ
メ
ー

ジ
が
変
わ
っ
た
こ
と
な
ど
あ
り
ま
す
か
？

博
司
さ
ん
　
お
寺
の
勉
強
会
に
足
を
運

ぶ
回
数
も
多
く
な
り
︑い
ま
ま
で
何
と
な

く
聞
い
て
い
た
の
が
︑
も
っ
と
深
く
勉

強
し
た
い
と
い
う
思
い
に
な
り
ま
し
た
︒

積
極
的
に
人
と
会
い
︑
仏
縁
を
深
め
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
︒

—
—

ま
だ
受
式
さ
れ
て
い
な
い
方
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
あ
り
ま
す
か
？

さ
ち
子
さ
ん
　
一
度
し
か
な
い
大
切
な

人
生
を
お
念
仏
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
く

と
元
気
に
な
っ
た
気
が
し
て
︑
人
生
に

勇
気
が
出
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒
縁

が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
︑
で
き
れ
ば
夫
婦
一
緒

に
受
式
し
て
く
だ
さ
い
︒

—
—

受
式
の
き
っ
か
け
で
﹁
佛
々
相
念
﹂

と
書
か
れ
た
理
由
︵
８
ペ
ー
ジ
上
段
︶

は
な
ん
で
す
か
？

夫
婦
で
同
じ
出
発
点
に

仏
さ
ま
と
向
き
合
う
時
間
を
大
切
に

受
式
者

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

2

法
名 

釋
広
施

法
名 

釋
尼
相
念

服
部 

博
司 

さ
ん

服
部 

さ
ち
子 

さ
ん

︵
第
　
組 

西
祐
寺
門
徒
︶

20

※推進員養成講座（すいしんいんようせいこうざ）

現在は「同朋の会推進講座」と名称が変わっていますが、名
古屋教区においては、なじみのある「推進員養成講座」の呼
び名のまま行われています。推進員養成講座とは、親鸞聖人の
教えについて名古屋教区内のお寺で講義、座談などの講習を
受け（前期教習）、その後、京都の本山・東本願寺で学ぶ（後期
教習）講座です。本山の後期教習の日程で帰敬式を受けること
もできます。

63

37

服
部
博
司
さ
ん
は
、　
代
の
と
き
に

現
役
で
仕
事
を
し
な
が
ら
、１
９
９

３（
平
成
５
）年
に
組
の
推
進
員
養

成
講
座※

に
、さ
ち
子
さ
ん
と
ご
夫

婦
で
参
加
し
、京
都
の
東
本
願
寺
で

帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
ま
し
た
。

50

1112

あ
い



受
式
者

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

法
名 

釋
仁
性

平
松 

仁 

さ
ん

︵
第
　
組 

西
祐
寺
門
徒
︶

通
い
ご
法
話
を
聴
聞
し
て
み
ま
し
た
が
︑

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

　
い
ろ
い
ろ
と
思
い
巡
ら
す
中
で
︑
お

手
次
の
住
職
か
ら
︑
名
古
屋
別
院
で
の

帰
敬
式
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
︒
以
前
か

ら
聞
い
て
は
い
ま
し
た
が
︑
よ
う
や
く
そ

の
時
を
い
た
だ
い
て
受
式
し
ま
し
た
︒

　

—
—

帰
敬
式
を
受
式
さ
れ
た
き
っ
か
け

を
教
え
て
く
だ
さ
い
︒

　
父
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
機
に
︑
母

が
真
宗
の
聞
法
に
熱
心
に
な
り
ま
し
た
︒

生
前
︑
父
か
ら
﹁
わ
か
ら
な
い
こ
と
が

あ
っ
た
ら
お
手
次
寺
に
聞
い
て
い
き
な

さ
い
﹂
と
言
わ
れ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
︒

　
そ
れ
で
︑
私
自
身
も
︑
浄
土
真
宗
と

は
何
か
︑
何
を
教
え
て
い
る
の
か
︑
と

い
う
疑
問
が
あ
っ
て
︑
何
度
も
お
寺
に

—
—

こ
れ
か
ら
受
式
を
考
え
て
い
る
方

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
あ
り
ま
す
か
︒

　
受
式
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
な
と
︑

先
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
︑
今
ま
で
自
分
が
そ
の
縁
に
遇

っ
た
こ
と
︑
自
分
ま
で
伝
え
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
︑
自
分
ま
で
大
事
に
さ
れ
て

き
た
も
の
︒
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る

の
が
い
い
と
思
い
ま
す
ね
︒
そ
し
て
︑

住
職
あ
る
い
は
関
係
者
の
方
々
に
︑
何

で
も
相
談
︑
質
問
︑
お
話
を
し
て
み
て

く
だ
さ
い
︒

—
—

受
式
し
た
前
と
後
で
何
か
変
わ
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
︒

　
一
歩
踏
み
込
ん
で
関
わ
る
よ
う
に
な
り
︑

い
ろ
い
ろ
な
方
に
出
会
い
︑そ
こ
か
ら
自

分
を
振
り
返
る
と
︑
ま
だ
自
分
の
人
生

に
︑
私
自
身
何
一
つ
手
を
付
け
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
︒

　
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
︒

何
も
な
い
ま
ま
終
わ
る
ん
だ
と
思
っ
た

ら
ど
う
し
よ
う
と
︒
何
も
聞
い
て
い
な

い
し
︑
誰
と
も
出
遇
っ
て
い
な
い
︒
自

分
自
身
す
ら
わ
か
ら
な
い
︒
だ
か
ら
聞

い
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
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一歩
踏
み
込
ん
で…

何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か

帰
敬
式
受
式
の
き
っか
け
を
お
聞
き

し
て
い
る
中
で
、「
中
に
入
っ
て
確
か

め
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
！
」と

答
え
ら
れ
た
平
松
さ
ん
。帰
敬
式
受

式
後
に
得
度
も
受
式
さ
れ
、よ
り
深

く
お
寺
と
関
わ
り
、真
宗
の
教
え
を

学
ん
で
お
ら
れ
る
、そ
の
背
景
を
た

ず
ね
て
み
ま
し
た
。

3

帰敬式受式者の声

自分とは何だろう？

私は1941年生まれ、80歳と高齢を迎え、
お寺さんに足を運ぶごとに「自分は何だろ
う」と、何か気持ちの中でお寺に興味を抱
くようになりました。圓福寺さんに墓もあ
りますし、門徒会よりの誘いもありました
ので、有難く受けさせていただきました。
帰敬式でお会いした方々も同年代の方で落
ち着いて話が出来ました。帰敬式の剃刀の
儀で、髪におかみそりを当てられた時は背
筋がピリッとしました。

法
名 

釋
和
光

川
上 

和
夫 

さ
ん

︵
第
２
組 

圓
福
寺
門
徒
︶

妻の死、自らの病を経て

娘に勧められて受式した。毎日を漠然と送
ってきたが、この３年の間に、妻が死去。
私自身も大病を2回患った。このようなこと
から毎日を大切に生きようと仏教に興味を
持った。
帰敬式の当日は「仏弟子になる」と言われ
たが、私には浄土真宗の知識が全くないの
で、初歩的なことから始めようとDVDプレイ
ヤーや浄土真宗の解説書を数冊購入して、少
しでも知識を広めたいと勉強を始めている。

法
名 

釋
善
進

渡
邉 

進 

さ
ん

︵
第
　
組 

安
養
寺
門
徒
︶
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何もわからない中で

母親の収骨のため、順慶寺のご住職からい
ただいた本山収骨の案内の中に帰敬式の文
字がありました。初めて聞く言葉で、さっぱ
りわかりませんでしたので住職に説明して
もらいました。受式したのは法名が授けら
れることで、いま、生がある時に「自らを
知り得たかった」からです。
当日は法名が授けられたことに感激しました。
少しずつ浄土真宗の教えを学びたいと思い
ました。他の参加者の方々の熱心なことに
感激しました。

法
名 

釋
尼

洋
華

西
山 

洋
子 

さ
ん

︵
第
　
組 

順
慶
寺
門
徒
︶

23

1314



帰
敬
式
を

受
式

す
る
に
は

帰
敬
式
の
受
式
に
は
主
に
︑

以
上
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
ぞ
れ
違
い
や

ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
︑

ご
自
分
に
合
っ
た
受
式
を
選
ぶ
際
の

参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

基本的には毎日行っております。

10:00頃から受付　11:00開式
13:00頃から受付　14:00開式
※法要や行事の関係で帰敬式のない日や、時間の変更があります。

日　程

10,000円（20歳以下は5,000円）礼　金

ポイント

東本願寺（京都）での受式

帰敬式を受式できる日が多いため、お仕事など、予定
を合わせづらい方にはおすすめです。また京都のご本
山（真宗本廟）で受式できて、御影堂の荘厳な空気の
中で法名をいただくことができます。

1
Case

毎年12月18日の 9:00開式
※名古屋別院の報恩講期間中

日　程

20,000円（20歳以下は15,000円）礼　金

ポイント

名古屋別院での受式

年に一回ですが、数回の事前学習会があり、「浄土真宗
の教え」や、「法名について」などを知っていただいて
からの受式になります。学んでいただくことにより、
深い実感のもとでの受式となります。

2
Case

ご住職にご相談ください。日　程

ご住職にお尋ねください。礼　金

ポイント

地域のお寺での受式

「東本願寺（京都）」、「名古屋別院」とは異なり、普段
からお付き合いのあるご住職により、儀式を執行して
いただけます。

3
Case

① 

東
本
願
寺
︵
京
都
︶で
の
受
式

② 

名
古
屋
別
院
で
の
受
式

③ 

地
域
の
お
寺
で
の
受
式

①東本願寺での儀式執行者は門首、鍵役です。また当日受付も可能ですが、住職選定の法名で
　はなくなります。詳しくは、名古屋教務所までお問い合わせください。お手次のお寺から真宗
　本廟奉仕団、組や教区主催の推進員養成講座、個人的に真宗本廟にお参りしたときなど、ど
　のきっかけでも受式は可能です。
②名古屋別院の帰敬式での儀式執行者は門首です。また事前に申し込みが必要です。

問い合わせ先

留意事項

名古屋教務所　TEL：052-331-2468　FAX：052-321-5845
　　　　　　　  MAIL： nagoya@higashihonganji.or.jp
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信道講座
今日まで120年にもわたって相続されてきた「仏
教講座」で、お聖教に学ぶ日曜開催の講座です。

日程：毎月第2日曜日（変更の場合あり）
       10時～12時
会場：名古屋別院対面所
参加費：一回300円

聖典研修
『真宗聖典』に収められた浄土真宗の聖教を、と
もに学んでいく講座です。テーマ・講師は年度
ごとに変わります。

日程：年4～5回 18時～20時
会場：名古屋別院対面所
参加費：一回500円

人生講座
様 な々社会問題を学び、自ら
の人生に向き合っていく講座
です。ネット配信も行ってい
ます。

日程：不定期開催
会場：名古屋別院対面所
       （変更の場合あり）
参加費：一回300円

暁天講座
著名人や、文化人などを招
き、広く一般に聴講を呼び
掛けている早朝講座です。

日程：8月1日～5日　　　
　　 6時15分～
会場：名古屋別院本堂
参加費：無料

真宗門徒講座
親鸞聖人や釈尊、七高僧と
その教えについてなど、浄土
真宗の基礎を学ぶ「入門講
座」です。

日程：年10回
会場：名古屋別院対面所
参加費：一回300円

縁日

講座で学ぶ

門徒声明
『正信偈』などのおつとめの
稽古です。初めての方もまず
「声」を出して慣れることから
始めましょう。

日程：毎月2回
会場：名古屋別院本堂下広間
参加費：無料

おつとめ（声明・勤行）

定例法話
教区内外の布教使が法話をします。

日程：毎月5日～28日まで（1月は10日～）11時10分～、13時～
会場：名古屋別院本堂、対面所　参加費：無料

その他

ふれあいの場

講座・行事のご案内名古屋別院で行われる

老いと病のための心の相談室
相談員による電話や面談で人生や老いの悩みに寄り添う相談室です。
電話相談：TEL：052-331-9580
面接相談：事前に社会事業部までご予約ください。

日程：毎週月から金曜日 13時～16時　会場：東別院会館
参加費：無料

別院奉仕研修
境内の清掃をして、仏さまの
お話を聞いて、皆で語り合う
一日研修です。一日ゆったり
とお寺に身をおいて、日ごろ
の「私」をともに見つめてみ
ませんか？

日程：年5回ほど10時～
会場：名古屋別院境内
参加費：2,000円

おてらいふ
一泊二日で「お寺体験」して
みませんか。これまでお寺に
あまりご縁のなかった方、お
寺に泊まって「お寺体験」を
したい方などを対象にした
講座です。

日程：年2回ほど　
　　 13時から翌13時
会場：名古屋別院境内
参加費：6,000円
　　　（学生3,000円）

おそうじサロン
清掃奉仕をし、その後茶話
会（サロン）でゆったり別院
で半日お過ごしください。

日程：年3回ほど
会場：名古屋別院境内
参加費：無料

世話方（見真会）
会員募集中

別院で活動していただく方を
募集しています。

講習を受講し、相談員として
活動してくださる方を募集し
ています。

相談員募集

　 内容が変更になることがあります。
◀  詳しくはこちらのQRコードを読み取り、
　 お東ネットをご参照ください。

◀  YouTubeで見れる講座もあります。

● 朝のお勤め「晨朝（おあさじ）」　 　　　毎日
● 夕方のお勤め「昏時」　　　　   　　　毎日
● 宗祖親鸞聖人御命日　            　　　毎月27日、28日
● 法要「一如さん」　　　　　　　　　　毎月12日
● 報恩講　　　　　　　　　　  　　　12月12日～18日
● お彼岸　　　　　　　　　　　　　　3月、9月
● お盆　　　　　　　　　　　　　　　8月

● 「暮らしの朝市」　　毎月8日、18日、28日　　● 「一如さん」　　毎月12日

〈 問い合わせ先 〉　名古屋別院　TEL：052-321-9201　FAX：052-321-3184
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