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⻄敬寺蔵 「⼤⾕本願寺親鸞聖⼈之縁起（御絵伝）」
報恩講法要に際して本堂に奉懸されます。今から326年前【元禄8（1695）年】に
本願寺の絵師によって丁寧に描かれ彩⾊された貴重な法物です。是⾮、ご参詣頂き
ゆっくりとご覧下さい。尚、本年の報恩講法要は12⽉19⽇（⽇）となります。
詳しくは、同封の別紙「報恩講法要のご案内」をご確認下さいませ。
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報
恩
講
に
寄
せ
て
「
恩
」
と
言
う
言
葉

西
敬
寺
住
職
・
本
願
寺
派
布
教
使

木
賣

慈
教

⼤
学
⽣
活
を
送
る
猶
予
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
代
務
住

職
を
担
7
て
く
れ
た
⼤
叔
⽗
︵
上
宮
⼭
⻄
榮
寺
御
住

職

富
野
宣
明
師
︶
で
し
た
︒

そ
の
⼤
叔
⽗
が
⼗
年
前
︑
当
寺
の
報
恩
講
が
営
ま
れ

た
そ
の
⽇
に
往
⽣
の
素
懐
を
遂
げ
ま
し
た
︒
ご
葬
儀
で

の
弔
辞
を
任
さ
れ
た
私
は
︑
あ
ら
た
め
て
⼤
叔
⽗
が

﹁
な
さ
れ
た
こ
と
﹂
を
ご
⾨
徒
そ
し
て
坊
守
で
あ
7
た

⺟
か
ら
知
ら
さ
れ
ま
し
た
︒

﹁
恩
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
皆
さ
ん
は
⽇
々
の
⽣
活
の
中

で
︑
ど
れ
く
ら
い
お
使
い
に
な
7
て
い
る
で
し
Ä
う
か
︒

代
表
的
な
表
現
と
し
て
﹁
恩
返
し
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
あ

り
ま
す
が
︑
﹁
恩
﹂
は
返
し
き
れ
る
も
の
と
い
う
考
え

⽅
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

﹁
恩
﹂
は
ご
承
知
の
よ
う
に
﹁
恵
﹂
と
い
う
意
味
で

す
が
︑
そ
の
原
語
と
さ
れ
る
も
の
は
﹃
仏
教
語
辞
典
﹄

に
パ
ô
リ
語
の
﹁
カ
タ
ン
ニ
ü
ô
﹂
で
﹁
な
さ
れ
た
こ

と
を
知
る
者
﹂
と
あ
り
︑
﹁
恩
と
は
︑
何
が
な
さ
れ
︑

今
⽇
の
状
態
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
を
︑
⼼
に
深
く
考

え
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
こ
か

ら
考
え
ま
す
と
︑
﹁
恩
﹂
と
は
こ
ち
ら
か
ら
求
め
て

﹁
な
さ
れ
た
こ
と
﹂
で
は
な
く
︑
求
め
る
よ
り
先
に

﹁
な
さ
れ
た
こ
と
﹂
で
あ
り
︑
決
し
て
⾒
返
り
を
求
め

な
い
も
の
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
し
か
し
︑

私
た
ち
は
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
﹁
な
さ
れ
た
こ
と
﹂
を

知
7
て
い
る
の
で
し
Ä
う
か
・
・
・
︒

三
⼗
年
前
︑
先
代
の
住
職
で
あ
7
た
⽗
が
ク
モ
膜
下

出
⾎
に
よ
7
て
急
逝
し
ま
し
た
︒
悲
し
み
と
混
乱
の
中
︑

当
時
⾼
校
⽣
だ
7
た
私
は
︑
後
継
者
と
し
て
そ
の
重
圧

か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
ん
な
私
に

２

⻄
敬
寺
報
恩
講
に
て
ご
法
話
に

続
き
御
⽂
章
を
拝
読
さ
れ
る
宣
明
師

詳細・お問い合わせ・お申し込み⽅法は同封のご案内チラシにてご確認ください。
「報恩講法要」は「⾨徒総参拝法要」とも⾔われ、古来から⾨信徒の皆様と準備も含め⼤切ににお勤めし
て参りました。昨年に引き続き感染症に細⼼の注意を払い開催致しますので、何卒ご参加の程宜しくお願
い申し上げます。
以下に、⼤切な報恩講法要をお迎えするにあたり『本願寺新報』（2013年10⽉20⽇号）に掲載された住
職の法話を加筆修正し転載致します。

返
し
き
れ
な
い
恩

な
さ
れ
た
こ
と
を
知
る



３

明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
7
た
と
⼼
の
底
か
ら
よ
ろ
こ
び
︑

そ
の
お
徳
を
讃
え
て
報
い
て
い
か
れ
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
ま
す
︒

あ
る
年
の
報
恩
講
で
⼤
叔
⽗
が
﹁
正
信
偈
﹂
に
つ
い

て
︑
﹁
た
と
え
る
な
ら
ば
︑
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
が
﹃
南

無
阿
弥
陀
仏
﹄
と
い
う
薬
を
完
成
さ
れ
て
︑
釈
尊
は
こ

の
薬
の
効
能
を
説
か
れ
︑
七
⾼
僧
は
こ
の
薬
を
⼤
い
に

宣
伝
さ
れ
お
勧
め
く
だ
さ
り
︑
そ
し
て
聖
⼈
は
こ
の
薬

を
服
⽤
さ
れ
て
私
た
ち
に
は
そ
の
は
た
ら
き
を
⽰
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
﹂
と
聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
︒

如
来
さ
ま
の
お
誓
い
を
頼
り
に
⽣
涯
を
送
ら
れ
た
の
が

親
鸞
聖
⼈
で
す
︒
報
恩
講
は
︑
そ
の
ご
遺
徳
を
讃
え
ご

恩
に
報
い
る
法
要
で
す
︒
ご
恩
に
報
い
る
と
は
︑
蓮
如

上
⼈
が
﹁
他
⼒
の
信
⼼
を
と
り
て
﹂
と
仰
せ
の
ご
と
く
︑

聖
⼈
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
お
誓
い

の
ま
ま
に
お
念
仏
す
る
こ
と
で
す
︒

聖
⼈
の
三
⼗
三
回
忌
以
来
︑
先
⼈
た
ち
は
報
恩
講
を

脈
々
と
営
み
︑
返
し
き
れ
な
い
ご
恩
と
深
く
感
謝
し
︑

有
縁
の
⼈
々
に
そ
の
﹁
恩
﹂
を
送
り
続
け
︑
こ
の
私
に

届
け
て
く
だ
さ
7
た
と
よ
ろ
こ
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
︒

＊
原
⽂
は
︑
本
願
寺
公
式
サ
イ
ト

﹁
深
く
知
る
︑
仏
事
・
⾏
事
﹂
に
て
も
ご
覧
頂
け
ま
す
︒

平
成
五
︵
⼀
九
九
三
︶
年
⼋
⽉
⼗
三
⽇

得
度
を
終
え
た
ば
か
り
の
住
職(

⼆
⼗
歳
︶
と
宣
明
師

平成9年（1997）年4⽉ 住職継職奉
告法要にて5年半に渡った代務住職を振
り返りご挨拶される宣明師

私
は
⼤
叔
⽗
の
﹁
な
さ
れ
た
こ
と
﹂
を
知
る
こ
と
も

な
け
れ
ば
︑
多
く
の
⼈
々
の
﹁
な
さ
れ
た
こ
と
﹂
も
知

ろ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
者

を
﹁
⾒
捨
て
は
し
な
い
必
ず
救
う
﹂
と
誓
わ
れ
た
阿
弥

陀
如
来
さ
ま
で
あ
る
こ
と
を
⽰
さ
れ
︑
⾃
ら
も
阿
弥
陀

﹁
⾬
の
⽇
も
雪
の
⽇
も
⾃
転
⾞
で
お
晨
朝
の
た
め
に

通
7
て
く
だ
さ
り
︑
時
に
転
ば
れ
て
け
が
を
さ
れ
て
も
︑

休
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
7
た
﹂
﹁
法
務
の
空
き
時
間
に

は
︑
器
⽤
に
お
仏
具
の
お
⼿
⼊
れ
や
本
堂
の
補
修
を
さ

れ
て
い
た
な
P
︒
そ
う
⾔
え
ば
︑
本
堂
の
講
演
台
は
︑

⼿
作
り
さ
れ
た
も
の
だ
よ
﹂
﹁
誰
よ
り
も
あ
な
た
の
帰

り
を
待
7
て
い
た
︒
で
も
︑
そ
れ
を
決
し
て
焦
ら
な

か
7
た
⽅
だ
よ
﹂
と
︒

知
7
た
つ
も
り
で
弔
辞
の
最
後
を
﹁
ご
恩
返
し
﹂
と

ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
⾃
分
が
恥
ず
か
し
く
な
り
ま

し
た
︒
私
は
︑
今
ま
で
所
詮
知
7
た
範
囲
で
し
か
お
礼

を
申
せ
て
い
な
か
7
た
︒
あ
ら
た
め
て
﹁
な
さ
れ
た
こ

と
﹂
を
知
ら
さ
れ
て
︑
⽣
涯
を
か
け
て
も
返
し
き
れ
な

い
尊
い
お
育
て
を
い
た
だ
い
て
い
た
の
だ
と
痛
感
し
た

の
で
し
た
︒

毎
⽇
お
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
﹁
正
信

偈
﹂
は
︑
親
鸞
聖
⼈
が
著
さ
れ
た
﹃
教
⾏
信
証
﹄
と
い

う
ご
書
物
の
﹁
⾏
巻
﹂
に
あ
り
ま
す
︑
聖
⼈
は
﹁
正
信

偈
﹂
を
お
書
き
に
な
ろ
う
と
す
る
お
気
持
ち
を
﹁
し
か

れ
ば
⼤
聖(

釈
尊)

の
真
⾔(

真
実
な
る
教
え)

に
帰
し
︑

⼤
祖(

七
⾼
僧)

の
解
釈
に
閲
し
て
︑
仏
恩(

阿
弥
陀
仏

の
ご
恩)

の
深
遠
な
る
を
信
知
し
て
︑
正
信
念
仏
偈
を

作
り
て
い
は
く
﹂
と
表
し
て
い
ら
7
し
q
い
ま
す
︒

聖
⼈
は
︑
釈
尊
そ
し
て
七
⾼
僧
が
︑
阿
弥
陀
如
来
さ

ま
が
私
た
ち
を
救
わ
ん
と
し
て
﹁
な
さ
れ
た
こ
と
﹂
を

阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
恩

恩
送
り



昨
年
度
よ
り
︑
住
職
が
⻑
野
シ
ニ
ア
⼤
学
⻑
野
学

部
の
教
授
を
拝
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
︑
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
7
て
︑
⼀
年
ス
ラ
イ
ド
開
講
と
な
り
︑

七
⽉
五
・
六
⽇
に
⼆
年
⽣
七
⼗
名
の
⽅
々
と
初
め
て

ご
⼀
緒
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
︒

講
義
内
容
に
関
し
て
︑
事
務
局
か
ら
﹁
コ
ロ
ナ
禍

に
あ
7
て
シ
ニ
ア
の
⽅
々
が
前
向
き
に
元
気
に
な
7

て
い
た
だ
け
る
も
の
を
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
﹁
こ
れ

か
ら
が

こ
れ
ま
で
を
決
め
る
﹂
è
仏
教
に
学
ぶ
私

ら
し
く
歩
む
ヒ
ン
ト
è
と
⾔
う
テ
ô
マ
で
ワ
ô
ク

シ
ò
ô
プ
を
交
え
な
が
ら
初
め
て
の
講
義
を
務
め
ま

し
た
︒
有
難
い
こ
と
に
受
講
⽣
の
⽅
々
か
ら
の
ア
ン

ケ
ô
ト
で
⾼
い
ご
評
価
を
頂
き
︑
次
年
度
以
降
も
ご

縁
を
頂
く
こ
と
に
な
7
て
お
り
ま
す
︒
ご
興
味
の
あ

る
⽅
は
︑
⻑
野
県
⻑
寿
開
発
セ
ン
タ
ô
に
お
電
話
に

て
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
︒
︵
注
#
ご
⼊
学
資
格
は
⻑
野

市
に
お
住
ま
い
の
五
⼗
歳
以
上
の
⽅
と
な
り
ま
す
︒
︶

コ
ロ
ナ
禍
で
延
期
を
重
ね
て
い
ま
し
た
第
三
期

﹁
⻄
敬
寺
連
続
研
修
会
﹂
の
第
⼀
回
が
七
⽉
⼗
⽇

に
よ
う
や
く
開
催
さ
れ
ま
し
た
︒

ス
ラ
イ
ド
開
催
の
影
響
で
︑
当
初
ご
参
加
を
予

定
さ
れ
た
⽅
々
か
ら
第
四
期
へ
の
ご
移
動
の
ご
希

望
も
あ
り
︑
少
し
寂
し
い
参
加
者
⼗
名
で
の
開
催

の
運
び
と
な
り
ま
し
た
︒

第
⼀
回
と
い
う
こ
と
で
︑
初
対
⾯
の
⽅
々
の
ア

イ
ス
ブ
レ
ô
ク
と
し
て
︑
感
染
症
対
策
﹁
グ
ô

タ
ô
チ
﹂
で
⾃
⼰
紹
介
タ
イ
ム
を
設
け
和
や
か
に

始
ま
り
ま
し
た
︒
世
代
を
超
え
た
グ
ô
タ
ô
チ
は
︑

微
笑
ま
し
く
緊
張
が
解
け
て
⾏
く
よ
う
に
感
じ
ま

し
た
︒

菅
原
昭
⽣
ご
住
職
が
ご
講
師
を
務
め
ら
れ
る
こ
と

が
受
講
の
き
7
か
け
と
な
り
ま
し
た
︒

今
回
は
︑
感
染
症
対
策
を
踏
ま
え
て
の
オ
ン
ラ
イ

ン
開
催
と
な
7
て
お
り
︑
七
⽉
に
第
⼀
回
﹁
外
部
環

境
分
析
・
お
寺
の
使
命
﹂−

お
寺
の
使
命
の
探
求
と

外
部
環
境
の
把
握−

・
⼋
⽉
に
第
⼆
回
﹁
無
形
の
価

値
・
ビ
ジ
ò
ン
﹂−

無
形
の
価
値
の
視
点
か
ら
⾃
坊

の
強
み
を
⾒
出
し
︑
お
寺
の
将
来
像
︵
ビ
ジ
ò
ン
︶

を
描
く‒

・
九
⽉
に
第
三
回
﹁
マ
ô
ケ
テ
Ï
ン
グ
﹂

−

受
け
⼿
の
視
点
か
ら
寺
院
運
営
計
画
を
具
体
化
す

る−

を
受
講
し
︑
⼗
⼆
⽉
の
最
終
回
で
は
︑
オ
ン
ラ

イ
ン
で
ご
⼀
緒
に
参
加
し
て
い
る
寺
院
関
係
者
の

⽅
々
の
前
で
⻄
敬
寺
の
五
年
後
を
⾒
据
え
た
﹁
⻄
敬

寺
運
営
計
画
﹂
を
発
表
し
ま
す
︒

次
号
で
は
︑
そ
の
様
⼦
と
共
に
︑
作
成
し
た
﹁
運

営
計
画
書
﹂
を
あ
ら
た
め
て
共
有
し
皆
様
か
ら
の
ご

意
⾒
を
集
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒

感染症対策として定員の半
数（７０名）での講座となり
ましたが、受講⽣の⽅が、⻄
敬寺の「終/宗活公開講座」に
もご興味を持って頂き実際に
ご参加下さいました。ご縁の
広がりを感じております。

歳 時 記 （７月～10月）

４

参加記念の「⾨徒式章」を
着⽤して頂いている場⾯。
第３期は来年８⽉まで毎⽉
第２⼟曜⽇（１・2⽉は冬季
休講）に開催します。
尚、第４期は来年９⽉に開
講します。（募集は来年五⽉
からの予定です。）是⾮、ご
参加をご検討下さいませ。

︻
⾨
徒
式
章
︼
と
は
︑
僧
侶
が
法
要
儀
式
を
勤
め
る

際
に
仏
前
に
出
る
時
︑
法
⾐
・
袈
裟
で
正
装
す
る
の

と
同
様
︑
⾨
信
徒
の
皆
様
が
仏
前
に
出
る
時
の
正
装

に
⽤
い
ま
す
︒

連
続
研
修
会
ご
参
加
の
皆
様
に
は
⻄
敬
寺
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
﹁
聞
思
会
﹂
式
章
を
記
念
品
と
し
て
ご
準
備

し
て
い
ま
す
︒

継
続
的
な
学
び
の
場
再
開

⻄
敬
寺
の
五
年
後
の
姿

⻄
敬
寺
の
現
在
の
取
り

組
み
を
点
検
し
︑
五
年
後

の
あ
る
べ
き
姿
を
検
討
し

た
い
と
考
え
︑
宗
派
公
式

プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
お
寺
の
ビ

ジ
ò
ン
作
成
研
修
﹂
を
坊

守
そ
し
て
⾨
信
徒
を
代
表

し
て
佐
藤
浩
⼀
様
と
受
講

し
て
お
り
ま
す
︒

実
は
︑
住
職
が
寺
院
運

営
や
布
教
活
動
の
お
⼿
本

と
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
島

根
県
温
泉
津
の
⻄
楽
寺

第１回 「外部環境分析・お寺の使命」

第２回 「無形の価値・ビジョン」

第３回 「マーケティング」

第４回 「寺院運営計画発表」



今
年
も
﹁
終
戦
の
⽇
﹂
⼋
⽉
⼗
五
⽇
に
﹁
⾮
戦
の

鐘
・
全
戦
没
者
追
悼
法
要
﹂
を
開
催
致
し
ま
し
た
︒

昨
年
に
引
き
続
き
感
染
症
対
策
の
為
︑
⼈
数
制
限

を
す
る
中
︑
初
め
て
ご
参
加
さ
れ
た
若
い
⽅
々
が
い

ら
7
し
q
り
終
了
後
に
お
声
掛
け
し
た
と
こ
ろ
︑
コ

ロ
ナ
禍
に
て
施
設
に
⼊
所
中
で
外
出
が
出
来
な
い
祖

⽗
⺟
様
に
﹁
代
わ
り
に
是
⾮
参
加
し
て
来
て
欲
し

い
︒
﹂
と
懇
願
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
︒

５

田 野 山 西 敬 寺

閉
式
に
際
し
︑
⼗

年
間
毎
年
ご
参
加
頂

い
て
い
る
新
海
寛

信
州
⼤
学
名
誉
教
授

︵
上
写
真
︶
よ
り

﹁
戦
時
経
験
の
無
い

世
代
に
こ
そ
︑
こ
の

法
要
を
⼤
切
に
し
て

欲
し
い
と
願
い
ま

す
︒
﹂
と
︒
ご
挨
拶

を
頂
き
ま
し
た
︒

教
授
の
ご
挨
拶
を
承
け
て
住
職
よ
り
⽥
中
⾓
栄

元
総
理
が
新
⼈
議
員
に
必
ず
掛
け
て
い
た
と
⾔
わ

れ
る
﹁
戦
争
を
知
7
て
い
る
世
代
が
政
治
の
中
枢

に
い
る
う
ち
は
⼼
配
な
い
︒
平
和
に
つ
い
て
議
論

す
る
必
要
も
な
い
︒
だ
が
︑
戦
争
を
知
ら
な
い
世

代
が
政
治
の
中
枢
と
な
7
た
と
き
は
と
て
も
危
な

い
﹂
と
の
ご
薫
陶
を
ご
紹
介
し
︑
﹁
来
年
は
︑
ご

⾃
⾝
の
⾝
近
な
若
い
⽅
の
⼿
を
取
7
て
ご
⼀
緒
に

お
運
び
下
さ
い
！
﹂
と
お
願
い
し
ま
し
た
︒

本
堂
正
⾯
左
右
の
全
⾯
ガ
ラ
ス
は
︑
寒
冷
地
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
し
て
は
め
込
ま
れ
て
い
る
為
︑
昨
今

の
想
定
以
上
の
気
温
上
昇
に
よ
り
陽
射
し
対
策
が
懸

案
事
項
と
な
7
て
い
ま
し
た
︒

﹁
お
寺
葬
﹂
で
の
ロ
ビ
ô
の
使
⽤
が
増
え
て
い
る
こ

と
も
踏
ま
え
︑
担
当
設
計
⼠
の
林
和
秀
さ
ん
に
ご
尽

⼒
頂
き
︑
外
観
の
美
し
さ
を
損
な
わ
ず
遮
熱
性
能
の

⾼
い
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
抜
い
て
頂
き
⽇
除
け
シ
ô
ト

を
設
置
致
し
ま
し
た
︒
︵
右
写
真
︶

ご
参
詣
の
皆
様
に
も
⼤
変
好
評
で
︑
﹁
⽩
壁
と
紺

⾊
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美
し
い
︒
﹂
﹁
下
り
藤
の
紋

で
︑
旧
本
堂
の
幔
幕
を
思
い
出
し
ま
し
た
︒
﹂
な
ど

と
感
想
を
頂
い
て
お
り
ま
す
︒

基
本
的
に
四
⽉
下
旬
è
⼗
⽉
上
旬
ま
で
毎
年
設
置

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
下
さ
い
︒

本
堂
正
⾯
に
⽇
除
け
を
設
置

毎
⽉
第
⼆
⽇
曜
⽇
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
﹁
終/

宗
活
公
開
講
座
﹂
も
お
陰
様
で
⼗
六
回
を
重
ね
て
お

り
ま
す
︒
⼗
⽉
は
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
︑
葬
儀

社
﹁
お
寺
で
お
み
お
く
り
﹂
の
ス
タ
ô
フ
に
も
ご
協

⼒
も
頂
き
実
際
の
葬
儀
備
品
の
展
⽰
を
⾏
い
午
前
・

午
後
の
⼆
回
実
施
し
ま
し
た
︒

伊
藤
安
芸
⾏
政
書
⼠
か
ら
﹁
事
前
に
考
え
て
お
き

た
い

ô
お
葬
式
や
お
墓
の
こ
と
ô
﹂
と
題
し
て
特

別
講
演
頂
き
引
き
続
き
﹁
お
葬
式
は
誰
の
た
め
？
﹂

を
切
り
⼝
に
⻄
敬
寺
で
推
進
し
て
い
る
﹁
お
寺
葬
﹂

に
関
し
て
住
職
が
ご
説
明
致
し
ま
し
た
︒

今
回
は
︑
新
た
に
お
寺
と
の
ご
縁
を
求
め
て
い

ら
7
し
q
る
⽅
々
の
ご
参
加
も
あ
り
新
会
員
制
度
を

⼊
⼝
と
し
た
具
体
的
な
説
明
に
も
⼒
が
⼊
り
ま
し
た
︒

﹁
お
寺
葬
に
込
め
た
想
い
に
感
激
し
た
﹂
と
涙
し

て
下
さ
る
ご
参
加
者
も
い
ら
7
し
q
り
︑
あ
ら
た
め

﹁
お
寺
葬
﹂
へ
の
取
り
組
み
を
真
摯
に
⾏
7
て
⾏
き

た
い
と
関
係
者
⼀
同
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
︒

﹁
お
寺
葬
﹂
説
明
会
開
催今後の「終/宗活公開講座」に関しまして

は、同封のご案内チラシをご覧下さいませ。



第12回 改めて考えてみましょう
終 活 は 必 要 か ？

皆さんこんにちは。⾏政書⼠の伊藤安芸です。今では⼀般的な「終活」という⾔葉。テレビ
や雑誌でも特集が組まれたりセミナーが開催されるなど知らない⼈はほとんどいなくなり、実
際に取り組まれている⽅も多いと思います。今回は、⼀度⽴ち⽌まって終活は必要なのかを考
え、必要ならどんな対策があるのかなどについて⼀緒に⾒ていきましょう。

１．終活が注⽬される背景
１）「終活」とは
今では⼀般的なワードになった「終活」ですが、そもそもは平成２１年、週刊朝⽇による造語と⾔われ
ています。当初はお葬式やお墓など⼈⽣の終焉に向けての事前準備を意味していました。しかし、現在で
はそこからもう⼀歩進んで「⼈⽣のエンディングを考えることで⾃分を⾒つめ、今をよりよく、⾃分らし
く⽣きる活動」に変化しています。つまり、⾃分の最期を考えるなんて縁起でもない！という考えから、
事前に準備をしておくことで将来の不安がなくなりより充実した⼈⽣を楽しむことができるという意識に
変わっています。
２）終活が注⽬される背景
・死に場所の変化→⾃宅でなくなる⼈と病院等で亡くなる⼈の逆転
・家族構成の変化→核家族化・個⼈化が進み地域社会（となり組）・親族との関係が希薄になり、かつて
は「黙っていても誰かがやってくれたこと」が⾃分でやらなければならないことに変わった（迷惑をかけ
たくないという思いに）。
・意識の変化→⾃⼰決定権（権利意識）が拡⼤し、⾃分の最期は⾃分で決めたいという思う⼈が増えた。
・平均寿命と健康寿命
平均寿命ほど健康寿命は延びていない。⾃⽴した⽣活が困難な期間がある。

平均寿命 健康寿命 ⾃⽴した⽣が困難な期間

男 性 80.98 72.14 約 ９年間

⼥ 性 87.14 74.79 約１２年間

西敬寺 寺報 聞思MONSHI(第15号) 令和３年11月

７



西敬寺 寺報 聞思MONSHI(第15号) 令和３年11月

２．死とは
現代医学において死の定義は①⼼臓の停⽌②⾃発呼吸の停⽌③瞳孔の散⼤とされますが、終活を考える場
合は「⾃⼰の不存在」と捉えます。これは、⾃分がそこ（この世）にいないことと⾔い換えることができま
す。つまり、何か相続等で揉め事が起きても⾃分はそこ（この世）にいないので、仲裁することもできない
と⾔うことに他なりません。
３．対策あれこれ
対策を考える場合、「⽣前と死後」や「ヒトモノカネ」といった切り⼝でどこに問題があるか、どこに問
題が起こりそうかを洗い出すことが重要です。その上で明るみになった問題に適した対策を講じていきま
しょう。

⽣ 前 死 後
問題点 対 策 問題点 対 策

認知症対策 成年後⾒制度（法定・任意）
家族信託 相 続

遺⾔
エンディングノート
家族信託

医療介護 エンディングノート
尊厳死宣⾔書

お 葬 式
お 墓 等 エンディングノート

⽚ 付 け
（モノ）

墓じまい
家財等の処分 死後⼿続 死後事務委任契約

ヒ ト カ ネ
問題点 対 策 問題点 対 策

⾳信不通の相続⼈
前婚の⼦等

遺⾔
家族信託 医療介護費⽤ 贈与

家族信託

※その他銀⾏⼝座の整理なども進めておくと遺族の負担軽減になります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
終活は現代社会ではやっておくべきことと⾔えます（結論）。そのキッカケとして毎⽉第2⽇曜⽇に開催さ
れている「終/宗活公開講座」（詳細は同封のチラシをご覧ください。）にお運び下さい。ぜひこの機会に
ご⾃⾝を⾒つめ直し、状況に適した対策を講じて、より⼀層充実した⼈⽣を送りましょう。

−ご意⾒・ご要望・ご質問などお気軽にお寄せ願います−
伊藤 安芸：⾏政書⼠伊藤安芸事務所代表
（⾏政書⼠・家族信託専⾨⼠・葬祭カウンセラー）
TEL026-219-6373 メールy-itoh@office-angei.com

６



復興支援活動報告

ご法事（年回忌）をご検討中の皆様へ
新しい「ご法要お申し込み書」を同封させて頂きました。
初めて、ご法事を⾏われる⽅にも出来るだけ分かりやすく、ご安
⼼して当⽇をお迎え頂けるようにと想いを込めて作成致しました。
現在、コロナ禍の影響でご法事を延期されていた⽅々からのお
申し込みが増えております。たいへん恐縮ですが、来年年回忌に
該当される皆様には早めのご相談をお願い申し上げます。

復興⽀援法要で皆様からお預かりした
「⽀援⾦」にて新たに過去帳を新調し、
住職が改めて記帳して「還着法要」に合
わせてお届けしております。皆様の温か
いご⽀援に重ねて御礼申し上げます。

⼆
年
前
の
⼗
⼀
⽉
三
⽇
に
住
職
の
呼
び
か
け
に
お

応
え
下
さ
7
た
⼆
⼗
四
名
の
有
志
の
⽅
々
と
お
仏
壇

の
救
出
作
業
︑
ご
遷
仏
法
要
を
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
︒
︵
左
上
写
真
︶

そ
の
後
︑
本
堂
の
ご
荘
厳
修
復
に
ご
尽
⼒
頂
き
ま

し
た
﹁
明
⽯
佛
壇
店
﹂
様
の
ご
協
⼒
で
お
仏
壇
を
お

預
か
り
頂
き
︑
被
災
さ
れ
た
⽅
々
の
個
々
の
復
興
状

況
や
修
復
に
関
す
る
ご
要
望
を
住
職
が
承
り
な
が
ら

慎
重
に
進
め
て
お
り
ま
す
︒

ご
⾃
宅
の
修
復
を
果
た
さ
れ
た
皆
様
か
ら
は
﹁
出

来
る
だ
け
早
く
お
仏
壇
を
戻
し
て
頂
き
た
い
︒
﹂

と
の
ご
希
望
も
あ
り
︑
お
盆
前
に
﹁
還
着
法
要
﹂
の

ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
︒
︵
左
下
写
真
︶

し
か
し
︑
復
興
の
明
る
い
兆
し
を
拝
⾒
す
る
と
同

時
に
被
災
地
の
現
状
は
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
お
り
︑

当
然
な
が
ら
個
々
に
抱
え
ら
れ
て
い
る
ご
事
情
も
違

い
復
興
の
進
⾏
状
況
は
異
な
る
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
︒

今
後
も
︑
被
災
さ
れ
た
ご
⾨
徒
の
⽅
々
に
寄
り
添

い
︑
ご
要
望
を
し
7
か
り
お
聞
き
し
た
上
︑
焦
ら
ず

じ
7
く
り
と
⽀
援
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
す
︒

皆
様
に
は
引
き
続
き
ご
理
解
ご
協
⼒
の
程
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
︒

尚、「ご法要お申し込み書」は⻄
敬寺公式サイトの「⻄敬寺にできること」
→「仏事よろず相談」を下へとスクロール
して頂くとお申し込みダウンロードのバ
ナーからご⼊⼿頂けます。
また、スマートフォンで右のQRコード
からもご⼊⼿頂けます。


