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来
春
は
法
事
の
予
約
が
集
中
し
そ
う
で
す
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納
骨
堂
で
の
秋
彼
岸
の
お
経

　
お
彼
岸
の
中
日
九
月
二
十
三
日
は
僧
侶
が
納
骨
堂
内
に

待
機
し
て
お
り
、
ご
依
頼
に
応
じ
て
読
経
を
お
上
げ
す
る

予
定
で
す
。
葬
儀
が
重
な
っ
た
場
合
は
難
し
く
な
り
ま
す
。

　
中
日
の
九
月
二
十
三
日
は
午
後
一
時
か
ら
お
彼
岸
の
ご

供
養
法
要
が
あ
り
ま
す
が
残
念
な
が
ら
今
回
も
僧
侶
の
み

で
お
勤
め
し
ま
す
。

本
堂
で
の
秋
彼
岸
法
要

お
寺
で
読
経
の
依
頼
を
す
る
時
は

　
納
骨
堂
で
の
読
経
の
ご
依
頼
を
頂
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
事
前
に
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
て
い
な
い
と
枕
経
や

葬
儀
で
僧
侶
が
不
在
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
事

前
の
お
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
の
行
事
予
定

九
月
二
十
三
日
（
木
）

　
一
時
　
秋
の
お
彼
岸
法
要
　

　
僧
侶
の
み
で
お
勤
め
し
ま
す

十
月
七
日
（
木
）

　
十
一
時
　
戒
名
授
与
式

　
一
時
　
　
両
祖
忌
法
要

　
七
月
末
に
開
催
判
断
し
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　
記
載
し
ま
す

二
月
十
五
日
（
火
）

　
一
時
　
涅
槃
会
法
要

三
月
二
十
一
日
（
月
）

　
一
時
　
春
の
お
彼
岸
法
要

義
援
金
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

法
要
の
お
布
施
を
全
て
義
援
金
と
し
て
送
金
し
始
め
て

十
年
が
経
ち
ま
し
た
の
で
、
当
初
の
予
定
通
り
送
金
は

ひ
と
ま
ず
終
了
し
て
お
り
ま
す

法
事
の
会
場
費

・
そ
の
場
で
食
事
を
し
な
い
場
合
は
無
料

・
そ
の
場
で
食
事
を
す
る
場
合
は
一
万
五
千
円

　（
冬
季
は
暖
房
費
二
〜
三
千
円
が
追
加
）

　
施
設
維
持
の
た
め
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
が
来
ま
す

お
盆
は

①WARAKADO cafe space 様
コーヒー・カフェドリンク
ライスバーガー
②titi（ティティ）様
コーヒー・タピオカドリンク
季節によってはパフェ

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
不
安

を
抱
え
て
の
生
活
が
長
引
き
苦
し

い
思
い
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
日
常
の
楽
し
み

も
す
っ
か
り
失
わ
れ
て
久
し
い
で

す
が
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
。

　
八
月
十
三
日
の
お
昼
前
後
に

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
が
２
台
来
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
美
味
し
い
ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
を
買
っ
て
そ
の
ま
ま
ご

先
祖
さ
ま
に
お
供
え
し
、
持
ち
帰
っ
て
飲
ん
で
い
た
だ
く

の
に
と
て
も
良
さ
そ
う
で
す
。
軽
食
も
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
の
場
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
一
階
斎
場
に
テ
ー
ブ
ル
を

並
べ
て
お
き
ま
す
。
ゴ
ミ
袋
も
用
意
し
ま
す
が
、
な
る
べ

く
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

　
詳
し
い
時
間
な
ど
決
ま
り
次
第
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介

し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一階の斎場にテーブルを並べます
が、密になりそうなので
屋外での飲食もご自由に

楽しんでいただく目的で企画しました！

りき丸

住職のコーナー
音楽配信を始めました
　全国曹洞宗青年会に依頼され作曲演奏した
ものを Apple music などの音楽配信サービス
各種に登録しました。Shudo『明日に咲く花』
です。お聴きいただけたら幸いです。
私の特技はギター演奏です。

マラソンはやめました
　膝を痛めることが多く、将来のことを考え
軽い筋トレとランニング程度の運動に切り替
えています。

　
今
年
の
一
月
か
ら
三
月
ま
で
お
葬
式
が
多
か
っ

た
の
で
来
春
は
一
周
忌
法
要
の
予
約
が
集
中
し
ま

す
。
希
望
の
お
時
間
で
開
催
で
き
る
よ
う
早
め
に

お
電
話
で
申
し
込
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
！
十
一
月
頃
か
ら
来
年
の
法
要
受
付
を
始
め
ま

す
。

犬を飼っています
　亡くなった母の犬を引き継いで飼っています。西二条側
入り口から入った右脇で日中は過ごしていますが服、帽子
やカバンなどに噛み付いたら離れません。持ち物を取られ
ないようご注意ください。
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戒
名
授
与
式
の
お
知
ら
せ

　
戒
名
は「
授
戒
」を
受
け
た
人
に
贈
ら
れ
る
名
前
で
す
。

仏
教
徒
の
証
と
さ
れ
、
本
来
は
生
前
に
も
ら
う
も
の
で

す
。
ま
た
、
親
で
あ
る
自
分
の
葬
儀
の
時
、
子
供
た
ち

が
戒
名
の
こ
と
で
迷
わ
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
用
意

し
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
左
記
の
日
程
で
戒
名
授
与
式
を
行
い
ま
す
の
で
ど
う

ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
：
令
和
三
年
十
月
七
日

　
　
　
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
三
時
ご
ろ
ま
で
の
予
定

◆
本
年
は
短
縮
せ
ず
に
開
催
の
予
定
で
す
。

◆
寺
務
所
で
申
込
用
紙
を
受
け
取
り
ご
記
入
の
上
九
月

二
十
三
日
ま
で
に
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
戒
名
の

お
布
施
も
一
緒
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
期
日
以
降
の
お
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
住
職
が
多
忙

の
場
合
、
来
年
に
ま
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
欠
席
や
代
理
出
席
で
は
儀
式
が
成
り
立
た
ず
、
戒
名

を
贈
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
欠
席
さ
れ
た
方
に
は
返

金
い
た
し
ま
す
。

◆
戒
名
希
望
者
は
午
前
と
午
後
の
法
要
に
通
し
て
参
加

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
午
後
は
両
祖
報
恩
法
要
が
あ
り
、

最
後
に
戒
名
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

お
供
え
物
の
お
持
ち
帰
り
状
況

　
春
彼
岸
後
に
納
骨
堂
を
み

て
回
り
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん

ど
の
方
が
持
ち
帰
っ
て
下

さ
っ
た
よ
う
で
す
。
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
お
供
え
物
の
回
収
と
廃
棄

は
２
０
２
８
年
ま
で
に
や
め

ま
す
。
こ
の
ま
ま
の
ペ
ー

義
援
金
総
額
の
報
告

1, 総額　12,438,500 円
2, 期間　平成 23 年から令和 3年 2月まで
3, 支援先
　日本赤十字社東日本大震災義援金　曹洞宗義援金　ふくしま子供基金　日本赤十字社帯
広地区　みちのく未来基金　熊本地震義援金　新得町災害対策本部　清水町災害対策本部
　日本赤十字社豪雨災害義援金　千葉県災害対策本部　エールを北の医療へ
4, 復興支援ボランティア活動
　宮城県南三陸町へ 1名（東日本大震災復興支援）　十勝清水町へ 1名（台風被害復興支援）
　厚真町へ 2名（地震被害復興支援）　福島県いわき市へ２名（台風 19 号復興支援）
5, 今後について
　永祥寺の将来のため「建設基金」へ優先的に積み立てていきます

厚真町への出発前

休憩中の様子

ス
で
お
供
え
物
の
放
置
が
減
っ
て
い
け
ば
無
理
の
な
い
移

行
期
間
で
す
。

　
今
年
も
廃
棄
作
業
は
委
託
で
き
な
い
見
込
み
で
す
。
く

れ
ぐ
れ
も
お
持
ち
帰
り
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

合
葬
墓
あ
り
ま
す

　
毎
回
永
祥
寺
だ
よ
り
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

永
祥
寺
に
は
「
遺
骨
を
納
め
ら
れ
る
合
葬
墓
」
が
あ
り

ま
す
。
合
葬
を
お
受
け
で
き
る
の
は
檀
家
の
方
の
ご
先

祖
様
の
遺
骨
で
す
。
三
十
三
回
忌
を
過
ぎ
十
分
に
ご
供

養
が
勤
め
ら
れ
た
ご
先
祖
様
の
遺
骨
を
引
き
受
け
て
お

り
ま
す
。

　
い
つ
も
お
た
よ
り
の
後
ろ
の
方
に
書
い
て
い
る
の
で

気
づ
か
れ
な
い
方
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

先
祖
の
遺
骨
を
整
理
し
た
い

　
子
ど
も
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
の
で
自
分
の
代
で

先
祖
の
遺
骨
を
整
理
し
て
お
き
た
い
と
の
ご
相
談
を
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
子
ど
も
の
負
担
を
気
に
さ
れ
る
方
は
多
い
で
す
が
、

永
祥
寺
の
合
葬
は
後
継
者
の
い
な
い
遺
骨
を
引
き
受
け

る
も
の
で
す
の
で
無
料
と
し
て
い
る
上
、
合
葬
の
お
経

も
納
骨
堂
返
却
の
日
に
合
わ
せ
た
り
、
合
葬
す
る
日
に

合
葬
墓
の
前
に
遺
骨
を
置
い
て
い
た
だ
き
行
う
手
短
な

お
勤
め
で
す
。
合
葬
の
読
経
の
お
布
施
は
お
月
参
り
の

金
額
を
目
安
に
お
包
み
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
。

納
骨
堂
の
遺
骨
の
合
葬
は

子
ど
も
に
任
せ
て
大
丈
夫
で
す

　
合
葬
は
費
用
の
負
担
が
少
な
く
、
短
時
間
で
で
き
ま
す
。

自
分
の
代
で
納
骨
堂
の
中
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
、
ご
自
身
の
手
で
両
親
や
配
偶
者
の
遺
骨
を
合
葬

に
し
て
し
ま
わ
な
く
て
も
子
ど
も
の
重
荷
に
は
な
ら
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
、
納
骨
堂
の
中
に
納
ま
ら
な
く

な
っ
た
時
に
、
そ
の
時
の
代
表
者
（
お
そ
ら
く
は
子
ど
も
、

あ
る
い
は
親
族
）
と
永
祥
寺
が
相
談
し
て
合
葬
す
る
遺
骨

の
数
、
日
取
り
を
決
め
て
い
ま
す
の
で
最
後
ま
で
近
し
い

方
の
遺
骨
に
は
手
を
つ
け
ず
ご
供
養
を
続
け
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
何
と
し
て
も
自
分
の
代
で
合
葬
し
た
い
と
い

う
強
い
意
向
を
お
持
ち
の
方
は
、
必
ず
お
子
さ
ん
方
の
同

意
を
い
た
だ
い
て
か
ら
お
寺
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

お
墓
の
整
理
の
場
合
は

遺
骨
を
取
り
出
し
て
乾
燥
さ
せ
る

行
程
が
増
え
ま
す
ね

永
代
供
養
と
合
葬
は
別
物
で
す

　
永
代
供
養
に
つ
い
て
は
永
祥
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳

し
く
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

左
のQR

コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
読
み
取
る
と

記
事
が
表
示
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
家
族
と
お
読
み
く
だ

さ
い
。

子
ど
も
に
語
り
継
い
で

・
法
事
や
月
参
り
で
包
ん
で
い
る
お
布
施
の
金
額

・
四
十
九
日
法
要
の
準
備
の
進
め
方

・
喪
主
を
勤
め
た
お
葬
式
で
包
ん
だ
お
布
施
の
金
額

・
永
祥
寺
の
年
会
費
の
金
額

・
永
祥
寺
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

　
皆
さ
ん
お
布
施
の
金
額
が
わ
か
ら
ず
お
困
り
に
な
ら

れ
ま
す
。
語
り
継
い
で
い
た
だ
く
か
、
永
祥
寺
に
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
短
い
お
経
で
高
額
な
お
布

施
を
い
た
だ
い
て
し
ま
い
不
安
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
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法
事
の
お
供
え
物
の
あ
げ
か
た

　

お
供
え
物
の
あ
げ
方
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
お
檀
家
の

皆
様
へ
」
の
項
目
に
詳
し
く
書
い
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
一
汁
三
菜
が
基
本
で
す
が
絶
対
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
お
団
子
は
本
来

は
枕
団
子
と
い
い
枕
経

の
際
に
供
え
る
も
の
で

す
が
、
日
頃
か
ら
お
供

え
し
て
も
良
い
で
し
ょ

う
。
た
だ
手
間
が
か
か

る
も
の
な
の
で
無
理
の

な
い
ペ
ー
ス
で
お
供
え

し
ま
し
ょ
う
。

→
仏
様
が
召
し
上
が
り
や
す
い
よ
う
に
向
け
ま
す

枕
経
の
受
付
時
間
帯
に
つ
い
て

　

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
と
し
て
お
り
ま
す
。
以

前
は
二
十
四
時
間
体
制
で
受
け
付
け
て
お
り
ま
し
た
が
、

そ
も
そ
も
夜
勤
の
僧
侶
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
深
夜
の

枕
経
に
行
っ
た
際
は
そ
の
後
寝
付
く
こ
と
が
で
き
ず
、
翌

日
の
勤
め
と
車
の
運
転
に
も
支
障
が
出
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
し
た
。

　

僧
侶
の
安
全
を
優
先
い
た
し
ま
す
が
、
ど
う
か
ご
理
解

を
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
規
の
ご
入
檀
は
寺
務
所
で

　

永
祥
寺
で
は
条
件
付
き
で
新
規
の
お
檀
家
様
を
お
受
け
し

て
お
り
ま
す
。
お
寺
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
年
会
費
の
ご
説

明
な
ど
を
お
聞
き
い
た
だ
い
た
上
で
檀
家
登
録
を
い
た
し
ま

す
。

　

こ
れ
ま
で
お
檀
家
様
の
分
家
の
方
に
つ
い
て
は
ご
家
族
が

亡
く
な
ら
れ
た
際
に
い
た
だ
く
お
電
話
一
本
で
入
檀
を
お
受

け
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
諸
説
明
を
省
略
し
て
き
た
弊
害
が

生
じ
て
お
り
方
針
を
改
め
ま
し
た
。
檀
家
登
録
が
済
ん
で
は

じ
め
て
枕
経
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ま
だ
檀
家
に

な
ら
れ
て
い
な
い
分
家
の
方
に
は
こ
の
こ
と
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

入
檀
を
お
受
け
で
き
る
ケ
ー
ス

・
本
家
が
十
勝
管
外
の
曹
洞
宗
寺
院
の
檀
家
で
あ
り
、
そ
の

住
職
に
十
勝
で
の
お
寺
探
し
の
了
承
を
得
て
い
る

・
他
宗
教
か
ら
の
改
宗
や
、
他
宗
派
か
ら
の
宗
旨
替
え
を
し

た
い
（
こ
の
場
合
は
十
勝
管
内
で
も
お
受
け
で
き
ま
す
）。

　

こ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
場
合
、
寺
務
所
で
檀
家
登
録
を
し

て
お
檀
家
様
と
し
て
お
迎
え
が
で
き
ま
す
。
十
勝
管
内
の
曹

洞
宗
寺
院
の
お
檀
家
様
、
並
び
に
分
家
様
を
お
受
け
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

納
骨
堂

お
花
も
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い

　

お
花
も
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
数
日
置
い

て
お
き
た
い
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
。
後
日
回
収
に
来
ら
れ
る
方
は
下
げ
ず
に
置
い
て

い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。

　

回
収
に
来
ら
れ
な
く
な
り
放
置
さ
れ
た
場
合
は
永
祥

寺
で
納
骨
堂
に
入
っ
て
い
る
位
牌
の
命
日
を
確
認
し
な

が
ら
日
数
の
経
っ
た
お
花
か
ら
下
げ
て
い
き
ま
す
。

住
職
も
最
近
知
っ
た
お
供
え
物
の
話

　

徳
島
県
の
話
で
す

が
、
お
墓
に
は
線
香

と
シ
キ
ビ（
し
き
み
）

と
い
う
植
物
を
持
っ

て
い
く
だ
け
で
、
食

べ
物
を
お
供
え
し
な

い
そ
う
で
す
。

　

お
仏
壇
に
故
人
の
好
き
だ
っ
た
物
を
お
供
え
し
て
、

そ
の
あ
と
は
家
族
で
全
て
食
べ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
お
墓
に
お
供
え
し
た
も
の
は
そ
の
場

で
食
べ
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
お
話
を
３
人
の
方
か

ら
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
私
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
よ
り
）。



いのちの手紙を書いてみませんか？

家族のみんな

　みんな元気かい？お父さんの、令和 3年 4月現在の心境を手紙に残しておきます。

　〇〇（配偶者の名前）、結婚して〇〇年、今まで仕事を続けてこられたのは〇〇と

作り上げた家庭があったからだよ。人生のパートナーに自分を選んでくれて、

今日まで本当に幸せな毎日だった。そして最後まで一緒にいてくれてありがとう。

天国で〇〇が来るのをゆっくり待ってるよ。

　〇〇、〇〇（子どもたち）、この手紙に残した言葉をみんなが聞いているのが何年先の

ことかはわからないけど、お父さんは二人が成長していく様を見るのが楽しかったよ。

二人が悩みを抱えていた時、いつも上手に見守ってあげられていただろうか。

おそらく至らない父だったと思う。すまなかったね。けれど、お父さんは二人と

接していくことで本当の意味で父親にさせてもらえたと思ってる。

お父さんとお母さんの子に生まれてきてくれてありがとう。

お父さんは先に行ってしまうけど、お母さんが心配なのでなるべく気にかけてあげてね。

みんなありがとう。またね。

いかがでしょうか。

多くの方にこの取り組みが理解され、お通夜の場面で読み上げられる「いのちの手紙」に

心癒される人が増えることを願っております。

ホームページにも同じ内容を掲載しています

スマートフォンでQRコードを読み取るとご覧いただけます

文例を作りました
すでに数通のお手紙が届いておりますが、初めてのこともあり趣旨が正しく伝わっていないように

見受けられます。ご執筆の参考になるよう文例を作りましたのでご覧ください。



いのちの手紙

自分の最期にそなえて住職に預けておく手紙です

お預かりした手紙はお通夜で読み上げます

大切な方への感謝と無事を願う言葉などをご自由にお書きください


