
 
初
盆
と
盂
蘭
盆
会 

 
 

 

 

去
年
ま
で
の
コ
ロ
ナ
禍
と
は
異
な
り
、
今
年
は

オ
ン
ラ
イ
ン
に
加
え
て
対
面
式
で
の
お
盆
の
法
要

を
無
事
に
勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も

ト
ロ
ン
ト
仏
教
会
の
ボ
ー
ド
メ
ン
バ
ー
な
ら
び
に

多
く
の
方
の
ご
支
援
と
ご
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

さ
て
、
一
般
世
間
で
は
、
人
が
亡
く
な
る
こ
と

を
「
死
し
て
去
る
」
と
書
い
て
「
死
去
」
と
言
い

ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
仏
教
徒
は
そ
の
よ
う
に

は
言
い
ま
せ
ん
。
仏
教
で
は
人
が
い
の
ち
終
え
る

こ
と
を
、
「
往
っ
て
生
ま
れ
る
」
と
書
い
て
「
往

生
」
と
言
い
ま
す
。
何
処
へ
往
き
、
何
に
生
ま
れ

る
か
と
い
い
ま
す
と
、
仏
様
の
極
楽
浄
土
へ
往

き
、
同
じ
仏
様
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
い
の
ち
の
終
え

方
で
す
。 

 

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
言
え
る
か
。
そ
れ

は
私
た
ち
の
仏
様
で
あ

る
阿
弥
陀
如
来
は
、
い

の
ち
終
え
た
も
の
を
必

ず
浄
土
に
連
れ
て
往

き
、
仏
に
す
る
お
は
た
ら
き
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

 

浄
土
真
宗
で
は
、
そ
の
浄
土
に
往
く
こ
と
も
仏

様
に
な
さ
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
、
全
て
阿
弥
陀

如
来
の
願
い
に
よ
り
他
力
の
賜
り
も
の
で
あ
る
と

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
お

盆
と
い
う
の
は
、
今
は
亡
き
大
切
な
人
を
仏
様
と

し
て
迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
尊
い
ご
縁
で
あ
る
と

も
言
え
ま
す
。 

 

そ
の
浄
土
に
迎
い
入
れ
て
く
れ
る
阿
弥
陀
如
来

と
い
う
仏
さ
ま
は
、
常
に
私
た
ち
と
一
緒
に
い
て

く
だ
さ
る
仏
さ
ま
で
す
。
私
た
ち
が
嬉
し
い
と
き

も
悲
し
い
と
き
も
つ
ら
い
と
き
も
、
い
つ
も
そ
ば

で
私
た
ち
を
抱
き
と
っ
て
く
だ
さ
る
仏
様
で
す
。

で
す
か
ら
、
お
盆
は
そ
の
よ
う
な
仏
様
と
の
お
時

間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
く
ご
縁
で
も
あ
り
ま
し

た
。 

 

最
近
で
は
、
コ
ロ
ナ
の
規
制
も
緩
和
さ
れ
て
、

新
し
い
方
が
お
寺
へ
お
参
り
し
て
く
れ
る
こ
と
が

増
え
ま
し
た
。
そ
の
時
に
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
の

が
、
「
阿
弥
陀
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
ど
の
よ
う
な

仏
さ
ま
で
す
か
？
」
と
い
う
質
問
で
す
。 
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阿
弥
陀
と
い
う
仏
様
は
、
大
慈
大
悲
の
仏
さ

ま
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
よ
く
大
慈
悲
と
言
わ

れ
、
英
語
で
はgreat co

m
p

assio
n

と
訳
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
そ
のco

m
p

assio
n

の
語
源
で
あ
る

ラ
テ
ン
語
を
調
べ
て
み
ま
す
と
「
一
緒
に
苦
し

む
」
や
「
切
実
な
同
情
す
る
心
」
と
出
て
き
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
「
大
慈
大
悲
」
の
一
文
字

一
文
字
を
見
て
み
ま
す
と
「
大
慈
」
と
は
、
衆

生
に
楽
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
「
大
悲
」
と

は
、
衆
生
の
苦
を
と
り
除
く
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
阿
弥
陀
如
来
は
私
た
ち
の
苦
し
み
に
同
情

し
寄
り
添
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
苦
し
み
さ
え

も
無
き
も
の
に
し
て
、
楽
を
与
え
て
く
れ
る
仏

さ
ま
な
の
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
を
話
し
ま
す
と
、
そ
の
質
問
を
さ

れ
た
方
か
ら
「
私
た
ち
人
間
に
も
慈
悲
の
こ
こ

ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
ど
う
違
う
の
か
？
」

と
問
わ
れ
ま
し
た
。
と
て
も
良
い
質
問
で
す
。

た
だ
答
え
は
「
違
う
」
で
す
。 

 

例
え
ば
、
私
た
ち
は
お
金
に
困
っ
て
い
る
人

を
見
つ
け
て
は
、
募
金
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
人
を
助
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
し
か

し
、
物
に
よ
る
支
援
と
い
う
の
は
一
時
的
な
も

の
が
多
く
、
本
当
の
意
味
で
の
そ
の
人
の
苦
し

み
の
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
金
や

モ
ノ
で
は
な
く
、
こ
こ
ろ
の
苦
し
み
を
抱
い
て

い
る
人
を
見
つ
け
た
と
き
、
私
た
ち
に
何
か
で

き
な
い
か
と
手
を
差
し
伸
べ
、
同
情
の
こ
こ
ろ



を
示
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
人

と
全
く
同
じ
立
場
に
立
っ
て
、
共
に
苦
し
め
る

か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で

す
。 

 

私
も
僧
侶
と
い
う
立
場
柄
、
こ
こ
ろ
の
悩
み

を
抱
え
て
い
る
人
と
話
す
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
私
が
で
き
る
こ
と
と
い

う
の
は
、
相
手
の
言
葉
に
静
か
に
耳
を
傾
け
る

ぐ
ら
い
で
す
。
そ
の
行
為
も
一
時
的
な
安
ら
ぎ

を
相
手
に
与
え
る
ぐ
ら
い
で
、
本
当
の
意
味
で

相
手
の
苦
し
み
を
決
し
て
楽
を
与
え
て
い
る
と

は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。 

 

も
ち
ろ
ん
慈
悲
の
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
日
々
の

生
活
に
精
進
す
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
仏
さ
ま
の
大
慈
悲
の
こ
こ
ろ

と
私
た
ち
衆
生
の
慈
悲
の
こ
こ
ろ
は
異
な
っ
て

い
る
の
で
す
。 

  

こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
大
慈
悲
や
浄
土
の
お
は

た
ら
き
は
、
お
念
仏
に
よ
っ
て
私
た
ち
に
届
い

て
い
る
た
め
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
か
、
よ
く
「
阿
弥
陀
如
来
は

本
当
に
い
る
の
で
す
か
？
」
と
聞
か
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
答
え
は
「
有
る
」
「
無
い
」

「
分
か
ら
な
い
」
の
三
つ
以
外
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。 
 

 
 

 

も
し
、
「
無
い
」
と
言
え
ば
「
や
っ
ぱ

り
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
正
直
に
「
分
か
ら

な
い
」
と
答
え
る
と
、
「
分
か
ら
な
い
の
に

な
ぜ
浄
土
真
宗
の
僧
侶
な
ん
で
す
か
」
と
な

り
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
「
あ
る
」
と
答
え

る
と
、
必
ず
「
ど
こ
に
で
す
か
？
見
せ
て
く

だ
さ
い
」
と
な
り
ま
す
。 

 
 

 

し
か
し
、
大
慈
悲
や
浄
土
の
お
は
た
ら
き

は
有
る
か
無
い
か
と
た
ず
ね
る
事
柄
で
は
な

い
の
で
す
。
た
ず
ね
方
を
間
違
え
る
と
正
し

い
答
え
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
ど

う
も
浄
土
と
い
う
場
所
を
物
質
的
な
も
の
で

捉
え
よ
う
と
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

で
は
仏
様
の
慈
悲
の
こ
こ
ろ
や
浄
土
の
答
え

は
出
て
き
ま
せ
ん
。
仏
教
は
「
こ
こ
ろ(

感
受

性)

」
に
よ
っ
て
世
界
が
変
わ
る
と
説
き
ま

す
。
「
有
る
無
い
」
で
は
な
く
、
「
こ
こ

ろ
」
が
開
か
れ
ね
ば
感
じ
得
る
こ
と
の
で
き

な
い
、
感
性
の
世
界
に
立
っ
て
い
る
の
で

す
。 

 
 

 

そ
の
こ
と
を
少
し
分
か
り
や
す
く
す
る
た

め
に
、
今
年
の
あ
る
法
要
の
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
今
年
の
春
に
あ
る
方
の
枕

経
を
勤
め
ま
し
た
。
彼
の
病
室
に
着
い
て
す

ぐ
に
読
経
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す

 

２ 

る
と
、
そ
の
読
経
の
最
後
の
お
念
仏
で
、
彼
が
私
の

お
念
仏
に
合
わ
せ
て
口
を
動
か
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
耳
で
は
、
彼
の
声
の
音
と
い
う
も
の
は
聞
こ
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
確
か
に
念
仏
を

一
緒
に
称
え
て
く
れ
い
た
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

 
 

 

数
日
後
、
そ
の
方
の
お
葬
儀
が
終
わ
り
、
四
十
九

日
の
法
要
を
遺
族
か
ら
お
願
い
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

ご
家
庭
に
は
お
仏
壇
が
あ
っ
た
た
め
ご
自
宅
へ
伺
う

と
、
そ
の
仏
壇
の
香
炉
に
は
灰
が
た
く
さ
ん
溜
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
す
る
と
娘
さ
ん
が
、
お
父
さ
ん
は
毎

朝
起
き
る
と
必
ず
お
香
を
焚
い
て
仏
様
に
お
仏
飯
を

お
供
え
し
て
合
掌
し
て
い
た
と
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。
確
か
に
仏
飯
器
も
新
品
の
よ
う
な
綺
麗
な
金
色

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

私
も
コ
ロ
ナ
期
間
中
に
新
し
い
香
炉
を
購
入
し

て
、
香
の
灰
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
た
ま

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
仏
飯
器
も
毎
朝

使
っ
て
い
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
汚
れ
て
き
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
ご
家
庭
の
香
炉
と
仏
飯
器
を
見

た
と
き
、
改
め
て
彼
女
の
お
父
さ
ん
が
毎
朝
、
仏
様

へ
の
お
供
え
物
を
用
意
し
て
心
か
ら
念
仏
申
し
て
い

た
こ
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

 
読
経
後
に
は
娘
さ
ん
が
、
「
い
ま
ま
で
な
ぜ
父
が

毎
朝
、
お
仏
飯
と
お
香
を
お
供
え
し
て
い
た
か
分
か

ら
な
か
っ
た
。
ま
た
な
ぜ
念
仏
を
申
し
て
い
る
の
か

も
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
は
そ
の
父



３ 

の
気
持
ち
が
分
か
る
気
が
し
ま
す
。
」
と
言
っ
て
く

れ
ま
し
た
。 

 
そ
れ
か
ら
数
日
後
の1

0
0

ヶ
日
法
要
を
勤
め
た
と

き
は
、
そ
の
お
仏
壇
前
に
は
、
お
父
さ
ん
の
遺
骨
は

も
う
お
墓
へ
移
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
の
は
写
真
と
法

名
だ
け
で
し
た
。
し
か
し
、
娘
さ
ん
は
い
つ
も
朝
起

き
て
は
お
仏
飯
を
お
供
え
し
て
、
出
か
け
る
と
き
は

「
行
っ
て
き
ま
す
。
」
と
お
仏
壇
に
合
掌
し
て
い
た

そ
う
で
す
。 

 

彼
女
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
に
仏
さ
ま
と
な
っ
た
父

が
有
る
と
か
無
い
と
か
は
重
要
で
な
か
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
女
が
念
仏
申
す
身
に
な
っ

た
の
は
、
お
父
さ
ん
が
繋
い
だ
彼
女
の
た
め
の
仏
縁

を
ご
縁
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
大
慈
悲
を
感
じ
取
っ

て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
の
で
す
。 

  

私
た
ち
は
楽
し
み
を
共
有
す
る
時
間
や
場
所
は
多

く
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
私
た
ち
自
身
が
好
ん

で
そ
う
い
っ
た
場
所
に
伺
い
ま
す
。
し
か
し
、
悲
し

み
や
苦
し
み
を
共
有
す
る
場
所
や
時
間
は
、
あ
ま
り

な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
お
盆
法
要
は
、
そ

の
悲
し
み
が
私
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
真
実

と
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
同

時
に
、
大
切
な
人
と
の
死
別
を
「
死
し
て
去
る
」
と

し
て
で
は
な
く
、
「
往
き
生
ま
れ
る
」
世
界
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏
と
な
ら

れ
た
方
を
ご
縁
と
し
て
、
こ
の
私
自
身
が
い
ま
仏
様

 

の
大
慈
悲
に
出
会
う
こ
と
の
で
き
た
喜
び
を
教
え

て
く
れ
る
こ
と
で
も
あ
ま
す
。 

 

こ
の
コ
ロ
ナ
中
、
お
寺
も
人
数
葬
儀
を
延
期
さ

れ
た
方
や
中
止
を
さ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
皆
抱
く
苦
し
み
は
各
々
違

え
ど
、7

月
の
盂
蘭
盆
会
の
法
要
を
ご
縁
に
、
皆

一
同
に
合
掌
し
、
仏
縁
を
有
難
く
い
た
だ
け
る
こ

と
を
喜
び
、
合
掌
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
合

掌 
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４ 

彼岸とは、生死の迷いを超えたさとりの世界である彼方（向こう）の岸のこ

とで、彼岸会とは、迷いの世界である此方（こちら）の岸を離れて彼方の

岸に至ることを願い、春分・秋分の日の前後にお勤めする法要です。 

春・秋の彼岸会は、インドや中国にはなく、日本で始められた仏教行事と

いわれ、各宗で修行をするのに好ましい時節としてお勤めされています。

浄土真宗では、阿弥陀さまの恩徳に報謝する思いでお勤めいたします 。 

トロント仏教会では、秋期彼岸会をin-personとzoomにて行います。 

日時：2022年9月18日(日曜日) 午前11時から 

場所：トロント仏教会 / ZOOM  

お勤めの後に彼岸会の法話がございます。どうぞご家族ご友人を誘ってお参り下さい。 

 

祥月法要とは、祥月命日（故人が往生された月のご命日）をご縁として仏法に遇い、 

阿弥陀さまの恩徳に報謝する思いでお勤めする法要です。 

日時：2021年10月2日、11月6日(日曜日) 英語午前11時から 日本語午後1時から  

場所：トロント仏教会 / Zoom 

※Zoomでの参拝を希望される方は、その旨を<tbc@tbc.on.ca>までお知らせください。 

  寺院事務所からzoom link を送らさせていただきます。 

浄土真宗では、永代供養とはいわず、永代読経＝永代経といいます。亡き人のために永代経懇志を上げ

ていただくことで、将来にわたって（永代に）念仏の み教えを受け継がれていきます。永代経法要では、読

経を通して今まで寺院を支えて下さった往生された方にも感謝を申し上げ、お勤めをさせていただきます。 

日時：2021年11月20日(日曜日) 英語午前11時から 日本語午後1時から 

場所：トロント仏教会 / Zoom 

お勤めの後に永代経にちなんだ法話がございます。 

どうぞご家族ご友人を誘ってご参拝下さい。 


