
 

 

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：2023年３月5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 

※英語法要のみZoom配信をさせていただきます。 

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。 

故人が祥月でない方もご遠慮なくご参拝下さい。 
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日時：2023年４月16日(日曜日) 午前11時 

トロント仏教会では来月1６日(第三日曜日)の11時より灌仏会（花まつり）の法要を

勤修します。 

灌仏会（かんぶつえ）は、お釈迦さまの誕生を祝う仏教行事です。 

花まつり（はなまつり）と呼ばれ、親しまれている法要の一つです。 

この他にも 降誕会（ごうたんえ）、 

仏生会（ぶっしょうえ）、 

龍華会（りゅうげえ）などの別名もあります。  

 



 
仏
教
で
も
ダ
ー
ナ
（
施
し
）
と
い
っ
て
、
与
え
る

こ
と
の
教
え
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
ダ
ー
ナ
に
は
、
「
無
財
の
七
施
」
と
い
う
思

想
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
な
ん
の
物
質
や
財
を
も

た
ず
と
も
で
き
る
布
施
行
の
こ
と
で
す
。
少
し
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

・
和
顔
施
（
わ
げ
せ
）
ー
穏
や
か
な
表
情
で
人
に
接

す
る
。 

・
心
施
（
し
ん
せ
）
ー
他
者
の
た
め
に
心
配
り
を
す

る
。 

・
言
辞
施
（
ご
ん
じ
せ
）
ー
言
葉
を
大
切
に
使
っ

て
、
他
者
と
接
す
る
。 

・
眼
施
（
げ
ん
せ
）
ー
暖
か
い
ま
な
ざ
し
。 

・
身
施
（
し
ん
せ
）
ー
人
の
た
め
に
奉
仕
し
た
り
つ

く
し
た
り
す
る
。 

・
牀
座
施
（
し
ょ
う
ざ
せ
）
ー
場
所
や
席
や
地
位
を

ゆ
ず
る
。 

・
房
舎
施
（
ぼ
う
し
ゃ
せ
）
ー
雨
や
風
露
を
し
の
ぐ

所
を
与
え
る
。 

 
 

 

こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
無
財
の
七
施
と
い
い
ま
す
。

電
車
や
バ
ス
で
席
を
ゆ
ず
る
こ
と
も
、
無
財
で
で
き

る
ち
ゃ
ん
と
し
た
布
施
行
な
の
で
す
。 

 

ま
た
、
相
手
の
言
葉
を
静
か
に
聴
い
た
り
、
な
に

も
し
な
い
で
そ
ば
に
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
相
手

の
痛
い
と
こ
ろ
に
手
を
触
れ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
も
大
変
す
ば
ら
し
い
行
為
だ
と
思
い
ま

す
。 

  

私
た
ち
は
「
与
え
る
」
と
聞
く
と
、
つ
い

つ
い
物
を
与
え
る
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
重
要
な
の
は
与
え
る
物
で
は
な

く
、
与
え
る
行
為
そ
の
も
の
で
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は80

年
と
い
う
生
涯
の
中

で
、
物
を
あ
た
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
教
え
を
私
た
ち
に
説
い
て
く
れ
た
の

で
す
。 

 

そ
の
教
え
と
は
、
如
来
の
大
慈
大
悲
で
あ

り
、
目
に
見
え
て
手
に
触
れ
ら
れ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
だ
か
ら
こ
そ
、
壊
れ
る
こ
と
も
失
く
す
こ

と
も
な
く
、
常
に
わ
た
し
た
ち
の
こ
こ
ろ
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
は
た
ら
き
か
け
て
く

れ
ま
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
、
涅
槃
に
至
る
さ
い
に

「
自
灯
明
法
灯
明
（
自
ら
を
拠
り
所
（
灯

明
）
と
し
、
法
を
拠
り
所
（
灯
明
）
と
し
な

さ
い
」
を
最
後
の
法
話
と
し
て
説
か
れ
ま
し

た
。 

 

そ
の
法(

ダ
ル
マ)

を
こ
れ
か
ら
も
こ
こ
ろ

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
合
掌
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

 
 

ト
ロ
ン
ト
仏
教
会 

 
 
 
 
 
 

駐
在
開
教
使 

大
内
祐
真 
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釈迦涅槃図（万治元年在銘） 

千葉県指定有形文化財（工芸品） 



 

 

例
え
ば
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
に
は
、
愛

は
結
婚
へ
と
至
る
こ
と
も
あ
り
え
る
自
発
的
な

個
人
体
験
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

結
婚
は
、
双
方
の
家
あ
る
い
は
仲
介
人
に

よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
的

な
配
慮
に
も
と
づ
い
て
取
り
決
め
ら
れ
る
も
の

で
し
た
。 

 

そ
の
た
め
、
結
婚
し
た
後
で
は
じ
め
て
愛
が

生
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
近
代
で
は
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
と
い

う
概
念
が
西
洋
社
会
に
広
く
浸
透
し
、
多
く
の

人
が
結
婚
に
結
び
つ
く
よ
う
な
個
人
的
体
験
と

し
て
の
愛
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
多
く
の
現
代
人
が
愛
す

る
こ
と
よ
り
も
愛
さ
れ
る
こ
と
に
重
点
を
置
く

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
問
題
を
提
唱
し
て

い
ま
し
た
。 

 

な
ぜ
こ
れ
が
問
題
か
と
い
う
と
、
自
由
な
愛

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
「
自
分
が
愛
す
る
」
と

い
う
能
力
よ
り
も
、
「
自
分
を
愛
し
て
く
れ

る
」
と
い
う
対
象
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
現
代
社
会
に
お

け
る
愛
と
い
う
も
の
が
、
購
買
欲
と
好
都
合
な

交
換
と
い
う
考
え
方
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。 

 
200

頁
あ
る
こ
の
本
は
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

視
点
か
ら
愛
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

彼
が
伝
え
た
か
っ
た
も
の
と
は
、
「
愛
さ
れ
る

こ
と
よ
り
も
、
愛
す
る
こ
と
の
方
が
尊
く
大
事

 

で
あ
る
」
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

  

以
前
、
愛
に
つ
い
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
宗
教
学
習
に
来
ら
れ
た
高
校
生
ら
に

「rec
eiv

ing

よ
り
もg

ivi
ng

の
方
が
尊

い
」
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。 

 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
終
わ
る
と
、
あ
る
学

生
が
私
の
方
に
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の

子
は
「
う
ち
は
貧
乏
だ
か
ら
、
人
に
尽
く
し

た
く
て
も
何
も
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
ん
な
と
き
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ

う
か
？
」
と
質
問
を
し
て
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
問
い
を
聞
い
た
と
き
に
、
私
は
自
分

の
説
明
不
足
に
反
省
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
世
界
で
は
、
与
え
る
こ
と
は
そ
の

人
が
裕
福
で
あ
る
象
徴
と
し
て
見
ら
れ
て
し

ま
し
ま
す
。 

 

し
か
し
、
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
人
が
豊

か
で
は
な
い
の
で
す
。
た
く
さ
ん
与
え
る
人

が
豊
か
な
の
で
す
。
ひ
た
す
ら
貯
め
こ
み
、

何
か
一
つ
で
も
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
人

は
、
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
も
の
を
所
有
し

て
い
よ
う
と
、
こ
こ
ろ
の
面
で
い
え
ば
、
貧

し
い
人
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
与
え
ら
れ
る
人
は
、
与
え
る
モ

ノ
が
物(

色
形
の
あ
る
も
の)

だ
け
で
は
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
エ
ー

リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
、
「
愛
」
で
答
え
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
そ
ん
な
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
ち
な
ん

で
、
私
が
読
ん
で
い
た
本
は
、
エ
ー
リ
ッ

ヒ
・
フ
ロ
ム
の
「
愛
す
る
と
い
う
こ
と
」
で

し
た
。
彼
は
２
０
世
紀
の
社
会
心
理
学
と
哲

学
の
研
究
者
で
す
。
彼
は
こ
の
本
の
中
で
、

「
愛
」
に
つ
い
て
の
思
案
を
述
べ
て
い
き
ま

す
が
、
生
命
に
つ
い
て
も
大
変
興
味
深
い
著

述
を
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

「
人
間
は
誕
生
と
同
時
に
、
本
能
が
支
配

す
る
明
確
な
世
界
か
ら
、
不
明
確
で
、
不
安

定
で
開
か
れ
た
世
界
へ
と
投
げ
出
さ
れ
る
。

確
か
な
の
は
過
去
に
つ
い
て
だ
け
で
、
将
来

に
つ
い
て
確
か
な
こ
と
と
い
っ
た
ら
、
死
ぬ

と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
（
略
） 

人
は
自
分

の
意
思
と
は
か
か
わ
り
な
く
生
ま
れ
、
自
分

の
意
思
に
反
し
て
死
ん
で
ゆ
く
。
愛
す
る
人

よ
り
も
先
に
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
し
、
愛
す

る
人
の
ほ
う
が
先
に
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
。

人
間
は
孤
立
で
、
自
然
や
社
会
の
力
の
前
で

は
無
力
だ
。
（
略
） 

実
際
、
孤
立
こ
そ
が

あ
ら
ゆ
る
不
安
の
源
な
の
だ
。
」 

  

だ
か
ら
そ
こ
、
そ
の
孤
立
に
よ
る
虚
無
感

を
埋
め
る
た
め
に
、
人
は
「
愛
」
を
求
め
る

の
で
す
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
「
愛
」
に
つ
い
て
の
考
え

方
や
捉
え
方
は
、
２
０
世
紀
後
半
な
っ
て
大

き
く
変
化
し
た
と
彼
は
提
唱
し
て
い
ま
す
。 
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涅
槃
会  

"

与
え
る
こ
と 

 
  

受
け
と
る
こ
と"  

  

先
月
、
ト
ロ
ン
ト
仏
教
教
会
で
涅
槃
会
の
法

要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。 

 
2500

年
以
上
前
、
お
釈
迦
様
が
イ
ン
ド
で
お

亡
く
な
り
に
な
り
、
仏
教
で
は
そ
の
こ
と
を

「
涅
槃
」
と
表
し
ま
す
。 

 

涅
槃
と
は
、
も
と
も
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
い
い
、
「
吹
き
消
す
」

と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
涅
槃
に
至
る

と
は
、
煩
悩
の
火
が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
。

す
べ
て
の
束
縛
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
。 

 

不
生
不
滅
の
境
地
に
入
っ
た
こ
と
。
そ
こ
か

ら
特
に
、
お
釈
迦
さ
ま
の
死
を
指
す
言
葉
と

な
り
ま
し
た
。 

 
 

 

私
た
ち
の
眼(

ま
な
こ)

は
、
煩
悩
に
よ
っ
て

真
理
（
縁
起
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
こ
の
世
が
無
常
で
あ
る
と

学
ん
で
も
、
心
の
底

か
ら
そ
の
縁
起
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
苦
し
み
も
が

い
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

 

生
死
と
は
、
そ
の
苦
し
み
の
代
表
的
な
一
つ

で
す
。 

 

今
は
平
均
寿
命
も
伸
び
て
、
多
く
の
人
が80

歳
ま
で
は
生
き
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
感
じ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
「
老
少
不
定
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
人
生
は
い
つ
ど
こ
で

何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
、
不
安
定
な
も
の

で
す
。 

 
ま
た
、
死
ん
だ
あ
と
も
「
去
る
者
は
日
日
に

疎
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
存
在
そ
の
も
の

も
月
日
が
経
つ
に
つ
れ
て
忘
れ
ら
れ
て
い
く
も

の
で
す
。 

   

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
ろ
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
手
に
取
っ
て
頼
れ
る
も
の

は
、
無
い
よ
う
に
思
え
て
し
ま
し
ま
す
。 

 

で
す
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
私
た
ち
は
色

や
形
あ
る
も
の
に
捉
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法

(

ダ
ル
マ)

を
こ
こ
ろ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
よ

う
に
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
み
取
れ
る
の

が
お
釈
迦
さ
ま
の
最
後
の
言
葉
で
す
。 

 

佛 

心 

二
〇
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宗 

本
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お
釈
迦
さ
ま
は
、
沙
羅
双
樹
の
間
に
横
た

わ
っ
た
と
き
、
弟
子
た
ち
に
最
後
の
法
話
を

し
ま
し
た
。 

 

「
さ
あ
、
修
行
僧
た
ち
よ
。
お
前
た
ち
に

告
げ
よ
う
。
も
ろ
も
ろ
の
事
象
は
過
ぎ
去
る

も
の
で
あ
る
。
怠
る
こ
と
な
く
修
行
を
完
成

な
さ
い
」
（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の

旅
』
） 

 

ま
た
、
お
釈
迦
さ
ま
の
最
後
の
言
葉
と
し

て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
般
涅
槃

経
に
書
か
れ
て
あ
る
「
自
灯
明
法
灯
明
（
自

ら
を
拠
り
所
（
灯
明
）
と
し
、
法
を
拠
り
所

（
灯
明
）
と
し
な
さ
い
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

  
 

 

と
こ
ろ
で
、
先
月
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

で
し
た
。 

 

そ
の
日
は
火
曜
日
で
、
久
し
ぶ
り
に
休
み

が
取
れ
た
の
で
、
朝
か
ら
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
ま

で
出
か
け
ま
し
た
。
喫
茶
店
で
本
を
読
ん
で

い
る
と
、
隣
に
座
っ
て
い
た
カ
ッ
プ
ル
が
プ

レ
ゼ
ン
ト
を
渡
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
は
誰
で
も
、
何
か
プ
レ
ゼ
ン
ト
や

贈
り
物
を
い
た
だ
い
た
と
き
嬉
し
い
気
持
ち

に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
サ

ン
ク
ス
ギ
ビ
ン
グ
デ
ー
、
そ
し
て
バ
レ
ン
タ

イ
ン
デ
ー
が
人
気
な
の
も
納
得
で
き
ま
す
。 

 
 


