
              

安
養
山 

弘
願
院 

安 あ

ん

養 に
ょ
う 

～
弘 ぐ

願 が
ん

院 い
ん

だ
よ
り
～ 

 
 

「
供 く

養 よ

う

の
御 み

心
こ
こ
ろ 

～
お
盆
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
～
」 

お
盆 

特
別
号 

 



              六 ろ

く

道 ど

う

輪 り

ん

廻 ね 
仏
教
の
考
え
で
、
生
き
て
い
る
者
は
死
ぬ
と
ま
た
生
ま
れ
変
わ
る
と
い

う
考
え
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
輪
廻
」
と
い
う
。
ど
こ
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
と

い
う
と
、
下
記
に
記
載
の
六
つ
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
生
ま
れ

変
わ
る
。
善
い
行
い
を
す
れ
ば
「
楽
」
な
世
界
へ
、
悪
い
行
い
を
す
れ
ば
「
苦
」

し
い
世
界
へ
。
つ
ま
り
、「
因
果
応
報
」
な
の
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
生
前
の
行
い
に
よ
っ
て
、
死
後
に
生
ま
れ
変
わ
る
世
界
が
決
ま

る
の
で
あ
る
。「
天
道
」
や
「
人
道
」
は
比
較
的
「
楽
」
な
世
界
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
生
老
病
死
の
「
苦
」
が
あ
り
、
や
が
て
命
尽
き
る
と
「
餓
鬼
道
」

や
「
地
獄
道
」
な
ど
の
苦
し
い
世
界
へ
生
ま
れ
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

よ
っ
て
、
こ
の
六
道
を
輪
廻
す
る
間
は
苦
し
み
が
続
く
の
で
あ
る
。 

 

が
し
か
し
、 

 

我
々
は
阿
弥
陀
様
の
慈
悲
の
心
に
す
が
り
、 

「
阿
弥
陀
様
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
し
ま
す
」
の
心
を
も
っ
て 

お
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
六
道
輪
廻
の
迷
い
は
断
ち

切
ら
れ
、
極
楽
と
い
う
浄
土
（
仏
の
国
）
に
往
生
す
る
。 

 

つ
ま
り
阿
弥
陀
様
の
本
願
の
お
念
仏
の
教
え
を
い
た
だ

き
、
実
践
す
る
こ
と
で
、
再
び
六
つ
の
世
界
を
迷
う
こ
と
は
も

う
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

三善道

三悪道

天
て ん

道
ど う

 人
に ん

道
ど う

 

阿
あ

修
しゅ

羅
ら

道
どう

 地
じ

獄
ご く

道
ど う

 

餓
が

鬼
き

道
ど う

 畜
ち く

生
しょう

道
ど う

 



              

六道とはどんなところか？ 

 
◆天道 

天人が住む世界。六つの世界の中で、もっとも楽が多くすぐれた

世界。天人は寿命が非常に長く、また苦しみも人間道に比べてほ

とんどないとされる。しかしながら煩悩から解き放たれておら

ず、仏教に出会うこともないため解脱も出来ない。やがて死を迎

えるとき時の恐怖に苦しむ。 

 

◆人道 

人間の住む世界。四苦八苦に悩まされる苦しみの大きい世界であ

るが、苦しみが続くばかりではなく楽しみもあるとされる。また、

六つの世界の中で唯一、仏の教えに出会える世界であり、解脱し

て仏になりうるという救いもある。 

 

◆阿修羅道 

弱肉強食が繰り返され、互いに争い合う世界。人を蹴落としてで

も、自分だけ抜け出そうと考えるため、常に闘争を繰り返す。 

 

◆畜生道 

生前の罪業により堕ちる、自己保存のために互いを餌食とし合う

苦しみ多い動物の世界 

 

◆餓鬼道 

生前の物惜しみなどの罪業で堕ちる世界で、常に飢えと渇きに苦

しむ。嫉妬深さ、欲望の塊の世界であり、この世界から抜け出る

ため、さらに無理を重ねる。 

 

◆地獄道 

生前に犯した悪しき罪業によって堕ちる、地下にある苦しみに満

ちた世界。六つのうち最も苦しみの多い世界。 



              

今
た
ま
た
ま
人
間
の
世
界
に
生
を
受
け
て
い
る
私
た
ち
。 

法
然
上
人
は
ご
自
身
の
お
言
葉
の
中
で
、
人
間
と
し
て
生
を
受
け
る
事
を
こ
の
よ
う
に
仰
っ
て
い
ま
す
。 

「
六 ろ

く

道 ど
う

を
廻 め

ぐ

る
に
、
人 に

ん

身 じ
ん

を
得 え

る
事 こ

と

は
、
梵 ぼ

ん

天 て
ん

よ
り
糸 い

と

を
下 く

だ

し
て
、 

大 た
い

海 か
い

の
底 そ

こ

な
る
針 は

り

の
穴 あ

な

を
通 と

お

さ
ん
が
ご
と
し
」 

（
六
道
を
輪
廻
す
る
中
で
人
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
空
高
く
に
あ
る
天
か
ら
糸
を
垂
ら
し
て
、
大
海
の
底
に
沈
む

針
の
穴
を
通
す
よ
う
な
く
ら
い
の
奇
跡
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。） 

 

ま
た
、
仏
の
教
え
に
出
逢
え
る
こ
と
の
有
り
難
さ
も
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
ま
さ
に
今 い

ま

、
多 た

少
し
ょ
う

曠 こ
う

劫 ご
う

を
経 へ

て
も
生 う

ま
れ
難 が

た

き
人 に

ん

界 が
い

に
生 う

ま
れ
、
無 む

量
り
ょ
う

億 お
っ

劫 こ
う

を
送 お

く

り
て
も
遇 あ

い
難 が

た

き
仏 ぶ

っ

教
き
ょ
う

に
遇 あ

え
り
。
釈

し
ゃ
く

尊 そ
ん

在 ざ
い

世 せ

に
遭 あ

わ
ざ
る
事 こ

と

は
悲 か

な

し
み
と
い
え
ど
も
、
教

き
ょ
う

法 ぼ
う

流 る

布 ふ

の
世 よ

に
遇 あ

う
事 こ

と

を
得 え

た
る
は
、
こ
れ
悦

よ
ろ
こ

び
な
り
。
譬 た

と

え
ば
目 め

し
い
た
る
亀 か

め

の
、
浮 う

き
木 ぎ

の
穴 あ

な

に
遇 あ

え
る
が
ご
と
し
。」 

（
ま
さ
に
今
、
き
わ
め
て
多
く
の
生
涯
を
繰
り
返
し
、
生
ま
れ
難
い
人
間
の
世
界
に
生
ま
れ
、
極
め
て
長
い
年
月
を
送

っ
て
も
遇
い
難
い
仏
教
に
出
逢
え
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
の
在
世
に
遇
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
悲
し
み
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
教
え
が
伝
わ
っ
て
い
る
世
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
こ
と
に
喜
び
で
す
。
た
と
え
ば
、 

 
 

盲
目
の
亀
が
百
年
に
一
度
海
上
に
頭
を
出
す
際
に
、
偶
然
浮
き
木
の
穴
に
首
を
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。） 

  

そ
れ
だ
け
人
に
生
ま
れ
る
事
、
仏
の
教
え
に
出
遭
う
こ
と
は
有
り
難
く
、
尊
い
事
。 

  

 



              

何
か
と
今
の
世
の
中
、
効
率
・
簡
略
を
求
め
ら
れ
る
時
代
。 

仕
事
の
中
で
は
よ
く
「
ム
リ
・
ム
ラ
・
ム
ダ
」
を
無
く
す
よ
う
に
、、、、
と
言
わ
れ
ま
す
が
、 

そ
れ
は
信
仰
の
心
・
供
養
の
心
も
同
じ
で
し
ょ
う
か
？
？ 

 

こ
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。 

 

自
分
の
番 

い
の
ち
の
バ
ト
ン  

相
田
み
つ
を 

 

父
と 

母
で 

二
人  

 
 

 

父
と 

母
の 

両
親
で
四
人  

そ
の
ま
た 

両
親
で 
八
人  

こ
う
し
て 

か
ぞ
え
て
ゆ
く
と  

十
代
前
で 

千
二
十
四
人  

二
十
代
前
で
は
・
・
・
・ 
？  

な
ん
と 

百
万
人
を
越
す
ん
で
す  

過
去
無
量
の 

い
の
ち
の
バ
ト
ン
を
受
け
つ
い
で  

い
ま 

こ
こ
に 

自
分
の
番
を 

生
き
て
い
る  

そ
れ
が 

あ
な
た
の 

い
の
ち
で
す  

そ
れ
が 

わ
た
し
の 

い
の
ち
で
す 

 

 

今
あ
る
命
へ
の
感
謝
と
、
そ
の
命
を
繋
い
で
く
だ
さ
っ
た
ご
先
祖
様
へ
の
感
謝
。 

そ
れ
を
今
生
か
さ
れ
て
い
る
我
々
の
都
合
だ
け
で
、
我
々
の
当
り
前
だ
け
で
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
か
？
？ 

夏
の
お
盆
の
前
に
、
今
一
度
見
つ
め
な
お
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

 

 



                    

 お
盆
の
由
来 

正
式
に
は
「
盂
蘭
盆
会
」
と
い
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
の
目
連
尊
者
と
い
う
方
が
、
神
通
力
で
亡
く
な
っ
た

お
母
さ
ま
を
探
す
と
、
餓
鬼
の
世
界
で
苦
し
ん
で
い
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
お
母
さ
ま
は
生
前
、
自
分
の
子
供
を
愛

す
る
が
ゆ
え
に
、
他
人
の
子
供
に
対
し
て
物
惜
し
み
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
わ
が
子
を
愛
す
る
あ
ま
り
、
歪
ん
だ

見
方
・
考
え
方
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
執
着
し
た
愛
の
結
果
と
し
て
、
母
親
は
餓
鬼
道
に
落
ち
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
目
連
尊
者
が
ご
飯
を
食
べ
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
餓
鬼
の
世
界
で
は
炎
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

困
り
果
て
た
目
連
尊
者
に
お
釈
迦
さ
ま
は
「
孝
行
を
し
た
い
と
願
う
な
ら
、
自
分
を
産
ん
で
く
れ
た
父
母
と
、
過
去

七
世
の
父
母
の
た
め
に
、
夏
の
修
行
が
終
わ
る
七
月
十
五
日
、
修
行
明
け
の
僧
侶
た
ち
に
食
事
を
施
し
、
供
養
し
て
も

ら
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
通
り
に
に
す
る
と
、
母
は
餓
鬼
の
世
界
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
。 

 

各
地
の
お
盆
の
行
事 

 

盆踊り（全国各地） 
昔ご先祖様をお迎えしたり、お見送りす

るための「念仏踊り」が各地の風習と結び

つき、現在に至る。 

五山送り火（京都） 
お盆の時期に戻ってこられたご先祖様を

送り火によってまた元の世界に送り届け

る。 

ねぶた祭（青森） 
中国から渡来した「七夕祭」と津軽地方に

あった習俗や精霊送り等の行事が一体化

し、変化したもの。 



                     弘
願
院
の
お
墓
参
り
に
あ
た
っ
て 

① 
ま
ず
は
お
寺
の
本
堂
に
お
上
が
り
い
た
だ
き
、
阿
弥
陀
様
に
ご
挨
拶
を
し
ま
し
ょ
う
。 

② 
お
墓
の
周
り
や
花
立
、
線
香
台
、
燭
台
、
墓
石
を
綺
麗
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

掃
除
道
具
は
お
寺
の
玄
関
入
っ
て
左
側
の
棚
に
準
備
し
て
い
ま
す
。 

③ 

お
花
を
供
え
、
線
香
に
火
を
つ
け
、
蝋
燭
に
も
火
を
灯
し
ま
し
ょ
う
。 

④ 

掃
除
や
お
供
え
が
終
わ
っ
た
ら
、
一
緒
に
お
盆
の
お
経
を
お
と
な
え
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

お
経
は
五
分
ほ
ど
の
も
の
で
す
。 

⑤ 

も
う
一
度
本
堂
へ
お
上
が
り
い
た
だ
き
、
冷
た
い
も
の
を
飲
み
な
が
ら
少
し
休
憩
（
お
話
）
し
ま
し
ょ
う
。 

※
こ
の
方
法
は
あ
く
ま
で
も
弘
願
院
で
の
一
例
で
す
。
参
拝
の
方
法
は
菩
提
寺
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。 

 

灯
燭
（
お
ひ
か
り
） 

 

仏
さ
ま
や
ご
先
祖
様
に
備
え
る
灯
火
の
こ
と
で
す
。
灯
火
は
仏
さ
ま
の
智
慧
の
働
き
で
あ
り
、
煩
悩
や
穢
れ
を 

消
滅
す
る
も
の
と
し
て
、
大
変
尊
い
も
の
で
す
。 

ま
た
、
お
墓
参
り
の
際
は
「
迎
え
火
・
送
り
火
」
の
意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。 

 

香
（
線
香
） 

 

香
を
焚
い
て
、
ご
先
祖
様
に
供
養
を
し
ま
す
。
仏
さ
ま
や
ご
先
祖
様
は
花
や
香
の
香
り
を
召
し
上
が
る
と
い
わ
れ 

て
い
ま
す
。
ま
た
、
香
を
焚
く
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
身
も
清
め
ら
れ
、
そ
の
場
所
も
清
浄
に
な
る
の
で
す
。 

 
 

花
（
供
花
） 

 

浄
土
宗
の
お
経
の
中
に
も
「
お
花
を
撒
い
て
仏
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
」
と
い
う
意
味
の
お
経
が
あ
り
ま
す
。 

香
と
同
様
に
仏
さ
ま
や
ご
先
祖
様
は
お
花
の
美
し
い
様
子
や
香
り
を
楽
し
ま
れ
ま
す
。 

毒
の
あ
る
花
や
臭
い
の
強
い
花
、
ト
ゲ
の
あ
る
花
は
避
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 



                     お
墓
参
り
の
際
の
消
耗
仏
具
等
に
つ
い
て 

お
寺
の
方
で
お
墓
参
り
に
必
要
な
も
の
を
準
備
し
て
お
り

ま
す
。 

・
上
段 
蝋
燭 

・
中
断 

各
種
お
線
香 

・
下
段 

ラ
イ
タ
ー 

こ
れ
ら
は
無
料
で
す
。
ご
自
由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。 

 

そ
の
他
、
お
花
は
七
〇
〇
円
で
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。 

お
線
香
に
つ
い
て 

今
ま
で
は
束
に
な
っ
た
お
線
香
の
み
を
備
え
付
け
て
い

ま
し
た
が
、
先
端
だ
け
燃
え
て
ほ
と
ん
ど
が
残
っ
て
い
る

も
の
が
目
立
ち
ま
し
た
。
お
線
香
を
供
え
る
意
義
を
大
切

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
、
従
来
の
も
の
以
外
に

も
、
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に
て
購
入
し
て
き
た
「
知
恩
」

「
明
照
」
と
い
う
お
線
香
も
準
備
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も

ご
自
由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。
数
多
く
の
本
数
を
供
え
る

か
ら
良
い
、
少
な
い
本
数
は
悪
い
、
と
い
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
香
を
焚
い
て
自
身
を
清
め
る
と
共
に
、
ご
先

祖
様
に
対
し
て
、
香
り
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
く
と
い

う
心
を
大
切
に
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

 

・
従
来
の
束
の
物 

 

・
バ
ラ
に
し
た
物 

  

・「
明
照
」 

  

・「
知
恩
」 

 



                    

 ご
家
庭
で
の
供
養
に
つ
い
て
① 

【
ご
霊
膳
】 

御
命
日
や
年
回
の
法
事
、
お
盆
、
お
彼
岸
な
ど
に
は
お
膳
を

供
え
て
亡
き
御
霊
を
ご
供
養
し
ま
す
。
こ
の
お
膳
を
「
御
霊
膳
」

や
「
霊
供
膳
」
と
い
い
、
精
進
料
理
で
準
備
し
ま
す
。 

 

精
進
料
理
で
は
肉
や
魚
な
ど
の
生
臭
を
避
け
、
臭
い
の
強
い

ニ
ン
ニ
ク
や
ネ
ギ
・
ニ
ラ
・
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
は
使
い
ま
せ
ん
。 

基
本
的
に
は
一
汁
三
菜
で
、
汁
は
吸
い
物
も
し
く
は
味
噌

汁
、
高
坏
に
は
漬
物
や
酢
の
物
、
平
椀
に
は
煮
物
、
壺
椀
に
は

和
え
物
や
甘
く
煮
た
豆
を
盛
り
つ
け
ま
す
。 

箸
が
仏
さ
ま
側
に
な
る
よ
う
に
お
膳
を
供
え
ま
す
。
平
生
の

供
養
は
朝
炊
き
立
て
の
ご
飯
と
お
茶
（
お
水
）
を
あ
げ
、
お
線

香
を
立
て
て
お
念
仏
を
お
と
な
え
し
ま
す
。
お
花
も
お
供
え
し

ま
し
ょ
う
。 

 

※平椀と壺椀が反対となる 

並べ方もあります。 

ご
家
庭
で
の
供
養
に
つ
い
て
② 

【
精
霊
棚
】 

お
盆
に
は
盆
棚
と
も
呼
ば
れ
る
精
霊
棚
を
用
意
し

て
、
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

①
仏
壇
・
仏
具
を
掃
除
し
て
、
そ
の
前
に
小
さ
な
机 

を
置
い
て
ゴ
ザ
を
敷
く
。 

②
中
央
に
位
牌
を
安
置
し
、
そ
の
前
に
ご
霊
膳
と 

香
炉
を
置
く
。
花
、
季
節
の
野
菜
や
果
物
、
お
菓 

子
な
ど
、
故
人
の
鉱
物
を
供
え
る
。 

③
ご
先
祖
様
が
一
刻
も
早
く
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
よ 

う
に
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
往
復
に
使
う
乗
り 

物
と
し
て
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
や
ナ
ス
の
牛
を
供 

え
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 



              

お歌（和歌）を用いた供養の方法【吉水流詠唱】 

Ⅰ.吉水流詠唱（よしみずりゅうえいしょう）とは？ 

吉水流詠唱とは、浄土宗の制定した詠歌、和讃及び舞をいいます。 

元禄年間（1688-1704）以後の時期に西国三十三か所観音霊場や 

四国八十八か所霊場の巡礼が流行しました。その際に巡礼者は霊場を巡拝し、

その霊場の「御詠歌」を唱えるようになったのです。浄土宗にもその流れは 

波及し、「円光大師（法然上人）二十五霊場」として霊場が制定され、 

各霊場には御詠歌が当てられました。 

この吉水流詠唱は戦後に発足しました。戦後の人々の心に浄土宗のお念仏の

教え、法然上人の教えをお歌に乗せてより分かりやすく、親しみやすいように

と考案され、今日まで伝わっております。 

１、詠歌（全 42 曲） 

法然上人が作られた和歌（五七五七七）に節付けされた曲調です。ほとんどが

法然上人御作の和歌をお唱えしていますが、お念仏の教えを説かれ、導かれた

高僧のお歌もお唱えしています。 

２、和讃（全 56 曲） 

和讃は七五調の歌詞に節付けしたものです。浄土宗の年中行事、たとえば御忌

(ぎょき)、お彼岸、十夜(じゅうや)法要を中心に、行事の意味をあきらかにし、

法要をより十分に味わうために作詩されています。 

３、舞 

舞は、洋舞、日本舞があります。どれもお歌の心を動作の上に表現して、自分

自身が身体全体を通じて仏を賛美し、供養する喜びを表すのです。 



              

Ⅱ.仏心を求める心 

「仏心とはこれ大慈悲なり」という言葉が仏典にでてまいります。仏教におけ

る大切なことは全てのものや人々に対する“思いやりの心”ではないでしょう

か。これを仏教用語では「慈悲」と言います。“ともに喜び、ともに悲しむ”

これができれば分かち合う喜びは二倍になり、悲しみは半分になりましょう。 

しかし我々の心はいつもそうではありません。自分目線で自分優先に物事を考

えたり、他人が喜んでいると、妬みの心をもち腹を立てたり、心の中の鬼が悪

さをして、「煩悩」という心の垢がたまってしまいます。 

仏教ではそのような愚かな自分の心に気付かせるため、克服するために様々な

修行があります。その中の一つとしてこの「詠唱」があるのです。 

仏教は死んだあとのための宗教ではありません。 

その字の通り、「仏の教え」であり、「仏になるための教え」なのであります。 

浄土宗としましては煩悩に苦しむ我々ですが、そんな愚かな私もその身そのま

まに「南無阿弥陀仏」とお念仏をおとなえし、阿弥陀如来様がおられる西方極

楽浄土に往生させていただくことを願う教えです。そのお念仏をとなえる我々

の励みにこの「詠唱」はなるのであります。 

 

詠唱は僧侶だけでなく、檀信徒の皆様も気軽に行える立派な 

仏道修行です。住職と一緒に楽しく「詠唱」を勉強しませんか？ 

いつでもお待ちしております。 

 



           
 

   

Ⅲ.吉水流詠唱に必要な用具 

 

 

鈴（れい）   鉦（ふせがね）と撞木（しゅもく） 

 

舞扇（まいおうぎ） 

教本（御詠歌集・和讃集の 2 冊） 

 

 

Ⅲ.御詠歌十徳 

①. ご先祖様や有縁無縁一切の精霊への供養ができる。 

②. 御詠歌を唱えると嫌な事や愚痴などの心を鎮められる。 

③. 御詠歌を習得する喜びは他の習い事にもない有難さがある。 

④. 声を出す、姿勢を正す、歩くなど健康づくりに役に立つ。 

⑤. 妬み・ひがみのない互いに助け合う友達作りができる。 

⑥. 些細なことにこだわらない広い心を持てる。 

⑦. 話題が広がり学ぶうちに深い智慧を育むことができる。 

⑧. 自分のことのように他人のことを思える優しい 

思いやりの心が生まれる。 

⑨. 御詠歌を通じて自信を持ち、いきいきと生活できる。 

⑩. お歌の意味を通じて仏さまへの信仰が深まっていく。 
 



              

Ⅳ.お盆の供養の心を示したお歌【霊まつり和讃】 

 数多くあるお歌の中から、ここでは「霊まつり和讃」をご紹介します。 
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