
四
月
二
十
四
日
、
仏
教
婦
人
会

法
座
を
開
催
し
ま
し
た
。
午
前

は
初
参
式
、
感
染
症
拡
大
へ
の

不
安
か
ら
参
加
を
控
え
る
方
が

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で

も
感
染
防
止
対
策
の
上
で
二
名

の
赤
ち
ゃ
ん
と
そ
の
ご
家
族
が

ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
久

し
ぶ
り
に
お
迎
え
す
る
赤
ち
ゃ

ん
を
会
員
皆
さ
ん
で
お
祝
い
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
午
後

は
会
員
物
故
者
追
弔
会
、
ご
遺

族
の
方
を
お
迎
え
し
て
の
法
要

は
二
年
ぶ
り
、
家
族
葬
が
多
く

な
っ
た
事
情
も
あ
っ
て
会
員
や

友
人
で
お
偲
び
す
る
機
会
を
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
と
て
も

う
れ
し
く
思
え
ま
す
。
そ
の
後

お
説
教
、
ご
遺
族
み
な
さ
ん
と

仏
さ
ま
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

五
月
に
ご
近
所
の
あ
る
方
か
ら
、

飼
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

か
ら
と
鯉
を
十
四
匹
寄
付
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
前
か
ら
池

に
い
た
も
の
と
あ
わ
せ
て
三
十

八
匹
に
な
り
ま
し
た
。
と
て
も

大
事
に
お
育
て
に
な
っ
て
お
ら

れ
、
引
き
継
ぐ
責
任
を
感
じ
て

お
り
ま
す
。

池
に
入
れ
た
当
初
、
鯉
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
戸
惑
い
落
ち
着
か
な

い
様
子
で
し
た
が
、
ひ
と
月
も

た
っ
た
今
は
な
じ
ん
で
い
て
ど

れ
が
新
入
り
だ
っ
た
の
か
分
か

ら
な
い
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
鯉
の
間
で
の

ト
ラ
ブ
ル
は
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
な
ん
と
か
気
持
ち

の
や
り
く
り
を
し
て
く
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
話
し
て
く
れ
な
い

の
で
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
り

ま
せ
ん
が
。

鯉
が
話
し
て
く
れ
な
い
か
ら
、

世
話
す
る
方
は
常
に
観
察
し
て

考
え
て
、
先
に
動
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
田
ん
ぼ
の
稲

も
畑
の
野
菜
も
庭
の
木
も
同
じ

で
し
ょ
う
。
今
ど
ん
な
状
態
に

あ
る
か
、
何
が
必
要
で
そ
の
次

に
何
を
用
意
し
た
ら
い
い
か
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
ら
、

そ
う
か
仏
は
私
を
そ
の
よ
う
に

思
っ
て
く
だ
さ
る
の
か
、
と
気

づ
か
さ
れ
ま
す
。
池
の
よ
う
な

小
さ
な
世
界
で
グ
ル
グ
ル
し
て

い
る
私
の
た
め
に
何
と
か
力
に

な
ろ
う
と
し
て
く
だ
さ
る
、
さ

ら
に
は
池
の
外
か
ら
で
は
な
く

中
に
飛
び
込
ん
で
は
た
ら
い
て

い
て
く
だ
さ
る
。
ナ
マ
ン
ダ
ブ

と
届
い
て
く
だ
さ
る
。

い
の
ち
の
お
世
話
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
思
い
通
り
に
な
ら

な
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
引
き
受

け
て
決
し
て
あ
き
ら
め
ず
い
つ

も
は
た
ら
き
か
け
続
け
る
と
い

う
こ
と
。
鯉
た
ち
の
姿
を
眺
め

な
が
ら
あ
ら
た
め
て
背
筋
が
伸

び
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

『
正
信
偈
の
十
二
光
』

し
ょ
う
し
ん
げ

じ
ゅ
う
に
こ
う

阿
弥
陀
仏
は
す
べ
て
の
人
を
救

あ
み
だ
ぶ
つ

う
た
め
に
ど
の
よ
う
な
仏
に
な

ら
れ
た
の
か
？
親
鸞
さ
ま
は
そ

し
ん
ら
ん

の
働
き
を
『
正
信
偈
』
で
十
二

の
光
と
お
教
え
く
だ
さ
い
ま
す
。

今
回
は
十
一
番
目
の
光
「
無
称

光
」
に
つ
い
て
で
す
。
ど
の
よ

う
な
お
働
き
な
の
か
、
親
鸞
さ

ま
の
ご
和
讃
を
通
し
て
味
わ
っ

わ
さ
ん

て
み
ま
す
。

⑪
無
称
光

む
し
ょ
う
こ
う

前
回
の
「
難
思
光
」
で
「
阿
弥

な
ん
じ
こ
う

陀
仏
の
偉
大
な
お
力
は
、
私
た
ち

の
想
像
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
心
も
言
葉
も
た
え
は
て
た
、

私
の
想
像
を
大
き
く
超
え
た
働
き
」

と
説
明
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た

「
私
に
と
っ
て
不
可
思
議
な
阿
弥

陀
の
は
た
ら
き
を
、
不
可
称
不
可

説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
釈
尊

は
お
経
の
中
で
言
葉
を
尽
く
し
て

知
ら
せ
て
い
て
く
だ
さ
る
」
と
も

お
話
し
し
ま
し
た
。

私
た
ち
は
目
に
見
え
な
い
も
の

は
「
無
い
」
も
の
と
思
い
、
見
え

て
い
る
も
の
だ
け
に
囲
ま
れ
て
安

心
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の

目
に
見
え
る
「
有
る
」
も
の
に
は

そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
色
は
ど
う
か
、
形
や
大
き
さ

は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
な
ど
、
自

分
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
要
約
し

て
把
握
し
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か

し
、
名
前
を
付
け
て
自
分
の
理
解
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い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
「
わ
か
っ
た

ぞ
」
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
お
あ
り

と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
皆
さ
ま

の
ご
経
験
を
「
ヘ
ウ
レ
ー
カ
（
そ
う

か
！
）
」
と
題
し
て
掲
載
し
て
い
ま

す
。
仏
教
や
浄
土
真
宗
に
関
す
る
こ

と
で
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
皆
様

方
か
ら
の
投
稿
を
お
待
ち
し
ま
す
。

今
回
は
仏
壮
会
員
の
土
屋
隆
生
さ
ん

に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

籠
を
水
に
つ
け
ろ

か
ご昔

、
学
校
で
歎
異
抄
講
読
会
に

た
ん
に
し
ょ
う

在
籍
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
歎
異
抄
を
お
話
し
く
だ
さ

る
先
生
の
お
話
を
い
く
ら
聞
い

て
も
、
な
か
な
か
ピ
ン
と
来
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
度
聞
い
て
も
何
も
得
る
こ
と

が
で
き
な
い
虚
し
さ
。
あ
る
と

き
先
生
に
そ
の
こ
と
を
白
状
し

た
時
の
こ
と
、
毎
回
必
ず
出
席

し
て
い
た
私
に
同
情
し
て
く
だ

さ
っ
た
先
生
（
こ
だ
わ
り
の
強

い
私
に
辟
易
し
て
お
ら
れ
た
で

へ
き
え
き

あ
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
）
は
、

蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
に
あ

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん
ご
い
ち
だ
い
き
き
き
が
き

る
こ
の
お
言
葉
を
紹
介
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

蓮
如
上
人
に
信
者
の
方
が
、
一

生
懸
命
に
説
教
を
聞
い
て
い
る

の
だ
が
な
か
な
か
理
解
が
で
き

な
い
こ
と
、
分
か
っ
た
つ
も
り

で
い
て
も
そ
の
内
容
を
帰
り
道

で
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
、
ど
う
し
た
も
の
で
し
ょ
う

か
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
と
き
の

お
答
え
の
言
葉
が
「
そ
の
籠
を

水
に
つ
け
ろ
」
で
す
。
上
人
が

私
に
向
け
て
お
諭
し
く
だ
さ
っ

て
い
る
と
有
り
難
く
受
け
止
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

つ
い
わ
が
力
に
頼
り
任
せ
る
こ

と
を
し
よ
う
と
し
な
い
私
で
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
後
五
十
年

た
っ
た
今
、
い
つ
の
間
に
か
雲

の
向
こ
う
に
燭
光
を
感
じ
て
不

思
議
が
っ
て
い
る
自
分
に
時
々

驚
い
て
い
ま
す
。

あ
る
時
私
の
こ
れ
ま
で
の
聞
法

の
経
緯
を
訊
ね
ら
れ
た
あ
る
ご

講
師
が
、
あ
な
た
は
素
晴
ら
し

い
師
、
友
、
周
囲
の
人
々
に
め

ぐ
ま
れ
た
の
で
す
ね
、
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
私
は
ず
っ
と
法
悦

の
水
に
浸
か
っ
て
い
た
の
だ
、

空
っ
ぽ
の
穴
だ
ら
け
の
籠
の
よ

う
な
私
の
心
が
、
お
か
げ
さ
ま

の
う
ち
に
よ
ろ
こ

び
で
満
た
さ
れ
て

い
る
の
を
感
じ
て

い
ま
す
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
妙
徳
寺

（
安
芸
教
区
志
和
組
）

発
行
責
任
寺
報
編
集
委
員
会

東
広
島
市
八
本
松
町
飯
田
六
〇
二

電
話
〇
八
二ｰ

四
二
八ｰ

〇
一
四
四

1

行
事
予
定

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
軽
減
を
目
的
に
法
座
回
数

を
当
面
減
ら
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

八
月

五
日
（
金
）

午
前
九
時
よ
り

法
座

午
後
一
時
よ
り

物
故
者
追
弔
会
、
法
座

盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ
ん
え
）

講
師

大
和
町
椋
梨

明
圓
寺

内
藤

良
誠

師

八
月

六
日
（
土
）
午
前
八
時

広
島
原
爆
記
念
日

（
本
堂
で
お
参
り
の
後
、
み
ん
な
で
梵
鐘
を
撞
き
ま
す
）

九
月

十
五
日
（
木
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

秋
彼
岸
会
（
あ
き
ひ
が
ん
え
）

講
師

志
和
町
内

西
方
寺

安
國

真
雄

師

十
一
月

二
十
五
日
（
金
）

午
前
九
時
、
午
後
一
時

報
恩
講
（
ほ
う
お
ん
こ
う
）

講
師

世
羅
町
甲
山

正
満
寺

島
津

恵
航

師

（
詳
細
は
次
号
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
）

寺院活動のための
新型コロナウイルス感染症拡大防止の方針

安芸教区志和組13ヵ寺
<趣旨>
現在、地域の様々な活動・行事が、また本山
別院・各寺の法座や行事も自粛あるいは短縮や
中止などの判断をとっております。（中略）
今後私たちの法座の機会を守り寺院活動を消
極的なものにしないために志和組法中で協議、
感染防止対策をとりながらより安全な法座を開
催することを目的として、あらためて次の5点
を志和組法中の方針として申し合わせることと
しました。
<志和組法中としての方針>
[1] 手指の消毒設備の設置、マスクの着用依頼、
室内の換気、飲食提供に対する配慮等、適切
な感染防止対策を講じること

[2] 3密(密閉・密集・密接)の状態にならないよ
う互いに配慮を心がけること

[3] 大声での発声、歌唱とならないように配慮
し、又は近接した距離での会話等を控えるよ
うに呼び掛けること

[4] 参拝くださる方には事前の検温をお願いし、
37.5℃以上ある場合は参拝を控えていただく
ようお願いすること

[5] 相手の痛みを知る仏教徒として、感染者・
医療福祉関係者やその家族などを誹謗・中傷・
差別になる言動を厳に慎むこと

私
の
ヘ
ウ
レ
ー
カ

仏
婦
法
座
が

開
催
さ
れ
ま
し
た

一
語
法
話

（
次
頁
へ
続
く
）

題
字
松
川
裕
子

鯉
が
増
え
ま
し
た



で
捉
え
よ
う
と
し
た
瞬
間
に
そ
れ

は
自
分
の
理
解
上
の
も
の
と
な
り
、

そ
の
も
の
本
来
の
も
の
と
は
か
け

離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

難
思
議
な
仏
の
は
た
ら
き
に
つ
い

て
も
私
の
計
ら
い
を
は
る
か
に
超

え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
言

葉
に
表
し
た
途
端
に
、
私
の
計
ら

い
の
も
の
、
思
い
描
け
る
も
の
と

な
っ
て
し
ま
い
、
本
当
の
仏
を
見

失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

神
光
の
離
相
を
と
か
ざ
れ
ば

じ
ん
こ
う

り
そ
う

無
称
光
仏
と
な
づ
け
た
り

因
光
成
仏
の
ひ
か
り
を
ば

い
ん
こ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ

諸
仏
の
嘆
ず
る
と
こ
ろ
な
り

た
ん

（
親
鸞
聖
人
『
浄
土
和
讃
』
）

仏
は
私
の
理
解
を
超
え
た
は
た

ら
き
（
神
光
）
で
あ
り
、
す
が
た

か
た
ち
を
こ
え
て
（
離
相
）
い
て

説
き
尽
せ
な
い
か
ら
「
無
称
光
仏
」

と
も
お
讃
え
し
ま
す
。
こ
の
無
称

光
に
よ
っ
て
（
因
光
）
私
を
仏
に

し
て
く
だ
さ
る
（
成
仏
）
は
た
ら

き
を
、
ほ
か
の
多
く
の
仏
は
褒
め

讃
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

言
葉
で
は
言
い
表
す
こ
と
が
で

き
な
い
、
私
の
計
ら
い

を
超
え
た
真
実
の
世
界

が
確
か
に
あ
っ
て
、
そ

れ
が
私
を
し
っ
か
り
と

足
下
か
ら
支
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
こ
と
を
、

こ
う
し
た
お
言
葉
の
中

か
ら
知
ら
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
次
号
へ
続
く
）
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志和組テレホン法話「みのりの電話」
０８２－ ４３３ －４９８９

しじゅうさんざん しくはっく

7月 1日～ 寿福寺 田中真
7月 11日～ 浄蓮寺 沼田典生
7月 21日～ 西方寺 安國智乗
8月 1日～ 善正寺 武田昭峰
8月 11日～ 長松寺 笠岡淳一
8月 21日～ 天龍寺 天野英昭
9月 1日～ 寿福寺 田中幸恵
9月 11日～ 報専坊 松島純以
9月 21日～ 照榮寺 井口英隆
志和、八本松川上地区の本派寺院13ヵ寺の
テレホン法話です。3分程度のお話を24時
間いつでもお聞きいただけます。
ぜひ、電話でもお聴聞してください。

「写経の会」開催予定日
7月 22日 (金) 8月 26日 (金) 9月 23日 (金)
それぞれ午後2時より
申し込みは 代表_西本さん(428-2466)、または妙徳寺へ

「生きていくための仏の教え仏教基礎講座」
7月 9日 (土) 8月 27日 (土) 9月 10日 (土)
それぞれ午後2時より
申し込みは 代表_廣川さん(428-5935)、または妙徳寺へ

「妙徳寺仏教壮年会例会」（原則毎月第2土曜日）
7月 9日 (土) 午後6時より 定例会/23日夕懇親会
8月27日 (土) 午後6時より 定例会
9月10日 (土) 午後6時より 寺報編集会議

２

其
の
十
一

飯
田
村
は
戦
国
動
乱
の
舞
台
裏

こ
の
村
に
も
た
ら
さ
れ
た
動
乱
の

実
像
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
、

平
賀
興
貞
（
弘
保
の
嫡
男
）
は
尼

ひ
ら
が
お
き
さ
だ

ひ
ろ
や
す

子
方
に
転
じ
た
の
で
、
大
内
義
隆

お
お
う
ち
よ
し
た
か

は
弘
保
に
知
行
を
与
へ
、
援
軍
を

派
兵
し
懐
柔
策
を
講
じ
た
。

▼
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
、
陶す

え

隆
房
は
元
就
に
命
じ
造
果
要
害
で

た
か
ふ
さ

興
貞
を
攻
め
た
。
興
貞
は
竹
林
寺

へ
逃
げ
込
み
隠
居
。

▼
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
義

隆
、
雲
州
尼
子
攻
め
に
失
敗
し
、

敗
走
之
時
、
小
舟
が
転
覆
し
養
嗣

子
晴
持
を
溺
死
さ
せ
た
。

は
る
も
ち

▼
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
四

月
廿
二
日
、
元
就
は
次
男
元
春
と

も
と
な
り

も
と
は
る

三
男
隆
景
を
連
れ
て
山
口
に
出
向

た
か
か
げ

き
義
隆
に
謁
見
し
た
。
元
春
の
吉

川
家
相
続
の
裁
許
で
あ
っ
た
。
こ

の
日
の
宴
の
後
、
元
就
父
子
は
義

隆
と
陶
隆
房
の
異
様
な
確
執
を

知
っ
た
。
謀
反
が
起
き
れ
ば
、
隆

房
は
元
就
に
大
内
残
党
の
処
分
を

命
じ
る
に
違
い
な
い
が
、
当
面
は

隆
房
に
従
う
こ
と
が
得
策
と
心
得

た
。大内

家
の
為
に
東
奔
西
走
し
て
い

た
陶
隆
房
は
、
御
家
の
行
く
末
を

案
じ
、
諫
言
を
盡
し
た
が
、
悉
く

こ
と
ご
と

退
け
ら
れ
、
そ
の
挙
句
、
謀
反
の

疑
い
を
か
け
ら
れ
た
の
で
、
居
城

岩
国
若
山
城
へ
引
き
上
げ
、
こ
こ

で
愈
々
決
起
の
体
制
を
整
え
た
。

い
よ
い
よ

▼
天
文
廿
年
（
一
五
五
一
）
八
月

廿
八
日
、
隆
房
は
若
山
城
出
立
時

に
、
決
起
状
を
元
就
と
弘
保
に

送
っ
た
。
弘
保
は
こ
の
書
状
を
元

就
に
披
露
し
恭
順
の
意
を
表
し

た
。

▼
廿
九
日
、
隆
房
、
杉
重
矩
、
内

し
げ
の
り

藤
興
盛
ら
は
山
口
に
乱
入
。

▼
九
月
朔
日
、
義
隆
は
隆
房
の
謀

つ
い
た
ち

反
が
迫
り
仙
崎
迄
辿
り
着
い
た
。

こ
こ
か
ら
海
路
で
九
州
へ
逃
れ
よ

う
と
し
た
。
響
灘
は
既
に
冬
、
止

む
無
く
引
き
返
し
、
湯
本
大
寧
寺

た
い
ね
い
じ

に
入
っ
た
。
隆
房
に
包
囲
さ
れ
、

随
行
者
と
歌
を
詠
ん
だ
後
、
自

刃
。
一
族
も
生
害
。
京
か
ら
呼
寄

せ
て
い
た
公
卿
も
処
断
。

※
義
隆
は
悪
戯
に
公
卿
の
風
尚
を

慕
い
、
分
国
統
治
か
ら
乖
離
さ
せ

て
、
暴
発
を
察
知
す
る
こ
と
も
、

防
ぐ
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
重

臣
達
の
愁
訴
も
無
視
し
た
。
武
断

派
の
払
拭
し
難
い
不
信
感
が
鬱
積

し
、
決
起
に
及
ん
だ
。

▼
四
日
、
隆
房
の
命
で
、
毛
利
軍

は
平
賀
隆
保
が
籠
る
高
屋
保

た
か
や
す

頭
崎
城
を
包
囲
。
隆
保
は
城
を
捨

か
し
ら
ざ
き
じ
ょ
う

て
、
槌
山
城
へ
奔
っ
た
。
（
地
誌

つ
ち
や
ま
じ
ょ
う

で
は
頭
崎
城
で
自
刃
し
た
と
あ

る
）
隆
保
は
実
父
舟
木
氏
の
遺
言

状
を
基
に
大
内
か
ら
平
賀
へ
の
押

付
け
養
子
で
あ
っ
た
。
弘
保
、

広
相
は
白
山
城
か
ら
一
歩
も
動
か

ひ
ろ
す
け

し
ろ
や
ま
じ
ょ
う

ず
静
観
し
た
。

▼
八
日
、
毛
利
軍
は
飯
田
村
に
着

陣
。
戦
の
休
養
と
次
の
戦
に
備
へ

た
。
隠
居
し
て
い
た
元
就
は
吉
田

郡
山
城
に
居
残
り
、
背
後
の
憂
い

こ
お
り
や
ま
じ
ょ
う

に
備
え
て
い
た
。
当
主
隆
元
は
飯

田
土
居
屋
敷
、
次
男
・
吉
川
元
春

は
城
佛
土
居
屋
敷
で
休
息
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
総
勢
四
千
余
と
い
わ
れ
た

が
、
四
割
は
兵
站
要
員
（
武
器
や

兵
糧
運
搬
・
賄
）
で
あ
る
。
雑
兵

ま
か
な
い

は
そ
こ
こ
こ
の
百
姓
屋
の
軒
下
で

秋
露
を
凌
ぐ
。
既
に
収
穫
を
終
え

た
百
姓
は
、
僅
か
な
干
飯
・
稗
・

ほ
し
ひ

粟
を
携
へ
、
天
林
山
で
息
を
殺
し

潜
ん
で
い
た
。
煮
炊
き
は
白
煙
が

登
る
の
で
半
時
、
水
に
浸
し
て
掻

き
込
み
、
時
が
過
ぎ
る
の
を
待
っ

た
。
毛
利
軍
が
引
い
た
後
は
、
何

の
被
害
も
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由

は
次
に
あ
っ
た
。

毛
利
軍
の
軍
紀
に
は
、
「
軍
勢
狼

藉
の
儀
、
堅
く
制
止
を
加
う
と
雖

も
、
更
に
停
止
無
き
の
条
、
向
後

に
於
い
て
、
こ
の
申
合
う
衆
中
家

人
等
、
少
し
も
狼
藉
あ
る
に
於
い

て
は
、
即
ち
討
果
す
べ
き
事
、
」

と
あ
る
。
軍
法
違
反
は
そ
の
狼
藉

者
の
上
使
の
裁
許
を
得
ず
と
も
即

刻
、
元
就
が
処
す
る
の
で
あ
る
。

▼
十
一
日
早
朝
、
飯
田
村
を
立

ち
、
槌
山
城
を
包
囲
。
毛
利
軍
が

圧
倒
的
有
利
で
あ
っ
た
が
、
自
軍

の
先
陣
争
い
は
壮
絶
を
極
め
、
そ

の
勢
い
を
抑
え
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。

▼
二
十
八
日
に
は
落
城
。
そ
の
籠

城
戦
で
余
多
の
大
内
方
武
将
（
隆

保
な
ど
）
は
切
腹
。

※
隆
保
は
山
口
の
大
内
文
化
で
育

ち
、
文
武
共
備
わ
っ
た
稀
代
の
武

将
と
持
て
囃
さ
れ
た
が
、
戦
局
を

は
や

予
見
す
る
こ
と
も
回
避
す
る
こ
と

も
な
く
、
唯
運
命
を
甘
受
し
、
辞

世
の
句
を
残
し
壮
絶
な
最
期
を
遂

げ
た
。
如
何
に
も
武
士
の
所
作
と

し
て
語
る
節
も
あ
る
が
、
家
族
や

家
臣
に
対
す
る
慈
し
み
は
微
塵
も

な
か
っ
た
。

▼
十
月
七
日
、
元
就
、
隆
元
父
子

は
平
賀
家
を
再
興
さ
せ
る
為
、
隆

保
を
家
筋
か
ら
抹
消
せ
し
め
広
相

を
第
十
八
代
当
主
と
認
め
た
。
そ

れ
以
降
平
賀
は
毛
利
の
軍
門
に

下
っ
た
。

▼
天
文
廿
一
年
（
一
五
五
二
）
、

菅
田
光
則
降
伏
し
て
槌
山
城
は
落

城
し
た
。

飯
田
村
に
滞
在
し
た
八
日
か
ら
十

一
日
迄
の
軍
費
を
検
証
す
る
。
兵

一
人
に
付
き
一
日
五
合
（
玄
米
）

を
支
給
さ
れ
る
の
で
、
八
十
石
、

現
在
の
お
金
に
換
算
す
る
と
概
ね

六
四
〇
万
円
と
な
る
。
そ
の
他
、

諸
々
の
費
用
が
加
算
さ
れ
る
が
、

紙
幅
に
限
り
が
あ
る
の
で
割
愛
す

る
。
元
就
が
西
国
一
の
覇
者
と

な
っ
た
理
由
は
戦
に
長
け
て
い
た

ば
か
り
で
は
な
い
。
完
璧
な
戦
略

を
弄
し
た
軍
事
戦
略
を
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
。
又
、
軍
議
を
諮
り

衆
議
を
募
っ
た
。
着
座
し
て
も
発

言
せ
ず
、
そ
の
場
凌
ぎ
の
者
は
、

再
び
元
就
の
御
前
に
罷
出
る
事
を

許
さ
な
か
っ
た
。

▼
天
文
廿
四
年
（
一
五
五
五
）
、

隆
房
は
元
就
を
誅
罰
す
る
為
に
、

厳
島
に
渡
航
し
陣
を
張
っ
た
。
そ

の
夜
、
突
然
、
暴
風
雨
が
島
を
襲

う
。
元
就
は
対
岸
の
東
か
ら
渡
航

し
、
島
の
反
対
側
（
南
）
か
ら
険

阻
で
狭
い
峠
を
越
へ
、
背
後
か
ら

迫
っ
た
。
予
期
せ
ぬ
夜
襲
に
陶
軍

は
陣
中
で
大
混
乱
に
陥
り
、
そ
こ

に
小
早
川
隆
景
軍
が
正
面
か
ら
突

い
た
。
逃
げ
場
を
失
っ
た
隆
房
は

西
方
の
山
中
に
逃
げ
込
ん
だ
が
、

遂
に
諦
め
自
刃
を
選
ん
だ
。

『
平
家
物
語
』
を
奉
上
す
る
。

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行

無
常
の
響
有
あ
り
、
沙
羅
双
樹
の

花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら

わ
す
。
奢
れ
る
人
も
久
し
か
ら

お
ご

ず
、
唯
春
の
夜
の
如
し
、
猛
き
者

も
遂
に
は
滅
び
ぬ
、
偏
に
風
の
前

ひ
と
へ

の
塵
に
同
じ
、
（
中
略
）
政
に

ま
つ
り
ご
と

も
遵
わ
ず
、
楽
し
み
を
極
め
、
諫

し
た
が

い
さ

め
を
も
思
ひ
容
れ
ず
、
天
下
の
荒

れ
む
事
を
悟
ら
ず
し
て
、
民
間
の

た

み

愁
ふ
る
所
を
知
ら
ざ
ツ
し
か
ば
、

う
れ久

し
か
ら
ず
し
て
、
亡
じ
に
し
者

ぼ
う

共
哉
。
・
・
・
伝
へ
承
る
こ
そ
、

心
も
詞
も
及
ば
れ
ね
。
」

こ
と
ば

夥
し
い
数
の
人
々
が
、
壮
絶
な

お
び
た
だ

生
き
様
か
ら
語
り
か
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
歴
史
を
知
ら
な
か
っ
た

で
遣
り
過
す
こ
と
も
で
き
る
が
、

や
知
っ
て
い
れ
ば
人
の
営
み
の
本
質

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
前
頁
か
ら
の
続
き
）

『
藝
州
賀
茂
郡
飯
田
村

獨
歩
行
』

ひ
と
り
あ
る
き

竹
本
省
三

　
　

「書道教室」
7月は1日,8日,15日,22日、
8月は5日,20日,26日の各金
曜日が稽古日です。9月以降
の予定については後日お問い
合わせください。
（午後2時半～午後5時の間）
金谷雷聲先生(蕾門会)による幼児・児童・
大人対象、硬筆・毛筆教室です。
申込は金谷先生のFAX0823-82-9565,また
は妙徳寺へご連絡ください。
「おみのりサロン」開催予定日
7月 28日 (木) 8月 24日 (水)
9月 26日 (月) 午後2時より1時間半

（住職が本堂に待機、相談を受け付けます）

妙徳寺ホームページ
http://myotoku-ji.sakura.ne.jp/
更新し内容充実するよう
がんばります。
みょうとくチャンネルも
たまにご覧ください。

合同墓・墓地案内
有縁の皆さんでおまもりしている合同
墓と一般墓地があります。たくさんの
お方にご利用いただけます。


