
報
恩
講
は
浄
土
真
宗
で

最
も
大
切
に
し
て
い
る

行
事
で
す
。
親
鸞
さ
ま

の
ご
命
日
（
新
暦
一
月

十
六
日
）
法
要
の
「
お

た
ん
や
（
逮
夜
）
」
を

た
い
や

年
内
に
取
り
越
し
て
お

勤
め
す
る
こ
と
か
ら

「
お
取
り
越
し
」
と
も

と

こ

い
い
、
各
寺
や
各
家
で

お
参
り
し
ま
す
。
私
た

ち
浄
土
真
宗
の
門
徒
は

「
親
鸞
さ
ま
に
よ
る
仏

さ
ま
の
教
え
を
い
た
だ

く
仲
間
」
で
す
か
ら
、
親
鸞
さ

ま
に
よ
る
お
諭
し
を
大
切
に
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
普
段

の
お
説
教
で
は
、
親
鸞
さ
ま
の

お
言
葉
を
通
し
て
仏
さ
ま
の
教

え
に
親
し
み
ま
す
が
、
報
恩
講

で
は
さ
ら
に
親
鸞
さ
ま
の
ご
生

涯
を
偲
び
つ
つ
そ
の
お
言
葉
の

し
の

味
わ
い
を
深
め
ま
す
。

十
一
月
二
十
四
日
前
日
準
備
に

は
四
十
人
も
お
集
ま
り
い
た
だ

き
、
お
掃
除
や
お
飾
り
の
お
手

伝
い
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

翌
二
十
五
日
、
九
時
か
ら
の
朝

席
は
こ
ど
も
園
の
園
児
た
ち
の

報
恩
講
も
兼
ね
て
行
い
ま
し
た
。

園
児
た
ち
が
こ
ど
も
園
に
帰
っ

て
か
ら
は
お
説
教
、
こ
の
度
の

ご
講
師
は
世
羅
町
甲
山
の

正
満
寺
か
ら
島
津
恵
航
師
で
し

し
ょ
う
ま
ん
じ

し
ま
ず
え
こ
う

た
。
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
の
い

た
だ
く
浄
土
真
宗
の
、
親
鸞
さ

ま
の
教
え
を
再
確
認
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

感
染
症
拡
大
防
止
に
配
慮
し
て

恒
例
の
お
斎
（
仏
事
の
会
食
の

と
き

こ
と
）
を
皆
さ
ん
で
準
備
し
て

い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
参
拝
の
皆
さ
ん
に
精
進
弁

当
を
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
晴

天
だ
っ
た
の
で
本
堂
や
境
内
な

ど
で
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
き
、

午
後
席
ま
で
の
時
間
を
お
過
ご

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

午
後
一
時
か
ら
の
お
参
り
は
隣

寺
の
ご
住
職
も
加
わ
っ
て
、

『
宗
祖
讃
仰
作
法
音
楽
法
要
』

で
お
参
り
を
し
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
お
参
り
い
た
だ
き
ま

し
た
こ
と
、
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
感
染
症
拡
大
防
止
に
配
慮

し
な
が
ら
の
行
事
に
苦
労
し
つ

つ
も
、
多
く
の
方
の
ご
協
力
に

よ
り
こ
の
度
も
無
事
お
勤
め
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

最
近
の
話
題
か
ら
二
つ
、
話
し

て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

①
新
興
宗
教
に
関
す
る
報
道
か
ら

新
興
宗
教
に
か
か
わ
る
話
題
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

疑
い
を
持
つ
こ
と
を
認
め
ず
不

審
に
思
う
こ
と
を
悪
と
し
て
、

た
だ
一
心
に
信
仰
す
る
こ
と
を

求
め
る
宗
教
が
多
く
語
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
テ
レ
ビ
な
ど

で
こ
れ
ら
の
話
題
を
見
聞
き
し

な
が
ら
、
家
族
が
苦
し
ん
で
い

る
こ
と
に
目
を
向
け
な
い
信
仰

が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
、
立

ち
止
ま
っ
て
そ
の
教
え
に
疑
問

を
持
っ
て
み
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
思
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

親
鸞
さ
ま
は
信
仰
に
お
け
る
疑

問
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考

え
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
主

著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
の
あ

と
が
き
に
、
こ
の
よ
う
な
お
言

葉
が
あ
り
ま
す
。

「
も
し
こ
の
書
を
見
聞
せ
ん
者

け
ん
も
ん

は

信
順
を
因
と
な
し

疑
謗

し
ん
じ
ゅ
ん

ぎ
ほ
う

を
縁
と
な
し

信
楽
を
願
力
に

し
ん
ぎ
ょ
う

が
ん
り
き

顕
し

妙
果
を
安
養
に
彰
さ
ん
」

あ
ら
わ

み
ょ
う
か

あ
ん
に
ょ
う

あ
ら
わ

つ
ま
り
「
こ
の
教
行
信
証
を
読

む
人
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
思

い
を
抱
く
人
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
ど
う
か
信
ず
る
心
を
因
・

タ
ネ
と
し
、
疑
う
心
を
縁
・
き
っ

か
け
と
し
て
、
弥
陀
の
願
い
に

目
覚
め
、
教
え
の
よ
ろ
こ
び
を

深
め
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
」

と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

親
鸞
さ
ま
が
「
こ
の
書
を
見
聞

せ
ん
者
」
と
呼
び
か
け
て
お
ら

れ
る
の
は
鎌
倉
時
代
当
時
の
人

に
の
み
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
こ
れ
か
ら
先
の
何
百

年
、
何
千
年
に
わ
た
っ
て
、
仏

縁
あ
る
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を

思
っ
て
書
か
れ
た
も
の
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
令
和
の
世
に
あ
っ

て
親
鸞
さ
ま
の
真
意
を
知
り
た

い
と
、
教
行
信
証
を
ひ
も
解
く

私
た
ち
に
向
か
っ
て
「
こ
の
書

を
見
聞
す
る
者
よ
」
と
呼
び
か

け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

親
鸞
さ
ま
も
「
こ
れ
で
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
悩
み
つ
つ

学
び
、
「
こ
れ
で
大
丈
夫
間
違

い
な
い
」
と
一
歩
一
歩
確
か
め

な
が
ら
の
歩
み
で
あ
っ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
経

験
が
お
あ
り
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

う
し
た
お
言
葉
で
お
呼
び
か
け

く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
疑
っ
た
ぐ
ら
い
で
ひ
っ

く
り
返
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
ち
っ

ぽ
け
な
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

存
分
に
疑
っ
て
こ
の
教
え
が
間

違
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
よ

り
一
層
深
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏

の
お
心
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
ょ
う
。

②
大
河
『
鎌
倉
殿
の…

』か
ら

お
葬
式
な
ど
で
拝
読
さ
れ
る
御

文
章
『
白
骨
の
章
』
、
五
百
年

あ
ま
り
前
の
蓮
如
上
人
が
お
書

れ
ん
に
ょ

き
く
だ
さ
っ
た
お
手
紙
で
す
が
、

そ
こ
に
は
さ
ら
に
二
百
五
十
年

前
の
後
鳥
羽
上
皇
の
お
言
葉
が

ご
と
ば
じ
ょ
う
こ
う

関
係
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。

後
鳥
羽
上
皇
は
比
叡
山
や
興
福

寺
な
ど
の
申
し
立
て
に
よ
り
、

法
然
上
人
門
下
を
死
罪
や
流
罪

ほ
う
ね
ん

と
し
念
仏
信
仰
を
弾
圧
し
た

「
承
元
の
法
難
」
（
一
二
〇
七
）

じ
ょ
う
げ
ん

ほ
う
な
ん

の
宣
旨
を
指
示
さ
れ
た
お
方
で

せ
ん
じ

す
。
法
然
さ
ま
は
死
罪
を
免
れ

ま
ぬ
が

た
も
の
の
土
佐
へ
、
親
鸞
さ
ま
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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
玉
田
義
幸
さ
ん

に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

浄
土
真
宗
ク
イ
ズ

私
た
ち
は
分
か
っ
て
い
る
つ
も

り
で
解
っ
て
い
な
い
こ
と
が
た

く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私

た
ち
は
浄
土
真
宗
門
徒
で
す
が

そ
の
浄
土
真
宗
が
ど
う
い
っ
た

教
え
で
あ
る
か
、
一
緒
に
確
認

し
た
い
の
で
ク
イ
ズ
に
し
て
み

ま
し
た
。
お
経
本
な
ど
の
は
じ

め
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
浄
土

真
宗
の
教
章
』
を
参
考
に
空
欄

を
埋
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

宗
名

①

宗
祖

②

宗
派

③

宗

④

派

本
尊

⑤

（
南
無
阿
弥
陀
仏
）

教
義

阿
弥
陀
如
来
の

⑥

に
よ
っ
て

⑦

を
め
ぐ

ま
れ
、
念
仏
申
す
人
生
を

歩
み
、
こ
の
世
の

⑧

が
尽
き
る
と
き

⑨

に

生
ま
れ
て
仏
と
な
り
、

⑩

の
世
に
還
っ
て

人
々
を
教
化
す
る
。

（
次
頁
に
答
え
を
掲
載
）

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
。

十
二
月
二
十
五
日
（
日
）
午
後
一
時
か
ら
一
時
間

年
末
お
掃
除

大
晦
日

午
後
十
一
時
半
か
ら

除
夜
会
（
じ
ょ
や
え
）

元
旦

午
前
十
時
よ
り
一
時
間
半

修
正
会
（
し
ゅ
う
し
ょ
う
え
）

一
月

十
日
（
火
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

御
正
忌
法
要
（
お
た
ん
や
）

講
師

八
本
松
町
篠

本
派
布
教
使

岡
本

法
治

師

三
月

十
三
日
（
月
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

春
彼
岸
会
（
は
る
ひ
が
ん
え
）

講
師

呉
市
安
浦
町
内
海

信
楽
寺

広
幡

康
祐

師

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

<趣旨>
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

報恩講のお参り ありがとうございました

一
語
法
話

（
次
頁
へ
続
く
）

題
字
松
川
裕
子

個
人
情
報
保
護
の
た
め
、

画
像
を
加
工
し
て
い
ま
す



も
越
後
へ
ご
流
罪
と
な
り
ま
す
。

念
仏
の
教
え
は
世
を
乱
す
誤
っ

た
教
え
で
あ
る
と
し
て
こ
の
よ

う
な
処
断
が
な
さ
れ
た
わ
け
で

す
が
、
親
鸞
さ
ま
は
、
こ
の
宣

旨
は
権
力
を
傘
に
道
理
を
無
視

し
て
私
怨
を
晴
ら
そ
う
と
し
た

し
お
ん

も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
度
の
大
河
ド
ラ
マ
で
は
承

元
の
法
難
は
描
か
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
の
時
代
は
貴
族
か

ら
武
士
の
世
と
な
っ
て
い
く
転

換
の
時
で
す
。
さ
ら
に
「
承
久

の
乱
」
（
一
二
二
一
）
で
は
後

鳥
羽
上
皇
は
鎌
倉
幕
府
に
敗
れ

隠
岐
の
島
に
流
罪
、
朝
廷
の
力

は
一
層
弱
ま
り
坂
東
武
者
の
勢

ば
ん
ど
う

力
が
西
国
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な

り
ま
す
。

念
仏
弾
圧
の
処
断
を
し
た
後
鳥

羽
上
皇
で
す
が
、
隠
岐
へ
流
罪

に
な
ら
れ
て
か
ら
は
法
然
門
下

で
親
鸞
さ
ま
の
兄
弟
子
で
あ
っ

た
聖
覚
法
印
の
教
え
を
受
け
、

せ
い
か
く

お
念
仏
の
教
え
を
よ
ろ
こ
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

一
二
三
九
年
に
お
亡
く
な
り
に

な
ら
れ
る
ま
で
に
『
無
常
講
式
』

む
じ
ょ
う
こ
う
し
き

を
著
さ
れ
ま
す
。

そ
の
二
段
目
に
こ
う
あ
り
ま
す
。

「・
・
・
三
界
無
常
な
り
。
古
よ
り

さ
ん
が
い

い
に
し
え

い
ま
だ
萬
歳
の
人
身
あ
る
こ
と

ま
ん
ざ
い

に
ん
じ
ん

い
ふ
こ
と
を
聞
か
ず
、
一
生
過

ぎ
や
す
し
。
今
に
在
て
誰
か
百

あ
り

年
の
形
體
を
保
た
ん
。
實
に
、

ぎ
ょ
う
た
い

た
も

ま
こ
と

我
は
さ
き
人
や
さ
き
、
今
日
も

知
ら
ず
明
日
と
も
知
ら
ず
。
お

く
れ
先
だ
つ
人
、
本
の
滴
、
末

し
ず
く

の
露
よ
り
も
繁
し
。
・
・
（
略
）
・
・

つ
ゆ

一
切
の
有
爲
の
法
は
夢
幻
の
泡

う

い

ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し

の
影
の
如
し
。
露
の
如
く
電
の

い
な
び
か
り

如
し
、
か
く
の
如
き
の
觀
を
な

す
べ
し
。

南
無
阿
彌
陀
佛

契
て
も
、
な
お
契
る
べ
き
は

ち
ぎ
り

菩
薩
聖
衆
の
友
、
憑
み
て
も
、

ぼ
さ
つ
し
ょ
う
じ
ゅ

た
の

な
お
憑
む
べ
き
は
弥
陀
本
誓
の

み

だ

ほ
ん
ぜ
い

助
な
り
」

た
す
け『

白
骨
の
章
』
の
中
ほ
ど
に

「
・
・
・
と
い
え
り
。
」
と
あ
る
の

は
、
蓮
如
上
人
以
前
の
激
動
の

時
代
を
苦
悩
の
中
で
生
き
ら
れ

た
後
鳥
羽
上
皇
の
お
言
葉
を
引

用
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

感
慨
深
く
思
わ
れ
ま
す
。

治
天
の
君
と
し
て
権
力
の
中
心

ち
て
ん

き
み

に
お
ら
れ
た
お
方
で
あ
っ
て
も
、

ま
た
た
と
え
念
仏
を
非
難
し

中
傷
し
た
お
方
で
あ
っ
た
と
し

ち
ゅ
う
し
ょ
う

て
も
、
苦
し
み
悩
み
の
中
で
救

い
を
求
め
る
と
き
お
念
仏
は
た

し
か
に
そ
の
人
に
届
い
て
く
だ

さ
る
、
こ
れ
は
い
つ
の
世
に
も

通
じ
る
ま
こ
と
な
の
だ
と
あ
ら

た
め
て
教
え
ら
れ
る
思
い
が
い

た
し
ま
す
。

第 1 3 1 号 寺 報 み ょ う と く 令 和 ５ 年 １ 月 １ 日

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

1月 1日～ 光源寺 堀靖史
1月 11日～ 善正寺 武田昭峰
1月 21日～ 報専坊 松島純以
2月 1日～ 志和東 石川了真
2月 11日～ 長松寺 笠岡淳一
2月 21日～ 照榮寺 井口英隆
3月 1日～ 八本松南 玉田義幸
3月 11日～ 西蓮寺 西浦憲雄
3月 21日～ 天龍寺 天野英昭
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」
1月 27日 (金) 2月 24日 (金) 3月 24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」
1月 28日 (土) 2月 11日 (土) 3月 11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）
1月28日 (土) 午後6時より 定例会
2月11日 (土) 午後6時より 定例会
3月11日 (土) 午後6時より 寺報編集会議

２

其
の
十
三
「
飯
田
の
春
」

▼
陰
暦
正
月
元
旦･･･

陽
光
に
目

覚
め
「
ふ
る
さ
と
の
春
」
は
暦

の
上
に
立
つ
け
れ
ど
も
、
節
句

の
頃
ま
で
は
春
色
は
浅
い
。

▼
春
二
月･･･

立
春
（
二
月
四

日
）
の
後
、
約
十
五
日
、
節
は

雨
水
（
二
月
十
九
日
）
に
入
っ

う
す
い

て
菜
花
が
咲
き
、
杏
花
も
開

な
の
は
な

あ
ん
ず
の
は
な

き
、
李
花
が
綻
ぶ
頃
と
な
っ
て

り

か

ほ
こ
ろ

花
信
の
風
も
漸
く
和
ら
ぐ
。

よ
う
や

▼
春
三
月･･･

啓
蟄
（
三
月
六

け
い
ち
つ

日
）
に
至
っ
て
一
候
桃
花
、
二

と
う
か

候
棣
棠
（
や
ま
ぶ
き
）
、
三
候

た
い
ど
う

薔
薇
、
春
分
（
三
月
二
十
一

し
ょ
う
び

日
）
に
及
ん
で
一
候
海
棠
、
三

か
い
ど
う

候
木
蘭
と
、
次
々
に
種
々
の
花

も
く
れ
ん

く
さ
ぐ
さ

木
が
繚
乱
を
競
う
に
至
っ
て
春

は
日
々
酣
に
、
香
し
い
花
の
息

た
け
な
わ

吹
が
東
西
の
空
を
籠
め
て
渭
水

こ

ゐ
す
い

の
流
れ
も
霞
に
沈
み
、
深
堂

山
・
清
滝
山
の
麓
に
は
蜻
蛉
が

き
よ
た
き
や
ま

か
げ
ろ
う

湧
き
立
ち
、
大
山
も
靡
く
。

お
お
や
ま

な
び

▼
春
四
月･･･

溟
濛
た
る
春
雨
の

め
い
も
う

は
る
さ
め

日
が
続
い
て
清
明
（
四
月
五

せ
い
め
い

日
）
の
節
が
過
ぎ
、
桐
花
が
紫

と
う
か

に
匂
い
、
そ
こ
は
か
と
な
く
広

が
る
隴
畝
に
は
麦
が
青
々
と
風

ろ
う
ほ

に
靡
き
、
雲
雀
が
空
に
、
御
溝

な
び

ひ
ば
り

ぎ
ょ
う
こ
う

に
は
柳
絮
が
繽
紛
と
し
て
雪
の

り
ゅ
う
じ
ょ

ひ
ん
ぶ
ん

よ
う
に
舞
う
頃
に
な
る
と
、
時

は
穀
雨
（
四
月
二
十
日
）
の
節

こ
く
う

に
入
っ
て
春
は
漸
く
充
ち
、
照

よ
う
や

み

る
日
の
影
も
思
い
な
し
か
僅
か

に
輝
き
を
増
し
て
空
を
紺
青
に

こ
ん
じ
ょ
う

染
め
る
。
土
橋
（
※
１
）
の
袂
に

ど
ば
し

た
も
と

柳
の
糸
を
撫
で
て
薫
風
が
爽
や

さ
わ

か
吹
き
渡
る
と
、
牡
丹
の
花
が

ぼ
た
ん

古
里
を
占
断
し
て
大
者
の
如
く

せ
ん
だ
ん

に
咲
き
誇
り
、
村
中
の
童
、
家

わ
ら
べ

を
虚
う
し
て
只
管
に
花
の
跡
を

ひ
た
す
ら

追
う
て
日
を
暮
す
。
か
く
て
棟

あ
ふ
ち

の
花
が
甘
く
淀
ん
だ
懊
ま
し
い

な
や

香
り
を
宵
闇
に
漂
わ
す
頃
に

よ
い
や
み

至
っ
て
、
村
は
若
葉
に
浸
り
、

咽
ぶ
よ
う
な
新
緑
の
色
が
鮮
や

む
せか

に
郷
を
覆
い
、
空
に
槐
樹

さ
と

か
い
じ
ゅ

（
え
ん
じ
ゅ
）
や
楡
の
傍
に
は

に
れ

か
た
わ
ら

樹
立
の
蔭
も
日
に
濃
や
か
に
、

じ
ゅ
り
つ

こ
ま

爽
や
か
に
、
疲
れ
を
癒
す
田

さ
わ

い
や

拵
え
の
農
夫
が
、
将
又
、
肌
触

こ
し
ら

は
た
ま
た

り
新
た
な
軽
衫
（
モ
ン
ペ
、
カ

け
い
さ
ん

ル
サ
ン
と
も
云
う
）
に
梢
々
汗

や

ゝ

を
滲
ま
せ
た
早
乙
女
が
、
こ
の

さ
お
と
め

辺
り
に
暫
く
の
憩
い
を
求
む
る

し
ば
ら

乎
。

か
▼
夏
五
月･･･

三
五
参
差
（
三
々

さ
ん
し

五
々
）
と
し
て
隠
見
す
る
よ
う

な
立
夏
（
五
月
六
日
）
と
な

り
っ
か

る
。
こ
こ
に
「
飯
田
の
春
」
は

尽
き
て
ゆ
く
、
「
四
季
の
詩
」

を
奏
で
惜
別
の
賦
を
吟
じ
て
、

か
な

小
満
（
五
月
二
十
一
日
）
の
頃

し
ょ
う
ま
ん

は
子
燕
が
啄
み
、
早
苗
の
水
面

こ
つ
ば
め

つ
い
ば

さ
な
え

み
な
も

輝
く
。

【
つ
づ
く
二
十
四
節
季
】

芒
種
（
六
月
六
日
）
、
夏
至
（
六

ぼ
う
し
ゅ

げ

し

月
二
十
一
日
）
、
小
暑(

七
月
七

し
ょ
う
し
ょ

日
）
、
大
暑
（
七
月
二
十
三

だ
い
し
ょ

日
）
、
立
秋(

八
月
八
日
）
、
処
暑

り
っ
し
ゅ
う

し
ょ
し
ょ

（
八
月
二
十
三
日
）
、
白
露
（
九

は
く
ろ

月
八
日
）
、
秋
分(

九
月
二
十
三

し
ゅ
う
ぶ
ん

日
）
、
寒
露
（
十
月
八
日
）
、

か
ん
ろ

霜
降
（
十
月
二
十
四
日
）
、
立
冬

そ
う
こ
う

り
っ
と
う

（
十
一
月
八
日
）
、
小
雪(

十
一
月

し
ょ
う
せ
つ

二
十
二
日
）
、
大
雪
（
十
二
月
七

た
い
せ
つ

日
）
、
冬
至
（
十
二
月
二
十
二

と
う
じ

日
）
、
小
寒(

一
月
六
日
）
、
大
寒

し
ょ
う
か
ん

だ
い
か
ん

（
一
月
二
十
日
）

斯
く
し
て
時
は
遷
ろ
い
、
俗
塵

か

う
つ

に
ま
み
れ
、
白
髪
染
ま
る
也
、

誰
か
知
ら
む
。

古
代
東
洋
史
で
知
ら
れ
る
稀
有

な
学
者
石
田
幹
之
助
氏
。
漢
文

の
〝
凄
み
と
格
調
〟
に
慄
か
さ

お
の
の

れ
る
。
浅
学
菲
才
の
身
で
は

謦
咳
に
接
す
る
こ
と
さ
え
控
へ

け
い
が
い

ら
る
る
亦
、
嚆
矢
を

ま
た

こ
う
し

射
る
稀
少
な
る
文

人
。
精
読
し
、
模
倣

し
て
み
る
こ
と
が
肝

要
と
師
の
教
論
に
依

り
創
作
仕
る
。

闕
（
宮
殿
）
の
脇

け
つ

門
（
※
２
）

の
隙
間
か
ら

小
者
の
如
く
中
を
覗

き
込
む
賤
民
が
、
茲こ

こ

に
謹
ん
で
吟
ず
「
ふ

る
さ
と
の
春
」
。

※
石
田
幹
之
助

明
治
二
十
三
年
千

葉
市
生
、
東
京
大
学
文
科
大
学

史
学
科
卒
、
昭
和
四
十
九
年

没
、
享
年
八
十
四
歳
、
専
攻
東

洋
史
。
主
著
『
欧
米
に
於
け
る

支
那
研
究
』
創
元
社
、
『
南
海

関
す
る
支
那
史
料
』
生
活
社
、

『
長
安
の
春
』
平
凡
社
。

※
１
県
道
（
八
本
松
～
造
賀

線
）
が
深
堂
川
を
跨
ぐ
橋
。
昔

は
丸
太
の
上
に
土
を
被
せ
て
い

た
の
で
「
土
橋
」
と
云
っ
た
。

※
２
平
安
京
は
五
位
以
上
で
な

け
れ
ば
入
門
で
き
な
い
。
ま
た

昇
殿
は
参
議
以
上
で
あ
っ
た
。

さ
ん
ぎ

（
前
頁
か
ら
の
続
き
）

『
藝
州
賀
茂
郡
飯
田
村

獨
歩
行
』
竹
本
省
三

ひ
と
り
あ
る
き

　
　

「書道教室」
ホームページ内の「行事カ
レンダー」に稽古日を掲載
しています。妙徳寺LINEで
も随時お知らせいたします。
（毎月3回程度の金曜日
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
1月 26日 (木) 2月 10日 (金)
3月 8日 (水) 午後2時より1時間半

（住職が本堂に待機、相談をお受けします）

妙徳寺ホームページ
http://myotoku-ji.sakura.ne.jp/
更新し内容充実するにしています。
みょうとくチャンネルもご覧ください。

妙徳寺LINE
ご登録いただくと定期的に
行事などを直接ご案内いたします。

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
。
縁
あ
る
多
く
の
方
に
ご
利

用
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ク
イ
ズ
の
答
え
▽
①
浄
土
真
宗
▽
②
親
鸞
聖
人
▽
③
浄
土
真(

宗)

▽
④
本
願
寺(

派)

▽
⑤
阿
弥
陀
如
来
▽
⑥
本
願
力
▽
⑦
信
心
▽
⑧
縁
▽
⑨
浄
土
▽
⑩
迷
い


