
非
常
に
熱
心
に
仏
法
を
聴
聞
す
る
真
宗
門
徒
の
お
婆

さ
ん
が
い
た
。
熱
心
な
聞
法
が
高
じ
て
法
話
に
出
て
く

る
聖
教
の
言
葉
は
ほ
ぼ
覚
え
て
し
ま
い
、
周
り
の
人
か

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

ら
も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
お
婆
さ
ん
、
元
気
な
う

ち
は
良
か
っ
た
が
、
不
治
の
病
を
患
っ
て
し
ま
っ
た
。

病
の
苦
し
み
か
ら
仏
法
を
喜
ぶ
心
が
な
く
な
り
、
「
地

獄
に
堕
ち
る
」
と
何
度
も
口
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

お

そ
の
姿
を
見
か
ね
た
娘
が
、
浄
土
真
宗
の
講
師
と
し

て
高
名
で
あ
っ
た
香
樹
院
徳
龍
師
に
相
談
に
行
っ
た
。

こ
う
じ
ゅ
い
ん
と
く
り
ゅ
う

母
の
様
子
を
伝
え
、
母
を
助
け
る
言
葉
を
頂
け
な
い
も

の
か
と
懇
願
す
る
娘
に
、
香
樹
院
は
「
自
分
勝
手
に
、

地
獄
へ
堕
ち
る
と
言
う
な
ら
ば
仕
方
が
な
い
」
と
言
う
。

お

絶
望
し
涙
を
流
し
な
が
ら
帰
ろ
う
と
す
る
娘
を
香
樹
院

は
呼
び
止
め
、
こ
う
言
わ
れ
た
。

「
凡
夫
じ
ゃ
も
ん
、
地
獄
へ
堕
ち
る
の
は
今
更
の
事

ぼ
ん

ぶ

お

い
ま
さ
ら

で
は
な
い
ぞ
。
沈
む
の
が
石
の
自
性
な
ら
、
地
獄
に
堕

じ
し
ょ
う

ち
る
の
が
凡
夫
の
自
性
で
な
い
か
。
堕
ち
る
に
間
違
い

の
な
い
も
の
を
、
堕
ち
る
ま
ん
ま
で
、
堕
と
さ
ん
ぞ
と

呼
ん
で
く
だ
さ
る
の
が
阿
弥
陀
様
の
呼
び
か
け
じ
ゃ

が
、
そ
れ
で
も
自
分
勝
手
に
堕
ち
る
つ
も
り
か
い
や
」
。

娘
か
ら
香
樹
院
の
言
葉
を
聞
い
た
お
婆
さ
ん
、
知
識

こ
う
じ
ゅ
い
ん

と
し
て
知
っ
て
い
た
〝
地
獄
堕
ち
の
愚
か
な
凡
夫
〟
と

お

ぼ
ん

ぶ

は
私
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
初
め
て
う
な
ず
い
た
。

香
樹
院
の
言
葉
を
聞
い
て
も
病
は
治
ら
な
い
し
、
境

遇
に
グ
チ
を
言
う
自
分
が
何
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
人

に
変
わ
る
こ
と
も
な
い
。
境
遇
に
嘆
き
グ
チ
を
言
う
愚

か
な
凡
夫
と
は
、
自
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
教
え
ら
れ
、

深
く
う
な
ず
く
こ
と
が
仏
法
聴
聞
の
ご
利
益
な
の
だ
。
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お
釈
迦
様
は
三
五
歳
の
と
き
に
覚
り
を
開
き

さ
と

仏
陀
と
成
ら
れ
ま
し
た
。
仏
陀
と
は
「
目
覚
め

ぶ
っ

だ

め

ざ

た
人
」
と
い
う
意
味
で
す
。

お
釈
迦
様
が
覚
り
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
評
判

に
な
り
、
あ
る
町
に
行
か
れ
た
と
き
大
歓
迎
さ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
町
の
代
表
者
が
お

釈
迦
様
に
お
願
い
に
あ
が
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
お
願
い
は
私
た
ち
が
仏
教
や
宗
教
に
期
待

し
て
い
る
こ
と
で
す
。
「
お
釈
迦
様
、
ぜ
ひ
こ

こ
で
奇
跡
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
」
と
。
私
た

ち
も
神
社
仏
閣
に
お
参
り
し
て
「
○
○
し
ま
す

よ
う
に
」
と
お
願
い
し
ま
す
。
私
た
ち
は
二
五

〇
〇
年
前
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

奇
跡
を
起
こ
し
て
く
れ
と
願
う
人
に
、
お
釈

迦
様
は
こ
う
言
わ
れ
ま
す
。
「
奇
跡
に
は
三
つ

あ
り
ま
す
」
と
。
「
一
つ
目
の
奇
跡
は
、
普
通

の
人
が
で
き
な
い
こ
と
を
す
る
と
い
う
奇
跡

だ
。
あ
な
た
が
私
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
こ
れ

で
し
ょ
う
？
そ
ん
な
も
の
は
何
か
種
が
あ
っ
て

や
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
仏
教
は
そ
う
い
う
教
え

で
は
な
い
。
こ
れ
を
私
に
求
め
て
も
無
駄
で
す

よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
二
つ
目
の
奇
跡
は
他
人
の
心
を
読
み
、
言

い
当
て
る
よ
う
な
奇
跡
だ
」
と
。
世
の
中
の
人

は
宗
教
家
に
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
求
め
、
場
当

た
り
的
な
対
処
療
法
を
求
め
ま
す
。
し
か
し
お

釈
迦
様
は
、
そ
れ
も
違
う
、
仏
教
で
は
な
い
と

言
わ
れ
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
、
一
つ
目
と
二
つ
目
の
奇
跡
は

私
の
開
い
た
覚
り
と
は
関
係
な
い
と
言
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
「
も
う
一
つ
奇
跡
が
あ
る
。
私
の

言
う
こ
と
を
真
面
目
に
受
け
止
め
て
、
そ
れ
を

実
践
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
に
〝
自
覚
〟
が
起

こ
り
う
る
の
だ
。
そ
れ
は
精
神
的
な
革
命
だ
。

そ
れ
は
闇
の
中
に
沈
ん
で
い
た
人
間
が
、
新
し

い
人
間
と
し
て
出
発
す
る
。
こ
の
よ
う
な
奇
跡

は
人
生
に
は
他
に
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

迷
い
を
繰
り
返
す
だ
け
の
存
在
が
、
自
分
に

目
が
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
人
間
と

し
て
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
が
起
こ
り
う
る
と
言

わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
仏
教
が
開
こ
う

と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
信
心
も
自
覚
の
開
き
を
表
し
た

言
葉
で
す
。
一
般
的
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
言

し
ん
ら
ん

え
ば
「
悪
人
正
機
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
世

あ
く
に
ん
し
ょ
う
き

間
の
人
は
こ
の
教
え
を
、
悪
人
が
救
わ
れ
る
と

解
説
し
た
り
、
考
え
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

悪
人
は
自
覚
で
す
。
私
が
悪
人
で
あ
っ
た
と
い

う
自
覚
が
開
け
れ
ば
変
わ
る
の
だ
、
と
。
悪
人

で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
、
そ
の
ま
ま
仏
様
か
ら

悲
し
ま
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
た
と
、
悲
し
ま
れ

て
い
る
自
己
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

曽
我
量
深
先
生
は
「
悩
む
と
い
う
の
は
自
覚

り
ょ
う
じ
ん

で
あ
る
。
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
の
は
無
自
覚
で

あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
我
々
は
悩
ま
さ
れ
る

と
か
苦
し
め
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
っ

と
金
が
あ
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
、
も
っ
と
良

い
家
に
生
ま
れ
て
い
れ
ば
と
、
悩
ま
さ
れ
て
い

ま
す
。
主
体
的
に
悩
む
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な

状
況
も
引
き
受
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
結
婚
す
る
前
、
恩
師
の
鍵
主
良
敬
先
生

か
ぎ
ぬ
し
り
ょ
う
け
い

に
「
結
婚
し
て
後
悔
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」

と
質
問
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
先
生

は
「
結
婚
は
後
悔
の
連
続
だ
よ
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
私
は
、
自
分
は
悩
ん
だ
り
苦
し
む
必
要

の
な
い
者
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
、
結
婚

し
た
ら
後
悔
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
が
無
自
覚
で
す
。
鍵
主
先
生
は
、

人
間
は
思
い
通
り
に
し
た
い
の
に
思
い
通
り
に

な
ら
な
い
か
ら
、
元
々
悩
み
苦
し
む
者
な
の
だ

と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
自
覚
で
す
。

我
々
は
外
側
に
あ
る
も
の
の
せ
い
で
悩
み
苦

し
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
え
に

出
遇
う
と
、
そ
も
そ
も
人
間
は
悩
み
苦
し
む
原

因
を
内
側
に
持
っ
た
者
な
の
だ
教
え
ら
れ
、
自

覚
す
る
こ
と
が
起
こ
る
の
で
す
。

二
〇
二
一
年
報
恩
講
法
話
録
前
編

太
宰
不
二
夫
師

２０２１年１１月２０日２１日に勤修さ

れた「２０２１年良覺寺報恩講講話録」

の前編です。

法話は太宰不二夫師（岐阜県揖斐川

町・真教寺住職）でした。
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十
一
月
二
〇
日
二
一
日
、
「
二
〇
二
一
年
良

覺
寺
報
恩
講
」
が
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
対
策
と
し
て
、
参
詣

者
は
マ
ス
ク
必
着
、
本
堂
入
り
口
と
ト
イ
レ
等

に
消
毒
液
を
設
置
し
、
定
期
的
な
換
気
を
心
が

け
て
勤
め
ま
し
た
。
満
日
中
の
後
の
お
斎
（
食

と
き

事
）
は
中
止
し
ま
し
た
。

二
〇
日
の
午
後
二
時
か
ら
「
逮
夜
」
が
勤
ま

た
い

や

り
ま
し
た
。
「
正
信
偈
」
を
お
勤
め
し
ま
し
た

し
ょ
う
し
ん
げ

が
、
報
恩
講
で
は
普
段
よ
り
も
節
が
丁
寧
な
「
正

信
偈
」
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。

午
後
七
時
か
ら
の
「
初
夜
」
で
は
『
御
伝
鈔
』

し
ょ

や

ご
で
ん
し
ょ
う

（
親
鸞
聖
人
の
伝
記
）
を
拝
読
し
ま
し
た
（
拝

し
ん
ら
ん

読
者
は
守
山
市
光
圓
寺
の
北
脇
隆
昭
氏
）
。
そ

の
後
、
住
職
よ
り
『
御
絵
伝
』
（
親
鸞
聖
人
の

ご

え

で
ん

生
涯
を
絵
で
描
い
た
絵

伝
）
の
絵
解
を
行
い
ま

え

と
き

し
た
。
今
年
は
四
幅
あ

る
『
御
絵
伝
』
の
四
幅

目
の
絵
解
で
し
た
。

二
一
日
の
午
前
八
時
よ
り
「
晨
朝
」
を
勤
め

じ
ん
じ
ょ
う

ま
し
た
。

午
前
十
時
か
ら
の
「
満
日
中
」
で
は
、
本
願

ま
ん
に
っ
ち
ゅ
う

寺
第
三
代
御
門
首
の
覚
如
上
人
（
親
鸞
聖
人
の

か
く
に
ょ

二
〇
二
一
年

良
覺
寺
報
恩
講

ひ
孫
）
が
制
作
さ
れ
た
『
報
恩
講
式
』
を
良
覺

寺
住
職
が
現
代
語
訳
し
た
も
の
を
拝
読
。
そ
の

後
、
『
二
〇
二
一
年
良
覺
寺
報
恩
講
表
白
』
を

ひ
ょ
う
び
ゃ
く

拝
読
を
い
た
し
ま
し
た
。

法
話
は
四
座
と
も
太
宰
不
二
夫
師
（
岐
阜
県

揖
斐
川
町
・
真
教
寺

住
職
）
で
し
た
。
法

話
の
詳
細
は
三
ヶ
月

に
わ
た
り
『
無
上
尊
』

に
掲
載
し
ま
す
。

二
〇
二
一
年
第
二
回
良
覺
寺
役
員
会
を
左
記

の
ご
と
く
開
催
い
た
し
ま
す
。

役
員
各
位
に
は
門
徒
会
筆
頭
総
代
名
義
で
別

途
通
知
し
て
お
り
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
ご
確

認
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

記

日
時
…

月

日
（
日
）

時

分

12

19

13

30

会
場
…
良
覺
寺
本
堂

第
二
回
役
員
会

良
覺
寺
で
は
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
正
月
に

か
け
て
こ
の
よ
う
な
行
事
を
し
ま
す
。

ま
ず
、
三
十
一
日
の
午
後
十
一
時
三
十
分
頃

か
ら
鐘
を
撞
き
ま
す
。
一
日
午
前
０
分
か
ら
年

か
ね

つ

始
勤
行
を
勤
め
ま
す
。

一
日
午
前
十
時
か
ら
「
良
覺
寺
修
正
会
」
を

し
ゅ
し
ょ
う
え

勤
め
ま
す
。

三
日
に
は
良
覺
寺
総
代
に
よ
る
鏡
開
き
が
あ

り
、
御
供
物
の
餅
と
正
月
の
寺
報
、
二
〇
二
二

年
の
年
忌
通
知
を
、
二
〇
二
二
年
度
の
役
員
各

位
に
配
布
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
参
り
く
だ
さ
る
方
々

は
、
マ
ス
ク
必
着
、
本
堂

入
り
口
で
の
手
先
の
消
毒

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
春
季
永
代
経

月

日
（
祝
）
午
前

時
よ
り

3

21

10

布
教
使
…
近
藤
美
恵
子
師

（
真
宗
大
谷
派
解
放
運
動
推
進
本
部
）

年
末
年
始
の
行
事

今
後
の
良
覺
寺
の
予
定

良覺寺の動き
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今
を
去
る
こ
と
八
百
年
の
昔
、
小
さ
い
と
も
し
び

が
灯
さ
れ
て
人
々
は
は
じ
め
て
希
望
に
出
遇
い
ま

し
た
。
人
と
生
ま
れ
た
喜
び
さ
え
見
え
ぬ
ま
ま
世

俗
の
権
力
と
そ
れ
を
支
え
る
魔
界
外
道
に
夢
を
奪

ま

か
い

げ

ど
う

わ
れ
、
い
の
ち
を
弄
ば
れ
な
が
ら
も
な
お
そ
れ
を

畏
れ
、
し
が
み
つ
き
、
こ
び
へ
つ
ら
っ
て
生
き
る

よ
り
他
に
な
か
っ
た
人
々
は
碍
り
無
き
一
筋
の
道

と
出
遇
い
得
て
、
歓
喜
す
る
い
の
ち
を
回
復
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
、
あ
な
た
が
出
遇
わ
れ
た
南
無
阿
弥
陀

し
ん
ら
ん

仏
は
世
の
と
も
し
び
。
一
切
の
差
別
を
超
え
そ
れ

ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ま
輝
く
い
の
ち
を
証
し
、

輝
け
る
い
の
ち
を
奪
う
殺
戮
兵
器
の
無
用
な
る
世

界
を
見
出
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
、
あ
な
た
が
出
遇
わ
れ
た
南
無
阿
弥
陀

し
ん
ら
ん

仏
の
精
神
を
、
確
信
と
情
熱
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
、

そ
の
前
に
私
は
い
ま
す
。
あ
な
た
の
呼
び
か
け
、

そ
し
て
、
あ
な
た
の
教
え
を
聞
い
て
、
い
の
ち
に

目
覚
め
た
念
佛
者
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
、
今
、

私
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
ま
す
。

親
鸞
聖
人
、
ブ
ッ
ダ
釋
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
イ

し
ん
ら
ん

し
や
く
そ
ん

ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
を
渡
り
、
和
国
に
ま
で
伝
え

ら
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
は
、
あ
な
た
に
よ
っ

て
真
実
を
証
し
さ
れ
、
無
数
の
念
佛
者
に
届
き
、

そ
し
て
私
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
が
称
え

ら
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
祖
父
が
聞
き
祖
父
が

二
〇
二
一
年

良
覺
寺
報
恩
講
表
白

称
え
、
祖
母
が
聞
き
祖
母
が
称
え
、
父
に
伝
わ
り

母
に
伝
わ
り
、
そ
し
て
私
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
年
二
〇
二
一
年
、
昨
年
か
ら
続
く
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
の
感
染
拡
大
は
、
未
だ
に
人
び
と
の
生
活
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
我
々
人
間
の

愚
か
さ
が
迷
い
の
行
動
と
な
っ
て
露
呈
い
た
し
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ス
ル
に
感
染
し
た
人
を
心
配

す
る
よ
り
、
そ
の
人
を
責
め
る
よ
う
な
風
潮
も
あ

り
ま
し
た
。
自
粛
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
逆
に

自
粛
し
て
い
な
い
人
を
攻
撃
す
る
よ
う
な
雰
囲
気

も
あ
り
ま
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
対
す
る
考
え

方
で
人
と
人
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
我
々
人
間
の
愚
か
さ
は
、
コ
ロ
ナ
ウ

ィ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
初
め
て
生
ま
れ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡

大
と
い
う
現
象
が
、
元
々
あ
っ
た
我
々
人
間
の
愚

か
さ
を
引
っ
張
り
出
し
た
の
で
す
。

真
宗
大
谷
派
の
先
達
で
あ
る
仲
野
良
俊
先
生
は
こ

せ
ん
だ
つ

う
言
わ
れ
ま
す
。
「
世
の
中
が
悪
世
で
あ
れ
ば
あ
る

あ
く

せ

ほ
ど
、
本
願
は
光
っ
て
く
る
の
で
す
」
。
「
悪
世
」

と
は
「
五
濁
悪
世
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
場
合

ご
じ
ょ
く

の
「
濁
り
」
と
は
個
々
の
人
間
の
愚
か
さ
が
時
代

に
ご

社
会
を
濁
し
、
時
代
社
会
の
濁
り
が
個
々
の
人
間

を
濁
し
て
い
く
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
世
の
中
が
悪

く
な
っ
た
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
世
の
中
を
濁
し

て
い
る
の
は
我
々
一
人
ひ
と
り
で
す
し
、
我
々
一

人
ひ
と
り
が
世
の
中
の
濁
り
の
影
響
を
受
け
て
い

る
の
で
す
。
仲
野
良
俊
先
生
が
「
世
の
中
が
悪
世

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
本
願
は
光
っ
て
く
る
」
と

言
わ
れ
る
の
は
、
我
々
人
間
の
愚
か
さ
が
激
し
く

表
に
出
て
い
る
時
代
社
会
こ
そ
、
我
々
人
間
の
愚

か
さ
を
照
ら
し
出
し
、
言
い
当
て
て
く
だ
さ
る
南

無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

良
覺
寺
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
、
南
無
阿
弥

陀
仏
の
い
わ
れ
を
聴
聞
し
す
る
場
所
、
す
な
わ
ち

念
仏
道
場
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
ウ

ィ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
人
間
の
愚
か
さ
が
露

呈
し
た
今
と
い
う
時
代
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
良
覺

寺
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聴
聞
で
き
る
場
所

と
時
間
を
開
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
強
く

感
じ
ま
す
。

今
、
私
た
ち
は
濁
り
多
い
時
代
社
会
の
中
で
真
を

見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
き
て
い
く
道
と
生
き
て

い
く
居
場
所
を
見
失
っ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の

し
ん
ら
ん

生
涯
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
暗
闇
の
中
で
地
を
這

し
ん
ら
ん

う
よ
う
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
の
燈
炬
で
す
。

親
鸞
聖
人
を
憶
う
と
き
私
た
ち
に
は
真
実
に
生
き

し
ん
ら
ん

て
往
く
道
が
開
か
れ
、
親
鸞
聖
人
を
忘
れ
る
と
き

し
ん
ら
ん

私
た
ち
は
迷
う
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
、
あ
な
た
は
今
、
私
た
ち
と
共
に
こ
こ

し
ん
ら
ん

に
い
ま
す
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
滅
後
七
六
一
九
年
、
国
際
暦
二
〇

し
ゅ
う
そ
し
ん
ら
ん

二
一
年
、
令
和
三
年

十
一
月
二
十
一
日

良
覺
寺
住
職
釋
願
證

敬
白

良覺寺の動き



浄
土
真
宗
の
門
徒
は
、
御
本
尊

ご

ほ
ん
ぞ
ん

・
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
た
仏

あ

み

だ

に
ょ

ら
い

あ
ん

ち

ぶ
つ

壇
を
「
お
内
仏
（
お
な
い
ぶ
つ
）
」

だ
んと

呼
び
な
ら
わ
し
て
き
ま
し
た
。

( 3 )

◆
土
香
炉
（
ど
ご
う
ろ
）

線
香
を
た
く
仏
具

お
内
仏
（
仏
壇
）
の
「
土
香
炉
」
は

な
い
ぶ
つ

ど

ご
う

ろ

線
香
を
た
く
仏
具
で
す
。

土
香
炉
は
陶
器
の
香
炉
で
、
お
内
仏

と
う

き

に
備
え
る
土
香
炉
は
透
か
し
の
文
様
を

そ
な

基
本
と
し
ま
す
。

備
え
る
位
置
は

前
卓
（
手
前
の
卓

ま
え
じ
ょ
く

／
机
）
の
中
央
で

す
。
三
本
足
の
一

本
が
手
前
、
二
本

が
裏
側
に
く
る
よ

う
に
備
え
ま
す
。

線
香
を
た
く
こ
と
を
「
燃
香
」
と
い

ね
ん
こ
う

い
ま
す
。
お
勤
め
が
始
ま
る
前
に
燃
香

し
（
線
香
を
た
き
）
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
作

法
に
お
い
て
、
線

香
は
立
て
ま
せ
ん
。

灰
の
上
に
寝
か
し

ま
す
。

線
香
を
各
家
の

土
香
炉
の
大
き
さ

に
合
わ
せ
て
折
り
、
火
を
付
け
て
、
火

が
つ
い
た
方
を
左
側
に
し
て
寝
か
せ
ま

す
。
線
香
を
折
る
回
数
に
決
ま
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。

y耳をすませば p

あ
る
日
突
然
、
父

親
で
あ
る
住
職
が
失

踪
し
、
寺
を
継
ぐ
こ

と
に
な
っ
た
若
者
の

奮
戦
記
漫
画
で
す
。

仏
具
や
本
堂
の
お
飾

り
か
ら
、
こ
の
お
寺
は
真
宗
大
谷
派
寺
院
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
作
者
の
宮
本
福
助
氏
は
実
際
に

大
谷
派
寺
院
の
副
住
職
を
取
材
も
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

主
人
公
や
寺
を
取
り
巻
く
関
係
者
は
、
寺
の
活
発

な
運
営
や
継
続
の
た
め
に
、
イ
ベ
ン
ト
や
企
画
を
打

ち
出
し
た
り
、
後
継
者
問
題
に
取
り
組
み
ま
す
。
世

間
の
価
値
観
で
見
た
な
ら
ば
、
熱
心
な
住
職
で
あ
り

活
発
な
寺
と
し
て
評
価
も
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
浄
土
真
宗
の
寺
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
こ

の
寺
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
、
南
無
阿
弥
陀

仏
の
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
漫
画
で
す
か
ら
仕
方
が
な
い
と
も
言
え
ま

す
。
し
か
し
、
と
も
ず
れ
と
実
際
に
寺
に
関
わ
る
我

々
も
こ
の
よ
う
な
発
想
で
寺
の
運
営
や
継
続
を
考
え

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

念
仏
道
場
と
し
て
創
建
さ
れ
た
真
宗
寺
院
は
、
ご

縁
の
あ
る
人
が
念
仏
を
称
え
、
念
仏
の
い
わ
れ
を
聴

聞
す
る
場
所
と
し
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
念

仏
道
場
と
し
て
の
精
神
を
失
っ
た
状
態
で
、
寺
が
活

性
化
さ
れ
継
続
さ
れ
も
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

世
間
の
発
想
で
描
い
た
真
宗
寺
院
の
物
語
を
通
し

て
、
真
宗
寺
院
に
今
関
わ
る
我
々
が
何
を
大
事
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ᴺ⺆ࠞߩ࠳ࡦ⸒⪲

今日であるあること難き

今日である

藤代聡麿師

『極楽寺ひねもす日記』
（作：宮本福助／ BRIDGE COMICS ）

お
内
仏
の
お
給
仕

(
)12

三本足の一本が

手前にくるうように備える

線香は立てず、

灰の上に寝かせる



▼
来
年
二
〇
二
二

（
令
和
四
）
年
の

「
年
忌
案
内
」
は

一
月
三
日
に
配
布

い
た
し
ま
す
が
、
上
記
年
忌
表
を
参

考
に
し
、
過
去
帳
を
見
て
、
ご
自
分

の
家
の
年
忌
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
▼

表
紙
コ
ラ
ム
の
香
樹
院
徳
龍
師
は
江

戸
期
の
大
谷
派
講
師
で
す
▼
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が
気
に

な
り
ま
す
。
現
時
点
で
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
に
つ
い
て
の
確
か
な
情
報
は
あ
り

ま
せ
ん
▼
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
拡

大
の
傾
向
が
あ
れ
ば
、
年
末
年
始
の

良
覺
寺
行
事
を
変
更
し
、
掲
示
板
等

で
告
知
い
た
し
ま
す
。

携帯サイト

「
年
忌
法
要
を
祥
月
命
日

を
過
ぎ
て
勤
め
て
も
何
の

問
題
あ
り
ま
せ
ん
」

「
年
忌
法
要
は
祥
月
命
日
よ
り
も

し
ょ
う
つ
き
め
い
に
ち

前
に
勤
め
る
も
の
」
で
あ
る
と
言
う
人

が
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
仏
教
的
根
拠
は

、
、
、
、
、
、

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
言
う
理
由

、
、
、
、
、

に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
「
命
日
の
後
で

勤
め
る
と
、
命
日
を
忘
れ
て
い
て
、
遅

れ
て
勤
め
た
と
周
り
の
人
々
か
ら
勘

違
い
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
」
と

い
う
説
が
有
力
で
す
。

年
忌
法
要
は
、
祥
月
命
日
の
前
に

し
ょ
う
つ
き
め
い
に
ち

勤
め
て
も
後
で
勤
め
て
も
問
題
あ
り

ま
せ
ん
。

◇
良
覚
寺
関
係
事
業
◇

※
近
江
第
２
組
正
信
偈
講
座

月
の「
正
信
偈
講
座
」
は
中
止
で
す
。

12
※
東
本
願
寺
（
真
宗
本
廟
）修
正
会

１
月
１
日
～
７
日

◆１２月行事予定◆

覚の会１２月例会
日時…１２月２０日（月）

午後１：３０より

良覺寺役員会
日時…１２月１９日（日）

午後１：３０より

◆ １月行事予定◆

修正会
日時…１月１日（祝）

午前１０：００より

年初参り
日時…１月１日（祝）

午前０：００より

覚の会１月例会
日時…１月１９日（水）

午後１：３０より

良覺寺役員会
日時…１月未定

午後１：３０より

◇
清
掃
奉
仕
表
◇

○

月

日
（
日
）
午
前
８
時

12

19

東
出
町
・
城
之
前
町

○

月

日
（
日
）
午
前
８
時

1

16

大
久
保
町

○

月

日
（
日
）
午
前
８
時

2

20

西
出
町

○

月

日
（
日
）
午
前
８
時

3

13

北
浦
町
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2022(令和4)年

年忌表

◎１周忌
２０２１(令和３)年

◎３回忌
２０２０(令和２)年

◎７回忌
２０１６(平成２８)年

◎１３回忌
２０１０(平成２２)年

◎１７回忌
２００６(平成１８)年

◎２３回忌
２０００(平成１２)年

◎２７回忌
１９９６(平成８)年

◎３３回忌
１９９０(平成２)年

◎３７回忌
１９８６(昭和６１)年

◎５０回忌
１９７３(昭和４８)年

◎１００回忌
１９２３(大正１２)年


