
「
戒
」
と
は
、
仏
の
弟
子
と
し
て
、
教
え
を
聞
き
、

か
い

教
え
を
大
事
に
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
自
ら
を
律
す

る
規
範
で
あ
る
。

親
鸞
聖
人
が
大
事
に
さ
れ
た
最
澄
様
の
言
葉
が
あ

し
ん
ら
ん

さ
い
ち
ょ
う

る
。「
お
釈
迦
様
が
入
滅
さ
れ
長
く
時
間
が
経
過
し
て
、

お
釈
迦
様
が
遺
さ
れ
た
教
え
を
実
践
し
、
お
釈
迦
様
と

同
じ
よ
う
に
覚
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
に
あ

っ
て
、
戒
を
保
と
う
と
す
る
者
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
お
か
し
な
こ
と
だ
。
喩
え
る
な
ら
町
中
に
虎
が
い
る

た
と

ま
ち
な
か

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
誰
が
そ
れ
を
信
じ
る
だ
ろ
う
か
」

と
。
だ
か
ら
「
無
戒
名
字
の
比
丘
（
戒
を
保
つ
こ
と
が

む

か
い
み
ょ
う
じ

び

く

な
く
、
形
だ
け
出
家
し
た
名
前
だ
け
の
僧
侶
）
が
真
の

宝
な
の
だ
」
と
言
わ
れ
る
。
当
然
こ
の
言
葉
は
戒
を
破

る
こ
と
を
奨
励
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
を
も
っ
て
仏

の
弟
子
と
い
う
の
か
を
問
い
掛
け
る
言
葉
な
の
だ
。

戒
は
、
戒
そ
の
も
の
を
保
つ
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
仏
の
教
え
を
大
事
に
生
き
て
い
こ
う
と

す
る
と
き
、
自
発
的
に
保
つ
規
範
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

我
々
の
濁
っ
た
眼
は
、
内
心
は
教
え
を
大
事
に
し
て
い

に
ご

な
く
て
も
、
表
面
的
に
戒
を
保
ち
清
ら
か
に
生
き
て
い

る
よ
う
な
人
を
、
覚
り
に
近
い
人
に
見
て
し
ま
う
。

戒
が
保
て
な
く
て
も
、
清
ら
か
に
生
き
ら
れ
な
く
て

も
、
学
問
が
で
き
ず
話
が
下
手
で
も
、
泥
の
中
に
生
き

て
い
て
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
よ
う
と
、
必
死

に
も
が
い
て
い
る
人
の
言
葉
や
生
き
方
が
、
心
に
刺
さ

り
、
自
身
の
思
い
を
引
っ
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
感
動
こ
そ
が
、
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
に
よ
っ
て

む

か
い
み
ょ
う
じ

び

く

仏
教
の
真
実
が
証
さ
れ
た
瞬
間
な
の
だ
。

戒
を
保
つ
こ
と
が
な
い
名
前
だ
け
の

か
い僧

侶
で
あ
っ
て
も
、
末
法
濁
世
の
時

ま
っ

ぽ
う

じ
ょ
く
せ

代
に
は
、
お
釈
迦
様
の
優
れ
た
弟
子

と
同
じ
よ
う
に
、
供
養
し
恭
し
く
敬

く

よ
う

う
や
う
や

う
こ
と
を
、
お
釈
迦
様
は
勧
め
ら
れ

て
い
る
。

親
鸞
聖
人
和
讃
（
意
訳
）

№ ３１７
親鸞聖人滅後７６１年１月発行

発行所◇真宗大谷派良覺寺

発行者◇良覺寺住職釋願證

２
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( 2 )

私
の
母
は
長
崎
県
の
佐
世
保
の
寺
で
生
ま
れ

ま
し
た
。
母
が
幼
い
頃
、
住
職
で
あ
る
父
親
、

私
か
ら
す
れ
ば
祖
父
か
ら
教
わ
っ
た
と
い
う

「
手
あ
そ
び
歌
」
が
あ
り
ま
す
。

①
両
手
を
三
回
合
わ

せ
、
「
お
手
々
、
チ
ュ
ッ
、

チ
ュ
ッ
、
チ
ュ
ッ
」
と
言
い

ま
す
。

②
人
差
し
指
で
手
の

ひ
ら
に
、
三
回
円
を
描

き
、
「
字
の
め
、
字
の
め
、

じ
い

字
の
め
バ
イ
」
と
言
い
ま

す
。③

三
回
、
両
腕
を
回

し
、
「
た
ん
ぐ
り
、
た
ん

ぐ
り
、
た
ん
ぐ
り
」
と
言

い
ま
す
。

④
両
手
を
パ
ッ
と
広

げ
て
、
「
パ
ァ
ー
」
と
言

い
ま
す
。

⑤
両
手
で
頭
を
三
回

た
た
き
、
「
オ
ツ
ム
、
て

ん
て
ん
」
と
言
い
ま
す
。

母
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
単
な
る
手
遊
び
歌
で

は
な
く
、
仏
教
を
子
ど
も
に
も
分
か
る
よ
う
に

創
作
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
で
す
。

最
初
の
「
お
手
々
、
チ
ュ
ッ
、
チ
ュ
ッ
、
チ
ュ
ッ
」

は
、
ま
ず
仏
様
に
手
を
合
わ
せ
、
仏
様
の
智
慧

●

●

を
頂
く
こ
と
を
生
活
の
基
本
に
す
る
こ
と
を
勧

め
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

次
の
「
字
の
め
、
字
の
め
、
字
の
め
バ
イ
」
の

じ
い

「
バ
イ
」
は
九
州
の
方
言
で
す
ね
。「
字
の
め
」

は
字
を
し
っ
か
り
読
み
、
覚
え
な
さ
い
と
い
う

意
味
で
す
。
仏
の
智
慧
を
基
本
に
し
て
生
活
す

る
の
で
す
が
、
世
間
の
知
恵
も
大
切
で
す
よ
と

●

●

い
う
の
で
す
ね
。

私
た
ち
は
世
間
の
知
恵
を
使
っ
て
色
々
な
も

の
を
た
ぐ
り
寄
せ
ま
す
。
健
康
や
財
産
や
世
間

体
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
、
そ
れ
ら
を
失
う
も
の
か

と
必
死
に
は
か
ら
い
続
け
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ご
縁
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
も
の
だ
か
ら
、
ご
縁
が
尽
き
れ
ば
「
パ
ァ
ー
」

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
オ
ツ
ム
、
て
ん
て
ん
」
、
そ
の
こ
と
を
し
っ

か
り
と
頭
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
、
と
。

母
は
祖
父
か
ら
こ
の
歌
を
子
ど
も
の
頃
に
教

わ
り
ま
し
た
。
長
く
母
の
記
憶
か
ら
失
わ
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
ふ
と
こ
の
歌
の
こ
と
を
思
い

出
し
た
そ
う
で
す
。
い
つ
思
い
出
し
た
か
と
い

う
と
、
母
は
自
分
で
自
分
の
命
を
絶
ち
た
い
と

思
っ
た
。
そ
の
と
き
に
、
こ
の
歌
の
記
憶
が
よ

み
が
え
っ
た
と
言
い
ま
し
た
。
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
す
ね
。
今
ま
で

の
人
生
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
。
母
は
糖
尿
病
の

合
併
症
で
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
見
え
る
の
が
当

た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
段
々
と
視

力
が
低
下
し
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
ま
で
、
何
と
か
見
え
る
よ
う
に
様
々

な
努
力
を
し
た
よ
う
で
す
。
知
恵
を
使
っ
て
、

何
と
か
た
ぐ
り
寄
せ
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
、
空

回
り
で
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
こ
の
歌
を
思
い

出
し
た
の
で
す
。

我
々
は
長
生
き
し
た
い
、
健
康
で
あ
り
た
い

と
願
い
、
世
間
の
知
恵
を
使
っ
て
、
何
と
か
た

ぐ
り
寄
せ
よ
う
と
必
死
に
な
り
ま
す
。
し
か
し

い
の
ち
で
さ
え
も
ご
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
頂

き
も
の
で
す
か
ら
、
ご
縁
が
尽
き
れ
ば
返
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
仏
様
の
智
慧
を
頂
い
て
生
活
す
る

こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
仏
様
の
智
慧
を
頂
く

と
、
自
分
で
は
気
づ
か
な
い
自
分
の
す
が
た
を

教
え
ら
れ
、
自
覚
す
る
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

こ
う
で
あ
り
た
い
、
あ
あ
で
あ
り
た
い
と
迷
っ

て
い
る
自
分
の
在
り
方
を
自
覚
す
る
の
で
す
。

二
〇
二
一
年
報
恩
講
法
話
録
中
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」

の中編です。

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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良
覺
寺
で
は
、
春
秋
の
永
代
経
の
お
勤
め

の
「
お
経
」
は
現
代
語
に
訳
し
て
、
お
参
り
の

方
全
員
で
読
経
（
拝
読
）
し
て
い
ま
す
。

ど
き
ょ
う

希
望
が
あ
れ
ば
門
徒
宅
で
お
勤
め
に
な
る
年ね

ん

忌
法
要
を
現
代
語
お
経
で
勤
め
る
こ
と
も
可
能

きで
す
。

右
の
Ａ
～
Ｃ
か
ら
年
忌
法
要
の
形
態
を
選
択

し
て
い
た
だ
き
、
ご
希
望
の
形
態
で
勤
め
ま
す
。

年
忌
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
希
望
が
な
け
れ

ば
「
Ａ
．
従
来
の
お
勤
め
」
を
い
た
し
ま
す
。

【
Ａ
．
従
来
の
お
勤
め
】

・
従
来
通
り
漢
文
の
お
経
を
読
経

・
正
信
偈
、
念
仏
、
和
讃
、
法
話
、
御
文

【
Ｂ
．
現
代
語
訳
お
経
・
正
信
偈
】

・
現
代
語
訳
し
た
お
経
を
全
員
で
読
経

・
正
信
偈
同
朋
奉
讃
（
正
信
偈
の
後
は
九
七

頁
以
降
の
お
勤
め
）
、
法
話
、
御
文

【
Ｃ
．
現
代
語
訳
お
経
・
音
楽
法
要
】

・
現
代
語
訳
し
た
お
経
を
全
員
で
読
経

・
音
楽
法
要
（
八
六
頁
以
降
の
お
勤
め
）
、

法
話
、
御
文

現
代
語
お
経
に
よ
る
年
忌
法
要

良
覺
寺
で
一
八
〇
年
使
用
し
て
き
た
平
鏧
が

ひ
ら
き
ん

経
年
の
劣
化
に
よ
っ
て
破
損
し
ま
し
た
。

新
た
に
平
鏧
の
御
寄
進
を
い
た
だ
き
、
二
〇

ひ
ら
き
ん

二
一
年
一
二
月
一
七
日
、
新
品
平
鏧
の
納
品
が

あ
り
、
そ
の
後
「
平
鏧
撞
き
初
め
式
」
を
お
勤

ひ
ら
き
ん

つ

ぞ

め
い
た
し
ま
し
た
。

二
〇
二
二
年
一
月
一
日

よ
り
新
し
い
平
鏧
で
お
勤

め
い
た
し
ま
す
。

報
恩
講
の
参
り
合
い
組
内
寺
院
で
あ
る
大
津

市
南
大
萱
の
萬
福
寺
前
住
職
・
山
本
隆
氏
が
二

〇
二
一
年
一
二
月
一
九
日
に
還
浄
さ
れ
（
亡
く

げ
ん
じ
ょ
う

な
り
）
ま
し
た
。

山
本
隆
氏
は
「
覺
の
会
」
の
講
師
を
一
九
九

さ
と

り

九
年
一
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
一
一
月
ま
で
勤
め

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

撞
き
初
め
式

萬
福
寺
前
住
職
還
浄

二
〇
二
二
年
第
一
回
良
覺
寺
門
徒
会
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
（
土
）

時

分

1

29

13

30

会
場
…
良
覺
寺
本
堂

●
春
季
永
代
経

月

日
（
祝
）
午
前

時
よ
り

3

21

10

●
秋
季
永
代
経

月

日
（
祝
）
午
前

時
よ
り

9

23

10

●
良
覺
寺
報
恩
講

月

日
（
土
）
逮
夜
…
午
後

時

分

11

19

1

30

初
夜
…
午
後

時
4

月

日
（
日
）
晨
朝
…
午
前

時

11

20

8

日
中
…
午
前

時
10

今
後
の
良
覺
寺
の
予
定

二
〇
二
二
年
第
一
回

良
覺
寺
役
員
会

良覺寺の動き
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２０２２（令和４）年

良覺寺行事予定
◆良覺寺定例法要予定◆

修正会（正月勤行）◇１月１日(祝) 午前１０時より
し ゆ し よ う え

春季永代経法要◇３月２１日(祝) 午前１０時より（本年度は午前のみ）

夏之法要（盂蘭盆会）◇８月１６日(火) 午前１０時より
げ

秋季永代経法要◇９月２３日(祝) 午前１０時より

報恩講◇１１月１９日(土) 逮夜…午後１時３０分より
ほ う お ん こ う

報恩講◇１１月１５日(土) 初夜…午後４時より

報恩講◇１１月２０日(日) 晨朝…午前８時より

報恩講◇１１月１５日(土) 日中…午前１０時より

覺の会（良覺寺同朋の会）◇毎月１９日（基本）午後１時３０分より
さとり

テーマ「親鸞聖人の「和讃」に学ぶ」

◆良覺寺関連行事予定◆

◇真宗本廟（東本願寺）

修 正 会 １月１日(土)～７日(金)

春の法要（教如上人御遠忌） ４月１日（金）～３日（日）

御 正 忌 報 恩 講 １１月２１日(月)～２８日(月)

◇赤野井別院

教 如 上 人 御 正 忌 ４月１５日(金)～１６日（土)

夏之御文拝読法要 ８月６日(土)～７日(日)

別 院 報 恩 講 １０月２６日(水)～２８日(金)

定 例 法 要 毎月５日



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
。

( 5 )

◆
華
瓶
（
け
び
ょ
う
）

水
を
備
え
る
仏
具

「
華
瓶
」
は
水
を
備
え
る
仏
具
で
す
。

け
び
ょ
う

そ
な

華
瓶
に
花
は
挿
し
ま
せ
ん
。

華
瓶
を
備
え
る

位
置
は
上
卓
（
上

う
わ
じ
ょ
く

段
の
卓
／
机
）
の

前
部
の
両
端
で

す
。
こ
の
位
置
に

一
対
備
え
ま
す

（
上
図
参
照
）
。

華
瓶
の
水
は
常
に
清
潔
に
し
、「
樒
」

し
き
み

を
挿
し
ま
す
。
樒
と
榊
を
間
違
わ
れ
る

さ
か
き

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
榊
は
神
事
に
使

う
青
葉
で
す
か
ら
お
内
仏
（
仏
壇
）
の

な
い
ぶ
つ

お
飾
り
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

華
瓶
の
か
わ
り

に
、
茶
碗
や
コ
ッ

プ
に
水
や
お
茶
を

お
供
え
さ
れ
る
方

が
お
ら
れ
ま
す
が
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

お
内
仏
に
備
え
る
水
は
、
仏
や
先
祖
に

供
え
る
水
で
は
な
く
、
経
典
に
書
か
れ

た
浄
土
の
浄
水
を
表
し
て
い
ま
す
。

お
内
仏
は
、
経
典
に
書
か
れ
た
浄
土

を
我
々
が
拝
め
る
よ
う
に
形
で
表
現
し

た
も
の
で
す
。
何
年
も
伝
統
さ
れ
て
き

た
形
を
大
事
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

y耳をすませば p

以
前
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ

に
関
す
る
講
演
会
を
聴

講
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
と
は
、

レ
ズ
ビ
ア
ン
（
女
性
同

性
愛
者
）
、
ゲ
イ
（
男
性

同
性
愛
者
）
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
（
両
性
愛
者
）
、

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
心
と
体
の
性
が
一
致
し
て

い
な
い
方
）
、
ク
エ
ス
チ
ョ
ニ
ン
グ
（
自
分
自
身
の
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
決
め
ら
れ
な
い
、
分
か
ら
な
い

方
）
の
略
で
、
性
的
少
数
者
と
も
表
現
さ
れ
ま
す
。

中
小
企
業
経
営
者
を
対
象
に
し
た
講
演
会
で
、
講

演
者
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
方
で
し
た
。
講
演

の
中
で
今
で
も
心
に
残
っ
て
い
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
「
少
人
数
の
会
社
を
経
営
し
て
い
る
人
が
、

〝
う
ち
の
会
社
に
は
そ
ん
な
人
は
い
な
い
〟
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
言
葉
が
最
も
性

的
少
数
者
を
傷
つ
け
て
い
ま
す
よ
」
で
し
た
。

中
山
千
夏
さ
ん
の
絵
本
に
『
ど
ん
な
か
ん
じ
か
な

あ
』
が
あ
り
ま
す
。
主
人
公
が
身
体
が
不
自
由
な
友

だ
ち
、
被
災
し
た
友
だ
ち
の
こ
と
を
、
「
ど
ん
な
か
ん

じ
か
な
あ
」
と
想
像
し
て
み
る
こ
と
で
、
自
分
の
世

界
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
本
で
す
。

我
々
に
最
も
欠
如
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
「
ど

ん
な
か
ん
じ
か
な
あ
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
自

分
と
他
者
の
差
異
を
自
分
の
価
値
観
や
思
い
で
見
よ

う
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
差
異
は
違
和
感
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
と
は
違
う
他
者
を
知
る
こ
と
は
、
む

し
ろ
自
分
の
狭
さ
を
知
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

ᴺ⺆ࠞߩ࠳ࡦ⸒⪲

きょうもまた 光り輝くみ仏の

お顔おがみて うれしなつかし

稲垣瑞劔師

『どんなかんじかなあ』
（文：中山千夏／画：和田誠／自由国民社）

お
内
仏
の
お
給
仕

(
)12

華瓶は水を
けびょう

備える仏具
そな

華瓶の水は清潔にたもち
けびょう

樒をさします
しきみ



▼
旧
年
中
は
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。

本
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま

す
▼
良
覺
寺
の
二
〇
二
二
（
令
和
四
）

年
の
行
事
予
定
を
掲
載
し
て
お
り
ま

す
。
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
に
行
事
予
定

を
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
▼
年
忌
法
要
を
お
勤
め

に
な
る
と
き
住
職
が
読
経
し
て
い
る

時
間
、
み
な
さ
ん
は
何
を
考
え
て
お

ら
え
ま
す
か
？
▼
も
し
退
屈
だ
と
感

じ
て
お
ら
れ
る
な
ら
ば
、
永
代
経
で

勤
め
て
い
る
よ
う
な
「
現
代
語
訳
で

の
読
経
」
を
ご
家
庭
で
も
お
勤
め
に

な
っ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

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

日
時
…

月

日
（
月
）

時

分

1

10

19

30

会
場
…
浄
泉
寺
（
草
津
市
野
路
町
）

講
師
…
高
木
淳
善
師

参
加
対
象
地
区
…
Ａ
地
区
（良
覺
寺
該
当
）

※
東
本
願
寺
（真
宗
本
廟
）
修
正
会

ほ
ん
び
ょ
う

１
月
１
日
～
７
日

◆ １月行事予定◆

修正会
日時…１月１日（祝）

午前１０：００より

覚の会１月例会
日時…１月１９日（水）

午後１：３０より

◆２月行事予定◆

良覺寺役員会
日時…１月２９日（土）

午後１：３０より

覚の会２月例会
日時…２月２１日（月）

午後１：３０より

◆３月行事予定◆

春季永代経

３月２１日（祝／月）

午前１０時（今年は午前のみ）

覚の会…３月１８日（金）

午後１：３０分より

◇
清
掃
奉
仕
表
◇

○

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

○

月

日
（
日
）
午
前
８
時

4

17

浜
ノ
町
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○

○

【
良
覺
寺
山
門
掲
示
板
②
】

散
る
と
き
が

浮
か
ぶ
時
な
り蓮

か
な

は
ち
す

句
仏
上
人

く

ぶ
つ

【
良
覺
寺
山
門
掲
示
板
①
】

蛇
行
す
る
川
に
は
蛇
行
の
理
由
あ
り

急
げ
ば
い
いっ

て
も
ん
じ
ゃ
な
い
よ
と

俵
万
智
さ
ん


