
平
安
時
代
の
高
僧
で
あ
る
源
信
様
が
宇
治
の
平
等
院

げ
ん
し
ん

で
法
話
を
さ
れ
て
い
た
と
き
、
一
枚
の
葉
が
風
に
乗
っ

て
源
信
様
の
前
に
落
ち
た
。
そ
の
葉
に
は
歌
が
書
か
れ

て
お
り
、
上
の
句
は
破
れ
て
読
め
な
か
っ
た
が
、
下
の

句
は
「
極
楽
へ
往
く
／
船
を
た
よ
り
に
」
と
読
め
た
。

ご
く
ら
く

い

源
信
様
は
聴
衆
に
、
「
ど
な
た
か
、
上
の
句
を
作
っ

て
こ
の
歌
を
完
成
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
問
い
掛
け
た

が
反
応
が
な
い
。
源
信
様
は
自
ら
「
法
の
道
／
知
る
人

．
．
．

の
り

あ
ら
ば
／
渡
す
べ
し
／
極
楽
へ
往
く
／
船
を
た
よ
り
に

．
．
．

わ
た

（
仏
法
の
道
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
ば
、
仏
様
の
は
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．

ら
き
と
い
う
船
に
の
っ
て
極
楽
へ
渡
っ
て
い
く
で
し
ょ

う
）
」
と
歌
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
聴
衆
は

「
さ
す
が
源
信
様
だ
」
と
感
心
し
て
帰
っ
た
。

聴
衆
が
い
な
く
な
っ
た
本
堂
に
一
人
の
老
婆
が
残

り
、
泣
き
な
が
ら
源
信
様
に
訴
え
た
。
「
私
は
仏
法
の

知
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
法
を
知
っ
て
い
る
人
だ
け
が

救
わ
れ
る
の
な
ら
、
私
は
救
わ
れ
な
い
の
で
す
か
？
」
。

そ
れ
を
聞
い
た
源
信
様
は
、
素
直
に
自
分
の
心
得
違
い

を
謝
り
、
上
の
句
を
訂
正
さ
れ
た
。
「
法
の
道
／
知
る

の
り

も
知
ら
ぬ
も
／
渡
す
べ
し
／
極
楽
へ
往
く
／
船
を
た
よ

わ
た

ご
く
ら
く

い

り
に
」
。
そ
れ
を
聞
い
た
老
婆
は
、
今
度
は
う
れ
し
涙

を
流
し
喜
ん
で
帰
ら
れ
た
と
い
う
。

仏
教
の
言
葉
や
教
義
を
知
っ
て
い
て
も
、
苦
悩
の
人

生
を
生
き
て
い
く
力
に
は
な
ら
な
い
。
人
生
の
苦
悩
は

自
分
の
外
側
に
因
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
内
に
あ
る
煩ぼ

ん

悩
悪
業
に
あ
っ
た
と
、
苦
悩
の
た
び
に
南
無
阿
弥
陀
仏

の
う
あ
く
ご
う

に
導
か
れ
、
教
え
ら
れ
続
け
、
自
覚
し
続
け
る
道
を
、

命
終
わ
る
と
き
ま
で
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
の
だ
。
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江
戸
時
代
の
真
宗
大
谷
派
講
師
に
香
樹
院
徳

こ
う
じ
ゅ
い
ん
と
く

龍
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
が
こ

り
ゅ
う

の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
○
○

ほ
ど
心
を
迷
わ
す
も
の
は
な
い
」
。
こ
の
「
○

○
」
に
何
が
入
る
か
分
か
り
ま
す
か
？

「
金
」
だ
と
思
う
人
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。
我
々
の
日
常
か
ら
言
え
ば
お
金
に
迷
わ
さ

れ
て
い
ま
す
ね
。
私
も
そ
う
で
す
。
し
か
し
香

樹
院
が
言
わ
れ
た
の
は
金
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
る
寺
で
こ
う
尋
ね
た
と
き
、
手
を
上
げ
て

「
女
」
と
言
わ
れ
た
初
老
の
男
性
が
あ
り
ま
し

た
。
女
性
な
ら
ば
「
男
」
で
す
ね
。
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
川
柳
に
「
プ
ロ
ポ
ー
ズ
、
あ
の
日
に
帰
っ

て
断
り
た
い
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
と
結
婚

す
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
今

は
後
悔
し
か
な
い
の
で
す
ね
。
し
か
し
こ
れ
も

正
解
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
は
香
樹
院
は
「
心
ほ
ど
心
を
迷
わ
す
も
の

．

は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
金
や
異
性
、

ま
た
病
や
状
況
と
い
っ
た
、
心
の
外
側
の
も
の

が
心
を
迷
わ
せ
て
い
る
と
我
々
は
思
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
香
樹
院
は
、
信
心
を
頂
い
て
み
れ

ば
、
自
覚
を
頂
い
て
み
れ
ば
、
私
の
心
ほ
ど
私

を
迷
わ
し
て
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ

る
の
で
す
。

「
ま
よ
う
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
諸
説
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
に
「
真
酔
う
」
が
あ
り

ま

よ
う

ま
す
。
「
酔
う
」
は
酒
に
酔
う
よ
う
な
状
態
で

す
。
そ
れ
に
「
真
」
が
付
く
。
例
え
ば
真
夜
中

と
は
夜
中
が
極
ま
っ
た
時
で
す
。
「
真
酔
う
」

と
は
酔
う
こ
と
が
極
ま
っ
た
状
態
で
す
ね
。
泥

酔
し
て
歩
け
な
い
の
に
、
「
私
は
大
丈
夫
だ
、

ま
だ
酔
っ
て
な
い
」
と
言
う
。

仏
教
で
い
う
迷
う
は
「
真
酔
う
」
と
い
う
字

を
当
て
た
方
が
意
味
が
と
り
や
す
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
仏
教
で
は
迷
っ
て
い
る
状
態
を
「
無む

明
」
と
い
い
ま
す
。
無
明
と
は
智
慧
が
全
く
な

み
ょ
う

く
て
自
分
が
分
か
ら
な
い
状
態
で
す
。

以
前
、
法
事
の
後
で
お
斎
（
食
事
）
を
い
た

と
き

だ
い
た
と
き
お
酒
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
注
が
れ
る
ま
ま
に
呑
み
続
け
て
、
か
な
り

泥
酔
し
ま
し
た
。
酩
酊
状
態
で
何
と
か
帰
宅
し

直
ぐ
に
寝
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
寝

て
い
る
間
に
家
の
人
か
ら
「
住
職
は
大
丈
夫
で

し
た
か
」
と
い
う
心
配
の
電
話
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
そ
の
こ
と
を
後
で
聞
い
て
「
お
せ
っ
か

い
な
、
自
分
は
し
っ
か
り
帰
っ
た
の
に
」
と
少

し
立
腹
し
ま
し
た
。

こ
う
聞
い
て
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
思
い
ま

す
か
？
私
は
酩
酊
し
な
が
ら
「
自
分
は
大
丈
夫

だ
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
家
の
人
は
「
住
職

は
大
丈
夫
で
し
た
か
」
と
心
配
し
て
く
だ
さ
る
。

こ
れ
が
仏
様
と
凡
夫
の
関
係
を
表
し
て
い
る
よ

ぼ
ん

ぶ

う
に
思
い
ま
す
。
我
々
凡
夫
は
迷
っ
て
い
る
。

し
か
し
迷
っ
て
い
る
者
は
自
分
が
迷
っ
て
い
る

こ
と
を
分
か
っ
て
い
な
い
。
自
覚
が
な
い
の
で

す
。
そ
れ
に
対
し
て
家
の
人
は
「
大
丈
夫
で
し

た
か
」
と
心
配
し
て
く
だ
さ
っ
て
る
。

自
分
が
分
か
ら
な
い
者
を
凡
夫
と
い
い
ま

す
。
凡
夫
を
心
配
し
て
く
だ
さ
る
は
た
ら
き
を

仏
様
と
い
い
ま
す
。
仏
様
は
、
自
分
の
こ
と
を

分
か
っ
て
い
な
い
凡
夫
、
自
覚
の
な
い
凡
夫
に
、

「
自
分
に
気
付
き
な
さ
い
」
と
心
配
し
教
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
当
の
本
人
は
自

分
は
心
配
さ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
。

皆
様
も
父
母
や
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々
か
ら

「
仏
様
の
教
え
を
し
っ
か
り
聞
き
な
さ
い
」
と

言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
？
何
故
聞
き

な
さ
い
と
言
わ
れ
る
か
と
い
う
と
、
私
た
ち
は

欲
得
や
思
い
通
り
に
し
た
い
と
い
う
心
で
迷
っ

て
い
な
が
ら
、
自
分
の
知
恵
で
生
き
て
い
け
る
、

仏
の
教
え
を
聞
か
な
く
て
も
大
丈
夫
だ
と
思
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
「
仏
の

教
え
を
聞
き
な
さ
い
」
と
呼

び
か
け
ら
れ
て
い
る
理
由
は

我
々
の
側
に
あ
る
の
で
す
。

二
〇
二
一
年
報
恩
講
法
話
録
後
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」

の後編です。

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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一
月
二
九
日
（
土
）
、
二
〇
二
二
年
度
良
覺

寺
門
徒
会
第
一
回
役
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
度
の
会
計
監
査
人
役
員
枠
は
田
村
透

氏
（
東
出
町
）
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
に
お
い
て
「
野
卓
・
葬
儀
飾
り
使
用
し

の

じ
ょ
く

て
の
葬
儀
」
や
「
屋
根
裏
小
動
物
侵
入
」
に
つ

い
て
活
発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

最
近
、
仏
教
講
演
会
関
係
の
チ
ラ
シ
が
郵
便

箱
に
入
っ
て
い
た
り
、
新
聞
広
告
に
入
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
か
に
は
『
歎
異
抄
』

た
ん

に

し
ょ
う

や
『
正
信
偈
』
に
関
す
る
講
演
会
も
あ
り
ま
す
。

し
ょ
う
し
ん

げ

そ
う
い
っ
た
講
演
会
に
は
浄
土
真
宗
系
の
新

興
宗
教
団
体
が
名
前
を
伏
せ
て
主
催
し
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

参
加
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
当
然
自
由
で
す
。

参
加
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
催
団
体
が
ど
う

い
う
団
体
な
の
か
十
分
に
考
え
て
か
ら
に
し
て

く
だ
さ
い
。

第
一
回

役
員
会
開
催

仏
教
講
演
会
に
注
意

今
年
の
報
恩
講
か
ら
初
日
（
土
曜
日
）
の
日

程
を
従
来
と
変
更
い
た
し
ま
す
。

従
来
は
初
日
（
土
曜
日
）
の
午
後
二
時
か
ら

逮
夜
、
午
後
七
時
か
ら
初
夜
を
勤
め
て
い
ま
し

た
い

や

し
ょ

や

た
。
こ
の
日
程
で
す
と
初
夜
の
終
了
時
間
が
午

後
九
時
に
な
り
帰
宅
時
間
が
遅
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

そ
こ
で
今
年
の
報
恩
講
か
ら
初
日
（
土
曜
日
）

の
逮
夜
を
「
午
後
一
時
三
〇
分
」
か
ら
始
め
三

た
い

や

時
三
〇
分
に
終
了
、
三
〇
分
ほ
ど
休
憩
し
た
後

に
引
き
続
き
初
夜
を
「
午
後
四
時
」
か
ら
始
め

し
ょ

や

午
後
六
時
に
終
了
す
る
予
定
で
勤
め
ま
す
。

二
〇
二
一
年
一
二
月
二
九
日
、
良
覺
寺
門
徒

で
あ
る
田
村
薫
氏
が
還
浄
（
死
去
）
さ
れ
、
良

げ
ん
じ
ょ
う

覺
寺
門
徒
会
で
購
入
し
た
野
卓
・
葬
儀
飾
り
を

の

じ
ょ
く

使
い
本
堂
で
家
族
葬
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

今
年
度
年
報
恩
講
の
日
程

本
堂
で
家
族
葬

良
覺
寺
本
堂
屋
根
裏
に
小
動
物
が
侵
入
し
ま

し
た
。
今
後
、
小
動
物
退
治
に
諸
々
の
対
策
を

い
た
し
ま
す
。

●
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
）

●
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

た
い

や

11

19

1

30

初
夜
…
午
後

時

し
ょ

や

4

月

日
（
日
）
晨
朝
…
午
前

時

じ
ん
じ
ょ
う

11

20

8

日
中
…
午
前

時

に
っ
ち
ゅ
う

10

布
教
使
…
藤
場
芳
子
師

（
石
川
県
・
常
讃
寺
副
住
職
）

今
後
の
良
覺
寺
の
予
定

小
動
物
の
侵
入

良覺寺の動き



( 4 )

これは大切な仏さまの教えだか

ら、しっかりと頭に入れておいて

ください。

｢手あそび歌手あそび歌｣

ȩἛɴ
ἷ ἷ

ᾅᾩᾇ

ᾅᾩᾇ

ᾅᾩᾇ

ȪࠉἿὒ
Ἡἕ

Ἷὒࠉ

Ἷὒࠉ

ᾔὨ

ȫἰὤἡὛ

ἰὤἡὛ

ἰὤἡὛ

Ȭᾕὥ̵

ȭ῏Ύ

ἷὤἷὤ

両
手
を
軽
く

三
回
、
合
わ
せ

ま
す

人
差
し
指
で
手
の

ひ
ら
に
、
三
回
、

円
を
描
き
ま
す

三
回
、
両
腕
を

回
し
ま
す

両
手
を

パ
ッ
と
広
げ
て

両
手
で
頭
を

三
回
た
た
き
ま
す

仏さまに手を合わせましょう。そ

して仏さまの智慧をいただいて生

活しましょう。

もちろん世間の知恵も大切です。

文字をしっかりと覚えて、生きて

いくのに必要な知識を身に付ける

ようにしましょう。

ただし、私たちはその身に付け

た知識によって、あらゆるもの

（命・健康・財産・世間体など）

をたぐり寄せ、「失うものか」と

必死にはからい続けますが…

それらは「ご縁」によって与えら

れたものだから、いずれみんな「ご

縁」が尽きて「パァー」になりま

すよ。

昨年の報恩講で太宰不二夫先

生からご紹介いただいた「手あ

そびうた」を掲載します。



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 )

◆
火
舎
香
炉(

か
し
ゃ
ご
う
ろ)

焼
香
を
す
る
た
め
の
仏
具

「
火
舎
香
炉
」
は
焼
香
を
す
る
た
め

か

し
ゃ
ご
う

ろ

し
ょ
う
こ
う

の
仏
具
で
す
。

火
舎
香
炉
を
備

か

し
ゃ
ご
う

ろ

え
る
位
置
は
上
卓

う
わ
じ
ょ
く

（
上
段
の
卓
／
机
）

の
中
央
で
す
（
上

図
参
照
）。

三
本
足
の
一
本

が
手
前
に
く
る
よ

う
に
置
き
ま
す
。

焼
香
は
金
属
製
の
金
香
炉
で
行
い
、

き
ん
ご
う

ろ

陶
器
の
土
香
炉
で
は
行
い
ま
せ
ん
。
土

ど

ご
う

ろ

香
炉
は
線
香
を
た
く
た
め
の
仏
具
で
す
。

火
舎
香
炉
が
な
い
場
合
、
角
形
や
丸

か

し
ゃ
ご
う

ろ

形
の
金
香
炉
（
金
属
製
の
香
炉
）
を
用

い
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
基
本
的
に

は
火
舎
香
炉
を
備
え
ま
す
。

か

し
ゃ
ご
う

ろ

そ
な

焼
香
は
平
生
は
行
わ
ず
、
祥
月
命
日

し
ょ
う
こ
う

し
ょ
う
つ
き

や
年
忌
法
要
な
ど
の
と
き
に
行
い
ま
す
。

お
内
仏
の
火
舎
香
炉
は
小
さ
く
、
お

な
い
ぶ
つ

か

し
ゃ
ご
う

ろ

内
仏
上
部
の
奥
に
置
く
た
め
、
焼
香
が

難
し
い
場
合
が
多
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
場

合
、
焼
香
用
香
炉
（
下

図
）
を
使
っ
て
も
か
ま

い
ま
せ
ん
。

y耳をすませば p

こ
こ
二
十
年
で
葬

儀
の
形
式
は
様
変
わ

り
し
ま
し
た
。
そ
し

て
近
年
の
コ
ロ
ナ
ウ

ィ
ル
ス
感
染
拡
大
は

葬
儀
の
変
化
に
拍
車

を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

現
在
は
葬
儀
会
館
で
家
族
葬
を
勤
め
る
こ
と
が
主

流
で
す
。
そ
の
勤
め
方
も
数
年
前
と
比
較
し
て
変
化

が
あ
り
ま
す
。
少
し
前
ま
で
葬
式
は
大
手
葬
儀
会
社

に
任
せ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
家
族
葬
で
あ
る
と
経
費
面
が
節
約
で
き
る
は
ず

な
の
に
、
大
手
で
あ
る
と
曖
昧
な
請
求
を
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
抗
し
て
、
最
近
で
は
多
く
の
新
し
い
葬

儀
会
社
が
明
朗
会
計
を
掲
げ
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
や
新
聞

広
告
等
を
出
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
葬
式
を
考
え
る
と
き
〝
葬
儀
費
用
〟
も
大

事
な
視
点
で
す
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
大
事
な
視
点

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
宗
教
性
と
伝
統
で
す
。

現
在
の
葬
儀
は
、
大
手
で
あ
っ
て
も
新
し
い
葬
儀

会
社
で
あ
っ
て
も
、
葬
儀
を
商
品
と
考
え
て
い
ま
す
。

消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
葬
儀
の
形
式
を
変
化

さ
せ
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
仏
の
教
え
や
、
浄
土
真
宗
の

教
え
、
ま
た
先
祖
が
大
事
に
し
て
き
た
伝
統
的
な
か

た
ち
か
ら
現
在
の
葬
儀
の
形
式
を
見
直
す
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
蒲
池
勢
至
氏
著
『
真
宗
と
現
代
葬

儀
』
は
、
少
し
専
門
的
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
視
点

を
与
え
て
く
だ
さ
る
良
著
で
す
。

ᴺ⺆ࠞߩ࠳ࡦ⸒⪲

ふみはずしましたが気がつけば

ここも仏の道でございました

榎本栄一師

『真宗と現代葬儀』
（著者：蒲池勢至／出版社：法蔵館）

お
内
仏
の
お
給
仕

(
)13

火舎香炉は
か しゃごう ろ

焼香をする仏具

角
形
金
香
炉

丸
形
金
香
炉



▼
表
紙
コ
ラ
ム
は

『
恵
心
僧
都
絵
詞

え

し
ん

そ
う

ず

え
こ
と
ば

伝
』
か
ら
引
用
し

で
んま

し
た
▼
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
が
収
束
し
て
い

れ
ば
、
十
一
月
に
勤
め
る
報
恩
講
に

ほ
う
お
ん
こ
う

は
お
参
り
の
皆
さ
ん
と
お
斎
（
食
事
）

と
き

を
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
▼
従
来
報
恩
講
の
お
斎

は
炊
き
込
み
御
飯
で
し
た
が
、
今
回

か
ら
「
精
進
カ
レ
ー
」
を
出
し
て
は

ど
う
か
と
思
い
ま
す
▼
炊
き
込
み
御

飯
よ
り
簡
単
に
で
き
、
副
菜
の
必
要

が
な
く
、
少
し
物
珍
し
い
料
理
で
す

▼
十
一
月
の
報
恩
講
に
は
み
ん
な
で

お
斎
が
食
べ
ら
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

携帯サイト

葬
儀
の
日
時
を
決
め
る
と
き
「
友と

も

引
」
を
考
慮
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で

び
きす

。「
友
引
」
に
〝
死
者
が
友
を
引

く
〟
と
い
う
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

亡
く
な
っ
た
方
は
遺
族
知
友
に
不
幸

を
も
た
ら
す
悪
霊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

葬
儀
の
日
時
を
決
め
る
と
き
「
友

引
」
を
気
に
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。

◇
良
覚
寺
関
係
事
業
◇

※
近
江
第
２
組
正
信
偈
講
座

日
時
…

月

日
（月
）

時

分

2

14

19

30

会
場
…
願
信
寺
（
草
津
市
馬
場
町
）

講
師
…
高
木
淳
善
師

参
加
対
象
地
区
…
Ｂ
地
区(

良
覺
寺
該
当
外)

※
真
宗
の
つ
ど
い

中
止

※
草
津
市
仏
教
会
講
演
会

未
定

◆２月行事予定◆

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◆

永代経法要
日時…３月２１日（祝）

午前１０：００より
（今年は午前のみ）

法話…近藤美恵子師
（真宗大谷派解放運動推進本部）

覚の会３月例会
日時…３月１８日（金）

午後１：３０より

◆４月行事予定◆
覚の会…４月１９日（火）

午後１：３０分よ

◇
清
掃
奉
仕
表
◇

○

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

○

月

日
（
日
）
午
前
８
時

5

15

二
丁
目
町
・
三
丁
目
町
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○

○

【
良
覺
寺
山
門
掲
示
板
②
】

仏
教
は
、

都
合
よ
く
生
き
ら
れ
た
ら
幸
せ
だ
と

い
う
夢
か
ら
覚
め
る
教
え
で
す

片
山
寛
隆
師

【
良
覺
寺
山
門
掲
示
板
①
】

落
ち
ぶ
れ
て
／
袖
に
涙
の
か
か
る
と

き
／
人
の
心
の
奥
ぞ
知
ら
る
る
／
朝

日
を
拝
む
人
あ
れ
ど
／
夕
日
を
拝
む

人
は
な
し

串
木
野
さ
の
さ

葬儀のとき「友引」を

気にしない！


