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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
よ

り
、

世
界

中
で

多
く

の
人

の
命

が
失

わ
れ

、
経

済
は

衰
退

し
、

人
々

は
不

安
と

悲
し

み
の

日
々

を
送

っ
て

い
ま

す
。

初
め

の
う

ち
は

一
ヶ

月
も

す
れ

ば
い

つ
も

の
よ

う
な

日
々

が
戻

る
も

の
と

思
っ

て
い

ま
し

た
が

、
数

ヶ
月

後
に

は
生

活
が

一
変

す
る

よ
う

な
事

態
と

な
り

ま
し

た
。

 

 
去

年
の

寺
報

に
「

あ
り

が
と

う
」

の
反

対

の
言

葉
は

「
あ

た
り

ま
え

」
と

書
か

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
が

、
ま

さ
に

日
常

が
「

あ

た
り

ま
え

」
で

は
な

い
事

に
改

め
て

気
づ

か
さ

れ
ま

し
た

。
 

 
全

国
に

緊
急

事
態

宣
言

が
発

令
さ

れ
、

新

型
コ

ロ
ナ

感
染

症
に

感
染

し
な

い
、

さ
せ

な
い

た
め

に
は

、
い

わ
ゆ

る
「

三
つ

の
密

（
密

閉
、

密
集

、
密

接
）
」

が
重

な
る

環
境

を
避

け
る

こ
と

が
重

要
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

 
仏

教
的

言
い

方
を

す
れ

ば
、

ウ
イ

ル
ス

と

の
縁

を
切

る
と

い
う

も
の

で
す

が
、

そ
れ

は
同

時
に

人
と

の
接

点
を

遮
断

し
、

人
と

接
触

し
な

い
と

言
う

も
の

で
す

。
そ

の
こ

と
に

よ
っ

て
、

安
心

感
を

得
る

は
ず

の
人

と
の

つ
な

が
り

が
不

安
を

も
た

ら
す

も
の

と
な

っ
て

し
ま

い
ま

し
た

。
 

四
月

十
四

日
浄

土
真

宗
本

願
寺

派
よ

り
、

「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
す

る
念

仏
者

と
し

て
の

声
明

」
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

そ
れ

に
は

『
「

つ
な

が
り

」
を

表

面
的

に
捉

え
、

危
険

な
も

の
と

否
定

的
に

考
え

て
は

な
り

ま
せ

ん
。

世
界

的
な

感
染

大
流

行
と

い
う

危
機

に
直

面
す

る
今

だ
か

ら
こ

そ
、

私
た

ち
は

仏
教

が
説

く
「

つ
な

が
り

」
の

本
来

的
な

意
味

と
そ

の
大

切
さ

に
気

づ
い

て
い

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
』

と

あ
り

ま
す

。
 

た
と

え
し

ば
ら

く
会

え
な

い
人

が
あ

っ

て
も

、
互

い
に

支
え

合
い

、
こ

こ
ろ

の
「

つ

な
が

り
」

を
今

ま
で

以
上

に
強

く
持

ち
ま

し
ょ

う
。

そ
し

て
、

苦
悩

の
中

に
あ

っ
て

も
、

悲
し

み
や

不
安

を
共

に
し

て
く

だ
さ

る
仏

さ
ま

の
お

ら
れ

る
こ

と
を

忘
れ

ず
、

お
念

仏
い

た
し

ま
し

ょ
う

。
 

 
 

 
 

 

合
掌

 
  

 

巻
 
頭
 
言
 

住
職
 
 
波
多
野
 
真
 
公
 

本
覚

寺
々

報
 

2020(令和 2)年 4月 14日浄土真宗本願寺派総長 石上 智康 
 

現在、新型コロナウイルス感染症は世界中に拡がり、収束する気配を見せていません。日本でも緊急事態宣言

が発令されるなど、状況は新たな段階に入っています。 

 まず、このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた国内外の多くの方々に謹んで哀悼の

意を表しますとともに、罹患されている皆さまに心よりお見舞い申しあげます。さらに、特に高い感染リスクに

さらされながらも、懸命に治療・対策にあたられている医師、看護師をはじめとする医療従事者の方々に深く敬

意と感謝を表します。 

 こうした危機的な状況において、世界中の人びとが共に力を合わせ、励まし合って対応しています。しかし、

症状が出ないために感染に気づいていない人の行動が、感染拡大の一因となっている場合もあるのではないかと

も指摘されています。感染症の危険性や対処法を正しく理解し、実行するとともに、差別や偏見が拡がらないよ

う、一人ひとりがお互いを思いやり、注意深く行動していきたいと願っております。 

 釈尊が明らかにされた苦しみの根源である無明煩悩、また親鸞聖人が「煩悩具足の凡夫」という言葉でお示し

になった私たち人間の根本に潜む自己中心性に思いをいたし、このような時にこそ、人と喜びや悲しみを分かち

合う生き方が大切ではないでしょうか。仏教には、「あらゆるものは因縁によりつながり合って存在しており、固

定した実体はない」という「縁起」の思想があります。新型コロナウイルスの感染拡大の原因は人との接触であ

るとされ、本来大切な人との「つながり」が、今は安心感ではなく、不安をもたらすものとなってしまっていま

す。しかし、「つながり」を表面的に捉え、危険なものと否定的に考えてはなりません。世界的な感染大流行とい

う危機に直面する今だからこそ、私たちは仏教が説く「つながり」の本来的な意味とその大切さに気づいていく

必要があります。今重要なことは、仏智に教え導かれ、仏さまの大きな慈悲のはたらきの中、共に協力し合って

生きる大切さをあらためて認識し、感染拡大をくい止めることです。緊急事態宣言がコロナ危機を克服してくれ

るのではありません。この困難を打開できるか否かは、多くの関係者のご尽力とともに、私たち一人ひとりの徹

底した適切な行動にかかっています。 

 私という存在は、世界の人びととの「つながり」の中で生きているからこそ、やがて、共にこの苦難を乗り越

えた時、世界中の人びとと喜びを分かち合えることでしょう。それぞれの立場において、この難局で法灯(ほうと

う)や伝統を絶やさないために何ができるかを考え、「そのまま救いとる」とはたらいてくださるお念仏の心をいよ

いよいただき、共々に支え合い、力を合わせるのです。誰もが安心して生活できる社会を取りもどすことができ

るよう、精いっぱいのつとめを果たしてまいりましょう。 

新型コロナウイルス感染症に関する念仏者としての声明 

第３２号 

－発行日－ 

令和 3年 
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初
 参

 式
 

永
代

経
・
報

恩
講

 

 昨年からのコロナの影響で、予定していた法事や年忌が延期や中止になっているご家庭がたくさんあり

ます。話を聞いていますと、やはり自宅では三密になるのが気になったり、このご時世だからといった意

見が多く、その中でもっとも多かったのが「他府県にいる親戚や子供が来ら 

れない」という問題でした。そういった話をたくさんの方々から聞き、お寺 

でなにか力になれないかと考えた結果、この度、本堂に Wi-Fi 環境を整える 

ことになりました。 

広い本堂で三密を気にすることなく、遠く離れた方々と共に、オンライン 

法事をしてみられるのもどうでしょうか。 

昨
年

は
、

コ
ロ

ナ
禍

の
中

で
の

初
参

式

と
な

り
ま

し
た

。
４

名
の

可
愛

い
赤

ち
ゃ

ん
が

お
参

り
に

な
り

ま
し

た
。

 

 
こ

れ
か

ら
明

る
く

お
念

仏
の

あ
る

環
境

の
中

で
、

お
子

様
が

健
や

か
に

成
長

さ
れ

る
こ

と
を

願
っ

て
や

み
ま

せ
ん

。
 

 
 

勝
山

市
 

 
奥

屋
 

湊
仁

く
ん

 

越
前

市
 

 
丸

山
 

裕
輝

く
ん

 

越
前

市
 

 
髙

橋
 

仁
史

く
ん

 

永
平

寺
町

 
鈴

木
 

大
晴

く
ん

 

 
毎

年
、

七
月

一
五

日
～

十
六

日
の

日
程

で
行

わ
れ

て
い

る
【

永
代

経
】

は
一

座
に

縮
小

さ
れ

、
永

代
経

開
闢

法
要

の
み

が
勤

ま
り

ま
し

た
。

 

 
又

、
十

月
四

日
～

六
日

の
三

日
間

で
行

わ
れ

て
い

た
【

報
恩

講
】

も
二

日
間

に
縮

小
さ

れ
一

日
一

座
と

い
う

日
程

に
変

更
し

て
勤

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

 

 
と

も
に

マ
ス

ク
着

用
・

消
毒

・
三

密
回

避
・

一
時

間
以

内
で

の
法

要
で

行
わ

れ
ま

し
た

が
、

例
年

よ
り

少
な

い
と

は
い

う
も

の
の

、
お

参
り

い
た

だ
き

ま
し

た
。

 

 
そ

し
て

今
年

は
、

行
き

た
く

て
も

来
ら

れ
な

か
っ

た
方

の
た

め
に

、
法

要
を

ラ
イ

ブ
配

信
す

る
と

い
う

形
も

と
ら

せ
て

い
た

だ
き

大
変

好
評

で
あ

り
ま

し
た

。
 

 
昨

年
は

コ
ロ

ナ
禍

と
い

う
事

も
あ

り
、

ほ
と

ん
ど

の
行

事
・

法
要

が
中

止
か

縮
小

で
行

わ
れ

ま
し

た
。

 

今
年

は
コ

ロ
ナ

が
収

束
し

て
、

ま
た

大

勢
の

ご
門

徒
の

方
々

と
大

き
な

声
で

賑
や

か
に

お
勤

め
で

き
る

こ
と

を
心

か
ら

願
う

ば
か

り
で

す
。

 

 

 

 
年
末

か
ら

か
ら
降

り
始

め
た
雪

は
、

大

晦
日

に
は

30㎝
ほ

ど
に

な
り

、
厳

し
い
寒

さ
と

な
り

ま
し

た
。

そ
れ

で
も

例
年

に
比

べ
る

と
少

な
く

は
な

り
ま

し
た

が
、

た
く

さ
ん

の
方

が
鐘

を
つ

き
に

や
っ

て
来

ら
れ

ま
し

た
。

 

 
一

月
一

日
・

二
日

と
行

わ
れ

る
御

年
頭

に
は

、
毎

年
欠

か
さ

ず
来

ら
れ

て
い

る
方

と
も

お
会

い
で

き
安

心
い

た
し

ま
し

た
。

た
だ

、
や

は
り
正

月
帰
省

が
難

し
い

世
の

中
に

な
っ

て
い

る
の

で
、
他
府
県

に
出

ら

れ
て

い
る

方
の

お
顔

が
見

ら
れ

な
か

っ
た

の
が
残

念
で

あ
り

ま
し

た
。

 

 
 

除
夜
の
鐘

 
御
年
頭
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仏教壮年会 

仏教婦人会 

昨
年

は
コ

ロ
ナ

禍
の

中
に

も
関

わ
ら

ず
、

様
々

な
法

要

や
行

事
の

お
手
伝

い
サ
ポ
ー

ト
を

し
て

い
た

だ
き
誠

に
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。

寺
務
所

一
同

、
心

か
ら

感
謝

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

 

 主
な

活
動

内
容

 

 
本
覚

寺
年

中
行

事
の
協
賛

。
 

 
本
山

・
教
区

・
組

の
行

事
参
加

。
 

（
連
研

、
研
修

会
、
聞

法
の

つ
ど

い
等

）
 

 
ゴ

ル
フ

大
会

。
納
涼

法
話

会
・

流
し

そ

う
め

ん
。

 

 
そ

の
他

、
例

会
・

新
年

会
・
懇
親

会
・

聖
地

参
拝

 
等

 
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

も

た
く

さ
ん

。
 

 

い
つ

も
婦

人
会

の
方

々
に

は
裏

方
と

し
て

支
え

て
も

ら

っ
て

い
ま

す
。
皆

さ
ま

に
は

活

気
あ

る
笑
顔

と
パ
ワ
ー

を
い

つ
も
頂

い
て

お
り

ま
す

。
ご

門

徒
の

み
な

さ
ま

、
そ

し
て

寺
務

所
一

同
、
心

か
ら

感
謝

し
て

お

り
ま

す
。

 

 主
な

活
動

内
容

 

    
本
覚

寺
年

中
行

事
の
協
賛

。
 

 
 
花

ま
つ

り
、
降
誕

会
、

永
代

経
、

 

 
 

法
話

会
、

報
恩

講
 
等

 

教
区

・
組

行
事

参
加

 

 
 
別
院
清
掃
奉
仕

、
 

 
 

み
の

り
の

つ
ど

い
、
茶
席

 
等

 

 
永
平

寺
町

内
の

方
を

中
心

に
活
動

し
て

お
り

ま
す

。

  
 

 
 

 
寺
だ
よ
り
 

う
ち

で
取

っ
て

い
る

新
聞

の
日
曜
版

に
小
池

真
理

子
と

い
う
作
家

さ
ん

の
エ
ッ
セ

イ

が
掲
載

さ
れ

て
い

る
。

ご
存
じ

の
方

も
お

ら
れ

る
と

思
う

が
、

昨
年
亡

く
な

っ
た
福
井

出
身

の
作
家

、
藤
田
宜

永
氏

の
奥

様
だ

。
連

れ
添

い
を

失
く

し
た
寂

し
さ

を
、
何

と
も

言
え

な
い
筆
致

で
し

み
じ

み
と

書
き
綴

っ
て

い
る

。
本
当

に
馬

の
合

う
ご
夫
婦

だ
っ

た

の
で

あ
ろ

う
。

お
互

い
の
執
筆

の
合

間
に

コ
ー
ヒ
ー

で
も
淹

れ
な

が
ら
文
芸
論

に
興
じ

る
様

子
が
目

に
浮

か
ぶ

よ
う

だ
。

 

病
の

宣
告

を
受

け
て

共
に
咽
び
泣

き
、

し
か

し
病
状

が
進
む

に
つ

れ
て

そ
の

苦
し

み

悲
し

み
は

そ
れ
ぞ

れ
が

互
い

に
引

き
受

け
て

ゆ
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

と
な

る
。

細
か

い
砂

の
粒

子
が
指

の
間

を
サ

ラ
サ

ラ
と

す
り
抜

け
て

行
く

の
を

と
ど

め
置

け
な

い

よ
う

に
、

消
え

て
ゆ

こ
う

と
す

る
い

の
ち

を
、

そ
れ

で
も

大
切

に
掌

に
握

り
こ
む

。
作

家
の
目

は
日

々
に
移

ろ
う

事
象

や
小

さ
な

心
の
動

き
を
静

か
に

、
丹

念
に
見

つ
め

て
い

る
。
諦
観

。
あ

き
ら

か
に

、
み

る
。

 

夫
婦

関
係

と
は
比
べ

る
べ

く
も

な
い

が
、

私
も

三
年
前
近

し
い
友

人
を

失
く

し
た

。

性
格

は
真

反
対

な
が

ら
と

て
も

よ
く
馬

が
合

っ
た

。
境
遇

が
大

変
似
通

っ
て

い
て

、
そ

の
た

め
突

っ
込

ん
だ
話

も
し

た
が

か
え

っ
て
愚
痴

に
な

る
こ

と
も

な
く

、
彼
女

と
の

思

い
出

は
楽

し
い

も
の

ば
か

り
だ

。
縦

の
繋

が
り

は
順
番

な
ら
仕

方
な

い
と

思
っ

て
い

た

が
、

こ
の
先

も
同
じ

時
代

を
生

き
る

の
だ

と
思

っ
て

い
た
横

の
繋

が
り

が
突
然

切
れ

た

の
は

思
い

の
ほ

か
大

き
な
衝
撃

だ
っ

た
。
遠

方
の

た
め
再

々
会

い
に

も
行

け
ず

、
た

っ

た
一

人
病

の
床

で
死

と
向

き
合

う
友

人
を

思
っ

て
私

は
泣

い
た

。
だ

が
訃

報
を
受

け
取

っ
て

以
来

私
は
泣

く
こ

と
は

な
か

っ
た

。
も

う
大
丈
夫

、
阿
弥
陀

様
が

ち
ゃ

ん
と
仕

上

げ
て
下

さ
っ

た
。

私
が

は
か

ら
う

こ
と

は
何

も
な

い
。

そ
う

思
っ

て
阿
弥
陀

様
に
向

っ

て
手

を
合

わ
せ

る
。

 

残
っ

た
の

は
話

し
相
手

を
失

っ
て
困

っ
て

い
る

私
の
姿

だ
っ

た
。

日
々

は
何

事
も

な

く
過
ぎ

て
い

く
が

、
そ

の
状

態
に

い
ま

だ
に
戸
惑

う
こ

と
が

あ
る

。
出

会
い

が
な

け
れ

ば
こ

ん
な

思
い

を
す

る
事

も
な

か
っ

た
ろ

う
に

と
思

う
と

、
縁

と
い

う
も

の
は

本
当

に

不
思
議

な
も

の
だ

。
不

思
議

の
ご

縁
に
彩

ら
れ

て
私

は
私

の
い

の
ち

を
生

き
る

。
南
無

阿
弥
陀

仏
を

い
う

お
念

仏
に

支
え

ら
れ

な
が

ら
。

 

おすすめの一冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄土真宗 必須 
み教えと歩む 

定価（600 円＋税） 

 

「み教え」「歴史」「宗門」とい

う大きな区分で、日々の暮らし

の中でみ教えに親しんでいた

だくための事柄が分かりやす

く書かれています。 

浄土真宗本願寺派の門信徒の

方々に、これだけは知っておい

ていただきたいとの願いから

編集された門信徒必携の書。 

寺務所に見本もありますので、

気になる方は是非。 
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昨
年

は
コ

ロ
ナ

の
影
響

も
あ

り
、

毎
年

恒
例

の
聖
地

参
拝

も
残

念
な

が
ら

中
止

と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

し
た

。
 

そ
こ

で
今

回
は

私
一

人
で

、
あ

わ
ら
市

に

あ
る
吉
崎
御
坊

の
ほ

う
へ

参
ら

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。
福
井
県

に
来

て
ま

だ
間

も

な
い

時
に

一
度

だ
け

行
っ

た
こ

と
が

あ
る

だ
け

で
、

し
っ

か
り

と
回

っ
た
記
憶

が
無

か
っ

た
の

で
、

今
回

の
ご

縁
と

な
り

ま
し

た
。

 

 

吉
崎

別
院

と
は

？
 

吉
崎
別
院

は
通
称
吉
崎
御
坊

と
呼

ば
れ

、

文
明

三
（

一
四

七
一

）
年

本
願

寺
第
八

代
、

蓮
如

上
人

に
よ

っ
て
吉
崎

の
山

上
（
通
称

お
山

）
に
坊
舎

が
建

て
ら

れ
た

こ
と

を
起

源
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

現
在

の
お
山

に
は

、
本
堂
跡

を
中

心
に
当

時
を
偲
ぶ

い
く

つ
か

の
遺
跡

が
あ

り
、
室

町
中

世
の

寺
城

の
様

子
を

今
に
残

し
て

い

ま
す

。
そ

し
て

こ
の

お
山

全
域

は
昭
和

五

十
年

二
月

に
国

の
史
跡

に
指

定
さ

れ
ま

し

た
。

 

念
力

門
 

ま
ず

、
吉
崎
御
坊

の
入

り
口

に
見

え
る

の
が

「
念
力

門
」

で
す

。
 

こ
の

門
は
天
正

十
九

年
(一

五
九

一
)豊
臣

秀
吉

が
京
都

の
西

本
願

寺
に
寄
進

し
た

も

の
で
元
治
元

年
（

一
八

六
四

）「
蛤
御

門
の

戦
い

」
の

時
、
兵
火

か
ら

本
願

寺
の
堂
宇

を
守

っ
た
由

来
に

よ
り

「
火

消
門

」
と

も

よ
ば

れ
た

名
高

い
門

で
す

。
 

昭
和

二
十

四
年

（
一
九

四
九

）
十

一
月

に

西
本

願
寺

よ
り
百
余

名
の

信
徒

に
よ

っ
て

京
都

か
ら
約

六
十
里

の
道

の
り

を
十

六
台

の
荷
車

で
念

仏
の

か
け

声
と

共
に
運

ば
れ

た
も

の
だ

そ
う

で
す

。
 

本
向

坊
了

顕
の

お
墓

 

本
堂

で
お

参
り

を
し

た
後

、
昔

本
堂

が

あ
っ

た
お
山
へ

行
っ

て
み

る
こ

と
に

。
境

内
の
横

に
あ

る
細

い
路
地

の
階
段

を
５
分

程
登

れ
ば
到

着
で

す
。

お
山

に
は

様
々

な

遺
跡

が
あ

り
ま

し
た

が
、

私
が

一
番
興

味

を
持

っ
た

の
は

「
本
向
坊
了
顕

の
お
墓

」

で
す

。
 

毎
日
朝
夕

に
読
誦

し
て

い
る
正

信
偈

な
ど

が
記

さ
れ

て
い

る
声

明
本

。
こ

の
本

に
は

、

真
っ

赤
な

表
装

の
も

の
が

多
く
見

ら
れ

ま

す
。

こ
の

本
の

赤
色

は
一

説
で

は
血

染
め

の
赤

と
云

わ
れ

て
い

ま
す

。
声

明
本

も
そ

う
で

す
が

、
浄

土
三
部

経
の

経
本

を
は
じ

め
、
親
鸞
聖

人
の
著
作

や
御
歴

代
上

人
の

著
作

な
ど

は
古

来
よ

り
聖

教
（

し
ょ

う
ぎ

ょ
う

）
と
呼

ば
れ

、
大

切
に
扱

わ
れ

て
き

ま
し

た
。

 

 
文

明
六

年
（

一
四

七
四

）
三

月
二

十
八

日
の
吉
崎
御
坊
火
難

の
時

、
蓮
如

上
人

は

何
と

か
火
災

か
ら
逃

れ
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

。
し

か
し

な
が

ら
、

急
い

で
出

て
き

た
せ

い
も

あ
り

、
火

中
の
吉
崎
御
坊

に
忘

れ
物

が
ご
ざ

い
ま

し
た

。
そ

の
忘

れ
物

と

は
、
浄

土
真

宗
の
根

本
聖
典
「

教
行

信
証

」

で
す

。
全

六
巻

の
教

行
信
証

の
内

の

1巻

が
火

の
中

に
置

き
去

り
で

す
。

し
か

も
こ

の
本

は
親
鸞
聖

人
御

真
筆

の
も

の
。
貴

重

で
大

切
で

代
わ

り
の

き
か

な
い

も
の

な
の

で
す

。
茫
然

と
佇
む

中
、

一
人

の
弟

子
が

「
取

っ
て

参
り

ま
す

」
と

い
う

の
で

す
。

こ
の

方
の

名
を

本
向
坊
了
顕

（
ほ

ん
こ

う

ぼ
う

り
ょ

う
け

ん
）

と
い

い
ま

す
。

 

一
同

の
制

止
を
振

り
切

っ
て
火

の
海
へ
飛

び
込

ん
で

い
っ

た
本
向
坊

が
教

行
信
証

の

巻
物

を
発
見

し
懐

に
納

め
て

か
ら

、
引

き

返
そ

う
と

し
ま

す
が

、
引

き
返

そ
う

に
も

戻
り
道

が
塞

が
っ

て
引

き
返

す
こ

と
が

で

き
ま

せ
ん

。
こ

の
ま

ま
で

は
命

も
ろ

と
も

巻
物

ま
で
燃

え
て

し
ま

う
と

、
意

を
決

し

た
本
向
坊

は
懐

中
よ

り
小
刀

を
取

り
出

し
、

自
ら

の
腹

を
十
文
字

に
捌

い
た

の
で

す
。

自
ら
腸

（
は

ら
わ

た
）

を
引

き
だ

し
、

そ

の
腹

中
に
巻
物

を
深

く
摂

め
入

れ
ら

れ
聖

聖
地

参
拝
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 教
が
燃

え
る

の
を
身

を
挺

し
て
守

ら
れ

た

の
で

す
。

 

焼
け

た
御
坊
跡

に
は

真
っ
黒

に
煤

け
た

本
向
坊

の
姿

が
あ

り
ま

し
た

。
急
ぎ

や
っ

て
き

た
蓮
如

上
人

に
対

し
、

本
向
坊

が
自

身
の
腹

を
指

さ
し
息
絶

え
た

そ
う

で
す

。

本
向
坊

三
十

九
歳

の
往

生
で

あ
り

ま
し

た
。

こ
の

本
向
坊

の
遺
徳

を
偲
び

真
っ

赤
な

表

装
の

声
明

本
が

生
ま

れ
た

一
説

が
あ

り
ま

す
。

本
向
坊

の
よ

う
な
篤

信
の

行
者

や
同

行
に

よ
っ

て
今

日
、

私
た

ち
が

お
み

の
り

に
出
遇

う
縁

が
紡

が
れ

て
き

た
の

で
す

。
 

 

嫁
脅

し
の

お
面

 

昔
、
吉
崎

寺
の
村

に
お
清

と
い

う
信

心
深

い
女

が
住

ん
で

い
ま

し
た

。
お
清

は
夫

と

子
供

に
先
立

た
れ

、
姑

と
暮

ら
し

て
い

ま

し
た

。
 

お
清

は
毎

日
熱

心
に
吉
崎

寺
に
通

っ
て

、

亡
く

し
た
家
族

を
弔

っ
て

い
ま

し
た

。
し

か
し
姑

は
そ

れ
が

気
に
入

ら
な

い
。
村

人

か
ら

も
親

し
ま

れ
、

け
な
げ

に
生

活
す

る

お
清

が
良

い
人
ぶ

っ
て

い
る

よ
う

で
、
憎

く
て
仕

方
な

か
っ

た
の

で
す

。
 

お
清

に
一
泡
吹

か
せ

る
に

は
ど

う
し

た

ら
よ

い
か
？

 
姑

は
家

に
伝

わ
る
鬼
女

の

面
を

か
ぶ

っ
て
嫁

を
怖

が
ら

せ
て

や
ろ

う

と
思

い
つ

き
ま

し
た

。
そ

し
て

お
清

が
吉

崎
寺

に
詣

で
る

の
を
先

回
り

し
て

、
面

を

つ
け

て
髪

を
振

り
乱

し
て

お
清

の
前

に
飛

び
出

し
ま

し
た

。
 

お
清

は
驚

い
た

も
の

の
「

は
ま

ば
は

め
、

食
（

く
ら

）
わ

ば
食

ら
え
金
剛

の
、
他
力

の
信

は
よ

も
や
食
む

ま
じ

」
と

念
仏

を
唱

え
な

が
ら
逃
げ

ま
し

た
。
姑

も
正
体

が
ば

れ
て

は
大

変
と

、
家

に
飛

ん
で
帰

り
ま

し

た
。

 

家
に

着
い

て
、

面
を

は
ず

そ
う

と
す

る

姑
。

け
れ

ど
も

面
は

全
く
顔

か
ら

は
ず

れ

ま
せ

ん
。
無
理

に
外

そ
う

と
す

る
と
顔

の

皮
、
肉

が
そ
げ

て
し

ま
う

よ
う

な
痛

み
が

走
り

ま
す

。
そ

こ
へ
嫁

の
お
清

が
帰

っ
て

き
ま

し
た

。
鬼
女

の
面

を
か
ぶ

っ
た
姑

に

驚
く

お
清

。
 

姑
が
涙

な
が

ら
に
訳

を
話

す
と

、
お
清

は
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」

と
心

か
ら
唱

え
な

さ
い

と
勧

め
ま

し
た

。
念

仏
を
唱

え
る

と
、

な
ん

と
面

は
ぽ

ろ
り

と
顔

か
ら

は
ず

れ
ま

し
た

。
以

後
姑

は
お
清

と
と

も
に
熱

心
に

仏
を

信
心

す
る

よ
う

に
な

っ
た

の
で

し
た

。

（
諸

説
あ

り
) 

 

何
を

伝
え

た
い

の
か

？
 

は
ま

ば
は

め
 

食
（

く
ら

）
わ

ば
食

（
く

ら
）

え
 

金
剛

の
他
力

の
信

は
 

よ
も

や
は
む

ま
じ

 

 
 

（
意

味
）

 

こ
の
肉
体

を
食
べ

た
け

れ
ば

、
 

食
べ

る
が

い
い

。
 

し
か

し
、

私
が

仏
教

を
聞

い
て

得
ら

れ
た
絶

対
の
幸
福

は
、

い
く

ら
お

ま

え
で

も
歯

が
立

つ
ま

い
。

 

 

金
剛

は
金
剛

心
。
金
剛

心
と

は
硬

い
心

。

な
に

が
あ

っ
て

も
変

わ
ら

な
い

、
微
動

だ

に
し

な
い

心
の

こ
と

で
あ

ろ
う

。
そ

れ
だ

け
仏

教
を
聞

く
こ

と
は
素
晴

ら
し

い
こ

と

だ
と

。
お
清

は
、
家
族

に
先
立

た
れ

た
こ

と
は

大
変

悲
し

い
こ

と
で

し
た

が
、

そ
れ

が
ご

縁
と

な
っ

て
、

仏
教

を
聞

く
よ

う
に

な
り

、
あ

の
よ

う
な
歌

を
歌

え
る

よ
う

な

幸
せ

者
に

な
り

ま
し

た
。

 

ど
ん

な
悲

し
み

に
沈

ん
で

い
る

人
で

も
、

人
間

に
生

ま
れ

て
き

て
よ

か
っ

た
と
最

後
、

亡
く

な
っ

て
い

く
時

で
も
満
足

で
き

る
幸

せ
を

、
蓮
如

上
人

は
吉
崎
御
坊

で
説

い
て

お
ら

れ
て

い
た

の
で

し
ょ

う
。

 

 

吉
崎

御
坊

に
行

っ
て

み
て

 

 
今

回
こ

の
よ

う
な

ご
縁

で
吉
崎
御
坊

に

参
拝

さ
せ

て
い

た
だ

い
て

、
福
井
県

が
真

宗
大

国
で

あ
る

と
言

わ
れ

る
所

以
が
分

か

っ
た

よ
う

な
気

が
い

た
し

ま
し

た
。
福
井

県
と
蓮
如

上
人

の
繋

が
り

は
特

に
深

い
も

の
で

あ
っ

た
と
確

信
い

た
し

ま
し

た
。

ま

た
、
蓮
如

上
人

と
本
覚

寺
の
繋

が
り

も
深

く
、
蓮
如

上
人

が
吉
崎

に
滞
在

中
、

そ
の

傍
に
絶

え
ず

い
た

の
が

本
覚

寺
の
蓮
光

（
何

代
目
住
職

か
は

不
明

）
で

あ
っ

た
と

伝
え

ら
れ

て
お

り
ま

す
。

 

 
実
家

の
九
州

か
ら

は
、

来
た

く
て

も

中
々

来
れ

る
よ

う
な
距
離

で
は

な
い

の
で

、

最
後

に
吉
崎
御
坊

に
参
拝

で
き

、
大

変
良

い
ご

縁
と

な
り

ま
し

た
。

  
【
攝
受
記

】
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令
和

三
年
 

年
回
法

要
表
 

 
 

 
 
一
 
周
忌
 
令
和
 
二
 
年
歿
 

 
 
三
 
回
忌
 

平
成
三
十
一
年
・
令
和
元
年
歿
 

 
 
七
 
回
忌
 
平
成
二
十
七
年
歿
 

 
 
十
三
 
回
忌
 
平
成
二
十
一
年
歿
 

十
七
 
回
忌
 
平
成
 
十
七
 
年
歿
 

�
二
十
三
回
忌
 
平
成
 
十
一
 
年
歿
 

二
十
五
回
忌
 
平
成
 
九
 
年
歿
 

�
二
十
七
回
忌
 
平
成
 
七
 
年
歿
 

三
十
三
回
忌
 

昭
和
六
十
四
年
・
平
成
元
年
歿
 

五
十
 
回
忌
 
昭
和
四
十
七
年
歿
 
 

    
    

�
印

は
地

区
に

よ
っ

て
 

さ
れ

な
い

と
こ

ろ
も

あ
り

ま
す

 

皆
様

で
お

参
り

し
ま

し
ょ

う
。

 

 
尚

、
年
忌

の
申

し
込

み
の
際

は
、

 

氏
名

・
住

所
・

電
話

番
号

・
年

回
の

種
類

と
 

法
名

・
会

場
を

 

必
ず

お
知

ら
せ
下

さ
い

。
 

                          
 

令
和

三
年
度

の
年

回
法

要
表

で
す

。
 

 
お

仏
壇

の
過

去
帳

・
お
位
牌

で
ご
確
認

下
さ

い
。

 

 
亡

き
人

を
偲
び

つ
つ

、
こ

の
私

が
仏

法

を
聞

く
行

事
。

こ
れ

が
法

事
で

す
。

 

 

「
現
在
を
大
切
に
」

 

 過
ぎ

去
っ

た
日

の
こ

と
は

悔
い

ず
、

 

ま
だ

こ
な

い
未

来
に

は
あ

こ
が

れ
ず

、
 

と
り

こ
し

苦
労

を
せ

ず
、

 

現
在

を
大

切
に

ふ
み

し
め

て
ゆ

け
ば

、
 

身
も

心
も

健
や

か
に

な
る

。
 

パ
ー

リ
「

中
部

経
典

」
よ

り
 

 

 
あ

る
日
突
然

、
呼
吸
困
難

に
な

っ
て
入

院
し

た
り

、
交
通

事
故

で
生
死

を
さ

ま
よ

う
よ

う
な

こ
と

が
起

こ
っ

た
り

し
ま

す
。

不
運

や
災
難

は
、

ど
こ

に
待

ち
受

け
て

い

る
か

わ
か

り
ま

せ
ん

。
人

生
に

は
何

が
起

こ
る

か
予
想

が
つ

き
ま

せ
ん

。
明

日
死
ぬ

と
い

う
こ

と
も

、
ま

っ
た

く
な

い
と

は
い

え
な

い
で

し
ょ

う
。

し
か

し
、

た
と

え
そ

う
だ

と
し

て
も

、
わ

た
し

た
ち

は
誰

も
そ

の
こ

と
を
予
知

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
の

で
す

。
人

間
の

命
は

、
は

か
な

い
も

の
で

す
。

だ
か

ら
こ

そ
、「

い
ま

」
何

が
も

っ
と

大
事

な
の

か
を

よ
く
判

断
し

な
け

れ
ば

い

け
ま

せ
ん

。
 

過
去

の
こ

と
を

い
つ

ま
で

も
悔

や
ん

で

い
る

の
は
む

な
し

い
こ

と
で

す
。

で
も

、

未
来

の
こ

と
ば

か
り
夢
見

て
い

た
り

、
逆

に
明

日
を

心
配

ば
か

り
し

て
い

る
の

も
愚

か
な

こ
と

だ
と

、
ブ
ッ
ダ

は
言

い
ま

す
。

 

過
去

や
未

来
よ

り
も

、
今

こ
の
現
在

ど

う
あ

る
の

か
が

重
要

で
す

。
だ

か
ら

、
今

ま
さ

に
な

す
べ

き
こ

と
を
熱

心
に

し
な

さ
 

い
と

教
え

て
い

る
の

で
す

。
現
在

の
自
分

の
あ

り
方

を
見

き
わ

め
た

人
は

、
生

き
方

も
自
然

に
定

ま
っ

て
い

く
も

の
だ

と
い

う

こ
と

を
こ

の
言

葉
は

教
え

て
い

ま
す

。
 

同
じ

よ
う

な
禅

の
言

葉
に

、「
日

日
是

好

日
」

と
い

う
も

の
が

あ
り

ま
す

。
お
茶

の

席
の
掛
軸

な
ど

に
も

よ
く

書
か

れ
て

い
る

有
名

な
も

の
で

、
唐

の
時

代
の
雲

門
文
偃

と
い

う
禅
僧

の
言

葉
で

す
。

 

 
こ

れ
は

、
「

毎
日

が
穏

や
か

で
い

い
日

だ
」

と
い

う
意

味
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 
日

々
の

一
喜

一
憂

に
と

ら
わ

れ
ず

、
そ

の
日

そ
の

日
を

た
だ
ひ

た
す

ら
に

「
生

き

き
る

」
こ

と
が

で
き

れ
ば

、
そ

れ
が

い
い

日
な

の
だ

と
い

う
こ

と
で

す
。
目

の
前

の

こ
と

に
左
右

さ
れ

ず
、
清

々
し

く
生

き
る

こ
と

が
、

毎
日

を
す

ば
ら

し
く

す
る

の
で

す
。

 

【
ブ

ッ
ダ

に
学

ぶ
 
さ

と
り

の
言

葉
】

 

 
寺

務
所

の
加

藤
さ

ん
の

後
任

で
お

勤
め

さ
せ

て
頂

く
事

に
な

り
ま

し
た

、
野

本
佳

美
と

申
し

ま
す

。
お

寺
の

行
事

の
一

つ
ず

つ
を

皆
様

の
ご

協
力

で
毎

日
励

ん
で

お
り

ま
す

。
一

日
も

早
い

当
た

り
前

だ
っ

た
日

常
生

活
に

戻
る

こ
と

を
願

い
感

謝
を

忘
れ

ず
務

め
た

い
で

す
。

こ
れ

か
ら

も
宜

し
く

お
願

い
致

し
ま

す
。

 

 

 
 

 
 

 
野

本
佳

美
 

ご紹介 
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お
寺

の
蔵

に
永

い
間
眠

っ
て

い
た
聖
徳
太

子
の
絵

伝
二
幅

、
土
佐

又
平
筆

と

い
う
絵
師

の
サ

イ
ン

が
あ

る
他

は
そ

の
絵
師

が
ど

う

い
う

人
物

な
の

か
、

い
つ

頃
か

ら
当

寺
の
蔵

に
あ

る

の
か
何

も
分

か
っ

て
は

い

ま
せ

ん
。

 

 
痛

み
が

は
げ

し
く

「
こ

ん
な

も
の

」
と
捨

て
ら

れ

て
も
仕

方
の

な
い

よ
う

な

状
態

に
な

っ
て

い
ま

し
た

が
修
復

と
な

る
と
半
端

な
金
額

で
は

済
ま

な
い

だ
ろ

う
と

つ
い

つ
い

後
回

し
に

な
っ

て
い

ま
し

た
。

 

 
今

回
分

か
っ

た
事

で
す

が
、

収
ま

っ
て

い
た
木
箱

の
裏

に
次

の
よ

う
な

書
付

が
あ

り
ま

し
た

。
 

 文
化

十
一

年
歳

甲
戌

 

林
鐘

上
院

依
一

二
〇

〇
年

開
扉

修
輔

 

現
住

 
法

炬
 

 文
化

十
一

年
は
西
暦

で
い

う
と

一
八

一

四
年

。
今

か
ら

二
〇
〇
余

年
前

に
聖
徳
太

子
一

二
〇
〇

回
忌

に
当

り
十

七
代
住
職

法

炬
が
修
復

し
た

と
書

か
れ

て
あ

り
ま

し
た

。

一
三
〇
〇

回
忌

に
当

る
大
正

十
二

年
は

関

東
大
震
災

が
お

こ
っ

て
い

ま
す

。
そ

の
と

き
勤

め
た

か
ど

う
か

は
分

か
り

ま
せ

ん
が

、

一
九

七
二

年
（
昭
和

四
十

七
年

）
に

一
三

五
〇

回
忌

が
勤

ま
っ

た
と
記
録

に
残

っ
て

い
ま

す
。

 

令
和

二
年

二
月

五
日

の
門

徒
大

会
で

お

世
話

方
が

集
っ

て
下

さ
っ

た
と

き
に
ボ

ロ

ボ
ロ

の
状

態
の
絵
伝

を
御
覧

い
た

だ
き

、

こ
れ

を
修
復

し
て

令
和

四
年
度
聖
徳
太

子

の
一

四
〇
〇

回
忌

法
要

を
厳
修

す
る

と
い

う
事

に
な

っ
た

の
で

す
が

、
そ

の
後

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

と
い

う
疫
病

が

流
行

り
出

し
た

こ
と

で
今

年
は

門
徒

大
会

も
中

止
に

な
り

、
今

の
と

こ
ろ

法
要

の
話

も
保
留

に
な

っ
て

い
ま

す
。
早

く
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

が
終
息

し
、
聖
徳
太

子
一

四
〇

〇
回
忌

の
法

要
が

お
勤

め
出

来
る

日
が

来

る
こ

と
を

願
う

ば
か

り
で

す
。

 

  

本
覚
寺
に
伝
わ
る
 

聖
徳
太
子
の
法
宝
物
 

 聖
徳

太
子

絵
伝

二
幅

（
上

記
）

 
土

佐
又

平
 

筆
 

 聖
徳

太
子

孝
養

像
（

秘
仏

）
 

聖
徳

太
子

一
四

〇
〇

回
遠

忌
に

併
せ

て

御
開

帳
法

要
を

予
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

木
像

 
像

高
１

３
２

．
７

㎝
 

鎌
倉

時
代

 

 南
無

仏
太

子
立

像
 

木
像

 
像

高
６

９
．

０
㎝

 
鎌

倉
時

代
 

浄
土
真
宗
と
聖
徳
太
子
 

真
宗

は
聖
徳
太

子
を

も
っ

と
も
篤

く
崇

敬
す

る
宗

派
で

あ
る

と
い

わ
れ

て
い

ま
す

。

で
は

な
ぜ

真
宗

は
聖
徳
太

子
信
仰

を
取

り

込
ん

で
い

る
の

で
し

ょ
う

か
。

そ
の
根
拠

は
、

宗
祖

で
あ

る
親
鸞
聖

人
に
帰

す
る

と

こ
ろ

が
大

き
い

で
す

。
 

比
叡
山

で
の
修

行
を

や
め

た
親
鸞
聖

人

は
、
先

ず
都

の
六
角
堂

に
百

日
の

参
篭

を

こ
こ

ろ
み

ま
し

た
。

六
角
堂

は
聖
徳
太

子

の
建
立

と
伝

え
ら

れ
、
聖
徳
太

子
の

本
地

と
さ

れ
る
如

意
輪
観

世
音
菩
薩

（
ま

た
は

救
世
観
音

）
が

本
尊

で
あ

り
ま

す
。

 

そ
し

て
九

五
日
目

の
明

け
方

、
救

世
観
音

す
な

わ
ち
聖
徳
太

子
の
夢
告

（
お
告
げ

）

を
得

ま
し

た
。
親
鸞
聖

人
は

こ
の
夢
告

の

内
容

を
確

か
め

る
た

め
、

今
度

は
東
山
吉

水
の

法
然

上
人

の
草
庵
へ

、
や

は
り
百

日

通
い

つ
め

、
つ

い
に

法
然

上
人

の
門
下

に

な
っ

た
の

で
す

。
ま

さ
に
聖
徳
太

子
に
導

か
れ

て
専
修

念
仏

の
道

を
選
択

し
た

の
で

あ
り

ま
し

た
。

 

こ
れ

が
「
聖
徳
太

子
の
媒
介

な
し

に
浄

土
真

宗
は

成
立

し
な

か
っ

た
」

と
い

わ
れ

て
い

る
所

以
で

あ
り

ま
す

。
 

   
 

聖徳太子絵伝御修復が 

完了しました。 
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令和３年 本覚寺行事予定 

◇
除
夜

会
 

◆
勝
山

支
坊

報
恩

講
 

◇
報

恩
講

 

◆
清
掃
奉
仕

 

◇
納
涼

法
話

会
 

◆
永

代
経

 

◇
掛
所
盆

参
り

 

◆
清
掃
奉
仕

 

◇
勝
山

支
坊

永
代

経
 

◆
降
誕

会
・

初
参

式
 

◇
懇
親
ゴ

ル
フ

コ
ン
ペ

 

◆
聖
地

参
拝

 

◇
花

ま
つ

り
 

 

◆
花
蓮

の
会

 

◇
勝
山

支
坊
太

子
講

 

◆
仏

壮
・
仏

婦
合

同
報

恩
講

 

◇
門

徒
大

会
 

◆
御
正
忌

 

◇
御

年
頭

 

◆
修
正

会
 

十
二

月
三

十
一

日
 

十
月

二
十

一
日

 

十
月

四
日

・
五

日
・

六
日

 

報
恩

講
前

 

八
月

十
六

日
 
午

後
四

時
 

七
月

十
五

日
・

十
六

日
 

七
月

十
四

日
 

永
代

経
前

 

六
月

三
十

日
 

六
月

十
三

日
 
午

後
一

時
 

検
討

中
 

検
討

中
 

四
月

十
一

日
 
午

後
一

時
半

 

四
月

十
日

 
午
前
八

時
 

三
月

三
十

一
日

 

検
討

中
 

中
止

 

一
月

十
五

日
 
午

後
二

時
 

一
月

一
日

・
二

日
 

一
月

一
日

 

午
後

十
一

時
四

十
分
頃

～
 

  仏
教
婦

人
会

 

コ
ロ

ナ
状
況
次
第

 

開
闢

法
要

 

午
後

六
時

よ
り
読

経
 

仏
教
婦

人
会

 

 別
途
申
込

 

コ
ロ

ナ
状
況
次
第

 

コ
ロ

ナ
状
況
次
第

 

保
育
園
児

・
幼
稚
園
児

・
 

小
学

生
、

参
加
自
由

 

花
蓮
植

え
替

え
 

  コ
ロ

ナ
感

染
対
策

の
為

 

   

 

【
 
感
謝
録
 
】

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(敬
称
略
) 

お
供

え
（

米
・

野
菜

・
果

物
・

菓
子

等
）

 

 
 
猪
野
口

 
 

 
帰
山

 
信
勝
 

北
四
ツ
居

 
 
塚
谷

 
徹
雄
 

乙
坂

今
北

 
 

今
宮

 
忠
夫
 

 
 
東
古
市

 
 

 
青
木

 
喜

代
美
 

 
 

大
月

 
 

 
 
清
水

 
 
勲
 

 
 
鯖
江

 
 

 
 
與
佐
岡

 
賢

二
 

 
 
阿
難
祖

 
 

 
前
田

 
清
司
 

 
 

重
立

 
 

 
 
田

中
 
克
義
 

諏
訪

間
 

 
 
竹
澤

 
義

明
 
 

 
 

小
塩
辻

 
 

 
鹿
野

 
啓

信
 

 
 

上
北
野

 
 

 
冨
田

 
幸

二
 

 
 
春
江

 
 

 
 
朝
田

 
勇
次
 

 
 
笹
尾

 
 

 
 
山

本
 
清
勝
 

宝
永

 
 

 
 

長
谷
川

 
光
宏
 

経
塚

 
 

 
 

中
村

 
昭

一
 

大
和
田

 
 

 
舟
木

 
政
義
 

舟
寄

 
 

 
 
齊
藤

 
敏
昭
 

寄
贈

（
蝋

燭
）

 

光
明

寺
 

 
 
斉
川

 
嘉

長
 

ご
奉

仕
 

 
除
夜

会
手
伝

い
 

 
 

 
 

仏
教
壮

年
会
有
志

 

 
帳
場

そ
の
他

お
手
伝

い
 

 
 

 
 

仏
教
壮

年
会

、
仏

教
婦

人
会

 

お
み

が
き

 

 
年
末

 
 
松
岡
末
政
御

同
行

 

 
厚

く
御
礼
申

し
上
げ

ま
す

。
 

 
 

あ
り

が
と

う
ご
ざ

い
ま

し
た

。
 

 編
集
後
記

 

 
今

年
は
３

年
前

を
思

い
出

す
よ

う
な

大
雪

で
大

変
で

ご
ざ

い
ま

し

た
。

私
は

大
分
県

か
ら
福
井
県

に
来

て
、

も
う
丸
６

年
が

経
と

う
と

し
て

い
ま

す
が
未

だ
に
雪

に
は
慣

れ
ま

せ
ん

。
 

 
 

そ
し

て
私

事
で

は
あ

り
ま

す
が

、

自
坊

の
手
伝

い
を

す
る

こ
と

が
決

ま
り

、
３

月
を

も
っ

て
本
覚

寺
を

退

職
す

る
こ

と
に

な
り

ま
し

た
。

本
覚

寺
ご

門
徒

の
方

々
に

は
何

か
ら
何

ま
で

お
世
話

に
な

り
頭

が
上

が
り

ま
せ

ん
。

ま
た

ご
縁

が
あ

れ
ば

。
 

短
い

間
で

す
が

、
有
難

う
ご
ざ

い

ま
し

た
。

 

【
攝
受

】
 

 こ
こ

に
第

三
十

二
号

を
お
届

け

し
ま

す
。

 

 

皆
様

方
の

寺
報
原
稿

を
お
待

ち

し
て

お
り

ま
す

。
写

真
や
絵

、
俳
句

な
ど

で
も
結
構

で
す

。
ど

う
ぞ

ご
投

稿
下

さ
い

。
 

 

発
行
所

 
浄

土
真

宗
本

願
寺

派
 

 
 

 
 

 
和
田
山

 
本

 
覚

 
寺

 


