
ご
縁

私
は
、
中
佐
久
間
の
伊
藤
と
申
し
ま

す
。
人
前
で
お
話
し
で
き
る
よ
う
な

者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
思

っ
た
こ
と
を
話
せ
ば
よ
い
と
の
こ
と

で
し
た
の
で
、
少
し
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
念
仏

に
ご
縁
が
で
き
た
の
は
、
大
切
な
人

と
の
突
然
の
別
れ
が
あ
り
自
分
自
身

ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
わ
か
ら
ず
、

身
体
が
こ
こ
に
あ
っ
て
も
気
持
ち
は

こ
こ
に
あ
ら
ず
と
い
う
状
態
の
時
で

し
た
。
家
の
中
に
居
て
も
自
分
自
身

落
ち
着
い
て
い
ら
れ
る
場
所
も
無
く

何
も
手
に
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
頃
に
住
職
が
初
七
日
二
七
日
三
七

日
と
七
日
ご
と
に
お
参
り
に
来
て
く

だ
さ
っ
て
い
た
の
で
、
そ
ん
な
自
分

の
様
子
を
そ
の
ま
ま
お
話
し
す
る
と
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
掌
を
合
わ
せ

て
念
仏
を
称
え
る
よ
う
言
わ
れ
た
の

で
し
た
。

そ
の
時
の
自
分
は
、
き
っ
と
藁
に

も
す
が
り
つ
き
た
い
気
持
ち
だ
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
毎
日

何
度
も
何
度
も
掌
を
合
わ
せ
「
南
無

阿
弥
陀
仏

南
無
阿
弥
陀
仏
・
・
・
」

と
称
え
る
日
々
が
長
く
続
き
ま
し
た
。

し
か
し
い
つ
の
間
に
か
気
が
つ
い

て
み
る
と
、
そ
の
回
数
は
少
し
ず
つ

減
っ
て
い
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
す

が
り
つ
く
よ
う
な
気
持
ち
が
和
ら
ぎ

平
常
を
少
し
ず
つ
取
り
戻
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
今
も
朝
晩
お
内
仏
（(

仏

壇
）
の
前
で
合
掌
し
お
念
仏
は
称
え

て
い
ま
す
。
そ
し
て
仕
事
に
も
復
帰

で
き
ま
し
た
。

こ
の
春
に
長
年
勤
め
て
い
た
仕
事

を
退
職
す
る
と
、
以
前
か
ら
親
し
く

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
に
誘
わ
れ
、

勝
善
寺
の
「
月
曜
朝
の
お
勤
め
」
に

毎
週
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

月
曜
日
の
朝
六
時
か
ら
十
人
ほ
ど

の
人
た
ち
と
本
堂
で
「
正
信
偈
」
な

ど
の
お
勤
め
を
し
て
蓮
如
上
人
の
「
御

文
」
を
拝
聴
し
、
住
職
の
法
話
を
聴

き
ま
す
。

「
す
べ
て
成
る
よ
う
に
成
っ
て
い

る
。
」
「
良
い
事
も
悪
い
事
も
す
べ
て

ご
縁
。
」
「
起
こ
っ
た
事
実
に
立
ち
生

き
て
い
く
。
」
「
独
り
で
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い
。
共
に
生
き
て
い
る
」

と
い
う
よ
う
な
仏
教
の
考
え
方
を
聞

い
て
い
る
と
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず

け
ま
す
。

四
十
分
ほ
ど
の
短
い
時
間
で
す
が
、

毎
回
と
て
も
楽
し
い
で
す
。
一
週
間

の
始
め
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
自
分

自
身
気
合
い
も
入
り
ま
す
。
皆
さ
ん

も
ぜ
ひ
ご
一
緒
し
ま
せ
ん
か
！

ま
た
、
勝
善
寺
な
ど
で
の
聞
法
会

に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
仏
教
の
こ
と
は
よ
く

解
り
ま
せ
ん
が
、
お
仲
間
と
一
緒
に

お
勤
め
を
し
て
仏
教
を
聴
き
お
喋
り

で
き
る
の
は
楽
し
い
で
す
。

こ
の
感
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
り
、
私
は
独
り
で
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
改
め

て
気
づ
き
ま
し
た
。
確
か
に
私
は
そ

う
で
し
た
。
人
間
は
独
り
で
は
生
き

て
い
ま
せ
ん
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
人
に

私
は
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ほ

ん
と
う
に
有
り
難
い
こ
と
で
し
た
。

お
陰
様
で
す
。
こ
ん
な
自
分
も
誰
か

の
助
け
に
な
っ
て
い
た
ら
嬉
し
い
の

で
す
が
ね
・
・
・
。

う
ま
く
気
持
ち
が
言
え
ず
、
お
聞

き
苦
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
す
み

ま
せ
ん
で
し
た
。

ご
予
定
く
だ
さ
い

修
正
会

１
月
２
日
（
木
）

時
～

時

分

10

11

30

八
日
講
十
日
講

１
月
８
日
（
水
）
９
時
～

時
11

親
鸞
教
室

１
月

日
（
木
）

時
半
～

時

23

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

２
月
９
日
（
日
）

時
半
～

時

13

16

親
鸞
教
室

２
月

日
（
水
）

時
半
～

時

26

13

16

春
彼
岸
会

３
月

日
（
木
）

時
～

時

分

20

10

11

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

兼
花
ま
つ
り

４
月
６
日
（
日
）

時
半
～

時

13

16

親
鸞
教
室

４
月

日
（
水
）

時
半
～

時

30

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

５
月

日
（
日
）

時
半
～

時

11

13

16

中
佐
久
間
講
）

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

20

13

16

親
鸞
教
室

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

29

13

16

八
日
講
十
日
講

６
月
１
日
（
日
）
９
時
～

時
11

奉
仕
作
業

６
月
８
日
（
日
）
８
時

分
～

30

勝
善
寺
聞
法
会

６
月
８
日

時
半
～

時

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

７
月

日
（
日
）

時
半
～

時

20

13

16

※
八
日
講
十
日
講
・
奉
仕
作
業
以
外

は
、
ズ
ー
ム
配
信
し
ま
す
。

伊藤照代氏感話

謹
賀
新
年
寺
族
一
同

百
々
海

真

先
生
の
題
字
下
の
言

ど

ど

み

し
ん

葉
が
「
仏
法
を
聴
聞
せ
よ
」
と
聞
こ

え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ご
催
促
で
す
。

先
生
は
、
講
題
を
「
「
オ
ギ
ャ
ア
」

の
翻
訳
」
と
し
、
「
宗
教
と
か
信
仰
と

か
言
っ
て
も
別
の
こ
と
が
あ
る
わ
け

で
は
な
く
、
各
自
が
自
分
の
誕
生
の

「
オ
ギ
ャ
ア
」
を
生
涯
か
け
て
翻
訳

す
る
こ
と
だ
」
と
暁

烏

敏

師
の

あ
け
が
ら
す

は
や

仰
せ
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

「
私
は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
に

生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
問

い
訊
ね
る
こ
と
が
、
宗
教
で
あ
り
信

た
ず

仰
。
私
の
思
い
を
固
め

頑

な
に
な

か
た
く

る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
！

文
頭
の
ご
催
促
に
応
え
る
た
め
に
、

裏
面
下
段
の
「
ご
予
定
く
だ
さ
い
」

を
、
み
な
様
の
仏
法
聴
聞
の
場
と
し

て
設
け
ま
す
。
そ
し
て
、
住
職
は
率

先
し
て
聴
聞
し
ま
す
。
さ
ら
に
首
を

長
く
し
て
、
み
な
様
を
待
ち
ま
す
。

も
う
一
つ
、
題
字
下
の
言
葉
か
ら

発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派
宗
務
総
長
を
務
め
ら

れ
た
能
邨
英
士
師
の
言
葉
に
「
ど
う

の

む
ら
え
い
じ

生
き
る
か
が
問
題
で
は
な
い
。
何
の

た
め
に
生
き
る
か
が
問
題
で
あ
る
。」

と
あ
り
ま
す
。
実
は
ず
っ
と
、
私
に

は
解
ら
な
い
言
葉
で
し
た
。

「
ど
う
生
き
る
か
」
は
、
一
度
限

り
の
人
生
を
後
悔
し
な
い
よ
う
に
と

か
、
最
期
ま
で
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
と
か
、
日
常
的
な
関
心
事
で
す
。

「
何
の
た
め
に
生
き
る
か
」
は
、
健

康
や
名
誉
や
信
念
や
金
の
た
め
と
か
、

「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
と
い
う
こ

と
で
、
こ
れ
も
自
我
を
満
足
さ
せ
る

欲
望
で
、
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
師
の
言
葉
に
、
疑
問
を
懐
い

て
い
た
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
「
何
の
た
め
に
生
き
る

●

●

か
」
、「
自
分
の
誕
生
の
「
オ
ギ
ャ
ア
」

を
生
涯
か
け
て
翻
訳
す
る
」
た
め
で

●

●

し
た
！

仏
法
聴
聞
す
る
と
、
そ
の
都
度
に

発
見
が
あ
る
。
こ
ん
な
楽
し
く
嬉
し

い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

光といのち
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私
は
、

い
っ
た
い
何
の
た
め
に

生
ま
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。

無
病
息
災
・
家
内
安
全

・
商
売
繁
盛
な
ど
、
私
の

願
い
を
超
え
た
功
徳
を
い

た
だ
く
法
要

修

正

会

し
ゅ

し
ょ
う

え

に
、
お
参
り
く
だ
さ
い
。

一
月
二
日(

木)

十
時
～
十
一
時
半

報恩講 日中法要



みな様のお力により報恩講が円成しました。ズームでのお参りと合わせ、逮夜法要32名、晨朝法要18名、日中法要88名、

延べ138名でした。また、188名の方から974,000円の御懇志と仏花・供物米も寄せられました。有り難うございました。
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椅子や机で傷がつきにくいタフリングという新素材の畳です。これで私たちの世代には、畳替えをしなくて大

丈夫そうです。しかし、ご門徒のみな様が集まってこその物種です。どうぞ仏法聴聞に足をお運びください。 おみがき
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子
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精進弁当で会食

ご門徒の質問

質
問
者

こ
こ
で
仏
教
を
批
判
し
て
し
ま
う
と
、
信
仰
心
が

無
い
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
意
味
で
は

な
く
て
・
・
・
。

講
師

今
、
大
事
な
こ
と
を
仰
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
信

仰
心
が
無
い
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
け
ど
」
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
「
人
間
に
純
粋
な
信
仰
心
は
無
い
」
と
見
通
し
て
い

る
の
が
真
宗
仏
教
で
す
よ
。
「
人
間
か
ら
の
仏
道
は
成
立
し

な
い
」
と
い
う
見
定
め
が
本
願
の
仏
道
の
根
底
な
の
で
す
。

こ
の
点
は
私
も
ず
っ
と
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
こ
と
で
す

が
、
親
鸞
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
る
「
信
心
」
は
、
人
間
の
信
仰

心
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
「
信
心
深
い
」
と
か
、
「
イ
ワ
シ
の
頭

も
信
心
か
ら
」
と
い
う
具
合
の
人
間
の
信
仰
心
は
、
時
に
は

「
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か
」
と
恨
み
に
変
わ
る
ほ
ど
に
首
尾

一
貫
し
な
い
と
見
通
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば

浄
土
真
宗
用
語
の
「
信
心
」
と
一
般
社
会
用
語
の
「
信
心
」

は
、
言
葉
は
同
じ
で
も
指
し
示
す
こ
と
が
全
く
違
う
。
完
全

に
別
物
で
す
。

『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
（
赤
本
）
』
一
一
五
頁
上
段
の
和

讃
に
「
信
心
の
智
慧
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
親
鸞
聖
人
は
、「
信

心
」
と
は
「
智
慧
」
、
人
間
を
人
間
以
上
に
深
く
知
り
と
お

し
て
い
る
仏
の
智
慧
と
言
っ
て
い
ま
す
。
如
来
の
本
願
が

私
に
至
り
届
く
時
、「
信
心
」
と
名
前
が
変
わ
る
ん
で
す
。

で
す
か
ら
信
心
と
は
何
か
、
「
一
念
」
、
一
瞬
の
目
覚
め
、

気
づ
き
、
回
心
懺
悔
で
す
。
自
分
の
デ
タ
ラ
メ
さ
が
言
い
当

て
ら
れ
る
時
の
到
来
で
す
。
「
あ
あ
、
そ
う
か
」
と
い
う

驚
き
で
す
。

と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
神
や
仏
に
す
が
っ
て
心
の
安
ら
ぎ

を
得
る
の
が
宗
教
だ
と
、
仏
法
聴
聞
す
る
前
か
ら
決
め
つ
け

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
聴
聞
し
て
も
、
正
し
く
聴
け
な
い
の
で

す
。
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

ご
信
心
と
は

弥
陀
の
智
慧

わ
た
し
が
信
ず
る

そ
れ
で
な
い

「
大
信
心
は

仏
性
な
り

仏
性
す
な
わ
ち

如
来
な
り
」（
親
鸞
聖
人
「
諸
経
和
讃
」）

如
来
の
智
慧
を

た
ま
わ
り
て

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ

木
村
無
相

『
念
仏
詩
抄
』

本
山
同
朋
会
館
の
守
衛
を
勤
め
て
い
た
木
村
無
相
氏
の
詩

で
す
。
「
私
が
信
ず
る
／
そ
れ
で
な
い
」
と
言
い
き
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。

「
ご
信
心
と
は

弥
陀
の
智
慧
」
と
は
「
あ
あ
、
見
え
て

い
な
か
っ
た
な
あ
」
と
、
私
を
一
瞬
照
ら
す
光
の
言
葉
。
そ

れ
に
出
遇
っ
た
。
そ
れ
が
聞
こ
え
た
。
そ
の
一
瞬
が
信
心
の

時
、
一
念
で
す
。
は
じ
め
に
拝
読
し
た
「
礼
讃
」
の
裏
側
に

あ
る
「
我
は
実
に
こ
の
念
に
よ
り
て
救
済
さ
れ
つ
つ
あ
る
を

感
ず
」
の
「
念
」
が
「
一
念
」、
現
在
た
だ
い
ま
で
す
。

具
体
的
に
は
「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
か
」
、
「
頭
を
下
げ
て

仏
さ
ま
の
仰
せ
に
順
う
な
ん
て
根
性
が
一
つ
も
な
い
自
分
だ

っ
た
な
」
と
知
ら
さ
れ
る
一
瞬
で
す
。

あ
え
て
申
せ
ば
、
如
来
が
わ
れ
ら
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
の

で
す
。
そ
の
一
点
に
お
い
て
、
仏
法
の
景
色
が
一
変
す
る
は

ず
で
す
。

質
問
者

一
応
、
理
解
し
た
つ
も
り
で
す
。
解
ら
な
い
と
こ

ろ
は
住
職
に
聞
い
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
言
っ

て
し
ま
っ
て
皆
さ
ん
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

講
師

つ
ま
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
最
も
大
切
な
こ
と
を
仰
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
如
来
は
私
た
ち
に
「
疑
う
な
。
信
心

深
く
な
れ
」
と
は
要
求
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
は
絶
対
無
理
、

と
お
見
通
し
だ
か
ら
で
す
。

質
問
者

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

信仰心が無いように

なっちゃいますけど、

今、大事なことを仰って
くださいました。

信心（信仰心）とは？



ご
縁

私
は
、
中
佐
久
間
の
伊
藤
と
申
し
ま

す
。
人
前
で
お
話
し
で
き
る
よ
う
な

者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
思

っ
た
こ
と
を
話
せ
ば
よ
い
と
の
こ
と

で
し
た
の
で
、
少
し
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

私
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
念
仏

に
ご
縁
が
で
き
た
の
は
、
大
切
な
人

と
の
突
然
の
別
れ
が
あ
り
自
分
自
身

ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
わ
か
ら
ず
、

身
体
が
こ
こ
に
あ
っ
て
も
気
持
ち
は

こ
こ
に
あ
ら
ず
と
い
う
状
態
の
時
で

し
た
。
家
の
中
に
居
て
も
自
分
自
身

落
ち
着
い
て
い
ら
れ
る
場
所
も
無
く

何
も
手
に
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
頃
に
住
職
が
初
七
日
二
七
日
三
七

日
と
七
日
ご
と
に
お
参
り
に
来
て
く

だ
さ
っ
て
い
た
の
で
、
そ
ん
な
自
分

の
様
子
を
そ
の
ま
ま
お
話
し
す
る
と
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
掌
を
合
わ
せ

て
念
仏
を
称
え
る
よ
う
言
わ
れ
た
の

で
し
た
。

そ
の
時
の
自
分
は
、
き
っ
と
藁
に

も
す
が
り
つ
き
た
い
気
持
ち
だ
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
毎
日

何
度
も
何
度
も
掌
を
合
わ
せ
「
南
無

阿
弥
陀
仏

南
無
阿
弥
陀
仏
・
・
・
」

と
称
え
る
日
々
が
長
く
続
き
ま
し
た
。

し
か
し
い
つ
の
間
に
か
気
が
つ
い

て
み
る
と
、
そ
の
回
数
は
少
し
ず
つ

減
っ
て
い
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
す

が
り
つ
く
よ
う
な
気
持
ち
が
和
ら
ぎ

平
常
を
少
し
ず
つ
取
り
戻
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
今
も
朝
晩
お
内
仏
（(

仏

壇
）
の
前
で
合
掌
し
お
念
仏
は
称
え

て
い
ま
す
。
そ
し
て
仕
事
に
も
復
帰

で
き
ま
し
た
。

こ
の
春
に
長
年
勤
め
て
い
た
仕
事

を
退
職
す
る
と
、
以
前
か
ら
親
し
く

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
に
誘
わ
れ
、

勝
善
寺
の
「
月
曜
朝
の
お
勤
め
」
に

毎
週
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

月
曜
日
の
朝
六
時
か
ら
十
人
ほ
ど

の
人
た
ち
と
本
堂
で
「
正
信
偈
」
な

ど
の
お
勤
め
を
し
て
蓮
如
上
人
の
「
御

文
」
を
拝
聴
し
、
住
職
の
法
話
を
聴

き
ま
す
。

「
す
べ
て
成
る
よ
う
に
成
っ
て
い

る
。
」
「
良
い
事
も
悪
い
事
も
す
べ
て

ご
縁
。
」
「
起
こ
っ
た
事
実
に
立
ち
生

き
て
い
く
。
」
「
独
り
で
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い
。
共
に
生
き
て
い
る
」

と
い
う
よ
う
な
仏
教
の
考
え
方
を
聞

い
て
い
る
と
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず

け
ま
す
。

四
十
分
ほ
ど
の
短
い
時
間
で
す
が
、

毎
回
と
て
も
楽
し
い
で
す
。
一
週
間

の
始
め
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
自
分

自
身
気
合
い
も
入
り
ま
す
。
皆
さ
ん

も
ぜ
ひ
ご
一
緒
し
ま
せ
ん
か
！

ま
た
、
勝
善
寺
な
ど
で
の
聞
法
会

に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
仏
教
の
こ
と
は
よ
く

解
り
ま
せ
ん
が
、
お
仲
間
と
一
緒
に

お
勤
め
を
し
て
仏
教
を
聴
き
お
喋
り

で
き
る
の
は
楽
し
い
で
す
。

こ
の
感
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
り
、
私
は
独
り
で
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
改
め

て
気
づ
き
ま
し
た
。
確
か
に
私
は
そ

う
で
し
た
。
人
間
は
独
り
で
は
生
き

て
い
ま
せ
ん
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
人
に

私
は
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ほ

ん
と
う
に
有
り
難
い
こ
と
で
し
た
。

お
陰
様
で
す
。
こ
ん
な
自
分
も
誰
か

の
助
け
に
な
っ
て
い
た
ら
嬉
し
い
の

で
す
が
ね
・
・
・
。

う
ま
く
気
持
ち
が
言
え
ず
、
お
聞

き
苦
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
す
み

ま
せ
ん
で
し
た
。

ご
予
定
く
だ
さ
い

修
正
会

１
月
２
日
（
木
）

時
～

時

分

10

11

30

八
日
講
十
日
講

１
月
８
日
（
水
）
９
時
～

時
11

親
鸞
教
室

１
月

日
（
木
）

時
半
～

時

23

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

２
月
９
日
（
日
）

時
半
～

時

13

16

親
鸞
教
室

２
月

日
（
水
）

時
半
～

時

26

13

16

春
彼
岸
会

３
月

日
（
木
）

時
～

時

分

20

10

11

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

兼
花
ま
つ
り

４
月
６
日
（
日
）

時
半
～

時

13

16

親
鸞
教
室

４
月

日
（
水
）

時
半
～

時

30

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

５
月

日
（
日
）

時
半
～

時

11

13

16

中
佐
久
間
講
）

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

20

13

16

親
鸞
教
室

５
月

日
（
木
）

時
半
～

時

29

13

16

八
日
講
十
日
講

６
月
１
日
（
日
）
９
時
～

時
11

奉
仕
作
業

６
月
８
日
（
日
）
８
時

分
～

30

勝
善
寺
聞
法
会

６
月
８
日

時
半
～

時

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

７
月

日
（
日
）

時
半
～

時

20

13

16

※
八
日
講
十
日
講
・
奉
仕
作
業
以
外

は
、
ズ
ー
ム
配
信
し
ま
す
。

伊藤照代氏感話

謹
賀
新
年
寺
族
一
同

百
々
海

真

先
生
の
題
字
下
の
言

ど

ど

み

し
ん

葉
が
「
仏
法
を
聴
聞
せ
よ
」
と
聞
こ

え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ご
催
促
で
す
。

先
生
は
、
講
題
を
「
「
オ
ギ
ャ
ア
」

の
翻
訳
」
と
し
、
「
宗
教
と
か
信
仰
と

か
言
っ
て
も
別
の
こ
と
が
あ
る
わ
け

で
は
な
く
、
各
自
が
自
分
の
誕
生
の

「
オ
ギ
ャ
ア
」
を
生
涯
か
け
て
翻
訳

す
る
こ
と
だ
」
と
暁

烏

敏

師
の

あ
け
が
ら
す

は
や

仰
せ
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

「
私
は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
に

生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
問

い
訊
ね
る
こ
と
が
、
宗
教
で
あ
り
信

た
ず

仰
。
私
の
思
い
を
固
め

頑

な
に
な

か
た
く

る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
！

文
頭
の
ご
催
促
に
応
え
る
た
め
に
、

裏
面
下
段
の
「
ご
予
定
く
だ
さ
い
」

を
、
み
な
様
の
仏
法
聴
聞
の
場
と
し

て
設
け
ま
す
。
そ
し
て
、
住
職
は
率

先
し
て
聴
聞
し
ま
す
。
さ
ら
に
首
を

長
く
し
て
、
み
な
様
を
待
ち
ま
す
。

も
う
一
つ
、
題
字
下
の
言
葉
か
ら

発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派
宗
務
総
長
を
務
め
ら

れ
た
能
邨
英
士
師
の
言
葉
に
「
ど
う

の

む
ら
え
い
じ

生
き
る
か
が
問
題
で
は
な
い
。
何
の

た
め
に
生
き
る
か
が
問
題
で
あ
る
。」

と
あ
り
ま
す
。
実
は
ず
っ
と
、
私
に

は
解
ら
な
い
言
葉
で
し
た
。

「
ど
う
生
き
る
か
」
は
、
一
度
限

り
の
人
生
を
後
悔
し
な
い
よ
う
に
と

か
、
最
期
ま
で
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
と
か
、
日
常
的
な
関
心
事
で
す
。

「
何
の
た
め
に
生
き
る
か
」
は
、
健

康
や
名
誉
や
信
念
や
金
の
た
め
と
か
、

「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
と
い
う
こ

と
で
、
こ
れ
も
自
我
を
満
足
さ
せ
る

欲
望
で
、
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
師
の
言
葉
に
、
疑
問
を
懐
い

て
い
た
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
「
何
の
た
め
に
生
き
る

●

●

か
」
、「
自
分
の
誕
生
の
「
オ
ギ
ャ
ア
」

を
生
涯
か
け
て
翻
訳
す
る
」
た
め
で

●

●

し
た
！

仏
法
聴
聞
す
る
と
、
そ
の
都
度
に

発
見
が
あ
る
。
こ
ん
な
楽
し
く
嬉
し

い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

光といのち
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私
は
、

い
っ
た
い
何
の
た
め
に

生
ま
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。

無
病
息
災
・
家
内
安
全

・
商
売
繁
盛
な
ど
、
私
の

願
い
を
超
え
た
功
徳
を
い

た
だ
く
法
要

修

正

会

し
ゅ

し
ょ
う

え

に
、
お
参
り
く
だ
さ
い
。

一
月
二
日(

木)

十
時
～
十
一
時
半
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