
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
北
海
道
時
代
か
ら
の
古
き
友
人
に
、
中
村
俊
道
君
が
い
る
。
そ

の
彼
か
ら
新
年
早
々
、
一
代
記
を
綴
っ
た
よ
う
な
書
簡
を
い
た
だ

い
た
。
彼
と
の
出
会
い
は
高
校
時
代
か
ら
で
、
大
谷
大
学
そ
し
て

僧
侶
と
な
っ
て
互
い
に
親
鸞
教
学
・
同
朋
会
運
動
へ
の
取
り
組
み

等
々
、
膝
を
交
え
て
語
り
合
っ
た
こ
と
を
懐
か
し
み
つ
つ
拝
読
さ

せ
て
も
ら
っ
た
。
彼
、
中
村
君
は
44
歳
か
ら
筋
肉
劣
化
に
よ
る
体

調
不
良
に
な
り
、
5
回
に
及
ぶ
入
退
院
を
通
し
、
死
の
境
を
4
度

も
体
験
し
て
い
る
。
そ
の
心
境
は
「
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
今
が

臨
終
で
あ
る
」
と
言
い
続
け
、
今
も
週
3
回
透
析
を
受
け
て
い
る

と
あ
っ
た
。
青
年
期
に
父
と
死
別
し
住
職
歴
46
年
の
苦
悩
が
染
み

渡
っ
た
書
簡
で
あ
っ
た
。
彼
は
私
に
と
っ
て
同
じ
真
宗
寺
院
の
住

職
と
し
て
学
ぶ
こ
と
の
大
き
い
「
よ
き
人
」
で
あ
る
。
中
で
も
私

に
は
出
来
な
い
出
来
事
と
し
て
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
年
）「
真

に
聞
法
す
る
寺
に
」
と
願
い
全
門
徒
を
解
散
し
、
新
た
に
「
門
徒

名
簿
」
の
整
理
を
し
た
事
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
家
の
宗
教
か
ら

自
覚
の
宗
教
」
へ
の
展
開
で
あ
る
。
ご
門
徒
か
ら
裁
判
所
に
訴
え

ら
れ
る
と
い
う
事
態
ま
で
に
な
り
、「
門
徒
数
も
半
減
し
た
」
と

当
時
、
直
接
本
人
か
ら
聞
い
た
。
高
校
・
短
期
大
学
等
の
非
常
勤

講
師
を
勤
め
つ
つ
、
切
磋
琢
磨
し
妻
子
を
養
っ
て
き
た
。
病
気
と

真
向
か
い
、
生
と
死
と
共
に
体
得
し
た
理
念
は
「
最
期
ま
で
自
分

を
見
届
け
　
最
期
ま
で
自
分
を
見
捨
て
な
い
」
と
い
う
一
貫
し
た

言
葉
で
あ
っ
た
と
語
る
。

　
書
簡
の
結
び
は
「
今
の
延
命
治
療
は
、
末
期
症
状
が
現
れ
る
ま

で
続
く
の
か
？
全
く
分
か
ら
な
い
が
、
生
き
て
い
る
限
り
は
、
自

他
共
生
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
生
け
る
『
今
』
が
あ
る
。」
と
閉

じ
ら
れ
て
い
た
。

　
厳
し
く
も
、
生
き
抜
く
力
を
見
せ
し
め
て
く
れ
た
彼
に
、
唯
々

「
あ
り
が
と
う
」
と
申
し
た
い
。

　
　
白
梅
の
富
士
山
か
ら
一
句

　
　
　
　
寂 

光 

と 

　
い 

ふ 

は 

る 

け 

さ 

の
　 

梅 

白 

し
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

―
武
宮
　
至
―
（
輪
番
の
従
兄
）
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今
年
は
全
国
的
な
暖
冬
に
よ
る
雪
不
足
で

営
業
で
き
な
い
ス
キ
ー
場
が
多
く
、
そ
の
反

面
、
ゴ
ル
フ
場
は
、
暖
冬
の
恩
恵
を
受
け
て

い
る
と
知
り
ま
し
た
。

　
私
が
ス
キ
ー
が
好
き
な
ら
ば
、
滑
れ
な
い

こ
と
を
残
念
に
思
い
、
ゴ
ル
フ
が
好
き
な
ら

ば
、
こ
の
時
期
に
ゴ
ル
フ
が
で
き
る
こ
と
を

嬉
し
く
思
う
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
時
に
、
私
は
ど
こ

ま
で
も
自
分
の
都
合
で
物
事
を
考
え
て
い
る

の
だ
な
と
再
確
認
し
て
し
ま
っ
た
た
今
日
こ

の
頃
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
H
）

編
集
後
記

　  

今
月
の
伝
道
掲
示
板

法要・行事予定

こ
の
一
生
は

　
　
絶
対
　

　
　
　
無
二
の

　
　
　
　
一
生
な
り

  

―
永
明
寺
（
西
本
願
寺
）
―

４

◆
台
風
19
号　
被
災
地
救
援
金

　
　
　
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
令
和
元
年
の
台
風
第
19
号
に
よ
り
、
甚
大

な
被
害
が
発
生
し
て
い
る
状
況
を
受
け
、
被

災
地
の
支
援
の
一
助
と
な
る
よ
う
、
被
災
地

救
援
募
金
箱
の
設
置
を
行
い
ま
し
た
。

　
皆
さ
ま
か
ら
、　
総
額
２
９
，
９
５
３
円
　

の
心
温
か
い
救
援
金
が
集
ま
り
ま
し
た
こ
と

を
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
皆
様
か
ら
お
預
か
り
し
た
救
援
金
は
、
大

阪
教
務
所
を
通
じ
て
本
山
救
援
金
窓
口
へ
全

額
寄
付
い
た
し
ま
し
た
。
多
く
の
皆
様
の
温

か
い
ご
支
援
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　  「
白
梅
」   

富
士
山
を
背
景
に （
撮
影
者
　
西
松
　
薫
）

本山（東本願寺）御用達

〒 600-8153
京都市下京区東町本願寺大門前
電話　(075)-351-3681
FAX   (075)-351-5563

３月
　１日　一緒に遊ばへん？どこで ? お寺で！
　　　　　　　〜子どもの集い〜　（午前１０時）
　８日　同朋の会（座談会）　　　　  （午後２時）
　　　　　建部智宏師     　 （第７組敎應寺住職）
　　　　　稲垣洋信師　　   （第７組長教寺住職）　
１２日　闡如上人御逮夜・常永代経　 （午前８時）
１３日　闡如上人御命日　兼日中　　（午前８時）
２０日　正信偈書写の会　　　　　（午前１０時）
 　　　 春季彼岸会 並 総永代経法要 兼 墓地納骨
　　　　　( 物故者 ) 追弔法要 ( 午後１時３０分 )
　　　　　茨田通俊師　　 （第６組願光寺住職）
２１日　天満別院合唱団 『みのり』　  （午後２時）
　        指導 村上奈津子師 ( 第 13 組超願寺住職）
２５日　蓮如上人御祥月御命日     　 （午前８時）
２７日　宗祖聖人御逮夜             　  （午後２時）
２８日　宗祖聖人御命日　兼日中   　（午前８時）

２月
　２日　実如上人御祥月御命日　  　 （午前８時）
　６日　彰如上人御祥月御命日　   　（午前８時）
　８日　現如上人御祥月御命日　   　（午前８時）
　９日　同朋の会　　　　  　　　　 （午後２時）
　　　　　稲垣洋信師         （第７組長教寺住職）
１２日　闡如上人御逮夜・常永代経   （午後２時）　

１３日　闡如上人御命日　兼日中      （午前８時） 
１５日　天満別院合唱団『みのり』     （午後２時）
　　     指導 村上奈津子師 ( 第 13 組超願寺住職）
２２日　乗如上人・聖徳太子御祥月御命日（午前８時）
２４日　正信偈書写の会　　         （午前１０時）
　　　　定例法話　　　　　   （午後１時３０分）　　　　　　　
　　　　　沖野賴唯師         （第７組本照寺住職）
２７日    宗祖聖人御逮夜                 （午後 2 時）
２8 日   宗祖聖人御命日　兼日中     （午前８時）
２9 日　善如上人御祥月御命日　　   （午前８時）

自
と
他
と
共
に
生
き
よ
う

自
と
他
と
共
に
生
き
よ
う

　
　
　
　
　
　
ー
如
来
の
仰
せ
ー

　
　
　
　
　
　
ー
如
来
の
仰
せ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　　

    

天
満
別
院
輪
番
　
武
宮
信
勝

天
満
別
院
輪
番
　
武
宮
信
勝



◆
定
例
法
話　
　

　　　
去
る
１
月
24
日
（
金
）、
御
講
師
に

13
組
常
稱
寺
住
職 

今
井
健
太
郎
師
を

お
迎
え
し
、
講
題
「
浄
土
真
宗
は
じ
め

の
一
歩
」
の
も
と
、
ご
法
話
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
師
か
ら
は
、「
皆
様
が
安
心
し
て
生

き
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
？
そ
れ
を
聞
く
の
が
仏
教
で
あ
り
、

仏
教
に
は
内
側
に
意
識
を
向
け
る
（
他

力
）
と
外
側
に
意
識
を
向
け
る
（
自

力
）
が
あ
り
、
仏
教
は
す
べ
か
ら
く
他

力
を
重
視
し
て
お
り
、
私
た
ち
浄
土
真

宗
は
特
に
こ
の
自
力
・
他
力
を
大
切
に

し
て
い
る
」
そ
し
て
「
私
た
ち
は
内
側

に
意
識
を
向
け
る
（
一
心
一
向
）、
つ

ま
り
、
自
身
が
ど
う
し
た
い
の
か
、
自

分
自
身
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
を
考

え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、
私
た
ち

は
内
側
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
を
教
え

て
も
ら
っ
て
い
な
い
の
で
す
ぐ
に
実
践

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
お
茶
を
飲
ん
だ

ら
５
秒
味
わ
う
と
い
っ
た
、
こ
の
味
わ

う
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
、
皆
様
の

◆
天
満
別
院
新
年
会

　
去
る
１
月
19
日
（
日
）
18
時
か
ら
別

院
１
階
講
堂
に
於
い
て
新
年
会
を
開
催

い
た
し
ま
し
た
。

　
新
年
会
に
は
ご
門
徒
、
崇
敬
寺
院
の

方
々
が
25
名
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

　
開
会
の
言
葉
の
後
、武
宮
輪
番
よ
り
、

「
今
年
か
ら
新
年
会
の
場
所
が
別
院
に

な
り
ま
し
た
の
は
、
お
寺
に
足
を
運
ん

で
ほ
し
い
と
い
う
願
い
の
も
と
、
ま
た

従
来
の
宴
会
場
で
と
い
っ
た
堅
い
感
じ

で
は
な
く
、
慣
れ
た
場
所
で
和
や
か
に

楽
し
く
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
」

と
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
奥
林
責
任
役
員
の
乾
杯
の

音
頭
で
会
食
歓
談
と
な
り
ま
し
た
。

　
会
食
中
に
は
南
溟
寺
衆
徒
の
奥
田
な

お
み
さ
ん
に
よ
る
沖
縄
三
線
の
演
奏
が

あ
り
、
そ
の
後
ス
カ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会

を
行
い
、
皆
様
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し

た
。

　
最
後
に
八
十
島
門
徒
会
長
よ
り
閉
会

の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
年
よ
り
新
年
会
の
会
場
が
別
院
と

な
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
方
に
ご
参
加

い
た
だ
き
、
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

報
告

答
え

　
真
宗
大
谷
派
（
お
東
）
と
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
（
お
西
）
と
は
、
お
勤
め
の

節
以
外
に
も
、
お
内
仏
（
お
仏
壇
）
や

そ
の
中
の
お
荘
厳
（
お
か
ざ
り
）、
よ

く
見
れ
ば
ご
本
尊
の
後
光
の
表
し
方
も

少
し
違
い
ま
す
。
現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま

な
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
言
う
ま
で
も

な
く
元
は
同
じ
で
す
。

　
織
田
信
長
と
の
石
山
合
戦
が
き
っ
か

け
で
、
石
山
（
現
大
阪
城
）
に
あ
っ
た

本
願
寺
は
、紀
州
鷺
ノ
森
、泉
州
貝
塚
、

そ
し
て
、
こ
の
大
阪
天
満
川
崎
に
そ
の

場
を
移
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
天
満

別
院
は
、
そ
の
川
崎
本
願
寺
の
伝
統
を

受
け
継
い
で
お
り
、「
六
字
城
」
と
い

う
言
葉
も
そ
の
当
時
に
由
来
し
ま
す
。

◆
「
一
緒
に
遊
ば
へ
ん
？
ど
こ
で
？
お
寺
で
！
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
ど
も
の
集
い　
開
催
の
お
知
ら
せ
　

　
　
別
院
で
は
、「
子
ど
も
の
集
ま
る
お
寺
へ
」
と
い
う
願
い
の
も
と
、
東
本
願
寺 

　
企
画
調
整
局
、
ご
門
徒
、
青
年
部
会
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
子
ど
も
の
集
い
を

　
左
記
の
通
り
開
催
い
た
し
ま
す
。
当
日
は
N

 

P

 

O
法
人「
縁
遊
〜
え
ん
じ
ょ
い
〜
」　
　

　
様
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、
新
鮮
な
野
菜
を
安
価
で
取
り
揃
え
た
野
菜
マ
ル
シ
ェ

　
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
保
護
者
の
方
は
そ
ち
ら
も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　
　
　

　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
記

　
日　
時　
　
３
月
１
日
（
日
）
10
時
〜
12
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
野
菜
マ
ル
シ
ェ
は
10
時
15
分
〜

　
会　
場　
　
天
満
別
院
本
堂
・
境
内　
　
　

　
　
※
　
な
お
、
当
日
お
越
し
の
際
は
、
公
共
交
通
機
関
、
お
車
で
お
越
し
の
方
は

　
　
　
近
隣
の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
の
後
、
本
願
寺
は
、
豊
臣
秀
吉
に

よ
っ
て
寺
地
を
寄
進
さ
れ
京
都
堀
川
に

移
り
ま
す
が
、
様
々
な
事
情
で
二
分
さ

れ
、
徳
川
家
康
が
寄
進
し
た
京
都
烏
丸

の
地
に
新
た
な
本
願
寺
が
開
か
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
か
ら
、
烏
丸
の

本
願
寺
が
「
お
東
さ
ん
」、
堀
川
の
本

願
寺
が
「
お
西
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
、

今
日
ま
で
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
い
た

だ
く
教
団
を
護
持
相
続
し
て
き
ま
し

た
。

　
東
西
分
派
か
ら
長
い
時
が
流
れ
、
自

ら
の
選
び
に
先
立
っ
て
い
た
だ
く
ご
縁

も
あ
る
中
、
賜
っ
た
時
と
場
を
懸
命
に

生
き
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
聞
き
続

け
て
こ
ら
れ
た
先
輩
方
の
歩
み
が
私
た

ち
に
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
お
東
」「
お
西
」
い
ず
れ
の
立
場
も

そ
の
源
に
は
、
親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
本
願
念
仏
の
み
教
え
を
聞
信
し

な
が
ら
、
す
べ
て
の
人
を
御
同
朋
と
し

て
生
き
て
行
く
立
脚
地
を
確
か
め
続
け

て
き
た
歴
史
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ

の
一
点
に
お
い
て
は
「
お
東
」
も
「
お

西
」
も
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　  

       (

第
7
組  

敎
應
寺  

建
部  

智
宏
）

  
大
谷
派(

お
東)

と
本
願
寺
派
（
お
西
）
ど
う
違
う
？

心
の
内
側
で
、
世
間
の
基
準
に
囚
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
嫌
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

な
い
で
、
自
身
に
と
っ
て
心
地
良
く
な

い
こ
と
を
や
め
る
こ
と
で
、
自
身
の
心

地
良
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
皆
様
の
心
が
安
ら
か
に
な

り
、
そ
の
結
果
、
仏
様
も
御
先
祖
様
も

喜
び
、
こ
れ
を
仏
恩
報
謝
の
生
活
と
い

う
。
私
た
ち
は
仏
様
の
願
い
を
叶
え
て

い
る
の
だ
か
ら
、
自
身
の
内
側
に
意
識

を
向
け
て
く
だ
さ
い
」と
述
べ
ら
れ
た
。

◆
門
徒
会
婦
人
部
に
よ
る

　
　
　
　
「
お
ぜ
ん
ざ
い
」
の
接
待
!!

　
定
例
法
話
の
後
に
は
、
門
徒
会
婦
人

部
の
方
々
の
ご
協
力
を
賜
り
、「
お
ぜ

ん
ざ
い
」
の
接
待
が
あ
り
ま
し
た
。

　
お
正
月
に
お
飾
り
し
た
お
餅
を
、
皆

様
と
一
緒
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
門
徒

会
婦
人
部
、
ま
た
お
手
伝
い
い
た
だ
き

ま
し
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　

ど
う
ち
が
う
の
？　
第
10
回 

Q&A

２３

賞品授与時 会場の様子

沖縄三線奏者 　

  会食歓談の様子  

告
知

スカットボール

 奥田さんの演奏　

　　　の様子

 八藤紋   抱牡丹紋  

本願寺藤紋 五七の桐紋 

宗紋（お東）

宗紋（お西）

　「浄土真宗  
常稱寺 今井 健太郎師

はじめの一歩」  

おぜんざい  準備の様子  

おぜんざい  会場の様子  


