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そ
の
後
千
年
は
像
法
の
時
代
と
な
り
、
教
え
・
修
行

者
が
有
る
が
悟
る
者
の
な
い
時
代
に
な
る
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
一
万
年
は
末
法
の
世

に
入
る
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
末
法
の
世
に
な
る

と
教
え
の
み
が
存
在
し
ま
す
が
、
修
行
者
や
悟
る
者

は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
五
濁
悪
世
の
世
界
と
な

る
と
い
う
も
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
在
世
の
時
代
（
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
の

時
代
）
疫
病
、
飢
餓
、
戦
乱
の
時
代
背
景
に
よ
っ
て

12
世
紀
に
は
末
法
思
想
が
一
層
当
時
の
人
々
を
不
安

に
さ
せ
た
よ
う
で
す
。

五
濁
（
ご
じ
ょ
く
）
と
は
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の

経
末
に
劫
濁

見
濁

煩
悩
濁

衆
生
濁

命
濁
と
出
て

ま
い
り
ま
す
。
劫
濁
（
こ
う
じ
ょ
く
）
は
時
代
の
乱

れ
で
、
飢
餓
や
疫
病
、
戦
争
な
ど
の
社
会
悪
が
増
大

し
ま
す
。
見
濁
（
け
ん
じ
ょ
く
）
は
思
想
の
乱
れ
。

邪
悪
な
思
想
、
見
解
が
は
び
こ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

煩
悩
濁
（
ぼ
ん
の
う
じ
ょ
く
）
は
衆
生
の
質
が
低
下

し
、
煩
悩
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
。
命
濁
（
み
ょ
う
じ
ょ

く
）
は
衆
生
の
寿
命
が
短
く
な

る
と
い
う
も
の
で
す
。

末
法
思
想
の
見
方
を
と
れ
ば
、

す
で
に
末
法
の
世
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
五
濁
の
様
相

は
い
ず
れ
の
時
代
に
も
表
れ
る

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

最
近
の
日
本
で
見
れ
ば
、
阪
神
淡
路
大
震
災
、
東

日
本
大
震
災
、
局
地
的
集
中
豪
雨
に
よ
る
災
害
、
台

風
の
多
発
と
巨
大
化
に
よ
る
災
害
、
そ
し
て
今
回
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
（
ま
ん
え
ん
）
と
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
す

目
に
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
全
国
へ
の
拡

散
に
よ
り
、
人
々
の
心
の
深
層
に
は
不
安
と
恐
怖
の

思
い
が
様
々
に
広
が
っ
て
来
る
の
は
当
然
の
こ
と
と

思
い
ま
す｡

店
頭
か
ら
マ
ス
ク
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
を
買
い
求
め
る
長
蛇
の
列
を

見
ま
す
と
、
昭
和
四
十
八
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と

同
じ
現
象
が
起
き
て
お
り
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
の
お
米
の
棚
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
は
ほ
と
ん
ど
が
国
産
で
ま
か

な
わ
れ
、
お
米
も
十
分
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
不

安
を
か
か
え
る
人
々
は
誤
っ
た
情
報
で
振
り
回
さ
れ

て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
正
像
末
和
讃
に
「
像
末
五
濁
の
世
と

な
り
て

釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む

弥
陀
の
悲
願
ひ

ろ
ま
り
て

念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
示
し
て
お
ら

れ
ま
す
。

真
実
が
不
確
か
な
時
代
背
景
の
中
で
、
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
る
も
の
は
念
仏
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
歎
異

抄
に
は
「･

･
･

火
宅
無
常
の
世
界
は

よ
ろ
ず
の
こ
と

み
な
も
て

そ
ら
ご
と

た
わ
ご
と

ま
こ
と
あ
る
こ
と

な
き
に

た
だ
念
仏
の
み
ぞ

ま
こ
と
に
て･

･
･

」
の
一

文
が
有
り
ま
す
。
阿
弥
陀
様
の
願
い
で
あ
る
念
仏
と

い
う
真
実
の
世
界
か
ら
物
事
を
見
、
判
断
の
基
準
と

す
る
こ
と
が
不
安
を
解
消
す
る
唯
一
の
道
で
あ
る
と

思
う
の
で
す
。

合
掌

弘 教 寺
ぐ きょう じ

五
濁
悪
世
の
時
代
を
生
き
る

弘
教
寺
住
職

中
山
英
昭

中
国
の
武
漢
市
で
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
惨
禍
は
、
対
岸
の
火
事
の
よ
う
に
受
け
止
め
て

い
た
日
本
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
足
元
を
す
く
わ
れ

る
状
況
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
全
国
的
な
規
模

に
広
が
り
、
関
東
圏
に
ま
で
発
生
し
て
い
る
現
状
で

あ
っ
て
も
、
ど
う
対
処
し
て
よ
い
の
か
戸
惑
う
日
々

で
す
。
不
安
の
中
で
過
ご
し
て
い
る
の
は
私
だ
け
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

近
年
世
界
中
で
異
常
気
象
か
ら
、
洪
水
や
干
ば
つ

の
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
昨
年
は
台
風
19
号
に

よ
る
災
害
で
東
北
、
長
野
県
な
ど
に
多
く
の
被
害
が

出
ま
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
干
ば
つ
に
よ
る

火
災
で
大
変
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
収
束
さ
せ
た
要

因
が
災
害
に
近
い
豪
雨
に
よ
っ
た
こ
と
は
皮
肉
な
こ

と
で
し
た
。
コ
ア
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
動
物

が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
残
念
な
こ
と
で
す
。

地
球
温
暖
化
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
の
で
す
が
、
ア

メ
リ
カ
や
中
国
、
日
本
な
ど
積
極
的
な
動
き
が
見
ら

れ
な
い
状
況
で
は
今
後
も
世
界
的
な
災
害
は
避
け
ら

れ
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
最
後
に
「
五
濁
悪
世
（
ご

じ
ょ
く
あ
く
せ
）
」
の
文
が
２
回
出
て
き
ま
す
。
お

釈
迦
様
が
往
生
さ
れ
て
後
五
百
年
は
正
法
の
時
代
が

続
き
、
教
え
・
修
行
者
・
悟
る
者
が
あ
り
ま
す
。

寺
の
Ｑ
Ｒ
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県
内
十
ヵ
寺
か
ら
研
修
会
受
講
者
40
名
お
よ
び
、
講

師
役
の
各
寺
の
ご
住
職
、
並
び
に
門
徒
推
進
員
の
皆
様

が
参
加
し
、
群
馬
組
第
８
期
連
続
研
修
会
が
、
高
崎
市

の
敬
西
寺
様
を
皮
切
り
に
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

弘
教
寺
か
ら
は
飯
塚
、
小
森
、
宮
﨑
の
各
氏
と
私
の
４

名
で
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。

開
会
式
後
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、

研
修
会
の
進
め
方
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

８
名
ず
つ
５
組
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
事

前
に
連
研
ス
タ
ッ
フ
よ
り
話
し
合
い
の
糸
口

と
な
る
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
「
話
し
合
い
法
座
」
の
形
式
で
グ
ル
ー

プ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
て
行
く

と
の
こ
と
で
し
た
。

私
達
は
、
様
々
な
経
験
を
し
、
胸
の
奥
底

に
多
く
の
思
い
を
抱
え
て
い
ま
す
。
も
の
ご

と
の
捉
え
方
や
考
え
方
も
異
な
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
違
い
を
認
め
合
い
な
が
ら
話
し
合

う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
聞
き
合
う
と
い
う
こ

と
に
も
な
り
ま
す
。
心
の
奥
底
に
あ
る
思
い

を
お
互
い
に
引
き
出
し
合
い
な
が
ら
、
今
日

の
【
で
あ
い
】
を
深
め
て
ゆ
く
、
そ
ん
な
空
間
が
話
し

合
い
法
座
で
す
。

こ
れ
か
ら
隔
月
で
十
二
回
、
約
二
年
間
に
亘
る
長
丁

場
の
研
修
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
【
で
あ
い
】
を
通
じ

て
自
分
を
見
つ
め
直
す
場
に
し
て
行
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

（
橋
本

豊
）

群
馬
組
連
研
の
第
一
回
が
高
崎
の
敬
西

寺
様
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
組
内
十
ヵ
寺
の

住
職
様
が
お
そ
ろ
い
で
感
激
を
い
た
し
ま

し
た
。
各
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
の
ミ
ー

テ
ン
グ
で
は
「
お
寺
と
の
繋
が
り
」
を
個
々

に
話
し
、
私
は
、
「
主
人
（
岐
阜
県
出
身
）

の
往
生
に
よ
り
岐
阜
で
お
世
話
に
な
っ
て

い
た
お
寺
さ
ん
よ
り
紹
介
を
し
て
い
た
だ

き
、
今
は
弘
教
寺
様
に
お
世
話
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
」
と
話
し
ま
し
た
。

地
域
の
事
も
お
寺
の
事
も
何
も
わ
か
ら

な
い
私
で
す
が
連
研
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
少
し
で
も
皆
様
に
近
づ
け
る
よ
う

に
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
小
森
靖
子
）
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坊
守
さ
ん
、
会
長
さ
ん
か
ら
連
研
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん

か
と
言
わ
れ
、
び
っ
く
り
し
色
々
悩
ん
だ
末
、
恥
ず
か
し
な

が
ら
参
加
し
ま
し
た
。
当
日
、
住
職
様
の
運
転
で
上
毛
三
山

を
眺
め
な
が
ら
、
不
安
を
胸
に
敬
西
寺
様
へ
。
県
内
十
ヵ
寺

の
住
職
様
方
、
素
晴
ら
し
い
人
達
の
出
逢
い
に
、
す
ご
い
所

に
い
る
自
分
。
不
安
を
忘
れ
、
う
れ
し
く
涙
が
ポ
ロ
リ
。

第
一
回
テ
ー
マ
に
基
づ
き
ス
タ
ー
ト
。
話
し
合
い
法
座
、

各
班
に
分
か
れ
、
ま
ず
自
己
紹
介
を
兼
ね
て
、
私
と
寺
と
の

出
会
い
を
一
言
と
、
一
番
の
私
。
何
を
話
し
た
か
思
い
出
せ

な
い
程
緊
張
し
て
、
今
さ
ら
反
省
し
て
い
ま
す
。
嫁
い
で
50

年
。
先
祖
様
に
お
世
話
に
な
り
、
見
守
っ
て
い
た
だ
い
て
い

る
日
々
に
あ
り
が
と
う
を
伝
え
た
く
、
こ
れ
か
ら
の
２
年
間

の
受
講
、
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
宮
﨑
さ
と
子
）

今 後 の 予 定

４月１１日(土） 覚法寺 葬儀･法事について 吉田慶哉

６月２７日(土) 清照寺 お墓について 阿部信幾

８月２９日(土〕 西福寺 仏壇について 松岡満優

９月２６日(土) 千明仁泉亭 一泊研修 嵯峨宣正

２７日(日) 勤式作法 お荘厳 Ｑ＆Ａ

１２月１９日(土) 清光寺 苦･「生老病死」 高橋伸也

ようこそ 連研へ ！

話し合い法座 大乗１月号抜粋

連
研
と
は
と
不
安
に
思
い
な
が
ら
、
２

月
８
日
に
敬
西
寺
様
で
群
馬
組
十
ヵ
寺
か

ら
40
名
、
弘
教
寺
か
ら
４
名
の
門
徒
の
方
々

が
参
加
し
て
研
修
が
始
ま
り
ま
し
た
。
連

続
の
12
回
の
長
丁
場
に
つ
い
て
行
け
る
か

心
配
で
す
。
２
年
間
を
無
駄
に
し
な
い
よ

う
メ
イ
ン
で
あ
る
「
話
し
合
い
法
座
」
を

大
事
に
、
連
研
の
意
味
を
深
く
受
け
と
め

て
、
終
了
時
に
は
「
心
豊
か
に
生
き
る
道

を
求
め
続
け
る
」
こ
と
に
な
れ
れ
ば
と
頑

張
り
ま
す
。

（
飯
塚

治
男
）

門
徒
推
進
員
養
成
連
続
研
修
会
に
参
加
し
て
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『
あ
す
あ
り
と
お
も
う
こ
こ
ろ
の
あ
だ
さ
く
ら

夜
半
に
あ
ら
し
の
ふ
か
ぬ
も
の
か
は
』と
い
う

親
鸞
聖
人
の
短
歌
を
知
っ
た
の
は
、
中
学
生
の
頃
、

貸
本
屋
で
読
ん
だ
吉
川
英
治
の
『
親
鸞
記
』

「
今
を
大
切
に
生
き
る
」
を
教
え
ら
れ
た
。
以
下
の

文
は
報
恩
講
に
参
加
し
、
聖
人
へ
の
報
恩
の
覚
書
。

１
、

築
地
本
願
寺
報
恩
講

七
絶

印

度

伝

来

大

仏

堂

報

恩

講

法

座

端

荘

声

明

雅

楽

平

和

韻

他

力

真

宗

本

願

王

２
、

ア
ミ
リ
タ
や

本
願
他
力

言
の
葉
の

大
悲
の
光

忝
け
な
さ
よ

３
、

報
恩
講

五
会
念
仏
の

声
明
雅
楽

三
管
両
絃

三
鼓
の
響

４
、

築
地
に
て

初
め
て
パ
イ
プ

オ
ル
ガ
ン
奏

聞
き
て
感
歎

青
臭
き
こ
ろ

５
、

身
に
入
む
や

仏
恩
深
し

聞
法
値
遇

６
、

金
色
の

築
地
の
パ
ゴ
ダ

秋
の
暮

（
渋
沢
一
真
）

築
地
本
願
寺
報
恩
講
法
要
に
参
拝
し
て

今
回
は
、
日
野
誕
生
院
に

行
っ
た
お
話
を
し
ま
す
。

日
野
誕
生
院
は
、
親
鸞
聖
人

の
誕
生
の
地
を
顕
彰
し
て
、

日
野
に
建
て
ら
れ
た
本
願
寺

派
寺
院
で
す
。
幼
少
期
の
聖
人
の
銅
像
と
、
聖
人
が

得
度
の
際
に
読
ま
れ
た
「
あ
す
あ
り
と

お
も
ふ
こ
こ

ろ
の

あ
だ
ざ
く
ら

よ
わ
に

あ
ら
し
の

ふ
か
ぬ
も

の
か
は
」
の
和
歌
が
刻
ま
れ
た
歌
碑
が
あ
る
と
の
こ

と
で
、
是
非
一
目
見
よ
う
と
自
転
車
を
走
ら
せ
ま
し

た
。
お
昼
前
に
到
着
す
る
と
、
近
所
に
住
む
と
い
う

老
夫
婦
が
先
ん
じ
て
参
拝
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は

秋
の
紅
葉
が
美
し
く
、
ま
た
法
界
寺
も
お
す
す
め
だ

と
い
う
こ
と
で
、
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

法
界
寺
は
誕
生
院
に
隣
接
し
、
ひ
っ
そ
り
と
た
た

ず
ん
で
い
る
雰
囲
気
の
お
寺
で
し
た
。
ご
住
職
に
よ

る
と
、
日
野
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
天
台
寺
院
で
、
聖

人
は
幼
少
期
を
こ
こ
で
過
ご
し
て
い
た
と
の
こ
と
。

境
内
に
は
、
重
要
文
化
財
の
薬
師
堂
、
国
宝
の
阿
弥

陀
堂
が
あ
り
、
そ
の
中
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
国
宝

な
ら
で
は
の
荘
厳
な
姿
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
聖
人

が
見
た
も
の
と
同
じ
も
の
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
、
感
動
と
喜
び
を
感
じ
な
が
ら
終
え
た
今
回
の
参

拝
で
し
た
。
日
野
誕
生
院
で
の
ご
夫
婦
と
の
ご
縁
に

よ
っ
て
結
ば
れ
た
法
界
寺
と
そ
の
ご
住
職
と
の
ご
縁
、

さ
ら
に
阿
弥
陀
如
来
像
を
通
じ
て
感
じ
ら
れ
る
聖
人

と
の
ご
縁
。
こ
う
し
て
縁
は
結
ば
れ
て
い
く
も
の
な

の
だ
な
あ
と
感
じ
た
一
日
で
し
た
。

合
掌

（
中
山
真
悟
）

真
悟
の
京
都
日
記
（
９
）
日
野
誕
生
院
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昨
年
の
11
月
14
日
に
23

名
で
築
地
本
願
寺
報
恩
講

の
逮
夜
法
要
に
参
拝
を
し

ま
し
た
。

「
有
り
難
う
の
つ
ど
い
」

は
お
経
と
雅
楽
の
調
和
の

あ
る
厳
粛
な
法
要
で
あ
り

ま
し
た
。

帰
り
に
は
浅
草
で
、
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
と
美
味
し
い
食
事

が
で
き
、
充
実
し
た
一
日

で
し
た
。

（
橋
本
勝
）

京
都
で
生
活
を
始
め
て
２
年
が
た
と
う
と
し
て
い

ま
す
が
、
そ
う
い
え
ば
近
く
の
寺
や
神
社
を
ち
ゃ
ん

と
見
て
回
っ
た
事
が
な
か
っ
た
な
あ
と
思
い
ま
し
て
、

今
回
は
近
く
の
お
寺
や
神
社
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。

ネ
ッ
ト
の
情
報
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
観
光

客
が
全
然
い
な
い
と
あ
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
そ

ん
な
こ
と
は
な
く
む
し
ろ
日
本
人
の
観
光
客
が
た
く

さ
ん
い
て
と
て
も
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
ず
行
っ
た
の
が
仁
和
寺
で
す
。
庭
園
は
遠
く
に

見
え
る
五
重
塔
な
ど
の
建
物
と
マ
ッ
チ
し
て
美
し
く
、

境
内
は
広
く
て
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
が
あ
る
お
寺
で

し
た
。
次
は
龍
安
寺
に
行
き
ま
し
た
。
龍
安
寺
に
は
、

有
名
な
石
庭
が
あ
り
、
多
く
の
修
学
旅
行
生
や
外
国

人
観
光
客
が
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。
続
い
て
行
っ
た

の
は
鹿
苑
寺
金
閣
で
す
。
金
閣
は
二
度
目
で
し
た
が

や
は
り
金
色
の
舎
利
殿
は
美
し
か
っ
た
で
す
。
最
後

に
行
っ
た
の
が
北
野
天
満
宮
で
す
。
ち
ょ
う
ど
梅
苑

の
梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
時
期
で
、
多
く
の
観
光
客

が
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
、
宝
物
殿
で
は
日
本

書
記
の
北
野
本
や
、
名
刀

「
鬼
切
丸
」
な
ど
の
貴
重
な

展
示
が
あ
り
見
入
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

家
の
近
く
を
歩
い
て
あ
ら

た
め
て
京
都
は
歴
史
あ
る
街

な
の
だ
な
と
実
感
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

合
掌

（
中
山
大
悟
）

京
都
散
策

北
野
天
満
宮
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い
の
ち
の
こ
と
考
え
て

子
ど
も
の
つ
ど
い

令
和
元
年
の
夏
フ
ェ
ス
タ
に
初
め
て
登

場
し
た
「
そ
う
め
ん
流
し
」
。
お
ぼ
つ
か

な
げ
に
お
箸
を
使
う
幼
い
子
た
ち
も
、
上

手
に
一
気
に
す
く
い
上
げ
る
上
級
生
た
ち

も
見
守
る
大
人
も
、
皆
、
樋
（
と
い
）
を

流
れ
る
そ
う
め
ん
を
逃
が
さ
ず
食
べ
た
に

ぎ
や
か
な
時
間
で
し
た
。
春
は
花
ま
つ
り

で
「
ち
ら
し
ず
し
」
「
い
な
り
ず
し
」
を
、
冬
は
お
餅
を

つ
い
て
「
大
福
も
ち
」
を
作
っ
て
食
べ
ま
し
た
。

毎
回
、
楽
し
く
遊
ん
だ
後
は
、
皆
で
合
掌
し
て
「
食
前

の
言
葉
」
を
言
っ
て
食
べ
、
食
べ
終
わ
っ
た
後
は
、
「
食

後
の
言
葉
」
を
言
い
ま
す
。

自
分
の
手
を
か
け
て
、
作
っ
て
食
べ
る
と
い
う
体
験
と
、

難
し
い
言
葉
で
す
が
、
「
食
事
の
言
葉
」
を
繰
り
返
し
言

う
こ
と
で
そ
の
意
味
に
気
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

食
材
を
捕
獲
採
取
し
た
り
育
て
た
り
、
加
工
し
た
り
し

て
く
れ
る
人
々
が
い
る
こ
と
を
知
り
、
何
よ
り
食
材
自
体

に
元
々
「
い
の
ち
」
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
こ

と
。
そ
の
「
い
の
ち
」
が
、
自
分
の
「
い
の
ち
」
に
転
換

さ
れ
元
気
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
っ
て
ほ
し

い
の
で
す
。

そ
し
て
、
広
く
「
い
の
ち
の
尊
さ
」
を
思
い
、
「
感
謝

の
心
」
を
育
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
（
坊
守
）

来
年
に
創
立
50
周
年
を
迎
え
る
歴
史
あ
る
仏
教
婦

人
会
の
会
長
を
務
め
る
泉
昌
子
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

戦
時
中
に
伊
勢
崎
市
（
旧
市
）
で
４
人
姉
弟
の
次
女

で
生
ま
れ
ま
す
。
終
戦
も
近
い
伊
勢
崎
空
襲
で
戦
争

の
怖
さ
を
体
験
し
ま
す
が
、
父
親
の
織
物
の
仲
介
業

（
糸
を
織
物
業
者
に
届
け
そ
の
製
品
を
販
売
業
者
に

届
け
る
）
の
お
か
げ
で
姉
と
一
緒
に
地
方
に
い
っ
た

り
、
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た
幼
少
期
の
楽
し
か
っ

た
思
い
出
を
懐
か
し
く
語
ら
れ
ま
す
。

義
母
の
葬
儀
の
あ
と
寺
と
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
、

生
前
の
ご
主
人
の
勧
め
も
あ
り
西
本
願
寺
参
拝
旅
行

に
参
加
を
し
ま
す
。
そ
し
て
婦
人
会
の
活
動
も
知
り
、

寺
の
行
事
に
積
極
的
な
参
加
を
し
婦
人
会
に
も
入
会

を
し
ま
す
。
婦
人
会
の
皆
様
が
親
切
で
や
さ
し
く
て
、

明
る
く
楽
し
い
会
に
感
激
し
ま
し
た
と
当
時
を
振
り

返
り
笑
顔
で
話
さ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
の
思
い
出
は
寺
が
行
事
で
忙
し
い
時
、

幼
な
い
大
悟
様
、
真
悟
様
を
ご
主
人
と
共
に
一
日
中

預
か
り
遊
ん
だ
楽
し
い
日
々
で
す
。
現
在
の
お
二
人

は
得
度
を
さ
れ
て
僧
侶
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
盂
蘭
盆

会
・
報
恩
講
で
の
お
勤
め
の
た
び
に
、
そ
の
姿
を
感

無
量
の
思
い
で
見
て
お
ら
れ
ま
す
。

婦
人
会
の
折
り
に
寺
の
参
拝
で
、
本
堂
の
前
に
座

る
と
心
が
お
ち
つ
き
、
穏
や
か
に
な
る
と
喜
ば
れ
、

こ
れ
か
ら
も
皆
様
に
あ
り
が
と
う

の
感
謝
の
気
持
ち
で
励
み
た
い
と

元
気
に
語
ら
れ
ま
す
。

お
身
体
を
大
切
に
し
て
下
さ
い
。

（
橋
本

勝
）

◆ 行事予定 ◆ 令和２年 ４月～ 令和２年 ７月

月別 弘教寺の行事予定 教区・群馬組の行事予定

4月

５日 組内会

11日 子供の集い 11日 組連続研修会

20日 婦人会例会

29日 永代経法要(延期)

5月
壮年会総会

21日 婦人会総会 20日 組仏婦運営委員会

6月

1日～2日 北ブロック役職者会議

19日 婦人会例会 15日 組婦人会総会

27日 組連続研修会

7月

壮年会例会

納涼カラオケ会

22 日 婦人会例会

２９日 ビハーラ法話会･ﾕｶﾚﾘ

◆
こ
の
人
◆

泉

昌
子
さ
ん

伊
勢
崎
市

令
和
２
年
に
入
り
、
こ
の
冬
は
暖
冬
で
、
寒

が
り
や
の
私
に
は
お
お
い
に
助
か
っ
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
先
日
も
こ
の
感
染
の
関
係
で
、
あ
る
発
表

会
の
延
期
の
電
話
が
入
り
ま
し
た
。

私
達
は
常
に
、
目
の
前
の
出
来
事
に
振
り
回
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
こ
そ
、
真
実
を
見
極
め

る
た
め
に
ご
法
話
を
じ
っ
く
り
聴
か
せ
て
い
た
だ

こ
う
と
思
い
ま
す
。

瀬
古

規
子
（
釈
安
徳
）
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多
く
の
い
の
ち
と
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
に
よ
り
、

こ
の
ご
ち
そ
う
を
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
。

◎
深
く
ご
恩
を
喜
び
あ
り
が
た
く
い
た
だ
き
ま
す
。

尊
い
お
め
ぐ
み
を
お
い
し
く
い
た
だ
き
、

ま
す
ま
す
ご
恩
ほ
う
し
ゃ
に
つ
と
め
ま
す
。

◎
お
か
げ
で
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
。

「食事の言葉」

食後の

ことば

食前の

ことば


