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水
谷
先
生
の
座
右
の
銘
と
い
う
べ
き
言
葉
が
、

「
而
今
（
に
こ
ん
）
」
と
い
う
道
元
禅
師
の
言
葉
だ

そ
う
で
す
。
道
元
禅
師
の
言
葉
に
出
会
う
ま
で
は

「
冬
来
た
り
な
ば
春
遠
か
ら
じ
」
と
し
て
、
悩
み
苦

し
む
少
女
や
少
年
に
「
今
が
つ
ら
く
て
も
必
ず
幸
せ

に
な
る
か
ら
、
明
日
が
来
る
か
ら
、
頑
張
ろ
う
」
と

言
っ
て
き
た
自
分
自
身
に
ナ
ン
セ
ン
ス
を
感
じ
た
と

い
う
の
で
す
。
「･

･
･

幸
せ
っ
て
、
明
日
や
未
来
に
し

か
な
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
今
に
幸
せ
は
あ
る

し
、
探
し
て
い
く
中
で
も
っ
と
大
き
な
幸
せ
に
た
ど

り
着
く
の
で
は
な
い
か
。
」
と
も
話
さ
れ
て
お
り
ま

す
。「

而
今
」
と
い
う
言
葉
は
道
元
禅
師
の
書
か
れ
た

『
正
法
眼
蔵
』
の
中
の
言
葉
で
す
。

そ
の
意
味
は
「
学
道
の
人
は
、
後
日
を
待
っ
て
行

道
せ
ん
と
思
ふ
こ
と
な
か
れ
。
只
、
今
日
今
時
を
過

ご
さ
ず
し
て
、
日
日
時
時
を
励
む
べ
き
也
」
で
す
。

仏
教
の
大
切
な
教
え
で
す
。
お
釈
迦
様
も
「
過
去

を
追
う
な

明
日
を
見
る
な

今
を
生
き
よ
」
と
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
も
、
京
都
の
青
蓮
寺
で

得
度
さ
れ
る
と
き
、
「
明
日
あ
り
と
思
う
心
の
仇
桜

夜
半
に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は
」
と
詠
ま
れ
て
お
り

ま
す
。
蓮
如
上
人
も
「
仏
教
に
お
き
て
は
明
日
あ
る

ま
じ
く
候
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
明
日
や
将
来
の
こ
と
を
願
い

期
待
す
る
こ
と
よ
り
も
、
今
こ
の
時
こ
の
一
日
を
ど

う
大
切
に
し
て
い
く
か
が
大
事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

明
日
や
未
来
に
期
待
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
今
日

と
い
う
大
事
な
一
日
を
ど
う
過
ご
し
て
い
く
か
、
ど

う
充
実
さ
せ
て
い
く
か
が
必
要
に
思
い
ま
す
。

先
の
道
元
禅
師
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
中
国
留
学

時
代
に
真
夏
の
炎
天
下
、
典
座
（
料
理
僧
）
の
老
僧

が
汗
だ
く
に
な
り
キ
ノ
コ
を
干
し
て
い
る
姿
に
出
会
っ

た
そ
う
で
す
。
「
あ
な
た
が
そ
の
こ
と
を
し
な
く
て

も
、
若
い
僧
に
や
ら
せ
た
ら
ど
う
で
す
か
」
と
話
す

と
「
他
は
是
我
に
あ
ら
ず
」
答
え
ら
れ
、
さ
ら
に

「
ど
う
し
て
こ
の
炎
天
下
に
な
さ
る
の
で
す
か
」
と

尋
ね
る
と
「
さ
ら
に
い
ず
れ
の
場
合
も
時
を
か
待
た

ん
」
と
答
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
来
る
か
来
な
い

か
の
未
来
を
待
つ
よ
り
も
、
今
出
来
る
事
を
し
て
ゆ

く
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
い
ろ
い
ろ
と
制
約
さ
れ
る
日
常
で
す

が
、
こ
の
私
が
今
何
が
で
き
る
か
、
何
を
し
て
み
た

い
か
を
探
し
求
め
、
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ
出
来
る

事
を
見
い
だ
せ
た
ら
、
一
日
が
違
っ
た
も
の
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
『
正
信
偈
』
を
書
き
写

し
て
み
る
と
か
、
『
正
信
偈
』
の
お
勤
め
を
し
て
み

る
と
か
、
や
や
難
解
な
『
阿
弥

陀
経
』
の
お
勤
め
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
み
る
と
か
、
自
分
が
出

来
る
範
囲
で
で
き
る
事
を
今
日

一
日
が
無
駄
に
な
ら
な
い
よ
う

な
大
切
な
一
日
に
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

合
掌

弘 教 寺
ぐ きょう じ

今
日
を
生
き
て

弘
教
寺
住
職

中
山
英
昭

国
内
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
っ

て
一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
身
近
な
地
域
で
も
感
染
者

の
情
報
を
人
づ
て
に
聞
き
ま
す
と
よ
り
一
層
緊
張
の

日
々
で
す
。
高
齢
者
の
門
徒
さ
ん
で
は
用
事
の
無
い

限
り
一
歩
も
外
に
出
な
い
と
話
さ
れ
る
方
も
お
り
ま

す
。
相
当
な
ス
ト
レ
ス
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

「
明
け
ぬ
夜
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
高
齢
の
方
に
と
っ
て
の
一
年
、
一
ヶ
月
、
一
日

は
若
い
方
々
と
は
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
限
ら
れ

た
人
生
の
一
年
で
あ
り
、
一
ヶ
月
、
一
日
な
の
で
す
。

♪
明
日
が
あ
る

明
日
が
あ
る

明
日
が
あ
る
さ
♪

の
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
明
日
の
見
え
な
い
中
で
刻
一

刻
過
ぎ
て
行
っ
て
し
ま
う
混
迷
や
あ
せ
り
の
日
々
を

過
ご
し
て
い
る
高
齢
者
の
方
々
が
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

先
日
地
元
の
上
毛
新
聞
に
「
夜
回
り
先
生
」
で
知

ら
れ
て
い
る
水
谷
修
先
生
の
記
事
が
載
っ
て
い
ま
し

た
。水

谷
先
生
は
夜
間
の
定
時
制
高
校
の
教
師
時
代
に

青
少
年
の
補
導
や
相
談
相
手
と
な
る
た
め
毎
晩
繁
華

街
の
夜
回
り
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
受
け
た
相
談
５

０
万
件
、
子
供
さ
ん
か
ら
の
命
の
メ
ー
ル
は
１
０
０

万
通
に
及
ん
で
い
る
と
い
い
ま
す
。

寺
の
Ｑ
Ｒ

群馬県弘教寺ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.gukyouji.or.jp
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弘教寺は、シトラスリボンプロジェクトに賛同しています 

シトラスリボンプロジェクトとは、誰もが新型コロナウイルス感染症

に感染するリスクがあるなか、たとえ感染しても地域のなかで笑顔の暮

らしを取り戻せることの大切さを伝え、感染された方や医療従事者が、

それぞれの暮らしの場所で「ただいま」「おかえり」と受け入れられる

雰囲気をつくり、思いやりがあり暮らしやすい社会を目指す、愛媛県の

有志グループ「ちょびっと１９＋」が進めるプロジェクトです。 

「シトラスリボン」のそれぞれの輪は、「地域」「家庭」「職場（また

は学校）」を表現しています。 

＊ネット検索：シトラスリボンプロジェクト from ehime 

 

みんなで広げよう！シトラスリボンプロジェクト 

誰にも感染のリスクがあり、私たちは、感染しないよう感染させないように対策をして来た

この一年、石鹸での手洗いやマスク生活は習慣化し、外出自粛の日々を過ごしてきました。そ

して、今この時も、使命感を持って最前線で働く医療や介護など様々な職種の人々に支えられ

て日常生活を維持しています。 

婦人会では差別や偏見の気持ちを少しでも減らして、 

お互い様の心でいたわりあい支え合えたらどんなにい 

いかと話し合い、このプロジェクトに賛同して、 

と、 

リボンを通して私たちの気持ちを届けたいと思います。 

1月中旬から婦人会有志でリボン作りを始め、ま

ずは、自分たちで身に着けたりバッグにぶら下げ

たりし、婦人会例会でも自分で作ったり知人に広

めたりしましょうと呼びかけました。 

 2月には、地域のお年寄りが多くお世話になって

いる介護施設「いこいの里」へ 120 個のリボンを

お持ちしました。感染防止の気遣いの中で入所者

のケアに尽くされている職員の皆さんに心からの

「感謝とエール」をお届けしました。 

また、来寺される方や身近な医院、医療関係者の

方へも差し上げています。 

 外出自粛が解除された後は、境図書館に置かせ

てもらい、シトラスリボンプロジェクトの輪をさ

らに広めていく予定です。（坊守） 

お寺でシトラスリボンの材料と作り

方の説明書を配布しています。 

作ってみたい方、プロジェクトに参

加したい方は、弘教寺までお問

い合わせください。 

つつじの呟き弘教寺ツイッター＠gukyouji                          群馬県弘教寺 URL http://www.gukyouji.or.jp 
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元
日
の
法
要
を
「
元
旦
会
（
が
ん
た
ん
え
）
」
と

言
い
ま
す
。
弘
教
寺
で
は
昭
和
四
十
八
年
先
代
住
職

の
時
に
始
ま
り
ま
し
た
か
ら
、
50
年
お
勤
め
し
て
お

り
ま
す
。
年
の
初
め
に
門
信
徒
と
と
も
に
お
勤
め
し
、

年
頭
の
挨
拶
を
交
わ
す
こ
と
は
気
持
ち
の
よ
い
も
の

で
す
。

除
夜
の
鐘
を
つ
き
終
わ
っ
て
、
新
年
明
け
早
々
に

元
旦
会
の
お
勤
め
を
す
る
寺
院
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、

私
ど
も
の
寺
で
は
朝
七
時
か
ら
正
信
偈
六
首
引
き
を

お
勤
め
し
、
住
職
の
法
話
を
聴
聞
し
、
そ
の
後
恒
例

の
甘
酒
の
接
待
が
あ
り
ま
す
。
坊
守
三
代
に
わ
た
り

代
々
受
け
継
い
だ
麹
を
使
っ
た
甘
酒
で
す
。
擦
っ
た

シ
ョ
ウ
ガ
が
入
り
、
温
か
み
と
香
り
が
加
わ
り
ま
す
。

甘
酒
は
年
賀
の
挨
拶
に
来
ら
れ
た
門
信
徒
の
皆
さ
ま

に
も
ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。

寺
に
と
っ
て
は
元
旦
早
々
の
こ
と
で
大
変
で
す
が
、

寒
い
中
皆
さ
ま
お
出
か
け
に
な
る
こ
と
は
よ
り
大
変

な
こ
と
と
頭
が
下
が
り
ま
す
。

是
非
皆
さ
ま
元
日
に
は
弘
教
寺
の
元
旦
会
法
要
に

ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

合
掌
（
住
職
）

つつじの呟き弘教寺ツイッター@ｇｕｋｙｏｕｊｉ 群馬県弘教寺ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.gukyouji.or.jp

お
経
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
各
地
を
旅
し
て
困
っ
て

い
る
人
や
悩
ん
で
い
る
人
に
や
さ
し
く
「
さ
と
り
」

を
説
い
た
お
話
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

伝
説
で
は
、
弟
子
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
お
釈
迦
さ
ま

の
話
を
す
べ
て
記
憶
し
て
い
て
、
そ
れ
を
五
百
人
の

弟
子
に
口
伝
し
ま
し
た
。
弟
子
は
さ
ら
に
弟
子
へ
と

口
伝
し
、
お
釈
迦
さ
ま
の
死
後
、
三
、
四
百
年
た
っ

た
紀
元
前
後
ご
ろ
に
、
文
字
を
書
き
記
す
文
化
が
定

着
し
て
、
当
時
の
弟
子
た
ち
が
記
憶
に
あ
っ
た
教
え

を
ヤ
シ
の
葉
や
木
の
葉
に
記
録
し
ま
し
た
。
こ
れ
が

お
経
の
起
源
で
す
。

本
来
は
短
い
言
葉
で
し
た
が
次
第
に
弟
子
た
ち
に

よ
り
複
雑
で
高
尚
な
大
小
あ
わ
せ
て
五
千
本
以
上
の

お
経
と
し
て
完
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
『
釈
迦
の
仏

教
（
原
始
仏
教
）
』
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

そ
の
後
イ
ン
ド
で
は
、
自
己
の
人
格
を
完
成
し
、

自
己
が
救
わ
れ
幸
せ
に
な
る
『
釈
迦
の
仏
教
』
と
は

異
な
る
、
利
他
の
教
え
で
、
他
者
を
救
済
す
る
『
大

乗
仏
教
』
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
な
お
、
現
在
の
日
本

の
宗
派
は
す
べ
て
『
大
乗
仏
教
』
で
す
。

お
経
（
経
典
・
仏
典
）
は
、
日
本
や
中
国
で
は
仏

教
聖
典
全
体
を
さ
す
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

仏
教
聖
典
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
伝
え
る

『
経
』
と
、
仏
教
徒
の
行
動
規
範
を
示
す
『
律
』
、

経
と
律
を
解
説
し
た
『
論
』
の
三
種
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

（
山
本
勇
三
）

参
考
文
献

佐
々
木
閑
著
『
ブ
ッ
タ
最
期
の
こ
と
ば
』

山
折
哲
雄
編
著
『
仏
教
用
語
の
基
礎
知
識
』

七
高
僧
の
教
え
は
、
龍
樹
菩
薩
か

ら
始
め
ま
す
。
菩
薩
は
お
釈
迦
さ
ま

が
亡
く
な
ら
れ
た
五
百
年
後
に
、
南

イ
ン
ド
で
身
分
制
度
の
最
高
位
の
バ

ラ
モ
ン
の
家
に
生
ま
れ
ま
す
。
あ
る
事
件
で
欲
望
に

ふ
け
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
苦
を
招
く
こ
と
に
気
づ

き
出
家
を
し
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
広
め
ら
れ
仏
教

の
大
衆
化
を
さ
れ
ま
し
た
。

次
は
菩
薩
の
教
え
の
一
部
で
す
。

【
有
無
の
見
】
人
間
の
迷
い
と
は
、
も
の
ご
と
を
有

と
か
無
と
か
二
つ
に
分
け
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
執

着
し
そ
の
結
果
自
分
で
自
分
の
苦
を
招
い
て
い
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
、
真
実
の
も
の
の
見
方
は
有
無
に
と

ら
わ
れ
ず
に
見
る
こ
と
だ
と
説
か
れ
ま
し
た
。

【
難
易
二
道
】
仏
教
に
難
行
道
と
易
行
道
と
が
あ
り
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
乗
ず
る
道
は
、
易
行
道
で
あ
る

と
教
え
た
方
で
一
番
の
功
績
で
す
。
難
行
に
よ
っ
て

救
わ
れ
る
こ
と
の
困
難
さ
、
人
間
の
力
の
弱
さ
無
力

さ
を
痛
切
に
感
じ
、
人
間
の
は
か
ら
い
を
こ
え
た
仏

の
は
か
ら
い
に
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
と
教
え
て
ま
す
。

【
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
】
浄
土
真
宗
の
教
え
の
基

本
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
信
心
が
浄
土
に
往

生
す
る
正
し
い
因
で
あ
り
、
称
名
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）

は
報
恩
感
謝
の
心
で
称
え
る
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

本
願
念
仏
の
教
え
を
親
鸞
聖
人
は
菩
薩
か
ら
下
さ
っ

た
も
の
と
讃
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
教
え
は
、
親
鸞
聖
人
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
「
正
信
偈
」
に
多
く
の
偈
で
讃
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

合
掌

（
橋
本

勝
）

水
曜
会
報
告
（
二
）
『
七
高
僧
の
教
え
』

水
曜
会
報
告
（
二
）
『
お
経
っ
て
な
に
？
』

元
旦
会
法
要



４ つつじ寺だより 「第４８号」 令和３年（２０２１年） ３月

※ 編 集 後 記 ※

京
都
に
来
て
四
年
が
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

龍
谷
大
学
を
卒
業
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
今
、
こ
の
一

年
間
の
中
で
感
じ
ら
れ
た
こ
と
を
お
話
し
て
い
こ
う
と

思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
大
学
に
行
く
こ
と

の
な
い
一
年
間
、
外
出
す
ら
も
控
え
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
、
自
身
の
や
り
た
か
っ
た
こ
と
、
や
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
こ
と
の
多
く
が
で
き
ず
に
終
わ
り
ま
し
た
。
家
に

引
き
こ
も
る
日
々
で
、
鬱
屈
と
し
た
日
々
を
過
ご
し
て

う
っ
く
つ

い
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
も
華
道
に
書
道
、
最
近
始
め
た
草
野
球

や
早
朝
に
出
る
サ
イ
ク
リ
ン
グ
な
ど
、
今
ま
で
通
り
と

は
い
か
な
く
て
も
継
続
で
き
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し

た
。
大
学
で
で
き
た
友
達
と
も
、
頻
度
は
少
な
い
な
が

ら
も
小
人
数
で
集
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
夏
に
は

住
職
に
連
れ
ら
れ
て
、
親
鸞
聖
人
の
関
東
の
御
旧
跡
を

い
く
つ
か
回
り
、
足
跡
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
一
年
で
、
私
は
「
あ
た
り
ま
え
」
の
有
り
難
さ

を
感
じ
ま
し
た
。
で
き
る
こ
と
が
世
界
レ
ベ
ル
で
制
限

さ
れ
る
こ
と
は
、
私
が
生
ま
れ
て
か
ら
経
験
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
あ
た
り
ま
え
に
外
出
し
、

集
ま
れ
て
い
た
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
恵
ま
れ
て
い

た
か
ら
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

ん
な
有
り
難
い
ご
縁
を
「
あ
た
り

ま
え
」
と
考
え
て
い
た
私
は
や
は

り
、
迷
い
の
世
界
に
生
き
る
衆
生

な
ん
だ
な
ぁ
と
顧
み
る
一
年
間
で

あ
り
ま
し
た
。

（
中
山
真
悟
）

、
赤
城
南
麓
の
中
央
に
あ
る
大
室
公

園
に
は
群
馬
観
光
の
一
環
と
し
て
２

０
２
０
年
２
月
に
放
映
が
さ
れ
た
、

女
優
吉
永
小
百
合
さ
ん
が
出
演
す
る

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
「
大
人
の
休
日
倶
楽

部
・
古
墳
王
国
群
馬
編
」
が
話
題
と

な
り
、
注
目
を
集
め
た
ス
ポ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。

吉
永
さ
ん
が
入
っ
た
石
室
は
「
大

室
古
墳
群
」
の
「
前
二
子
古
墳
」
で

す
。
水
生
生
物
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場

所
と
し
た
「
親
水
ゾ
ー
ン
」
、
春
に

は
桜
が
咲
き
、
ほ
の
か
な
香
り
が
漂

い
、
家
族
連
れ
で
賑
わ
い
ま
す
。

大
室
公
園
を
南
に
５
分
下
っ
た
と
こ
ろ
に
流
魄
の

る

は

く

俳
人
松
野
自
得
の
お
寺
『
最
善
寺
』
が
あ
り
ま
す
。

１
８
９
０
（
明
治
23
）
年
群
馬
県

館
林
で
生
ま
れ
、
荒
砥
村
（
現
前

橋
市
）
の
最
善
寺
を
拠
点
に
し
て
、

全
国
を
巡
る
旅
を
つ
づ
け
な
が
ら

僧
侶
、
日
本
画
家
、
書
家
、
そ
し

て
俳
人
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
ま

す
。
高
浜
虚
子
に
師
事
し
て
１
９

７
５
（
昭
和
50
）
年
85
歳
で
亡
く

な
ら
れ
る
ま
で
旺
盛
に
活
躍
さ
れ

ま
し
た
。
お
寺
の
境
内
に
は
味
わ

い
深
い
数
多
く
の
仏
様
の
石
像
が

点
在
し
て
い
ま
す
。

是
非
訪
れ
て
み
て
下
さ
い
。

（
西

正
裕
）

◆ 行事予定 ◆ 令和3年 4月～ 令和3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
中旬 婦人会例会

中旬

29日（木) 永代経法要

5月

組会

中旬 壮年会総会

中旬 婦人会総会 11日 組仏婦運営委員会

6月
中旬 婦人会例会 3日 組婦人会総会

北ブロック委員会

7月
初旬 壮年会例会

中旬 婦人会例会

▼
寺
の
『
つ
つ
じ
寺
だ
よ
り
』
の
編
集
や
発
送
を

お
手
伝
い
し
て
い
ま
す

▼
現
役
時
代
、
工
場
に
勤

務
し
て
い
た
こ
ろ
は
秒
単
位
の
工
数
計
算
を
基
準
と

し
た
生
産
高
、
営
業
で
は
売
れ
て
『
な
ん
ぼ
』
の
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
し
て
い
ま
し
た

▼
今
は
丁
寧

を
モ
ッ
ト
ー
に
編
集
会
議
で
は
皆
様
か
ら
出
稿
さ
れ

た
原
稿
を
誤
字
脱
字
が
な
い
か
校
正
し
、
発
送
で
は

『
受
け
取
っ
た
方
々
の
笑
顔
』
を
浮
か
べ
な
が
ら
刷

り
上
が
っ
た
新
聞
を
丁
寧
に
1
枚
ず
つ
折
り
畳
ん
で

い
ま
す

▼
今
は
与
え
ら
れ
た
時
間
空
間
が
あ
る
こ

と
を
仏
様
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

（
西

正
裕
）

つつじの呟き弘教寺ツイッター@ｇｕｋｙｏｕｊｉ 群馬県弘教寺ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.gukyouji.or.jp

真
悟
の
京
都
日
記
（
12
）

群
馬
歴
史
散
歩
み
ち
（
二
）
大
室
公
園
と
周
辺

最善寺

松野自得 石室

卒業の日


