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常髙寺だより

今月の掲示板のことば

発
行
に
あ
た
り

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
、
ご
法
座
や
ご
法
事
の
中

止
が
増
え
、
致
し
方
な
い
事
で
す

が
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ん
と
接
す
る

機
会
が
、
徐
々
に
少
な
く
な
っ
て

い
る
様
に
感
じ
ま
す
。
こ
の
度
、

少
し
で
も
お
寺
と
皆
さ
ん
と
の
ご

縁
を
繋
げ
た
い
と
思
い
、
常
髙
寺

の
寺
報
誌
「
あ
ま
ね
」
を
作
成
し

ま
し
た
。
構
成
内
容
や
発
行
の
頻

度
は
思
案
中
。
今
後
の
課
題
で
す
。

寺
報
名
の
由
来

「
普
く
（
あ
ま
ね
く
）
」
と
い
う

言
葉
か
ら
頂
き
ま
し
た
。
意
味
は

「
全
て
に
広
く
行
き
渡
る
こ
と
」

で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
広
く
全
て

の
人
を
救
い
取
ら
ん
と
す
る
は
た

ら
き
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
お
経

中
に
良
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
日
の
様
な
状
況
下
に
於
い
て
、

少
し
で
も
皆
さ
ん
に
み
教
え
が
届

き
ま
す
様
に
と
願
い
を
込
め
て
、

採
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

余
談
で
す
が
、
私
の
長
女
の
名
前

も
こ
こ
か
ら
付
け
て
い
ま
す
。

漫
画

ブ
ッ
ダ
か
ら
親
鸞
へ

継
職
法
要
の
際
、
編
纂
し
お
配
り
し
た
、
前
住

職

加
藤
泰
憲
の
仏
教
漫
画
集
。
電
子
書
籍
に

て
好
評
発
売
中
で
す
。
「
阿
闍
世
」
「
釈
迦
十

大
弟
子
断
片
」
な
ど
、
多
数
の
作
品
を
収
録
。
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２月１日(土) 婦人会主催の新年会にて

あ
ま
ね
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「
フ
フ
フ
。
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。
お
釈
迦
さ
ま
は
勿
論
お
弟
子
さ
ん
た

ち
に
も
教
え
を
説
か
れ
た
け
ど
、
一
般
の
人
々
、
今
で
言
う
ご
門
徒

さ
ん
に
も
教
え
を
説
い
て
い
た
ん
だ
。
」

「
修
行
し
て
い
る
お
弟
子
さ
ん
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
に
も
？
」

「
み
ん
な
難
し
い
っ
て
思
わ
な
か
っ
た
の
？
」

「
そ
う
だ
ね
。
確
か
に
当
時
お
弟
子
さ
ん
た
ち
に
説
か
れ
て
い
た
教

え
は
、
一
般
の
人
た
ち
に
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で

お
釈
迦
さ
ま
は
考
え
ら
れ
た
ん
だ
。
『
対
機
説
法
』
っ
て
い
う
ん
だ

け
ど
ね
。
『
機
』
は
お
経
の
言
葉
で
人
の
こ
と
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、

聞
く
人
の
素
質
や
能
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
理
解
し
や
す
い
方

法
で
お
経
を
説
か
れ
た
ん
だ
。
こ
の
方
法
は
、
お
医
者
さ
ん
が
患
者

さ
ん
の
病
に
応
じ
て
お
薬
を
与
え
る
事
と
よ
く
似
て
る
か
ら
『
応
病

与
薬
』
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
。
」

「
な
る
ほ
ど
！
・
・
・
・
ん
ん
？
で
も
そ
れ
だ
と
、
た
く
さ
ん
の
お

経
が
出
て
き
ち
ゃ
う
ゾ
ウ
？
」

「
い
い
こ
と
に
気
付
い
た
ね
。
そ
う
！
こ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
法
を
説

く
姿
勢
が
、
仏
教
に
沢
山
の
お
経
が
あ
り
多
く
の
宗
派
が
存
在
し
て

い
る
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
だ
。
こ
の
点

（
聖
典
が
多
数
あ
る
点
）
は
他
の
世
界
宗
教
の
キ
リ
ス
ト
教
（
聖

書
）
や
イ
ス
ラ
ム
教
（
コ
ー
ラ
ン
）
と
は
大
き
く
違
う
よ
ね
。
そ
の

教
え
の
数
は
、
な
ん
と
！
！
八
万
四
千
の
法
門
と
も
伝
え
ら
れ
て
い

る
よ
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
全
て
が
、
私
た
ち
が
『
仏
に
成

る
事
』
を
目
的
と
し
た
教
え
と
い
う
事
な
ん
だ
。
こ
こ
で
い
う
『
仏

に
成
る
』
っ
て
い
う
の
は
・
・
・
・
・
・
ん
？
」

「
８
万
４
０
０
０
！
！
想
像
し
た
だ
け
で
・
・
気
が
遠
く
・
・
な
る

ゾ
ウ
・
・
（
か
く
っ
）
Ｚ
ｚ
ｚ
」

「
今
日
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
と
こ
う
か
（
笑
）
」

次
回

第
二
話
「
仏
に
成
る
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
に
続
く
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
予
定
。

第１号 あまね ２

き
く
ぞ
う
く
ん
。
常
髙
寺
の
公
式
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
。
趣
味
は
ご
法
話
を
聞
く
こ
と
。
た
ま
に

寝
て
し
ま
う
。

「
む
む
む
、
お
経
っ
て
難
し
い
ゾ
ウ
。
。
。
何
の
意
味
が
あ
る
ん
だ

ろ
う
。
」

「
い
い
質
問
だ
ね
。
確
か
に
お
経
は
古
い
漢
文
の
も
の
ば
か
り
だ
か

ら
、
よ
く
分
か
ら
な
い
っ
て
人
も
多
い
だ
ろ
う
ね
。
」

「
そ
う
な
ん
だ
よ
？
お
葬
式
や
ご
法
事
で
読
ま
れ
て
い
る
よ
ね
。
亡

く
な
っ
た
人
の
為
の
呪
文
み
た
い
な
も
の
な
の
か
な
？
」
「
『
良
い

と
こ
ろ
に
往
き
ま
す
よ
う
に
』
み
た
い
な
。
」

「
な
る
ほ
ど
。
そ
う
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
少
し
お

話
し
し
よ
う
か
。
お
経
は
本
来
、
イ
ン
ド
の
お
釈
迦
さ
ま
と
い
う
方

が
２
５
０
０
年
程
前
に
説
か
れ
た
教
え
を
元
に
し
て
い
る
ん
だ
。
」

「
ぞ
ぞ
ぞ
う
！
？
（※

「
じ
ぇ
じ
ぇ
じ
ぇ
」
み
た
い
な
も
の
）
」

「
今
も
残
っ
て
る
な
ん
て
す
ご
い
ゾ
ウ
！
」

「
そ
れ
だ
け
色
ん
な
時
代
、
色
ん
な
立
場
の
人
に
通
じ
る
問
題
が
説

か
れ
て
い
る
っ
て
事
だ
ろ
う
ね
。
そ
の
教
え
が
お
弟
子
さ
ん
た
ち
に

よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
後
に
中
国
に
わ
た
り
漢
訳
さ
れ
る
ん
だ
。
当

時
お
経
を
訳
し
た
お
坊
さ
ん
は
沢
山
い
る
け
ど
、
三
蔵
法
師
玄
奘
は

特
に
有
名
だ
よ
ね
。
西
遊
記
で
。
」

「
夏
目
雅
子
さ
ん
だ
！
」
「
き
れ
い
だ
っ
た
ゾ
ウ
！
」

「
最
近
だ
と
深
津
絵
里
さ
ん
も
演
じ
て
い
た
ね
。
き
く
ぞ
う
君
っ
て

何
歳
な
の
（
笑
）
」
「
そ
う
や
っ
て
中
国
を
通
り
日
本
に
届
け
ら
れ

た
も
の
が
、
今
私
た
ち
が
よ
ん
で
い
る
お
経
な
ん
だ
。
」

「
だ
か
ら
お
経
は
漢
文
な
ん
だ
ね
。
で
も
お
弟
子
さ
ん
達
が
ま
と
め

た
っ
て
事
は
お
坊
さ
ん
の
た
め
の
教
え
っ
て
事
？
や
っ
ぱ
り
難
し
そ

う
だ
ゾ
ウ
・
・
。
」

（
第
一
話
）

「
お
経
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
」

人
物
紹
介

常
髙
寺
の
新
米
住
職
。

趣
味
は
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
。

仏教学

講 座



３ あまね 第１号

能
美
顕
之
住
職
（
島
根
県

浄
光
寺
）

「
俳
句
の
こ
こ
ろ
」

講
師
紹
介

島
根
県
江
津
市

飛
龍
山

浄
光
寺
の
住
職
。
常
髙
寺
住
職
の
実
兄
。

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
同
人
。
日
本
伝
統
俳
句
協
会
に
て
新
人
賞
を
受
賞

す
る
な
ど
、
俳
人
と
し
て
の
顔
も
持
つ
。
本
願
寺
新
報
に
、
連
載
記

事
「
季
語
を
味
わ
う
」
を
掲
載
中
。

※

五
月
の
降
誕
会
法
要
の
講
師
の
予
定
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
を
鑑
み
中
止
。
代
案
と
し
て
今
回
の
寺
報
へ
の
寄
稿

を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
了
承
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ゲスト

法 話

「
三
瓶
野
の
風
の
一
部
と
な
る
晩
夏
」

俳
人
で
あ
っ
た
祖
父
（
平
成
十
四
年
往
生
）
の
愛
し
た
三
瓶
山
（
島
根

県
大
田
市
）
で
の
俳
句
大
会
に
、
毎
年
参
加
し
て
い
ま
す
。
冒
頭
の
句
は

昨
年
参
加
し
た
際
に
詠
ん
だ
拙
句
。
晴
天
の
下
、
広
大
な
野
に
佇
ん
で
い

ま
す
と
、
大
空
か
ら
一
陣
の
風
が
舞
い
お
り
て
来
ま
し
た
。
大
空
も
、
広

大
な
野
も
、
包
み
こ
ん
で
い
く
よ
う
な
風
に
、
ふ
と
自
分
の
小
さ
さ
を
感

じ
、
そ
し
て
祖
父
の
匂
い
を
思
い
出
し
て
い
ま
し
た
。
祖
父
が
そ
ば
に
来

る
と
い
つ
も
そ
こ
に
あ
っ
た
匂
い
、
お
香
の
匂
い
。
晩
夏
の
涼
風
に
祖
父

が
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。

俳
句
と
い
う
も
の
は
、
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
で
季

節
の
言
葉
を
入
れ
て
１
７
文
字
を
作
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
は
立
派

な
俳
句
で
す
。
紙
と
鉛
筆
が
あ
れ
ば
、
他
に
何
も
要
り
ま
せ
ん
。
季
節
の

移
り
変
わ
り
の
中
で
感
じ
る
こ
と
を
１
７
文
字
で
表
現
し
て
い
く
、
世
界

一
短
い
日
記
の
よ
う
な
も
の
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
「
花
鳥
諷

詠
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
日
本
一
長
く
続
い
て
い
る
月
刊
誌
「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
（
現
在
１
４
８
０
号
。
夏
目
漱
石
も
俳
人
で
あ
り
、
吾
輩
は

猫
で
あ
る
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
て
連
載
）
の
基
本
理
念
で
あ
り
、
高
浜
虚
子

に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
す
。
「
春
夏
秋
冬
四
時
の
移
り
変
わ
り
に

よ
っ
て
起
こ
る
天
然
界
の
現
象
、
並
び
に
そ
れ
に
伴
う
人
事
界
の
現
象
を

諷
詠
す
る
文
学
」
と
虚
子
は
論
じ
て
い
ま
す
。
少
し
難
し
い
言
葉
に
思
え

ま
す
が
、
私
は
こ
の
論
が
俳
句
の
真
髄
で
あ
り
。
魅
力
で
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
論
の
順
番
を
み
る
と
先
ず
、
自
然
の
現
象
が
あ
り
そ

れ
に
伴
う
も
の
と
し
て
、
人
間
の
生
活
が
あ
る
と
あ
る
よ
う
に
、
世
界
は

人
間
中
心
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
は
自
然
の
中
の
一
部
分
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
学
ん
で
い
く
の
が
俳
句
と
い
う
文
学
で
あ
る
。
そ
こ
に
私
は
非

常
に
感
動
し
ま
す
。
松
尾
芭
蕉
は
「
風
雅
に
お
け
る
も
の
造
化
に
い
た
が

い
て
四
時
を
友
と
す
」
と
い
い
ま
し
た
。
春
夏
秋
冬
は
た
だ
の
風
景
で
は

な
く
、
い
つ
も
私
の
そ
ば
に
い
る
友
達
な
ん
だ
と
い
う
言
葉
に
何
と
も
言

え
な
い
あ
た
た
か
さ
を
感
じ
ま
す
。

俳
句
は
決
し
て
高
尚
な
も
の
で
も
。
自
分
を
高
め
る
も
の
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
、
自
然
の
中
で
の
自
分
の
愚
か
さ
、
小
さ
さ
を
詠
ん
で
い

く
も
の
と
考
え
ま
す
。
自
分
を
利
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
を
捨
て
て
い

く
文
学
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
人
間
に
も
幼
年
期
、
青
年
期
、
壮
年
期
、

老
年
期
と
い
の
ち
の
移
り
変
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
い
の
ち
の
四
季
を

い
つ
も
変
わ
ら
な
い
サ
イ
ク
ル
で
見
守
っ
て
い
る
季
節
の
あ
た
た
か
さ
を

感
じ
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
人
生
と
い
う
時
間
が
豊
か
に
な
る
と
私
は
信

じ
て
い
ま
す
。

先
日
、
あ
る
研
修
会
に
て
こ
ん
な
言
葉
に
出
あ
い
ま
し
た

「
お
念
仏
は
阿
弥
陀
様
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
」

お
念
仏
は
阿
弥
陀
様
の
「
あ
な
た
が
大
切
だ
」
と
い
う
声
が
私
の
い
の

ち
に
響
く
音
で
す
。
そ
れ
が
私
が
聞
こ
う
と
す
る
前
に
、
聞
こ
え
て
く
る

の
で
す
。
私
が
聞
い
て
い
な
い
時
も
「
あ
な
た
が
大
切
だ
」
と
い
う
声
は

あ
な
た
の
そ
ば
に
ず
っ
と
あ
る
の
で
す
、
そ
れ
が
い
つ
し
か
聞
こ
え
て
く

る
、
そ
れ
が
お
念
仏
な
の
で
す
、
と
い
う
先
生
の
言
葉
を
本
当
に
有
難
く

思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
俳
句
は
仏
教
だ
」
と
た
ま
ら
な
く
嬉
し
く
な
り

ま
し
た
。
俳
句
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
い
つ
も
あ
る
自
然
の
声
が
、
い
つ

し
か
私
に
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
。
「
い
つ
も
あ
な
た
の
そ
ば
に
い
る
」

と
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
。

い
つ
も
そ
ば
に
あ
る
自
然
の
優
し
い
声
に
、
一
緒
に
耳
を
澄
ま
し
て
み

ま
せ
ん
か
。



令和2年1月14日～15日 御正忌報恩講法座

親鸞聖人のご命日をご縁とした御正忌報恩講。ご講師は弘中英正先生。お寒い中のお
参り、本当にありがとうございました。仏婦の皆さんのお手製の精進料理、とても美味
しかったです。ご馳走様でした。
※がんもどきは拳くらいの大きさ。食べ応えがありました。

第１号 あまね ４

行 事

報 告

きくぞう君を探せ！

誌面のどこかに次のきくぞ
う君がいるよ！

ＩＴきくぞう君 まっ白に燃えつき
そうなきくぞう君

バイバイきくぞう君 なんまんだぶ
きくぞう君



令和2年2月1日 新年会＆のみの市

仏教婦人会主催の新年会。皆で正信偈をお勤めした後、のみの市、お食事、カラオケ
やくじ引き等のレクリエーションという流れ。節分が近かったので、私もバルーンで一
作品。仮装は坊守（我が家の鬼嫁）です。
※3月の彼岸会法座、4月の永代経法座は新型コロナウイルスの影響を鑑み中止し、当日
は寺族のみでお勤めをさせていただきました。

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

婦
人
会
の
黒
川
ヒ
サ

子
さ
ん
と
髙
井
ヒ
ロ
子

さ
ん
が
作
っ
て
下
さ
っ

た
「
き
く
ぞ
う
く
ん
」
。

オ
リ
ジ
ナ
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テ
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い
出
来
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え
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第１号 あまね ６

質
問「

お
布
施
は
い
く
ら
包
ん
だ
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う

か
？
」

答
え大

変
多
い
質
問
で
す
。
い
つ
も
次
の
様
に
お
答
え

し
て
い
ま
す
。
「
お
気
持
ち
で
お
願
い
し
ま
す
」
。

よ
く
失
礼
の
無
い
様
に
し
た
い
と
仰
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
大
変
あ
り
が
た
い
お
心
遣
い
で
す
。
正
直
、

私
も
皆
さ
ん
と
同
じ
立
場
な
ら
同
じ
事
を
聞
く
と
思

い
ま
す
が
（
笑
）
、
お
気
持
ち
で
大
丈
夫
で
す
。
金

額
の
多
寡
で
ご
法
務
を
差
別
化
す
る
事
も
あ
り
ま
せ

ん
。
お
布
施
と
は
本
来
、
単
な
る
僧
侶
の
お
礼
で
は

な
く
、
仏
さ
ま
に
感
謝
の
心
で
お
供
え
す
る
も
の
と

さ
れ
ま
す
。
執
着
を
離
れ
自
ら
の
も
の
を
他
に
分
け

与
え
て
い
く
と
い
う
行
為
で
す
。
常
高
寺
で
は
そ
の

伝
統
的
意
義
の
も
と
昔
よ
り
お
布
施
を
お
受
け
し
て

い
ま
す
。

但
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
当
山
常
高
寺
で
の
回
答

と
な
り
ま
す
。
他
の
お
寺
で
は
違
う
答
え
方
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
当
然
あ
り
ま
す
。
ご
門
徒
さ
ん
の
立

場
か
ら
見
れ
ば
、
金
額
を
決
め
て
も
ら
う
方
が
助
か

る
と
い
う
意
見
が
あ
る
事
も
分
か
り
ま
す
。
ま
た
お

寺
の
立
場
と
し
て
も
、
護
持
費
と
し
て
一
定
の
額
を

頂
か
な
い
と
難
し
い
部
分
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

常
高
寺
と
し
て
も
将
来
的
に
は
金
額
を
提
示
す
る
必

要
性
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
出
来
得
る

限
り
は
、
伝
統
的
な
お
布
施
の
習
俗
を
維
持
し
た
い

と
考
え
、
現
状
で
は
こ
の
様
に
お
答
え
し
て
い
ま
す
。

※

但
し
西
本
願
寺
へ
の
院
号
申
請
や
、
大
谷
本
廟
へ

の
納
骨
等
、
別
の
施
設
、
団
体
が
関
与
す
る
場
合
は
、

そ
の
施
設
が
定
め
る
一
定
の
額
を
ご
用
意
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
い
て

は
、
個
別
に
お
寺
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
お
寺
に
よ
く
問
い
合
わ
せ
の

あ
る
質
問
を
取
り
上
げ
、
お
答
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

お 寺

Ｑ＆Ａ

質
問「

お
寺
さ
ん
は
普
段
ど
の
様
な
一
日
を
過
ご
し
て

い
る
ん
で
す
か
？
」

答
えず

っ
と
修
行
を
し
て
い
ま
す
。
。
。
と
い
う
事
は

勿
論
あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）
。

ま
ず
朝
起
床
し
て
、
寺
の
門
を
開
け
ま
す
。
朝
７

時
半
に
本
堂
に
て
朝
の
勤
行
を
行
い
ま
す
。
三
部
経

の
一
節
や
正
信
偈
等
を
読
経
し
ま
す
。
終
了
後
、
仏

間
で
短
い
お
勤
め
を
し
、
法
務
員
さ
ん
（
お
寺
に
所

属
し
て
い
る
僧
侶
）
と
そ
の
日
の
お
参
り
予
定
を
確

認
を
し
ま
す
。
そ
の
後
朝
食
を
取
り
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
家
庭
と
変
わ
ら
な
い
普
通
の
朝
食
で
す
。
住
職

は
朝
は
ご
飯
の
事
が
多
い
で
す
が
、
パ
ン
も
好
き
で

す
。法

務
は
葬
儀
、
お
通
夜
、
年
忌
参
り
等
を
中
心
に

お
参
り
し
ま
す
。
夏
に
は
新
盆
の
お
参
り
も
あ
り
ま

す
。
法
務
の
な
い
時
間
は
、
本
堂
や
境
内
の
清
掃
、

電
話
の
応
対
や
訪
問
者
の
対
応
等
の
事
務
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
時
間
に
お
寺
の
年
間
行
事
で
あ
る

ご
法
要
等
（
盆
法
要
や
お
彼
岸
法
要
等
）
の
案
内
作

成
や
、
次
の
日
の
法
務
先
の
確
認
作
業
・
準
備
等
を

し
て
い
ま
す
。
昔
は
ご
門
徒
さ
ん
の
情
報
を
手
書
き

で
管
理
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
門
徒
情
報
、
過

去
帳
情
報
、
会
計
情
報
全
て
、
パ
ソ
コ
ン
で
管
理
し

て
い
ま
す
。
お
参
り
よ
り
、
こ
の
様
な
事
務
仕
事
の

時
間
の
方
が
、
も
し
か
し
た
ら
長
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
（
笑
）
。

そ
の
日
の
法
務
が
終
了
し
ま
し
た
ら
、
晩
の
勤
行

と
し
て
、
本
堂
で
正
信
偈
の
お
勤
め
を
し
、
仏
間
で

短
い
お
勤
め
を
し
ま
す
。
そ
の
後
の
晩
御
飯→

就
寝

の
流
れ
は
皆
さ
ん
と
同
様
だ
と
思
い
ま
す
。
以
上
の

様
な
事
を
お
寺
の
者
、
皆
で
協
力
し
て
行
っ
て
お
り

ま
す
。

バ
ル
ー
ン
住
職
コ
ラ
ム

第
一
回

常
髙
寺
住
職
で
す
。
日
々
自
坊
に

て
僧
侶
を
勤
め
て
お
り
ま
す
が
、
ご

く
稀
に
バ
ル
ー
ン
パ
フ
ォ
ー
マ
ー

「
バ
ル
ー
ン
住
職
」
と
し
て
活
動
し

て
い
ま
す
。
コ
ラ
ム
一
作
品
目
は

「
白
象
と
お
釈
迦
さ
ま
」
で
す
。
お

釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
を
祝
う
、
花
祭

り
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
り
ま
し
た
。

ポ
イ
ン
ト
は
お
釈
迦
さ
ま
の
髪
型
。

一
歩
間
違
え
ば
お
相
撲
さ
ん
で
す
。

う
ま
く
表
現
出
来
て
る
で
し
ょ
う
か

（
笑
）
。

※

バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
下
さ

い
。
特
に
今
は
、
外
出
出
来
な
い
子

供
達
と
共
に
遊

ぶ
良
い
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
良

い
な
と
思
い
ま

す
。
「
ナ
ラ
ン

ハ

バ
ル
ー
ン

」
で
検
索
す
る

と
風
船
専
門
店

に
繋
が
り
ま
す
。



７ あまね 第１号

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

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(しゃくそん)が明らかにされた苦しみの根源である無明煩悩(むみょうぼんのう)、
また親鸞聖人(しんらんしょうにん)が「煩悩具足(ぼんのうぐそく)の凡夫(ぼんぶ)」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(いんねん)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(えんぎ)」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(ぶっち)に教え導かれ、仏さまの大きな慈悲(じひ)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。

2020(令和2)年4月14日
浄土真宗本願寺派総長 石上 智康

新型コロナウイルス流行間における現在の状況を受け、西本願寺から正式に声明文
が発表されましたので、原文のまま掲載します。



今
後
の
行
事
予
定

七
月
二
十
二
日
（
水
）
～
二
十
三
日
（
木
）

盂
蘭
盆
会
法
座

平
山
義
文
先
生

九
月
十
六
日
（
水
）
～
十
七
日
（
木
）

秋
季
彼
岸
会

喜
多
唯
信
先
生

九
月
二
十
二
日
（
火
）
～
二
十
三
日
（
水
）

本
願
寺
念
仏
奉
仕
団
参
拝

十
月
二
十
一
日
（
水
）
～
二
十
二
日
（
木
）

秋
季
永
代
経

川
上
順
之
先
生

十
一
月
十
五
日
（
日
）

報
恩
講
法
座

当
山
住
職

十
二
月
三
十
一
日
（
木
）

除
夜
の
鐘

※

状
況
を
み
て
、
開
催
の
可
否
に
関
し
ま
し
て

は
、
都
度
ご
連
絡
致
し
ま
す
。

お し ら せ

編
集
後
記

先
行
き
の
見
通
せ
な
い
状
況
の
中
、
お
寺
と
し
ま

し
て
も
微
力
な
が
ら
何
か
出
来
る
事
は
な
い
か
と
模

索
し
て
お
り
ま
す
。
お
寺
と
し
て
の
本
分
は
「
み
教

え
を
伝
え
る
事
」
、
そ
し
て
「
そ
の
環
境
を
整
え
る

事
」
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
寺
報
も
そ
の
一
助

に
な
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
ご
門

徒
さ
ん
の
皆
さ
ん
に
も
寄
稿
を
お
願
い
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
何
か
リ
ク
エ
ス
ト
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
お
寺
の
方
ま
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

仏
教
に
諸
行
無
常
と
あ
る
よ
う
に
、
始
ま
り
が
あ

る
も
の
に
は
必
ず
終
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
皆
で
助
け

合
い
日
常
を
護
り
な
が
ら
、
ま
た
皆
さ
ん
と
笑
顔
で

お
会
い
出
来
る
日
を
心
待
ち
に
し
て
お
り
ま
す
。

常
髙
寺
住
職

加
藤
大
地

お
し
ら
せ

・
か
ね
て
よ
り
お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
し
た
、
常
髙

寺
門
徒
会
館
の
建
設
で
す
が
、
現
状
九
月
初
め
に
解

体
工
事
を
始
め
、
十
月
初
め
よ
り
建
築
工
事
を
開
始

す
る
予
定
で
す
。
完
成
は
来
年
の
夏
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
建
て
ら
れ
る
施

設
で
す
。
完
成
し
た
曉
に
は
是
非
お
参
り
く
だ
さ
い
。

※

状
況
に
よ
り
工
事
予
定
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
策
と
し
て
、
常

高
寺
で
は
本
堂
の
換
気
、
座
席
間
隔
を
あ
け
る
、
消

毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
の
常
設
、
僧
侶
の
マ
ス
ク
の
着
用

等
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
に
於

か
れ
ま
し
て
も
、
ご
法
事
等
の
際
は
、
マ
ス
ク
の
着

用
や
手
洗
い
の
励
行
等
、
感
染
対
策
へ
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

第１号 あまね ８

自宅待機が推奨される中、布教師さんたちの間で動画サイト「YouTube」を介した法話の輪が
広がっています。おすすめのものを紹介します。

◇「しまなみ法話チャンネル８」で検索。
今治市大三島、万福寺の僧侶である浅野執持さんの法話チャンネルです。常高寺

でも何度もご法話をしていただいており、私も大変お世話になっております。
常高寺の前住職の仏教漫画についても少し取り上げてくださっています。
※右のQRコードからでも入れます

（お勧めです！）


