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な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
考
え
方
は
決
し
て
珍
し
い
も
の

で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る

人
は
か
な
り
の
割
合
で
お
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
は
当
教
区
の
帰
敬
式
で
法
話
を
す

る
時
、
最
初
に
前
記
の
こ
と
を
お
話
し

ま
す
。
そ
し
て
続
け
て
、
帰
敬
式
を
受

け
る
こ
と
は
決
し
て
自
分
の
お
葬
式
の

準
備
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
法
名

も
亡
く
な
っ
た
方
（
死
人
）
に
付
け
る

名
前
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
お

伝
え
し
ま
す
。
そ
の
上
で
改
め
て
、
帰

敬
式
を
受
け
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て

お
聞
き
い
た
だ
き
ま
す
。
帰
敬
式
を
終

活
の
一
環
の
よ
う
に
考
え
て
受
式
さ
れ

る
方
に
は
最
初
に
は
っ
き
り
と
「
そ
う

い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
」
と
お
伝

え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

意
味

2

●
「
本
当
の
終
活
」
と
し
て

「
終
活
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
曖

昧
で
、
自
分
の
生
涯
の
後
始
末
の
意
味

で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
遺
産
相
続
の
取

り
決
め
と
か
、
溜
め
込
ん
だ
品
々
の
断

捨
離
、
葬
儀
に
つ
い
て
の
希
望
、
と

い
っ
た
こ
と
が
内
容
の
よ
う
で
す
。
こ

の
よ
う
な
意
味
の
範
疇
で
帰
敬
式
を
受

け
取
っ
て
い
い
た
だ
き
た
く
は
な
い
の

で
、
私
は
敢
え
て
「
本
当
の
終
活
」
と

い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
人
生
の
最
期
を
迎
え
る
そ
の

時
ま
で
を
ど
う
生
き
る
か
、
特
に
「
生

き
尽
す
」
と
い
う
生
き
方
に
出
遇
え
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
し

て
い
ま
す
。

先
般
宗
派
か
ら
出
さ
れ
た
、
宗
祖
親

鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開

宗
八
百
年
慶
讃
テ
ー
マ
「
南
無
阿
弥
陀

仏

人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず

ね
て
い
こ
う
」
に
つ
い
て
、
そ
の
願
い

と
し
て
「
私
は
、
こ
の
地
、
こ
の
時
に

生
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
精

い
っ
ぱ
い
尽
し
て
生
き
た
い
。
」
と
い

う
文
言
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
「
慶
讃

テ
ー
マ
と
そ
の
願
い
」
）
。
受
け
が
た
く

こ

し
て
受
け
た
こ
の
身
を
「
精
い
っ
ぱ
い

尽
し
て
生
き
」
る
、
生
き
尽
す
こ
と
の

で
き
る
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
「
本

当
の
終
活
」
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
表

現
し
た
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は

永
ら
く
「
後
生
の
一
大
事
」
と
い
う
言

葉
で
蓮
如
上
人
の
御
文
に
示
さ
れ
て
き

た
こ
と
の
内
容
と
重
な
っ
て
く
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

●
根
源
的
要
求

「
後
生
の
一
大
事
」
と
い
う
言
葉
を

聞
く
と
、
そ
れ
は
死
ん
で
か
ら
後
の
話

で
あ
っ
て
、
い
ま
の
生
活
に
は
関
係
が

な
い
、
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
す
。
し

か
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
今
生
に
悔
い

の
残
ら
ぬ
生
き
方
が
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
、
ま
さ
に
い
ま
の
生
き
方
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。

後
生
の
一
大
事
と
は
、
極
楽
に
往
生

す
る
者
に
な
れ
た
か
ど
う
か
、
信
心
を

い
た
だ
い
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
こ

と
が
問
わ
れ
る
背
景
に
は
、
授
か
っ
た

こ
の
身
を
「
精
い
っ
ぱ
い
尽
し
て
生
き

た
い
」
と
い
う
、
私
た
ち
の
根
源
的
要
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●
帰
敬
式
は
「
終
活
」
の
一
環
？

以
前
、
八
十
歳
に
近
い
男
性
の
門
徒
の

方
に
「
お
か
み
そ
り
を
お
受
け
に
な
り
ま

せ
ん
か
」
と
お
勧
め
し
た
と
き
、
即
座
に

「
そ
ん
な
気
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
分
死
ぬ

つ
も
り
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
う
お
返

事
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
同
様
に
七
十
代
の
女
性
に
お
か
み

そ
り
を
お
勧
め
し
た
ら
「
そ
ろ
そ
ろ
受
け

て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
と
は
思
う
の
で

す
が
、
受
け
る
と
却
っ
て
早
く
死
ぬ
こ
と

に
な
る
よ
う
な
気
が
し
て
」
と
い
う
お
返

事
が
返
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ど
ち
ら
の
方
に
も
共
通
す
る
の
は
、
お

か
み
そ
り
（
帰
敬
式
）
を
自
分
が
死
ん
だ

時
の
た
め
の
準
備
と
し
て
し
か
考
え
て
い



本
山
Ｈ
Ｐ
よ
り

Ｑ
．
帰
敬
式
は
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
で

す
か
？

Ａ
．
帰
敬
式
は
、
昔
か
ら
「
お
か
み
そ
り
」

と
か
「
お
こ
う
ぞ
り
」
と
い
う
名
で
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
の
前
で
「
三
帰
依
文

(

さ
ん
き
え
も
ん)

」
を
唱
和
し
、
執
行
者
か
ら
剃

刀
が
三
度
、
頭
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。
実
際
に

髪
を
剃
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
髪
を
お

と
す
こ
と
を
か
た
ど
っ
た
儀
式
で
す
。

Ｑ
．
受
式
後
は
、
ど
ん
な
生
活
を
し
た
ら
い

い
の
で
す
か
？

Ａ
．
仏
の
教
え
を
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
と
す

る
誓
い
を
立
て
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ご
本
尊

を
安
置
し
「
お
内
仏
」
の
前
に
常
に
身
を
お

く
こ
と
が
大
切
で
す
。
朝
夕
に
「
正
信
偈
」

を
お
勤
め
し
、
お
念
仏
を
申
す
よ
う
心
が
け

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
お
手
次
ぎ
の
お
寺
の

報
恩
講
を
は
じ
め
と
す
る
法
要
や
様
々
な
聞

法
の
場
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

く
な
っ
た
時
に
必
要
に
な
る
名
前
な
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
間
の
法
（
も
の

の
見
方
、
考
え
方
、
感
じ
方
）
し
か
知

ら
ず
、
そ
れ
の
み
に
拠
っ
て
生
き
て
き

た
者
が
、
阿
弥
陀
の
法
に
出
遇
い
、
改

め
て
自
身
が
拠
る
べ
き
法
と
し
て
そ
れ

を
生
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
新
し

い
い
の
ち
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
の

意
味
で
す
。

ま
た
法
名
の
頭
に
「
釈
」
と
い
う
字

が
あ
る
の
は
「
釈
迦
族
の
」
と
い
う
意

味
で
、
同
族
に
連
な
る
者
同
士
と
い
う

関
係
が
開
か
れ
て
い
き
ま
す
。
世
間
で

の
有
り
様
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
男
女
、
老

少
、
賢
愚
、
ま
た
人
種
、
民
族
、
思
想

信
条
と
い
っ
た
差
異
（
ち
が
い
）
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
超
え
て
、
ひ
と
し

く
「
念
仏
称
え
る
べ
し
」
と
呼
び
か
け

ら
れ
る
同
朋
・
同
行
で
あ
る
こ
と
が
、

法
名
の
相
（
す
が
た
）
に
よ
っ
て
現
さ
れ

て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
多
く
の
人
が
帰
敬
式
を
受
け

て
、
法
名
を
授

か
っ
て
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
に
。

完
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求
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
誰

も
が
こ
の
要
求
を
抱
え
て
生
き
て
い
ま

す
。
た
だ
し
こ
の
要
求
に
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
あ
っ
て
も
、
方
向
が
定
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
。
求
め
る
思
い
は
あ
っ
て
も

「
結
局
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ

う
」
と
い
う
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
教
え
は
、
私
た
ち
の
根

源
的
要
求
に
対
し
て
「
念
仏
し
て
浄
土

に
往
生
す
べ
し
」
と
い
う
方
向
を
与
え

て
く
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
の
世
界
に

目
覚
め
、
阿
弥
陀
の
世
界
に
生
ま
れ
た

い
と
い
う
願
い
に
生
き
る
こ
と
、
そ
れ

こ
そ
が
私
た
ち
の
根
源
的
要
求
に
真
に

応
え
る
道
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
仏
弟

子
に
な
る
こ
と
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

●
法
名
が
現
す
こ
と

帰
敬
式
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
授

け
ら
れ
る
「
法
名
」
は
仏
弟
子
と
し
て

の
新
し
い
名
前
で
す
。
新
し
い
名
前
が

付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人

の
中
に
新
し
い
い
の
ち
が
誕
生
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
決
し
て
、
亡

Ｑ
．
法
名
は
ど
う
や
っ
て
つ
け
て
い
た
だ
く

の
で
す
か
？

Ａ
．
「
法
名
」
に
は
真
宗
本
廟
（
東
本
願

寺
）
で
選
定
さ
れ
た
法
名
（
本
山
選
定

法
名
）
と
お
手
次
の
お
寺
の
住
職
に
つ
け
て

い
た
だ
く
法
名
（
住
職
選
定
法
名
）
が
あ
り

ま
す
。
帰
敬
式
を
受
け
よ
う
と
さ
れ
る
際
に

は
、
事
前
に
住
職
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
帰
敬
式
は
ど
こ
で
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
か
？

Ａ
．
帰
敬
式
は
、
真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）

で
受
式
で
き
ま
す
。
基
本
的
に
毎
日
行
わ
れ

ま
す
。

ま
た
、
各
別
院
・
教
務
所
・
お
寺
で
受
式

で
き
ま
す
。
小
松
大
聖
寺
教
務
所
で
は
、
今

年
度
は
９
月
６
日
（
金
）
に
帰
敬
式
が
行
わ

れ
ま
す
。
お
手
次
の
お
寺
や
教
務
所
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

※

小
松
大
聖
寺
教
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
帰
敬

式
の
こ
と
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
是
非
ご
覧

く
だ
さ
い
。

帰
敬
式
Ｑ
＆
Ａ

小松大聖寺教区ＨＰ

QRコード



次
世
代
に
引
き
継
ぐ

機
会
に
恵
ま
れ
て

小
松
市
二
ツ
梨
町寺

内
英
二
さ
ん

寺
内
さ
ん
は
、
息
子
さ
ん
が
家
を
建

て
る
に
あ
た
り
、
お
内
仏
を
息
子
さ
ん

宅
に
移
し
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
若
い

世
代
に
お
寺
の
こ
と
や
お
内
仏
の
あ
る

生
活
を
引
き
継
い
で
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
す
。

「
お
寺
や
お
内
仏
の
あ
る
生
活
は
日

本
の
文
化
だ
と
思
い
ま
す
し
、
自
然
に

ゆ
っ
く
り
と
時
間
が
な
が
れ
て
、
そ
れ

に
身
を
ゆ
だ
ね
る
よ
う
な
生
き
方
に
な

る
。
そ
う
い
う
生
き
方
は
仏
様
の
教
え

に
沿
う
の
で
は
な
い
か
な
。
文
化
を
絶

や
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
の
で
、
息
子

に
お
内
仏
を
渡
せ
て
よ
か
っ
た
で
す
し
、

気
持
ち
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
で
自
分
が
帰
敬
式
を
受
け
る

の
が
い
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。
帰
敬
式
を
受
け
て
の
感

想
を
尋
ね
る
と
「
お
か
み
そ
り
を
受
け

て
ひ
と
つ
の
区
切
り
に
な
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
肩
の
荷
が
お
り
た
よ
う
な
、

4

い
た
だ
い
た
法
名
は
子
ど
も
た
ち

に
見
せ
て
か
ら
片
付
け
る
つ
も
り
で
、

手
元
に
お
い
て
い
る
そ
う
で
す
。
本

山
か
ら
の
法
名
に
は
読
み
方
や
出
典

の
お
経
、
そ
の
意
味
な
ど
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
「
意
味
を
読
ん
で
、
い

い
法
名
を
い
た
だ
い
た
な
あ
と
思
い

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
も
、
法
名
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
伝
え

て
お
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
先
の
こ

と
を
考
え
る
と
、
お
墓
の
こ
と
や
家

の
こ
と
な
ど
娘
二
人
と
話
す
こ
と
は

い
ろ
い
ろ
と
あ
り
そ
う
で
す
」
と
恭

子
さ
ん
は
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

帰
敬
式
を
受
け
て
、
長
年
気
に
か

け
て
い
た
こ
と
が
一
つ
片
付
い
た
と

笑
顔
の
お
二
人
で
し
た
。

心
が
軽
く
な
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
」
と

応
え
ら
れ
ま
し
た
。

大
聖
寺
地
区
東
組
の
世
話
方
を
さ
れ

て
い
る
寺
内
さ
ん
。
コ
ロ
ナ
禍
で
で
き

な
く
な
っ
て
い
た
組
講
を
す
る
に
あ
た

り
、
段
取
り
な
ど
苦
労
さ
れ
た
そ
う
。

「
一
度
や
め
て
し
ま
う
と
、
戻
す
の
は

大
変
。
お
寺
の
役
員
な
ど
も
同
じ
で
す
。

先
日
、
他
の
役
員
と
協
力
し
て
、
町
内

の
門
徒
の
み
な
さ
ん
を
公
民
館
に
集
め

て
話
を
し
た
ん
で
す
。
お
寺
に
は
家
族

を
納
骨
し
て
い
ま
す
し
、
み
ん
な
で

守
っ
て
い
く
た
め
に
お
寺
の
役
員
の
順

番
が
ま
わ
っ
て
き
た
ら
引
き
受
け
る
と

い
う
こ
と
を
納
得
し
て
も
ら
い
ま
し

た
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

大
事
な
も
の
、
大
事
な
こ
と
を
若
い

世
代
に
渡
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い

が
伝
わ
る
お
話
で
し
た
。
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お
か
み
そ
り
が
ず
っ
と
心
に

小
松
市
安
宅
町

中
村
敏
治
さ
ん

恭
子
さ
ん

中
村
さ
ん
夫
妻
は
、
若
い
と
き
に

「
お
か
み
そ
り
は
死
ん
だ
時
で
は
な
く
、

生
き
と
る
間
に
す
る
も
ん
や
」
と
聞
か

さ
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。
小
松
市
内
で

は
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
三
十
年
程
前
に
京
都
へ
出

か
け
る
こ
と
が
あ
り
、
本
山
で
お
か
み

そ
り
を
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
受
付
が

間
に
合
わ
ず
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
心
の

隅
に
あ
り
、
お
手
次
の
お
寺
や
恭
子
さ

ん
の
ご
実
家
の
お
手
次
に
も
問
い
合
わ

せ
ま
し
た
が
、
そ
の
機
会
が
な
く
時
間

が
経
っ
て
い
ま
し
た
。
今
年
は
、
敏
治

さ
ん
の
喜
寿
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
記
念

に
是
非
と
受
付
開
始
の
初
日
に
教
務
所

に
申
し
込
ん
だ
そ
う
で
す
。

帰
敬
式
で
は
敏
治
さ
ん
が
『
誓
い
の

辞(

こ
と
ば)
』
を
読
ま
れ
ま
し
た
。

教
区
帰
敬
式
（
２
０
２
３
年
９
月
１
日
）

受
式
者
に
聞
き
ま
し
た

インタビューを受ける
寺内英二さん

「誓いの辞」を朗読する
中村敏治さん
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令和６年能登半島地震について

２０２４年１月１日に発生した令和６年能登半島地震によりまして、
被害に遭われました皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
被害の把握状況と本山・教区の対応等についてご報告します。

【被害状況】（2/2現在）

（１）能登教区（全寺院数353ヵ寺）
◇確認済み寺院数349ヵ寺（未連絡寺院数4ヵ寺）
•被害報告が報告されている寺院数：310ヵ寺
内、本堂の大規模被害 寺院数：72ヵ寺
内、庫裡の大規模被害 寺院数：69ヵ寺

•被害状況不明と報告されている寺院数：23ヵ寺
•被害なしと報告されている寺院数：16ヵ寺

（２）小松大聖寺教区（全寺院数128ヵ寺）
•被害が報告されている寺院数：17ヵ寺
（本堂の内壁破損、ご本尊倒れ、瓦・樋落下、灯篭破損
・転倒、山門等の被害）※教務所報告件数

その他、金沢、福井、新潟、京都の被害報告があります。
詳細は、真宗大谷派（東本願寺）ホームページ「令和6
年能登半島地震について（随時更新）」、小松大聖寺教
区公式ライン等でご確認ください。

救援金ご協力のお願い

【救援金口座】郵便振替口座番号 00920-3-203053

【加入者名】真宗大谷派

※通信欄に「令和６年能登半島地震」とご記載ください。

宗派として救援金を勧募しております。
皆様からの温かいご支援をお願いします。

【小松大聖寺教区の対応】

教区役職者会議の開催（1/5）災害支援に関する懇談会
の開催（1/24）教区災害対策救援本部の開催（1/29）

・能登教区への見舞金100万円を決定。
・教区内への救援金勧募
①教務所及び教務支所に募金箱を設置。
②教区内寺院へ救援金振込用紙（本山の救援金口
座）と募金箱を送付、救援金を勧募いただく。

③各組門徒会・関係団体等においても募金の協力を
お願いをする。

【おてらcaféの開催】

教区ボランティア有志による、おてらcafé開催。

趣旨：加賀市・小松市・能美市などの温泉旅館に2次避
難されている方々に、少しでも寄り添い、心落ち着く
場を提供していきます。

第1回 2月11日（日）13:30～16:00
会場：山代温泉專光寺

第2回 2月22日（金）13:30～16:00
会場：山代温泉專光寺

第3回 3月2日（土）13:30～15:30
会場：片山津温泉成善寺

【現地の声を聴く会の開催】

趣旨：前を向いていこうとされている方々を少しでも
支援したいという思いから、実際に被災されたご住職
に、現地の状況や今後の課題など、生の声を聴かせて
いただきます。私たちができる支援のあり方を共に考
え、行動していきましょう。

日時 3月6日（水）
小松会場 10:00～12:00
会場：小松大聖寺教務所 講堂

加賀会場 14:00～16:00
                     会場：大聖寺教務支所 本堂

講師 西山郷光氏（珠洲市飯田町西勝寺住職・
元小松教区駐在教導）

塚本眞如氏（珠洲市高屋町圓龍寺住職）
※山代温泉旅館に２次避難されている

第2回おてらCaféチラシ

各寺院・門徒会・
関係団体の募金箱

おてらCafé参加者の様子

各門徒会も募金の協力



●
懇
志
に
よ
る
教
団

昨
年
は
本
山
に
て
宗
祖
誕
生
八
五

〇
年
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
の
慶
讃
法

要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
要

を
迎
え
る
に
あ
た
り
本
山
で
は
教
化

事
業
の
一
つ
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た

「
教
化
伝
道
研
修
」
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
研
修
は
全
国
の

各
教
区
か
ら
一
人
が
選
出
さ
れ
３
泊

４
日
を
６
回
、
一
年
半
か
け
て
行
わ

れ
、
私
は
旧
小
松
教
区
か
ら
参
加
す

る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
コ
ロ

ナ
禍
の
時
期
と
重
な
り
規
制
が
多
い

中
、
遠
近
各
地
よ
り

名
が
本
山
に

集
ま
っ
て
の
研
修
で
し
た
。

6

小
松
教
区
と
大
聖
寺
教
区
は
合
併
し

ま
し
た
が
、
両
教
区
か
ら
納
め
ら
れ

た
相
続
講
金
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

●
僧
伽(

さ
ん
が)

こ
の
研
修
で
最
初
に
確
認
さ
れ
た

の
は
、
参
加
し
た
僧
侶
方
に
「
あ
な

た
に
と
っ
て
教
え
は
必
要
で
す
か
」

と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
「
僧
伽
」

と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て
確

か
め
て
い
か
れ
た
時
間
で
し
た
。

「
僧
伽
」
と
い
う
文
字
を
見
る
と
わ

か
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
聞

い
た
こ
と
は
あ
る
は
ず
で
す
。
法
話

の
前
に
「
三
帰
依
文
」
を
唱
和
す
る

こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
「
仏
・

法
・
僧
」
に
帰
依
し
ま
す
と
。
こ
の

三
番
目
の
「
僧
」
が
「
僧
伽
」
で
あ

り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
言
葉
の
「
サ
ン

ガ
」
を
音
写
し
て
「
僧
伽
」
に
な
り
、

文
字
だ
け
を
見
る
と
現
在
の
僧
侶
を

思
い
浮
か
べ
る
か

と
思
い
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
く

「
教
え
を
聞
い
て
い
く
人
の
集
ま

り
」
と
い
う
意
味
合
い
に
な
り
ま
す
。

私
の
中
で
は
「
僧
」
よ
り
も
仏
教
の

根
本
的
な
「
仏
」
と
「
法
」
が
大
事

だ
と
決
め
つ
け
て
い
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
「
仏
」
「
法
」
の
二
つ
が
無

け
れ
ば
仏
教
そ
の
も
の
も
な
く
真
宗

の
教
え
も
当
然
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
が

「
仏
」
「
法
」
が
現
在
ま
で
伝
わ
っ

て
き
た
歴
史
を
誰
が
証
明
し
て
き
た

か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
「
僧
伽
」
の

存
在
で
あ
る
。

安
田
理
深
先
生
の
講
義
集
の
中
に

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
「
仏
は
助

け
る
衆
生
、
僧
は
助
か
っ
た
衆
生
で

あ
る
。
助
か
っ
た
衆
生
が
な
く
な
っ

た
と
き
は
、
助
け
る
仏
も
な
く
な
っ

た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
助

か
っ
た
も
の
が
助
け
る
も
の
の
現
存

を
証
明
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
釈
尊

は
教
え
を
説
き
、
そ
の
お
姿
を
仰
い

で
頷
い
て
い
か
れ
た
人
の
言
葉
が
事

実
と
な
っ
て
い
く
。
「
教
法
」
が
ど

う
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
は
な
く

「
僧
伽
」
と
し
て
い
た
だ
い
て
、
仰

い
で
い
か
れ
た
事
実
の
ほ
う
が
も
っ

と
大
切
で
あ
る
と
教
え
て
い
た
だ
き

本
山
は
懇
志
教
団
と
言
わ
れ
て
お

り
、
全
国
の
ご
門
徒
さ
ん
か
ら
の
浄

財
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
世
界
最

大
の
木
造
建
築
に
も
関
わ
ら
ず
拝
観

料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
で
も
、
ど

な
た
で
も
お
参
り
が
で
き
る
の
が
東

本
願
寺
で
あ
り
ま
す
。
ご
門
徒
と
言

う
と
、
お
寺
に
住
む
者
は
含
ま
れ
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
お
寺
に
住
む

者
も
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
聞
く
門
徒

の
一
人
で
あ
り
ま
す
。

開
催
に
あ
た
り
、
研
修
長
か
ら
は

「
会
っ
た
こ
と
も
な
い
お
じ
い
ち
ゃ

ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
達
や
全
国
の
多

く
の
ご
門
徒
さ
ん
は
そ
の
浄
財
が
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
分
か
ら

な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
研
修
は
全
国

の
方
の
力
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い

る
」
と
、
言
わ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
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法
話
の
ペ
ー
ジ
で
す
。
「
函
蓋
相
称
」
と
は
、
曇
鸞
大
師
が
、

函
（
は
こ
）
と
蓋
（
ふ
た
）
が
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
、

如
来
の
御
心
と
衆
生
が
出
遇
っ
て
い
る
状
態
を
喩
え
た
言
葉
。

函

称

相

蓋

か
ん

が
い

そ
う

し
ょ
う

小
松
大
聖
寺
教
区
第
２
組

真
成
寺

杉
浦
真
信

住
職

ブッポウソウ

29



て
は
「
お
講
」
の
歴
史
と
非
常
に
似

て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

「
お
講
」
は
ま
さ
に
「
僧
伽
」
で
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
改
め
て
実
感
し

た
の
は
「
お
講
」
の
主
体
が
寺
で
は

な
く
、
ご
門
徒
さ
ん
と
い
う
の
は
全

国
に
誇
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「
僧
伽
」
は
集
ま
り
で
あ
り
、
一
人

で
聞
い
て
い
く
の
は
「
僧
伽
」
と
は

言
わ
な
い
そ
う
で
す
。
他
者
と
共
に

聞
い
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、

一
人
で
聞
い
て
い
く
こ
と
も
決
し
て

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
人
で

の
聞
き
方
に
は
蓮
如
上
人
が
言
わ
れ

る
よ
う
に
「
得
手
」
に
法
を
聞
く
、

つ
ま
り
自
分
の
都
合
の
良
い
聞
き
方

に
陥
り
易
い
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
し
た
。

私
達
は
真
宗
の
教
え
に
出
会
う
前
に
、

人
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
事
実
が
あ
り

ま
す
。
詩
人
の
相
田
み
つ
を
さ
ん
の

「
自
分
の
番

い
の
ち
の
バ
ト
ン
」
と

い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。

父
と
母
で
二
人

父
と
母
の
両
親
で
四
人

そ
の
ま
た
両
親
で
八
人

こ
う
し
て
か
ぞ
え
て
ゆ
く
と

十
代
前
千
二
十
四
人

二
十
代
前
で
は
・
・
・
・
？

な
ん
と
百
万
人
を
超
す
ん
で
す

過
去
無
量
の

い
の
ち
の
バ
ト
ン
を
受
け
つ
い
で

い
ま
こ
こ
に

自
分
の
番
を
生
き
て
い
る

そ
れ
が

あ
な
た
の
い
の
ち
で
す

そ
れ
が

わ
た
し
の
い
の
ち
で
す

●
お
講

今
、
私
が
あ
る
の
は
こ
の
い
の
ち
の

つ
な
が
り
が
途
切
れ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
当
教
区
に
お
い
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●
「
師
と
は
眠
ら
せ
な
い
人

友
と
は
酔
わ
せ
な
い
人
」

そ
こ
で
「
師
友
」
と
呼
べ
る
存
在

と
出
遇
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持

ち
ま
す
。
研
修
で
講
師
が
宮
城
顗
氏

の
「
師
と
は
眠
ら
せ
な
い
人
、
友
と

は
酔
わ
せ
な
い
人
」
と
い
う
言
葉
を

引
用
し
て
、
何
度
も
繰
り
返
し
言
わ

れ
ま
し
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
私
は
教

え
に
対
し
「
分
か
っ
た
」
と
認
識
し

た
ら
そ
こ
で
歩
み
が
止
ま
り
腰
を
下

ろ
し
眠
り
こ
け
、
自
己
満
足
に
酔
っ

て
し
ま
い
や
す
い
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
私
の
背
中
を
叩
い
て
く
れ
る
存
在

が
や
は
り
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

「
お
講
」
で
は
、
そ
の
場
に
身
を
運

ぶ
よ
う
き
っ
か
け
を
作
っ
て
く
だ

さ
っ
た
方
や
、
教
え
に
生
き
る
人
と

の
出
会
い
の
中
で
法
の
確
か
さ
に
触

れ
、
そ
し
て
自
ら
が
導
か
れ
て
い
く
。

共
に
教
え
を
聞
く
仲
間
や
先
生
と

「
師
友
」
と
呼
び
合
え
る
関
係
性
が

今
ま
で
無
数
に
う
ま
れ
、
念
仏
者
に

よ
り
「
お
講
」
が
守
ら
れ
て
き
ま
し

た
。し

か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、
次

世
代
の
担
い
手
が
中
々
見
つ
か
ら

ず
今
後
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
こ

と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、

こ
の
地
域
で
は
真
宗
の
教
え
が
間

違
い
な
く
「
お
講
」
に
よ
り
受
け

継
が
れ
、
時
代
時
代
で
活
き
た
教

え
と
し
て
人
を
通
し
て
伝
わ
っ
て

き
て
お
り
、
こ
の
大
切
な
場
を
次

に
引
き
継
ぐ
役
割
が
今
を
生
き
て

い
る
私
達
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
題
は
単
に
主
催
さ
れ
る
ご

門
徒
さ
ん
達
だ
け
で
な
く
、
も
っ

と
衣
を
着
た
僧
侶
方
も
向
き
合
っ

て
い
く
必
要
性
が
あ
り
、
私
の
こ

れ
か
ら
の
大
事
な
問
題
と
し
て
関

わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

土
徳
的
に
昔
か
ら
「
お
講
」
が

身
近
に
あ
っ
た
こ
と
に
慣
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

県
外
か
ら
入
寺
し
て
き
た
私
に
は

驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ

け
大
事
な
場
で
あ
る
と
他
教
区
の

方
と
交
流
す
る
中
で
も
再
認
識
し

ま
し
た
。



今
年
１
月
１
日
午
後
４
時
過
ぎ
、
能

登
を
震
源
と
す
る
地
震
が
起
き
ま
し

た
。
加
賀
地
方
も
大
き
く
揺
れ
被
害

が
あ
り
ま
し
た
。
▼
１
月
３
日
の
中

日
新
聞
に
、
加
賀
地
区
の
大
型
商
業

施
設
に
水
や
保
存
食
を
買
い
込
む
お

客
さ
ん
が
詰
め
か
け
た
と
報
じ
て
い

ま
し
た
。
思
い
出
す
の
は
２
０
２
０

年
に
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
蔓
延
で
す
。
当
初
、
マ
ス
ク
や

消
毒
液
が
不
足
し
て
、
多
く
の
人
が

我
先
に
買
い
求
め
て
い
ま
し
た
。
今

か
ら
思
い
返
せ
ば
、
わ
ず
か
１
～
２

か
月
の
事
で
し
た
。
▼
４
日
の
ラ
ジ

オ
放
送
で
、
七
尾
市
で
自
ら
も
自
宅

が
被
害
に
遭
い
な
が
ら
炊
き
出
し
で

暖
か
い
食
事
を
提
供
し
て
い
る
方
の

お
話
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。
▼
真
宗

本
廟
に
お
い
て
立
教
開
宗
八
〇
〇
年

の
慶
讃
法
要
か
ら
早
１
年
が
経
と
う

と
し
て
い
ま
す
。
真
宗
門
徒
と
し
て

宗
祖
親
鸞
聖
人
が
顕
か
に
さ
れ
た
お

念
仏
の
教
え
を
確
か
め
ら
れ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。
仏
法
と
い
う
鏡
に
映

る
自
身
は
一
体
ど
ん
な
姿
な
の
で

し
ょ
う
か
。
（
Ｙ
）

真宗入門講座

「御文」のこころ
講 師 出雲路修氏

（加賀市毫攝寺前住職）

●毎月第４金曜日

3/22 4/26 5/24
6/28 7/26 8/23 9/27

時 間 午後6時～8時

持ち物 真宗聖典、念珠

会 場 小松大聖寺教務所

（小松市小馬出町26）

聴講料 500円

問合せ 小松大聖寺教務所
（0761-22-0555）

十二日講
毎月12日

●午前9時30分～11時30分

大聖寺教務支所常葉会館

（加賀市大菅波町フ8番1号）

聞 法 会

広報「まいろっさ」第二号 2024年 3月 15日 発刊

小松大聖寺教務所 常磐会館

（小松市小馬出町26）

聞 法 会

8

示談講
隔月20日前後

●午後1時30分～3時30分

江戸時代から続く信仰の歴史に参加してみませんか？

「蓮如上人御影道中」自主参加者募集（申込締切 2024年4月1日）

東本願寺 → 吉崎別院（福井県あわら市）
４月１７日～２３日 約240km

吉崎別院（福井県あわら市）→ 東本願寺
５月 ２日～ ９日 約280km
蓮如上人による北陸教化のご苦労とその

徳を偲ぶ「蓮如上人御忌法要」が、毎年４
月２３日から５月２日まで、吉崎別院で勤まります。ぜひお参りください。

(お問い合わせ) 真宗大谷派 吉崎別院 0776-75-1904 ※左記QRコードからもアクセスできます

日曜講座
毎月第１・第３日曜日

●午前9時30分～11時

4月

7日 小松市正勸寺 加藤正現氏

21日 小松市遠慶寺 加藤雅輝氏

5月

5日 能美市稱佛寺 滋野井光氏

19日 能美市靜光寺 伊藤俊作氏

6月

2日 能美市靜照寺 白城真史氏

16日 能美市誓立寺 林拡氏

4月 福井教区 託願寺 牧野豊丸氏

5月 能登教区 淨願寺 竹原了珠氏

6月 教区主事 結城光陽氏

3月

22日 小松市浄誓寺 中谷寧氏

5月

22日 加賀市燈明寺 冨樫誓子氏

編
集
だ
よ
り

小松大聖寺教区のホーム

ページもご活用ください
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