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坐禅会

毎月第I釘2日限日

6時開始。
( 6月、 9月は6時

間l始です)

新
年
の
ご
挨
拶

本
年
は
十
二
支
中
第
五
位
辰
年
に
当
た
り
ま
す
。

辰
は
能
に
当
て
ら
れ
、
能
は
凹
箆
似
の

一
で
想

像
上
の
動
物
で
す
。
鱗
や
向
、
鋭
い
爪
を
持
ち
中

国
で
は
王
者
に
関
す
る
呼
称
に
用
い
ら
れ
、
能
顔

龍
床
等
の
誼
聞
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
護
法
の
釜

献
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
春
三
月
天
に
登

り
秋
に
は
深
淵
に
潜
む
と
さ
れ
、
勢
い
の
よ
い
鰹

が
険
し
い
滝
を
登
る
と
龍
と
化
し
て
昇
天
す
る
と

い
わ
れ
ま
す
。
笠
竜
門
の
故
事
は
こ
れ
に
由
来
し

ま
す
。

昨
年
は
来
日
本
大
震
災

。
補
応
の
原
発
事
故

台
風
と
災
窓
口
の
と
て
も
多
い
年
で
し
た
。
と
り
わ

け
て
そ
の
被
災
地
の
再
興
と
、
被
災
さ
れ
た
人
々

が
悲
痛
か
ら
立
ち
上
が
り
、
再
生
の
道
を
進
め
ら

れ
る
こ
と
を
心
よ
り
祈
る
ば
か
り
で
す
。

本
年
は
龍
の
年
、
昇
竜
の
勢
い
に
あ
や
か
り
た

い
も
の
で
す
。
新
年
に
当
た
り
、
坂
村
真
民
先
生

の
素
晴
ら
し
い
誌
が
あ
り
ま
す
。
下
に
揚
げ
ま
す

の
で
読
ん
で
下
さ
い
。

言IJ住
住
職職

守

、永

宗

寛

守

永

俊

光

寺

族

一

同
ご詠歌(無相教会)

lE闘流のご詠歌で
す。毎月3回練習。
'1' 1回大会に山場し
ます。

日講

たのしい集いです。
説経、おはなしなど。

毎月5日の午前10時。

毎月B日9時半説経
後、般若し、経を1!~写
し納めます。

ホムペジ

五

写経会

鳥
は
飛
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

坂
村
呉
氏

鳥
は
飛
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

人
は
生
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

怒
涛
の
海
を

品
札
び
中
く
鳥
の
よ
う
に

混
沌
の
世
を
生
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

鳥
は
本
能
的
に

暗
黒
を
突
破
す
れ
ば

九
明
の
島
に
着
く
ζ

と
を
知

っ
て
い
る

そ
の
よ
う
な
人
も

一
寸
先
は
閥
で
は
な
く

え
で
あ
る
ニ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

新
し
い
年
を
迎
え
た
日
の
朝

わ
た
し
に
与
え
ら
れ
た
命
題

烏
は
飛
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

人
は
生
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

叫
州

(聞…一E
l 
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四
国
巡
礼
記

四
国
巡
礼
の
旅
も

(三
年
計
画
)
今
年
で
第
二

回
目
と
な
り
初
秋
の
黙
り
を
味
わ
い
な
が
ら
十
月

に
事
故
も
な
く
楽
し
く
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
(
参

加
者
十
九
名
)

今
回
も
昨
年
同
線
眠
気
も
党
め
や
ら
ぬ
早
朝
J

R
消
水
駅
を
出
発
し
新
幹
線
i
パ
ス
に
て
瀬
戸
大

怖
を
渡
り
徳
山
崎
、
高
知
自
動
車
道
を
経
て
第
二
十

九
番
国
分
寺
へ
向
か
い
、
午
後
十
二
時
五
分
到
着
、

走
行
距
削
片
道

一
O
六
五
加
の
旅
で
あ
る
。
遍
路

道
だ
け
で
も
歩
き
遍
路
し
た
ら
約
十

一
日
間
位
は

か
か
る
で
し
ょ
う
。
(
二
十
九
帯
1
凶
十
三
番
ま

で
)
歩
き
遍
路
時
代
か
ら

一
世
紀
余
り
今
は
文
明

の
世
の
中
、
僅
か
凶
日
間
で
往
復
で
き
る
。
年
老

い
た
者
に
は
有
り
難
い
世
の
中
で
あ
る
。
如
何
に

歩
き
遍
協
が
大
変
か
想
像
を
絶
す
る
思
い
が
し
ま

す
。今

年
も
弘
法
大
仰
と
「
同
行
二
人
旅
」
旅
の
始

ま
り
で
あ
る
。
今
回
は
寺
か
ら
寺
の
距
離
聞
が
長

い
所
が
多
く
、
遡
る
寺
数
も
昨
年
の
半
数
で
あ
っ

た
が
四
国
の
西
南
端
大
自
然
に
恵
ま
れ
た
美
し
い

海
岸
沿
の
景
勝
地
を
堪
能
し
な
が
ら
迎
る
コ

l
ス、

中
で
も
坂
本
龍
馬
の
銅
像
や
桂
浜
の
景
観
は
素
晴

ら
し
く
美
し
い
場
所
で
あ
り
、
正
に
仏
道
の
理
想

の
勝
地
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。
美
し
い
自
然
を

持
す
る
と

一
つ
の
煩
悩
が
消
え
去
る
地
に
も
見
え

た
。人

間
に
は
八
十
八
の
煩
悩
が
あ
り
霊
場
八
十
八
ケ

所
廻
る
事
に
よ

っ
て
煩
悩
を

一
つ

一
つ
取
り
除
き

願
い
が
叶
う
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

心
と
身
と

体
を
磨
き
此
の
世
に
生
き
て
い
る
町
昔
、
ひ
と
供
に
自

分
自
身
を
見
つ
め
直
し
、
素
直
な
気
持
ち
で
、
向

か
い
合
い
、
人
生
の
潤
い
を
求
め
な
が
ら
廻
る
巡

礼
で
あ

っ
た
。
今
回
の
旅
は
巡
礼
と
観
光
が
共
存

し
合
い
、
現
世
と
仏
が
交
差
し
な
が
ら
味
合
い
深

い
解
放
感
あ
ふ
れ
る
楽
し
い
旅
で
も
あ
り
ま
し
た
。

附
和
初
則
の
頃
ま
で
は

「
辺
土
」
と
呼
ば
れ
交

通
事
情
も
悪
く
今
日
の
よ
う
に
手
軽
に
は
行
け
な

か
っ
た
。
今
で
は
そ
の

心
理
的
抵
抗
は
希
簿
に
な
っ

て
い
る
が
、
何
処
で
倒
れ
て
も
大
師
繰
の
も
と
へ

行
け
る
械
に
と
死
装
束
で
あ
り
、
そ
の
促
え
方
も

明
る

い
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か

っ
た
。
だ
が
時
代
と

供
に
観
光
化
へ
の
道
を
歩
み
始
め
、
今
日
で
は
凹

国
観
光
の

一
途
に
な
り
、
歴
史
の
町
か
ら
観
光
の

町

へ
と
歩
み
、
際
巾
ん
の
而
川
口
"
を
偲
び
な
が
ら
白
装

束
に
、
革
鮭
金
剛
杖
と
先
祖
代
々
か
ら
伝
わ
る
歩

き
遍
路
も
今
は
車
遍
路
の
時
代
と
な
り
ま
し
た
。

大
切
な
歴
史
の
姿
が

(大
師
遍
路
像
)
徐
々
に

日
の
前
か
ら
消
え
去
り
、
文
明
時
代
と
は
一一面
え
、

フ
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大
切
な
姿
こ
そ
何
時
ま
で
も
後
世
に
引
き
継
ぎ
逃

し
た
い
も
の
で
あ
る
。

旅
の
終
わ
り
に
、
亡
き
母
の
念
願
で
も
あ

っ
た

凶
国
巡
礼
も
同
う
事
な
く
、
此
の
世
を
去
っ
た
母

の
念
願
を
来
た
す
の
も
子
の
務
め
と
思
い
、
遍
曲
師

に
参
加
さ
せ
て
紋
き
納
経
掛
川相
を
造
り
巡
礼
の
お

土
産
と
思
い
仏
前
に
備
え
供
養
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
も
皆
様
と
供
に
歩
い
た
巡
礼
の
お
陰
で
す
。

人
は
皆
凶
苦
を
抱
え
此
の
世
に
生
き
て
い
る
。
今

回
の
旅
は
そ
の
四
苦
か
ら
も
解
き
縦
す
よ
う
な
、

素
哨
ら
し
い
巡
礼
、
全
て
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る

旅
で
も
あ
り
、
今

一
度
生
き
て
い
る
喜
び
を
大
切

に
生
か
し
、
仏
心
を
少
し
で
も
学
び
余
生
を
楽
し

く
送
り
た
い
。
人
に
喜
び
十
年
せ
を
与
え
る
此
の
様

な
旅
に
ぜ
ひ
多
く
の
人
が
参
加
す
る
事
を
願
う
者

で
あ
る
。

最
後
に
四
国
は
歴
史
と
文
化
の
阿
で
あ
り
遺
跡

史
跡
が
多
く
残
さ
れ
又
遍
路
八
十
八
ケ
寺
も
四
国

の
大
き
な

一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
次
の
世
代

に
逃
す
大
切
な
泣
跡
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

古
川
源
寺
械
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

月正工IZ)ま 24 'p 

お
施
餓
鬼
会
の
報
告

毎
年
七
月
五
日
に
お
施
餓
鬼
会
の
法
要
を
営
な

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
法
袈
の
案
内
は
、
高
槻
寺
だ

よ
り
お
貧
号
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
こ
の
法

姿
に
は
近
隣
寺
院
か
ら
法
縁
寺
院
ま
で
、

二
十
数

名
の
和
尚
さ
ん
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
特
に

新
食
を
迎
え
ら
れ
る
各
家
に
お
知
ら
せ
し
て
、
御

装
位
の
供
養
を
し
、
新
た
に
ご
先
制
削
機
と
し
て
お

把
り
し
ま
す
。

左
は
昨
年
の
法
要
の
写
官
円で
す
。

E

周
源
寺
か
ら
の

お
知
ら
せ

昨
年
十

一
月
二
十
五
日
に
高
源
寺
の
寺
族
と
親

戚
に
な
る
北
矢
部
新
定
院
の
閑
栖
(
隠
居
)
和
尚

が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
享
年
九
十
六
オ
で
し
た
。

高
源
寺
の
先
々
代
、
弘
道
和
尚
の
こ
ろ
か
ら
長
〈

国
信
徒
の
方
に
御
詠
歌
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。高

源
寺
の
御
詠
歌
の
歴
史
は
五
十
年
以
上
に
な

り
ま
す
。
昭
和
三
十
年
代
に
文
部
が
編
成
さ
れ
て

以
来
新
定
院
間
柄
和
尚
に
つ
き
、
現
在
は
新
定
院

の
御
住
職
に
教
わ
っ
て
い
ま
す
。

‘，

在
り
し
日
の
先
代
了
俊
和
尚
(右
)
と

新
定
院
関
宿
和
尚

(左
)

3 
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達
磨
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要
と

壇
信
徒
先
祖
供
養

号

昨
年
十

一
月
五
日
に
腕
修
し
ま
し
た
。

お
天
気
に
山
崎
ま
れ
て
沢
山
の
方
が
幸
拘
さ
れ
ま

し
た
。
今
回
は
、
他
販
の
お
話
し
と
し
て
、

一
般

体
操
指
導
只
の
加
藤
初
代
女
史
、
常
発
士
円
投
山

占

2
3

智
江
古
史
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

「
陸
口
体
娘
」

と
し
て
、
お
口
の
機
能
を
低
下
さ
せ
な
い
た
め
に

手
軽
に
行
え
る
体
操
や
、
体
に
良
い
止
引
の
と
り

方
等
の
お
出
し
で
し
た
。

月正イ手平成 24

O
一
月
=
十
一目

o
=
月
十
五
日

o
=
一
月
十
七
日
3

二
十
三
日

O
四
月

O
四
月

五
日

八
日

O
五
月
=
十
五
日

法事年回表
平成24年

縄
原

一
族
供
養
会

五
日
関
亙
襲
会

膏
彼
岸
(
護
持
会
費
納
入
)

花
ま
つ
D
法
話
会

藩
仏
会
、
写
経
会
(
納
経
)

静
岡
東
教
区
奉
諒
大
会

{没年}

平成23年

平成22年

平成18年

平成12年

平成自年

昭和63年

昭和55年

昭和3日年

1周忌

3周忌

7回忌

13回忌

17由意

25回忌

33回忌

50回忌

-• 清
掃
事
仕

• • 

十
一
月
一
日
に
、
御
詠
歌
会
員
と
五
日
諸
に

香
加
し
て
い
る
有
志
の
方
、
二
十
数
名
が
大
掃

除
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
本
堂
、
会
館
等

大
変
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。
豆
、
男
性
の
方

も
参
加
さ
れ
て
墓
地
の

垣
根
を
苅
込
ん
で
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

4 
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