
まことのことば たよりとするものが何一つなくなり、空っぽになったときにはじめて底にあるものがみえてくる （林　暁宇）

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

帯
広
市  

大
昭
寺
住
職

中
　
野
　
誠
　
二

　
今
回
は
前
号（
二
〇
二
四
年
十
一
月
号
）ま
で
に
述

べ
た
こ
と
を
と
お
し
て
、「
正
信
偈
」に
あ
る
親
鸞
聖
人

の「
如
来
所
以
興
出
世
　
唯
説
弥
陀
本
願
海
」（
真
宗

聖
典
第
二
版
二
二
七
頁〔
初
版
二
〇
四
頁
〕）の
お
言

葉
を
た
ず
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。こ
の
言
葉
の
も
と
は

『
仏
説
無
量
寿
経
』に
あ
り
ま
す
。

　
如
来
、無
蓋
の
大
悲
を
以
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま

　
う
。世
に
出
興
し
た
ま
う
所
以
は
、道
教
を
光
闡
し

　
て
、群
萌
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん

　
と
欲
し
て
な
り
。

　
　
　
　
　（
真
宗
聖
典
第
二
版
八
頁〔
初
版
八
頁
〕）

　
こ
こ
で
言
う「
如
来
」と
は
、「
釈
迦
・
諸
仏
」（
真
宗

聖
典
第
二
版
二
七
八
頁〔
初
版
二
四
五
頁
〕）の
こ
と
で

す
。ま
た「
無
蓋
」と
は
蓋
が
な
い
、限
り
が
な
い
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。つ
ま
り
、仏
さ
ま
は
無
限
な
る
大
悲

心
を
も
っ
て
、我
々
の
迷
い
の
世
界
を
哀
れ
ん
で
く
だ

さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
に
、そ
の「
如
来
」が
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た
わ
け

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
ま
す
。「
道
教
」と
は
仏
道
の
教
え

の
こ
と
で
す
。こ
れ
を
廣
瀬
杲
先
生（
一
九
二
四
〜
二

〇
一
一
）は
、「
凡
夫
が
仏
に
な
る
教
え
」（
C
D
で
学
ぶ

浄
土
真
宗
③「
海
と
群
萌
」 

真
宗
大
谷
派 

名
古
屋
別

院
）と
語
ら
れ
ま
し
た
。人
が
人
に
な
る
教
え
、あ
る
い

は
仏
に
よ
っ
て
人
が
人
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
教
え
と

も
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。こ
の
自
覚

に
つ
い
て
、安
田
理
深
先
生（
一
九
〇
〇
〜
一
九
八
二
）

が
次
の
よ
う
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
仏
教
で
は
自
覚
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。だ

　
か
ら
仏
を
覚
者
と
い
う
。仏
教
は
自
覚
の
道
、人
間

　
が
人
間
を
自
覚
す
る
道
で
あ
る
。た
と
え
念
仏
と

　
か
本
願
で
助
か
る
と
い
っ
て
も
、仏
教
で
あ
る
か
ぎ

　
り
自
覚
と
い
う
意
義
を
も
つ
。

（『
安
田
理
深
講
義
集
』２「
親
鸞
に
お
け
る
主
体
の
問

題
　
信
心
」一
〇
頁 

彌
生
書
房
、二
〇
〇
〇
年
）

　「
覚
者
」と
は
目
覚
め
た
者
と
い
う
意
味
で
す
。人

間
が
人
間
自
身
を
自
覚
し
よ
う
と
し
た
ら
、都
合
の

良
い
よ
う
に
し
か
し
ま
せ
ん
。そ
れ
は「
真
実
の
利
」に

よ
っ
て
恵
ま
れ
る
も
の
で
す
。親
鸞
聖
人
は
こ
の「
真

実
の
利
」に
つ
い
て
、「
弥
陀
の
誓
願
を
も
う
す
な
り
」

（
真
宗
聖
典
第
二
版
六
六
四
頁〔
初
版
五
四
二
頁
）と

註
釈
さ
れ
ま
し
た
。つ
ま
り
、弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て

我
々
衆
生
を
済
度
す
る
と
い
う
の
で
す
。で
す
か
ら

「
道
教
を
光
闡
し
て
」と
は
、凡
夫
が
仏
に
な
る
、人
間

が
人
間
を
自
覚
す
る
教
え
を
あ
き
ら
か
に
し
、そ
の

本
願
念
仏
の
仏
道
に
よ
っ
て「
群
萌
」（
衆
生
）を
拯
う

と
言
わ
れ
る
の
で
す
。こ
の
経
文
の
心
が「
正
信
偈
」の

お
言
葉
の
根
底
に
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、こ
の「
群
萌
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
以

て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
」の
お
心
と
は
、ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。親
鸞
聖
人
が
著
さ
れ
た『
尊

号
真
像
銘
文
』に
は
、次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
欲
拯
群
萌
」は
、「
欲
」と
い
う
は
、お
ぼ
し
め
す
と

　
な
り
。「
拯
」は
、す
く
わ
ん
と
な
り
。「
群
萌
」は
、よ

　
ろ
ず
の
衆
生
を
す
く
わ
ん
と
お
ぼ
し
め
す
と
な

　
り
。仏
の
、世
に
い
で
た
ま
う
ゆ
え
は
、弥
陀
の
御
ち

　
か
い
を
と
き
て
、よ
ろ
ず
の
衆
生
を
た
す
け
す
く

　
わ
ん
と
お
ぼ
し
め
す
と
し
る
べ
し
。

　（
真
宗
聖
典
第
二
版
六
五
〇
頁〔
初
版
五
三
一
頁
〕）

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
群
萌
」を
解
釈
す
る

に
あ
た
っ
て
、繰
り
返
し「
よ
ろ
ず
の
衆
生
」と
い
う
言

葉
を
用
い
て
い
る
点
で
す
。「
よ
ろ
ず
」を
漢
字
に
直
す

と「
万
」で
す
が
、こ
れ
は
略
字
で
す
の
で
、も
と
の
字

で
は「
萬
」で
す
。で
す
か
ら
、「
よ
ろ
ず
の
衆
生
」を
旧

字
体
で
表
す
と「
萬
の
衆
生
」と
な
り
ま
す
。こ
の「
萬
」

と
い
う
字
に
は
、『
新
漢
語
林
』（
大
修
館
書
店
）に
よ
る

と「
さ
そ
り
。毒
虫
の
名
」の
意
味
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
聖
人
は『
正
像
末
和
讃
』の
中
で
、「
愚
禿
釈
親
鸞
」

（
十
一
月
号
参
照
）と
名
告
る
自
身
の
内
な
る
あ
り
よ

う
を
さ
そ
り
に
喩
え
て
い
ま
す
。

　
悪
性
さ
ら
に
や
め
が
た
し
　
こ
こ
ろ
は
蛇
蝎
の
ご

　
と
く
な
り

　
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
え
に
　
虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ

　
け
た
る

　（
真
宗
聖
典
第
二
版
六
二
二
頁〔
初
版
五
〇
八
頁
〕）

　
自
ら
の
心
を「
蛇
蝎
の
ご
と
く
」と
吐
露
さ
れ
ま

す
。つ
ま
り
、蛇
や
蝎
の
よ
う
に
毒
を
持
っ
て
生
き
て

い
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。悪
性
な
る
毒
は
本

来
具
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、な
く
そ
う
と
し
て
も

な
く
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。仏
果（
さ
と
り
）を

得
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
善
行
も
、煩
悩
の
毒
が

混
ざ
っ
て
し
ま
う
た
め
、す
べ
て
嘘
偽
り
の
行
だ
と
う

た
わ
れ
る
の
で
す
。

　
蛇
蝎
姧
詐
の
こ
こ
ろ
に
て
　
自
力
修
善
は
か
な
う

　
ま
じ

　
如
来
の
回
向
を
た
の
ま
で
は
　
無
慙
無
愧
に
て
は

　
て
ぞ
せ
ん

　（
真
宗
聖
典
第
二
版
六
二
三
頁〔
初
版
五
〇
九
頁
〕）

　「
姧
詐
」と
は
邪
な
偽
り
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。で

す
か
ら「
蛇
蝎
姧
詐
」も
ま
た
、毒
や
偽
り
の
心
を

も
っ
て
い
る
自
分
自
身
の
内
実
の
こ
と
で
す
。「
如
来

の
回
向
」で
あ
る
仏
さ
ま
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
念
仏

を
申
し
、そ
の
お
心
を
聞
く
こ
と
が
な
け
れ
ば「
無
慙

無
愧
」、つ
ま
り「
申
し
訳
な
い
、恥
ず
か
し
い
」と
い
う

心
が
な
い
ま
ま
に
、一
生
は
空
し
く
過
ぎ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
が
ご
自
身
の
心
を「
蛇
蝎
姧
詐
の
こ
こ

ろ
」と
言
い
得
た
の
は
、群
萌
を
拯
わ
ん
と
誓
う「
真

実
の
利
」、つ
ま
り
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
、嘘
偽
り
の

心
を
持
ち
無
慙
無
愧
の
我
が
身
で
あ
る
こ
と
を
よ
く

よ
く
思
い
知
ら
さ
れ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。そ
こ
に

「
愚
禿
釈
親
鸞
」と
名
告
ら
れ
た
、本
当
の
意
味
で
の

人
間
と
し
て
の
豊
か
さ
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
社
会
学
者
で
あ
り
心
理
学
者
で
も
あ
る
加
藤
諦

三 

1（
一
九
三
八
〜
）さ
ん
が
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
務
め

る
H
B
C（
北
海
道
放
送
）の
ラ
ジ
オ
番
組
に
、「
テ
レ

フ
ォ
ン
人
生
相
談
」が
あ
り
ま
す
。あ
る
回
で
加
藤
さ

ん
は
、「
私
が
私
自
身
に
な
る
こ
と
が
、人
間
の
最
大
の

責
任
で
す
」と
、お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。人
生
が
い

つ
終
わ
る
に
し
て
も
何
歳
ま
で
生
き
た
と
し
て
も
、自

身
に
お
け
る「
最
大
の
責
任
」は「
私
が
私
自
身
に
な

る
」こ
と
だ
と
言
う
の
で
す
。で
は
、「
私
が
私
自
身
に

な
る
」そ
の「
私
」と
は
、一
体
ど
の
よ
う
な「
私
」な
の

で
し
ょ
う
か
。親
鸞
聖
人
は
、「
釈
迦
・
諸
仏
」の
お
勧
め

に
よ
っ
て
本
願
念
仏
の
お
心
を
聞
き
開
き
、自
ら
が

「
愚
禿
」な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
深
く
信
知
さ
れ
ま

し
た
。そ
れ
が「
私
自
身
」の「
私
」で
あ
り
、加
藤
さ
ん

の
言
葉
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、こ
の
自
覚
こ
そ
が
聖
人

に
お
け
る「
最
大
の
責
任
」で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
ま
さ
に
、こ
の
た
び
の
慶
讃
法
要
の
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
」は
、仏
さ
ま
と
親
鸞
聖
人
か
ら
の
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
に
対
す
る
、「
あ
な
た
は
一
体
な
に
を
出
世

本
懐
と
し
、な
に
を
人
生
の
最
大
の
責
任
と
し
て
生

き
て
い
る
の
で
す
か
」と
の
限
り
な
い
問
い
か
け
に
違

い
な
い
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
完
）

人
間
が
人
間
を
自
覚
す
る
道

よ
ろ
ず
の
衆
生

人
間
の
最
大
の
責
任

謹 

賀 

新 

年

　
輪
番
事
務
取
扱

　
　

梛
野　

大
輔
（
北
海
道
教
務
所
長
）

　
責
任
役
員

　

○
金
倉　

泰
賢

　
　

新
谷
龍
一
郎

　
　

佐
古　

光
臣

　
　

荒
井　

保
明

　
常 

議 

員

　

○
加
藤　
　

亨　
　

○
宗
隆　

教
信

　
　

諏
訪　

宣
雄　
　
　

塚
本　

信
樹

　
　

生
駒　

雅
彦　
　
　

木
下　

雅
之

　
　

熊
崎　

智
浩　
　
　

田
中　

祥
子

　
　

福
本　
　

清

　
院
議
会
議
員

　

○
相
河　

孔
輝　
　

○
藤
岡　

明
良

　

○
旭　
　

正
依　
　

○
松
澤　

正
樹

　

○
桂　
　
　

励　
　

○
埴
山　

和
成

　

○
桑
谷　

一
成　
　

○
吉
田　

幸
麿

　
　

新
田　
　

守　
　
　

小
澤　
　

聡

　
　

佐
藤　

英
行　
　
　

尾
田　

泰
一

　
　

荒
木　

靖
人　
　
　

向
井　

敏
純

　
　

薮
越
百
合
子　
　
　

屋
敷　

桂
子

　
　

武
藤　
　

満　
　
　

安
藤　

信
幸

　
　

木
津　
　

勝　
　
　

鈴
木　

康
弘

　
　

三
上　

定
子　
　
　

池
田　

由
恵

　
　

二
坂　
　

徹　
　
　

倉
橋　

恒
彦

　
　

針
田
留
美
子　
　
　

脇
坂　

崇
志

　
監
　
事

　
　

梶　
　

勝
洋　
　
　

小
城　

公
明

　
本
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く

　
　
　
　
　
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
順
不
同
・
○
印　

崇
敬
寺
院
御
住
職
）

に
ょ
ら
い
し
ょ
い
こ
う
し
ゅ
っ
せ

に
ょ
ら
い

む
が
い

よぐ
ん
も
う

お
ぼ

ふ
た

あ
わ

ひ
ろ
せ
た
か
し

や
す
だ

か
く
し
ゃ

め
ぐ

ち
ゅ
う
し
ゃ
く

さ
い
ど

す
く

ぐ
ん
も
う

す
く

め
ぐ

し
ん
じ
つ

り

も
っ

お
ぼ

あ
ら
わ

よ
く
じ
ょ
う
ぐ
ん
も
う

じ
ょ
う

ぐ
ん
も
う

し
ゅ
じ
ょ
う

ぶ
つ

よ

み
だ

お
ん

し
ゅ
じ
ょ
う

し
ょ
う
ぞ
う
ま
つ
わ
さ
ん

な
　
の

た
と

あ
く
し
ょ
う

し
ゅ
ぜ
ん

ぞ
う
ど
く

じ
ゃ
か
つ

へ
び

そ
な

ぶ
っ
か

ぜ
ん
ぎ
ょ
う

う
そ
い
つ
わ

じ
ゃ
か
つ
か
ん
さ

に
ょ
ら
い

え
こ
う

む
ざ
ん
　 

む
き

か
ん
さ

よ
こ
し
ま

じ
ゃ
か
つ
か
ん
さ

む
ざ
ん

む
き

す
く

か
と
う
た
い

ぞ
うぐ

と
く

き
ょ
う
さ
ん
ほ
う
よ
う

し
ゅ
っ
せ

ほ
ん
が
い

し
ん
ち

い
つ
わ

じ
り
き
し
ゅ
ぜ
ん

さ
そ
り

と
　 

ろ

こ  

け

ぎ
ょ
う じ

ゃ
か
つ

ぐ
と
く
し
ゃ
く
し
ん
ら
ん

よ
く

り
じ
ん

す
く

め
ぐ

し
ん
じ
つ

り

も
っ

し
ゅ
っ
こ
う

ゆ
え

ど
う
き
ょ
う

こ
う
せ
ん

だ
い
ひ

も
っ

さ
ん
が
い

こ
う
あ
い

ゆ
い
せ
つ
み
だ
ほ
ん
が
ん
か
い

1
一
九
三
八
年
東
京
都
生
ま
れ
。作
家
。早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
。

四
十
年
以
上
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
つ
と
め
る
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
系

ラ
ジ
オ
番
組「
テ
レ
フ
ォ
ン
人
生
相
談
」に
出
演
中
。

（
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

新年号

旭
川
別
院
だ
よ
り

旭
川
別
院
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よ
り
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別院子ども会

法
座
・
行
事
案
内
予
定

法
座
・
行
事
案
内
予
定

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。昨
年
の
報
恩
講
に
は
、大
谷
暢
文
鍵

役
が
参
修
さ
れ
、太
田
輪
番
の
も
と「
和

暢
会
の
雅
楽
演
奏
も
あ
り
」
厳
か
に
務

ま
り
ま
し
た
。東
北
以
北
最
大
の
広
さ

の
お
御
堂
が
、
満
堂
に
成
る
ほ
ど
の
多

数
の
参
拝
者
が
あ
り
、
喜
び
に
堪
え
ま

せ
ん
、
仏
法
相
続
護
寺
の
思
い
の
賜
物

で
す
。さ
て
太
田
輪
番
に
は
昨
年
十
一

月
末
を
も
つ
て
任
期
六
カ
月
を
残
し
て

退
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
体
調
を
崩
し
て
の
こ
と
で
残
念
で
な

り
ま
せ
ん
、任
期
の
五
年
四
カ
月
の
間
、

私
共
別
院
門
徒
に
念
仏
の
教
え
を
お
導

き
頂
き
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
、
あ
り

ふ
れ
た
言
葉
で
す
が
お
礼
の
挨
拶
と
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。自
坊
に
戻
ら
れ
て

ゆ
っ
く
り
と
静
養
な
さ
れ
て
く
だ
さ

い
。次
期
輪
番
様
の
噂
は
聞
こ
え
て
来

ま
す
が
、本
山
人
事「
こ
の
原
稿
作
成
時

点
」で
は
決
定
し
て
い
ま
せ
ん
。年
頭
に

当
た
っ
て
の
挨
拶
に
は
な
り
ま
せ
ん

が
、
皆
様
に
は
今
年
も
良
い
年
で
あ
り

ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。合

掌

真
宗
大
谷
派
旭
川
別
院 

責
任
役
員

佐　

古　

光　

臣

ご
あ
い
さ
つ

「
亡
き
人
か
ら
い
た
だ
い
た
尊
い
ご
縁
に
出
あ
う
大
切
な
行
事
」

　
旭
川
別
院
で
は
、
春
と
秋
の
お
中
日（
春
分
の
日
、
秋
分
の
日
）

に
彼
岸
会
法
要
を
お
つ
と
め
し
ま
す
。彼
岸
と
は
、
覚
り
の
世
界

「
浄
土
」と
い
う
意
味
で
す
。亡
き
人
を
偲
ぶ
事
を
通
し
て
、
亡
き

人
と
出
遇
い
な
お
し
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
帰
す
べ
き
と
こ
ろ

を
定
め
よ
と
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
機
会
を
大
切
に
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
念
じ
ま
し
て
、
是
非
と
も
お
参
り
下
さ
い
ま
す

よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

時
　
間
　
　
午
後
一
時
〜

場
　
所
　
　
本
　
堂

講
　
師
　
　
菊
地
　
得
典 

氏（
湧
別
町
聖
明
寺
住
職
）

　
1
月

元
旦　

午
前
零
時　

修
正
会

17
日　

午
前
11
時　

群
萌
の
会

18
日　

午
前
10
時　

婦
人
会（
ゲ
ー
ム
大
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　

昼
食
あ
り

22
日　

午
後
１
時
30
分　

あ
ゆ
み
会

26
日　

午
後
12
時　

門
徒
新
年
会

　
２
月

１
日　

午
後
７
時　

列
座
学
習
会

７
日　

午
後
１
時　

群
萌
の
会

８
日　

午
後
１
時　

マ
ヤ
の
会

13
日　

午
後
１
時　

初
心
の
集
い

15
日　

午
後
７
時　

壮
年
会

16
日　

午
後
１
時　

同
朋
の
会

18
日　

午
後
１
時　

婦
人
会

28
日　

午
後
１
時　

定
例
法
座

未
定　
　
　
　
　
　

あ
ゆ
み
会

　
３
月

１
日　

午
後
７
時　

列
座
学
習
会

７
日　

午
後
１
時　

群
萌
の
会

８
日　

午
後
１
時　

マ
ヤ
の
会

13
日　

午
後
１
時　

初
心
の
集
い

15
日　

午
後
７
時　

壮
年
会

16
日　

午
後
１
時　

同
朋
の
会

18
日　

午
後
１
時　

婦
人
会

19
〜
21
日　

午
後
１
時　

春
季
彼
岸
会

　
　
　
　
　
（
20
日
別
院
物
故
者
追
弔
会
）

未
定　
　
　
　
　
　

あ
ゆ
み
会

列
座

列
座

列
座

列
座

畠
山　

明
光 

氏
列
座

列
座

列
座

列
座

列
座

列
座

垣
原　

智
章 

氏
列
座

畠
山　

明
光 

氏
列
座

列
座

列
座

列
座

列
座

列
座

菊
地　

得
典 

氏
列
座

春
季
彼
岸
会

令
和
七
年  
三
月
十
九
日（
水
）〜
二
十
一
日（
金
）

　旭川別院子ども会は、年三回のお寺でのお泊り会に加え、万
華鏡作りや、いちご狩りとイベントが盛りだくさんです。
　広い本堂をのびのびと走り周り、大きな声でレクリエーショ
ンを目一杯楽しむことは、お寺を身近に感じてもらえる一時で
はないでしょうか。本年もぜひ、お寺で楽しみましょう。

　
新
年
を
迎
え
関
係
各
位
皆
様
に
は
、益
々

ご
法
隆
の
こ
と
と
、お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ご
門
徒
の
皆
様
に
は
昨
年
十
一
月
末
日
を

も
っ
て
、病
気
療
養
の
為
、輪
番
の
職
を
辞
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
こ
と
、誠
に
申
し
訳

な
く
、ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
こ
と
に
、深
く
お
詫
び
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　
二
〇
一
九
年
七
月
に
輪
番
と
し
て
赴
任
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
、五
年
四
ヶ
月
に
わ
た
り
、

ご
門
徒
皆
様
を
は
じ
め
、職
員
の
皆
様
に
支

え
ら
れ
な
が
ら
、無
事
大
過
な
く
務
め
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
、重
ね
て
厚
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、在
任
中
に
は
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の

感
染
症
を
は
じ
め
、ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
ロ
シ

ア
侵
攻
、イ
ス
ラ
エ
ル
、パ
レ
ス
チ
ナ
中
東
情

勢
戦
闘
の
長
期
化
、能
登
半
島
地
震
と
豪
雨

被
害
、環
境
汚
染
に
よ
る
地
球
温
暖
化
と
自

然
災
害
な
ど
、人
間
中
心
社
会
の
限
界
と
無

力
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

り
ま
し
た
。

　
か
ね
て
よ
り
仏
の
智
慧
に
よ
っ
て
、私
達

人
間
の
邪
見
・
驕
慢
の
す
が
た
は
、聞
法
に

よ
っ
て
の
み
悲
喜
の
こ
こ
ろ
を
賜
り
、念
仏

申
す
生
活
と
と
も
に
、愈
々
聞
法
精
進
さ
せ

て
頂
く
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
ど
う
か
今
後
と
も
お
寺
に
足
を
運
ば
れ

て
、共
に
聞
法
の
身
と
な
ら
ん
こ
と
を
念
じ

な
が
ら
、退
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。

　
尚
、昨
年
十
二
月
よ
り
、列
座
主
任
で
あ
ら

れ
ま
し
た
大
野
信
氏
が
、後
任
の
輪
番
が
赴

任
さ
れ
る
ま
で
の
間
、副
輪
番
と
し
て
そ
の

職
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の

で
、宜
し
く
ご
支
援
ご
高
配
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ご　挨　拶

新
年
退
任

真
宗
大
谷
派 

旭
川
別
院 

前
輪
番

太
　
田
　
法
　
生
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仏 法

こ あ

れ れ

　
「
お
仏
供
（
お
ぶ
っ
く
）
」
（
お
仏
飯

（
お
ぶ
っ
ぱ
ん
）
）
は
仏
様
に
お
備
え
す

る
白
飯
で
、
円
筒
形
に
盛
り
固
め
ま
す

（
写
真
①
、
②
）
。
こ
の
形
は
蓮
の
実
を

模
し
た
蓮
実
形
（
れ
ん
じ
つ
け
い
）
と
言

わ
れ
ま
す
。

　
朝
の
お
参
り
の
後
に
お
仏
供
を
お
備
え

し
、
正
午
に
お
控
え
（
お
下
げ
）
し
ま

す
。
こ
れ
は
、
お
釈
迦
様
の
食
事
が
日
の

出
か
ら
正
午
ま
で
（
正
午
の
時
と
も
）
の

一
食
で
あ
り
、
そ
れ
に
則
り
お
弟
子
の

方
々
が
食
事
を
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
ま

す
。
な
お
、
ご
法
事
の
時
は
朝
の
お
参
り

の
後
に
お
備
え
し
、
ご
法
事
終
了
後
に
お

控
え
し
ま
す
。

　
花
を
さ
さ
げ
香
を
焚
き
、
ま
た
供
物
を

さ
さ
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
供
養
（
く

よ
う
）
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
先
生

は
、
供
養
と
は
「
敬
い
尊
ぶ
こ
と
」
で
あ

り
、
そ
の
尊
敬
の
心
を
表
現
す
る
た
め
に

前
述
の
こ
と
を
行
う
の
で
あ
る
と
言
わ
れ

ま
す
。
敬
い
尊
ぶ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば

「
頭
が
下
が
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
私
達
は
は
か
り
知
れ
な
い
「
い
の
ち
」

に
支
え
ら
れ
て
一
人
一
人
今
こ
こ
に
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に

自
分
の
力
で
日
々
生
き
て
い
る
と
思
う
私

で
す
。
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
思
い
に
縛
ら

れ
て
い
る
私
が
仏
様
に
わ
が
身
の
事
実
を

教
え
て
い
た
だ
く
時
、「
ご
め
ん
な
さ

い
・
あ
り
が
と
う
」
と
頭
が
下
が
る
の
で

し
ょ
う
。
お
仏
供
を
お
備
え
し
、
お
控
え

し
て
頂
く
生
活
と
は
、
敬
い
尊
ぶ
仏
弟
子

の
生
活
な
の
で
す
。

（
水
上
）

お 

仏 

供
ぶ
っ
　
　
　
く

　
令
和
七
年
一
月
二
十
六
日（
日
）正
午
よ
り
、旭

川
別
院
大
谷
ホ
ー
ル
に
お
い
て「
門
徒
新
年
会
」を

開
催
い
た
し
ま
す
。参
加
を
ご
希
望
の
方
は
旭
川

別
院
事
務
所（
☎
二
二―

二
四
〇
九
）ま
で
ご
連
絡

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〇
日
　
時
　
令
和
七
年
一
月
二
十
六
日（
日
）

　
　
　
　
　
正
午
〜
二
時
頃
ま
で

〇
場
　
所
　
旭
川
別
院
大
谷
ホ
ー
ル
一
階

〇
会
　
費
　
一
，五
〇
〇
円 ※

当
日

〇
申
込
み
〆
切
　
一
月
二
十
日（
月
）

　
鍋
を
つ
つ
き
な
が
ら
ビ
ン
ゴ
な
ど
を
楽
し
み
、

心
温
ま
る
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。皆
様
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
た
く
さ
ん
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

別
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、誕
生
会
の
特
設
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
そ
ち
ら
も

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
予
定
イ
ベ
ン
ト
】

　
⑴ 

坊
主
B
A
R（
有
料
）

　
⑵ 

新
門
徒
初
参
式

　
⑶ 

こ
ど
も
初
参
式

　
⑷ 

ビ
ン
ゴ
大
会

　
⑸ 

第
二
回
雪
駄
と
ば
し
大
会（
全
四
部
門
）　
等
々

た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
・
豪
華
景
品
を
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
令
和
七
年
四
月
よ
り「
令
和
七
年
度
　
初
心
の
集
い
」を
開
講
し
ま
す
。初
心
の
集
い
で

は
身
近
な
仏
事
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
お
り
ま
す
。「
浄
土
真
宗
」「
お
参
り
」「
お
仏

壇
」の
こ
と
な
ど
を
ご
一
緒
に
確
認
し
ま
せ
ん
か
？

〇
日
　
程
　
四
月
・
五
月
・
七
月
・
九
月
・
十
月
・
十
二
月
・
二
月
・
三
月
の
十
三
日（
計
八
回
）

〇
時
　
間
　
午
後
一
時
〜
三
時

〇
場
　
所
　
旭
川
別
院
本
堂（
時
期
に
よ
っ
て
は
一
階
広
間
）

〇
内
　
容
　
お
勤
め
・
法
話（
身
近
な
仏
事
な
ど
に
つ
い
て
）

〇
持
ち
物
　
念
珠
・
肩
衣（
か
た
ぎ
ぬ
）・
正
信
偈（
し
ょ
う
し
ん
げ
）の
お
勤
め
の
本

※

お
勤
め
の
本
を
お
持
ち
で
な
い
方
に
は
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

※

会
員
制・年
会
費
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、ど
な
た
様
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

初
心
の
集
い

報
恩
講
報
告

報
恩
講
報
告
令
和
六
年
十
一
月
一
〜
五
日

　
令
和
六
年
度
旭
川
別
院
報
恩
講
を
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。鍵
役
・

宣
心
院
殿
の
御
参
修
、御
法
中
並
び
に
雅
楽
会「
和
暢
会
」の
御
参
勤
、御
講

師
・
延
塚
知
道
氏
、中
野
誠
二
氏
の
御
出
講
、御
門
徒
の
皆
様
の
御
参
拝
を
い

た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。報
恩
講
を
厳
修
さ
せ
て

い
た
だ
く
中
に
、自
身
の
一
生
は
ど
こ
ま
で
も
聞
法
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
本
年
度
も
三
日
・
四
日
の
お
斎
は
お
弁
当

を
頂
き
ま
し
た
。ま
た
、五
日
の
お
斎
は
幌
加

内
よ
り
そ
ば
打
ち
職
人
の
方
々
に
来
院
し
て

い
た
だ
き
、幌
加
内
そ
ば
を
振
舞
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。遠
方
よ
り
お
越
し
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
な
お
、御
門
徒
の
皆
様
に
は
準
備
か
ら
多

大
な
る
御
尽
力
を
賜
り
、重
ね
て
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

合
掌

門
徒
新
年
会
の
ご
案
内

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
大
会
開
催

し
ん
ら
ん
誕
生
会

第
１
回
旭
川
別
院
輪
番
杯

　
九
月
二
十
五
日
。気
持
ち
の
い
い
秋
晴
れ
の
中
、快

音
を
響
か
せ
な
が
ら
ご
門
徒
・
別
院
職
員
が
ス
ポ
ー
ツ

を
通
し
て
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　
男
性
の
部 

優
勝
　
安
藤
　
信
幸 

さ
ん

　
女
性
の
部 

優
勝
　
塚
本
千
代
子 

さ
ん

　
優
勝
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
次
回
開
催
の
ご
案
内
を
希
望
の
方
は
、お
気
軽
に
担

当
横
井
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。た
く
さ
ん
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

二
〇
二
五
年
五
月
十
日
〜
十
一
日

【
開
催
日
決
定
！
】

か
ぎ 

や
く

せ
ん
し
ん
い
ん
で
ん

ご
ほ
っ
ち
ゅ
う

の
ぶ
つ
か  

と
も
み
ち

な
か
の
　 

せ
い
じ

わ
ち
ょ
う
か
い

盛槽（もっそう）を使って
盛り固めます〈写真①〉

仏器（ぶっき）に盛って
お備えします〈写真②〉

旭川別院だより3 ２０２５（令和７）年  新年号 No.203
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大谷さくら幼稚園幼稚園型認定こども園 旭川別院附属

＊
旭
川
別
院
附
属
大
谷
さ
く
ら
幼
稚
園
便
り
＊

　
園
庭
の
木
々
の
緑
が
、赤
や
黄
色
、橙
色
や
茶
色
に
変
化
し
、自
然
の
色
彩
の
豊
か
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
季
節
は
冬
へ･･･

。子
ど
も
達
は
雪
が
大
好
き
！
真
っ
白
な
杜
に
飛
び
出
し
、築
山
を
滑
っ
た
り
、大
き
な
雪
玉

を
作
っ
た
り
、雪
の
冷
た
さ
や
不
思
議
を
全
身
で
感
じ
て
い
ま
す
。

　
先
日
あ
る
ご
門
徒
の
家
で
お
参
り
し
た
。九
十
歳
を
越

え
る
方
で
一
人
暮
ら
し
、子
供
は
家
庭
を
持
ち
都
会
で
暮
ら

し
て
い
る
と
い
う
。お
内
仏
の
前
で
一
緒
に
お
勤
め
を
し
た

後
、身
の
上
話
を
さ
れ
る
。過
去
の
戦
時
中
の
体
験
や
ら
年

を
取
っ
て
で
き
な
く
な
っ
た
事
、子
供
や
孫
の
心
配
ま
で
。

私
自
身
は
た
だ
黙
っ
て
相
槌
を
打
ち
な
が
ら
、黙
っ
て
相
手

の
話
を
聞
く
ば
か
り
で
す
が
、ど
こ
か
上
の
空
に
聞
い
て
い

た
よ
う
に
も
思
う
。帰
り
際
に「
話
を
聞
い
て
く
れ
る
人
が

い
る
だ
け
で
有
難
い
」と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
こ
と
が
記
憶
に

残
っ
て
い
る
。い
つ
か
ご
法
話
の
中
で「
人
間
を
尊
重
す
る

と
い
う
こ
と
は
、相
手
の
話
を
最
後
ま
で
静
か
に
聞
く
こ

と
」と
い
う
安
田
理
深
先
生
の
お
言
葉
を
思
い
出
し
た
こ
と

で
あ
る
。

　
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
の
中
に
、「
無
眼
人
」「
無
耳
人
」と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。聖
人
は
私
達
に
向
か
っ
て
眼
の
な
い

人
、耳
の
な
い
人
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
達
は
仏
法
を
聞
く
と
い
う
ご
縁
が
な
け
れ
ば
、自
分
の
眼

で
見
た
も
の
が
一
番
間
違
い
な
い
も
の
で
あ
り
、自
分
の
耳

で
聞
い
た
こ
と
が
一
番
確
か
な
も
の
だ
と
疑
い
な
く
信
じ

て
い
く
わ
け
で
す
。仏
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
で
、こ
の
身

が
照
ら
さ
れ
た
時
に
は
じ
め
て
、よ
く
見
え
る
眼
・
何
よ
り

も
聞
け
る
耳
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
本
当
だ
っ
た
か
と

見
つ
め
直
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。実
は
自

分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
物
事
を
見
て
、損
だ
と
か
得
だ
と

か
自
分
の
こ
と
を
第
一
と
し
て
聞
い
て
い
る
。そ
ん
な
生
き

方
し
か
で
き
な
い
私
達
を
聖
人
は 

無
眼
人
・
無
耳
人
と
言

わ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ど
こ
か
自
分
の
価
値
観
を
ま
ず
中
心
と
し
て
聞
き
、何
で

も
物
事
を
分
別
し
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
。そ
ん
な
我
が
身

を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
す
。 

　
　
　
　
　
　
　（
小
宮
山
）

ご
門
徒
の
声

ご
門
徒
の
声

も 

ん 

と

葬
儀
へ
の
提
案

大谷
ホール

（税込）

（税込）

100,000円
150,000円

真
宗
大
谷
派 

旭
川
別
院

歴
史
あ
る
本
来
の
姿
で
の
儀
式

旭
川
別
院
を
会
場
と
し
た
葬
儀
式
が
執
り
行
え
る
よ
う
準
備
を
致
し
ま
し
た
。

亡
き
故
人
と
の
お
別
れ
を
告
げ
る
だ
け
の
告
別
式
で
は
な
く
、
故
人
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
、

仏
教
本
来
の
儀
式
に
基
づ
い
た
ご
葬
儀
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
下
さ
い
。

大谷ホールは、大きな会場で設備も豊富に備わっ
ております。小規模でなくとも野卓でお葬式をさ
れたい方は是非ご利用ください。

※詳細は別院迄　TEL 0166-22-2409

●各広間 …………

●大谷ホール ……

使用料（祭壇・会場費込）

真宗本来の葬儀壇

２階広間広 間 小広間

　
私
と
旭
川
別
院
の
出
合
い
は
「
気
に
な

る
か
ら
見
学
し
た
い
」
と
母
の
ひ
と
言
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。二
人
で
見
学
し

た
帰
り
の
際
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
い
た

お
坊
さ
ん
が
滝
川
の
い
と
こ
と
同
級
生
と

知
り
、
母
と「
ご
縁
だ
ね
」と
話
し
た
こ
と

が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　
私
は
中
学
生
ま
で
滝
川
に
住
み
、
今
年

七
月
末
に
一
人
で
ふ
ら
り
と
子
供
の
頃
に

育
っ
た
街
並
み
へ
、
駅
前
か
ら
歩
き
出
す

と
右
手
に「
ば
ら
ば
ら
で
い
っ
し
ょ
」の
看

板
が
目
に
と
ま
り
、
兄
弟
が
通
っ
た
幼
稚

園
で
し
た
。（
私
は
道
途
中
の
犬
が
怖
い
と

言
っ
て
駄
々
を
こ
ね
て
い
か
ず
じ
ま
い
、

今
思
え
ば
残
念
か
な
・
・
）

　
私
は
旅
が
好
き
で
若
い
頃
に
命
の
洗
濯

と
称
し
て
京
都
へ
行
っ
た
時
の
こ
と
、
到

着
翌
朝
に
京
都
駅
前
か
ら
一
番
目
の
訪
問

先
が
、
東
本
願
寺
で
し
た
。空
気
が
澄
ん
で

心
が
清
々
し
く
思
わ
れ
歴
史
が
感
じ
ら
れ

る
風
情
あ
る
大
き
な
お
寺
を
覚
え
て
い
ま

す
。再
度
京
都
を
旅
す
る
計
画
を
し
て
い

る
の
で
、
東
本
願
寺
を
も
ち
ろ
ん
訪
れ
る

こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
父
は
今
年
七
回
忌
、
母
は
五
月
に
百
一

歳
で
父
の
も
と
へ
、
納
骨
堂
を
お
参
り
す

る
う
ち
に
色
々
と
声
を
か
け
て
い
た
だ

き
、
初
め
て
の
報
恩
講
へ
出
席
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。協
議
会
・
お
み
が
き
・
華

束
盛
り
・
本
堂
の
掃
除
を
体
験
し
て
、
新

人
の
私
に
丁
寧
に
指
導
し
て
頂
き
、
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。緊
張
の
中
に
も
厳
か
な
雰
囲
気
を

感
じ
充
実
し
た
時
間
で
し
た
。こ
れ
か
ら

も
ご
縁
を
大
切
に
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ

ず
に
手
を
合
わ
せ
一
日
一
日
を
過
ご
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

門
　
徒

塗
師
久
美
子

初
め
て
の
報
恩
講

「
聞
く
」と
い
う
こ
と

む
げ
ん
に
ん

む
に
に
ん

　

さ
つ
ま
い
も
、人
参
、南
瓜
、じ
ゃ
が
い
も
な
ど
、育
て
た
野
菜
が
豊
作
で
し
た
。

話
し
合
っ
て
メ
ニ
ュ
ー
を
決
め
て
、思
い
思
い
に
ク
ッ
キ
ン
グ
を
楽
し
み
ま
し
た
。

秋
か
ら
冬
へ

季
節
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
る

美
味
し
い
野
菜
が
た
く
さ
ん
採
れ
ま
し
た
！

★
き
り
ん（
年
長
）組 

わ
く
わ
く
冒
険
旅
行

★9月のお楽しみ給食★

　

大
谷
の
杜
に
エ
ゾ
リ
ス

が
可
愛
い
姿
を
み
せ
に
来

て
く
れ
て
い
ま
す
。

育てたあさがおで色水作り

実った苺でジャム作り ぱんだ（年中）組はさつまいもパーティーを計画。焼き芋、ス
イートポテト、さつまいもチップスと、さつまいもづくしの
お料理を十分に楽しみました

人参はすりおろして人参パンケーキに。「いただきま～す♪」
「おいしい♥」

　

時
間
を
か
け
て
話
し
合
い
を
し
て
計
画
。行
き
先
は
秩

父
別
に
決
定
！
ち
っ
く
る
、め
ぇ
ー
め
ぇ
ー
ラ
ン
ド
、バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
、チ
ョ
コ
フ
ォ
ン
デ
ュ
、な
ど
な
ど
楽
し
い
こ
と

が
盛
り
沢
山
。心
に
残
る
思
い
出
の
一
日
に
な
り
ま
し
た
。
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