
                                 

 

二
月
同
朋
会
よ
り 

 

住
職
法
話 

『
生
死
一
如
（
し
ょ
う
じ
い
ち
に
ょ
）』 

美
里
町
「
玉
蓮
寺
」
の
ご
住
職
が
亡
く
な
る
前
、
お
婿
さ
ん
で
あ
る
副
住
職
の

お
念
仏
を
聞
い
て
「
あ
な
た
の
お
念
仏
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
だ
ね
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
ま
だ
未
熟
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
「
お
念
仏
は
称

え
る
だ
け
で
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
。
聞
く
、
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な

の
だ
よ
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。
こ
れ
と
似
て
い
る
の
で
す
が
、
私
た
ち
の
命
に

お
い
て
「
生
」
と
「
死
」
と
は
ど
ち
ら
か
ひ
と
つ
で
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か

な
い
。「
生
」
と
「
死
」
は
同
じ
ひ
と
つ
の
こ
と
で
あ
り
「
死
」
に
よ
っ
て
初
め
て

「
生
」
が
生
き
生
き
と
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
た
り
ま
え
に

し
て
い
る
「
生
」
を
あ
た
り
ま
え
の
ま
ま
、
大
切
に
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 
 前

住
職
法
話
一
部
抜
粋 

『
歎
異
抄
第
十
五
章
』
よ
り 

 

歎
異
抄
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
、
唯
円
が
親
鸞
聖
人
の
教
え
が
「
異
な
っ
て
」
伝

わ
っ
て
い
る
の
を
「
嘆
き
」
書
き
残
し
た
書
物
で
す
。
こ
の
第
十
五
章
で
は
「
生

き
て
い
る
間
に
自
力
で
悟
り
を
開
く
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
縁
に
よ
っ
て
は
善
悪
を
選
ば
ず
な
ん
で
も
し
て
し
ま
う
身
を
生
き
て
い
ま

す
。
そ
の
身
や
生
活
を
離
れ
て
、
悩
み
や
苦
し
み
が
全
部
な
く
な
る
こ
と
が
た
す

か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
生
活
の
中
で
、
そ
こ
に
生
き
る
意
味
を
見
い
出
し

て
生
き
て
い
け
る
人
に
な
る
。
親
鸞
聖
人
が
歩
ま
れ
た
の
は
そ
う
い
う
道
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

次
回 

同
朋
会
ご
案
内 

三
月
十
日(

土)

午
後
一
時
～ 

茶
菓
代 

５
０
０
円 

 

持
ち
物 

(
あ
れ
ば)

勤
行
本 

 
 
 
 
 

数
珠

じ
ゅ
ず 

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

と く ほ う 

『徳泉寺報』後記 
「このお便りは誰が書

いてるの？」と聞かれ

ることが多くなってき

ました。 

編集長は住職の妻

です。真宗では住職の

配偶者を「坊守（ぼう

もり）」と呼びます。 

 ご意見ご感想お待

ちしています。 

 

宮城顗（みやぎしずか）さんの言葉。 

私たちは知らず知らずに、たしかなものを求め

ている。そう考えると、不安はそれほど悪いも

のではないのかもしれません。 

 

境
内
の
花
々 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

わすれなのかね 

勿忘の鐘 

於：徳泉寺本堂 

3月 11日(日) 

14:46 撞鐘 

勤行 

茶話 

 

真
宗
大
谷
派
各
寺
院
で

は
、
三
月
十
一
日
東
日
本
大

震
災
の
発
生
時
間
に
合
わ

せ
「
忘
れ
る
こ
と
勿
（
な
か
）

れ
」
と
鐘
を
撞
き
、
法
要
を

行
っ
て
い
ま
す
。
あ
の
日
あ

の
時
に
手
を
合
わ
せ
ま
し

ょ
う
。 

 

 

 

 

 

 


