
                            

      

 

年
末
、
年
始
に
あ
た
っ
て 

尊
く
大
切
な
毎
日
を
精
一
杯 

 

今
年
一
年
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
１
月
１
日
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
は
「
お
め
で

と
う
」
と
は
言
い
切
れ
な
い
お
正
月
に

な
り
そ
う
で
す
。 

昔
は
こ
の
日
に
そ
ろ
っ
て
年
を
重
ね

た
こ
と
か
ら
特
別
な
日
で
あ
り
、「
お
め
で
と
う
」
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
今
は
、
24
時
間
の
お
店
も
あ
ち
こ
ち
に
、

「
正
月
ら
し
さ
」
が
実
感
で
き
な
い
と
い
う
方
も
多
く
、
特

に
今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
振
り
回
さ
れ
、
未
だ

終
息
の
目
途
が
立
た
な
い
状
況
で
す
の
で
、
相
手
を
気
遣
う

言
葉
が
何
よ
り
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

震
食
倒
毒
末
金
戦
帰
虎
災
愛
命
偽
変
新
暑
絆
金
輪
税
安
金

北
災
令
に
続
い
て
、
二
〇
二
〇(

令
和
２)

年
を
表
す
漢
字
は

何
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
大
き
な
災
害
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

あ
っ
た
年
に
同
じ
漢
字
が
あ
る
も
の
の
、
二
年
続
い
て
い
る

漢
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
世
の
中
は
常
に
移
り
変

わ
る
の
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
る
混
乱
も
や
が

て
収
ま
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
安
心
で
き
る
日
が
や
っ
て

く
る
は
ず
で
す
が
、
再
び
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
々

が
来
な
い
と
も
限
ら
な
い
の
が
私
た
ち
の
現
実
で
す
。
そ
の

現
実
を
乗
り
越
え
て
歴
史
は
今
に
続
い
て
い
ま
す
。
今
を
担

う
私
た
ち
が
、
次
に
つ
な
い
で
い
く
大
切
な
役
割
を
果
た
す

と
き
で
あ
る
と
認
識
し
た
な
ら
ば
、

い
よ
い
よ
一
年
365
日
の
一
日
一
日

が
、
尊
く
大
切
な
も
の
に
な
っ
て
き

ま
す
。 

皆
さ
ん
は
明
日
か
ら
の
毎
日
を
ど

の
よ
う
に
生
き
ら
れ
ま
す
か
。 

御
正
忌
報
恩
講

ご

し

ょ

う

き

ほ

う

お

ん

こ

う 
 

京
都
・
西
本
願
寺
で
は
、
１
月
９
日
の
午
後
か
ら
１
月
16

日
の
午
前
中
ま
で
御
正
忌
報
恩
講
が
お
つ
と
ま
り
に
な
り
ま

す
。
「
報
恩
講
」
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
苦
労
を
し
の
び
、

そ
の
ご
苦
労
を
通
じ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
救
い
を
あ
ら
た

め
て
に
深
く
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。
ま
た
、「
御

正
忌
」
が
上
に
つ
い
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
日
、
祥
月

し
ょ
う
つ
き

命
日
に
お
つ
と
め
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

報
恩
講
と
い
う
名
称
は
、
親
鸞
聖
人
の
ひ
孫
に
あ
た
る
本

願
寺
第
３
代
宗
主
覚
如

か
く
に
ょ

上
人

し
ょ
う
に
ん

の
と
き
、
親
鸞
聖
人
の

33
回
忌
に
あ
た
っ
て
著
し
た
『
報
恩
講
式

ほ
う
お
ん
こ
う
し
き

』
に
由
来
し

ま
す
。
そ
の
報
恩
講
で
は
、
同
じ

く
覚
如
上
人
に
よ
る
『
御
絵
伝

ご

え

で

ん

』

や
『
御
伝
鈔

ご
で
ん
し
ょ
う

』
を
通
し
て
親
鸞
聖

人
の
ご
生
涯
に
つ
い
て
見
た
り
聞

い
た
り
し
ま
す
。
そ
の
『
御
伝
鈔
』

に
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
往
生
の
様

子
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。 

「

聖

人 

弘 こ
う

長
ち
ょ
う

二
歳

に

さ

い 
壬

み
ず
の
え

戌 い
ぬ 

仲
冬

ち
ゅ
う
と
う

下
旬
の
候 こ

う

よ
り
、
い
さ
さ
か

不
例

ふ

れ

い

の
気 き

ま
し
ま
す
。
そ
れ
よ
り

こ
の
か
た
、
口
に
世
事

せ

い

じ

を
ま
じ
へ

ず
、
た
だ
仏 ぶ

っ

恩 と
ん

の
ふ
か
き
こ
と
を

の
ぶ
。
声
に
余 よ

言 ご
ん

を
あ
ら
は
さ
ず
、

も
つ
ぱ
ら
称

名

し
ょ
う
み
ょ
う

た
ゆ
る
こ
と
な
し
。
し
か
う
し
て
お
な
じ

き
第
八
日
［
午

う
ま
の

時 と
き

］
頭 ず

北
面

ほ
く
め
ん

西
右

さ

い

う

脇
き
ょ
う

に
臥 ふ

し
た
ま
ひ
て
、
つ

ひ
に
念
仏
の
息
た
え
を
は
り
ぬ
」 

ま
ず
、「
仲
冬
下
旬
」
は
冬
（
10
月
か
ら
12
月
）
の
真
ん

「
仲
」
で
す
か
ら
11
月
、
そ
の
下
旬
で
す
か
ら
21
日
頃
か
ら

体
調
を
悪
く
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
は
余
計
な
こ
と
は
口
に
さ
れ

ず
、
仏
さ
ま
に
お
礼
申
す
ば
か
り
と
伺
い
ま
す
。
そ
し
て
、

第
８
日
で
す
か
ら
11
月
28
日(

旧
暦)

の
お
昼
頃
に
、
声
で

は
な
く
念
仏
の
「
息
」
が
絶
え
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
な

ら
っ
て
７
日
間
（
最
初
の
日
は
午
後
か
ら
、
最
後
の
日
の
お

昼
ま
で
）
の
ご
法
要
が
西
本
願
寺
で
は
お
勤
め
に
な
ら
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
念
仏
の
「
声
」
で
は
な
く
「
息
」
が
絶
え
た

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
「
声
」
を
出
す
と
き
は
無
意
識
で

す
か
。
無
意
識
に
声
を
出
す
と
き
は
寝
言
を
言
う
と
き
く
ら

い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
声
を
出
す
と
き
は
考
え
た
上
で
、

意
識
し
て
発
言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

に
対
し
て
「
息
」
は
ど
う
で
す
か
。
常
に
意
識
し
て
息
を
し

て
い
ま
す
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
き
っ

と
寝
て
い
る
と
き
は
何
も
意
識
せ
ず
ス
ヤ
ス
ヤ
と
息
を
し

て
寝
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま

す
。 で

す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
に
あ
っ
て
は
、
念
仏
は

息
と
等
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活
の
中
に
念
仏
が
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
念
仏
申
す
中
に
ご
自
身
の
生
活
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

念
仏
を
申
す
人
生
は
お
礼
を
申
す
人
生
と
味
わ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
感
謝
の
中
に
人
生
を
歩
ま
れ
た
の
が
親
鸞
聖
人

で
あ
る
と
伺
う
も
の
で
す
。
「
本
願
力

ほ
ん
が
ん
り
き

に
あ
ひ
ぬ
れ
ば 

む

な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き 

功
徳

く

ど

く

の
宝 ほ

う

海 か
い

み
ち
み
ち
て 

煩
悩

ぼ
ん
の
う

の
濁
水

じ
ょ
く
す
い

へ
だ
て
な
し
」
と
い
う
70
歳
代
半
ば
で
の
ご

和
讃

わ

さ

ん

が
あ
り
ま
す
。
よ
く
現
代
語
訳
で
「
仏
さ
ま
の
願
い
に

出
遇
っ
た
な
ら
ば
」
等
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
大
間
違
い
で

す
。
私
の
あ
り
よ
う
が
ど
う
で
あ
れ
、
仏
さ
ま
の
願
い
が
私

の
は
か
ら
い
を
超
え
て
、
す
で
に
私
が
そ
の
願
い
の
中
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
む
な
し
く
な
い
と
言
い
切
ら
れ
た
の
で
す
。 

念
仏
申
す
人
生
に
つ
い
て
は
、
次
の
号
で
あ
ら
た
め
て
ふ

れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

米
国
大
統
領
選
挙 

 

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
２
期

目
を
か
け
て
、
バ
イ
デ
ン
候

補
と
選
挙
戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か

で
、
ト
ラ
ン
プ
vs
バ
イ
デ
ン
「
初
の
テ
レ
ビ
討
論
会
」
は
勝

者
な
き
泥
仕
合
な
ど
と
表
現
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

お
互
い
が
お
互
い
を
罵

の
の
し

り
合
い
、
と
き
に
は
語
気
を
強
め

て
悪
口
、
非
難
の
応
酬
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
法
蔵

ほ
う
ぞ
う

菩
薩

ぼ

さ

つ

が
阿
弥
陀
如
来
に
な
る
た
め
の
四

十
八
願
の
第
一
願
は
、「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
」
が
テ
ー
マ
で

す
。
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
に
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
が
な
い

こ
と
を
、
私
た
ち
に
願
い
の
内
容
と
さ
れ
る
の
で
す
。
と
い

う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
日
常
で
簡
単
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
地
獄
の
「
獄
」

は
獣

け
も
の

が
向
き
合
っ
て
言
い
争
う
姿
を
表
し
ま
す
。
そ
こ
に

は
相
手
に
対
す
る
敬
意
も
な
け
れ
ば
、
我
が
身
を
振
り
返
る

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
慚
愧

ざ

ん

ぎ

の
思
い
「
ご
め
ん
な

さ
い
」「
お
恥
ず
か
し
い
」
の
気
持
ち
を
失
っ
た
姿
な
の
で
す
。 

 

い
か
が
で
す
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
怒
り
に
ま
か
せ
た
と
き
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何

気
な
く
、
本
当
に
相
手
を
思
い
、
よ
か
れ
と
思
っ
て
と
っ
た

行
動
が
思
い
も
よ
ら
ず
相
手
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ
た
と

き
、
ど
う
で
す
か
。「
そ
ん
な
つ
も
り
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
思

う
の
が
私
た
ち
で
す
。
そ
こ
に
は
自
分
の
正
当
性
を
第
一
と

す
る
私
が
い
る
の
で
す
。
と
き
に
は
「
せ
っ
か
く
し
て
あ
げ

た
の
に
」
と
逆
ギ
レ
す
る
の
が
私
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
餓
鬼
・
畜
生
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
ま
た
に
し
ま
す
が
、

阿
弥
陀
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
人
ご
と
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う

な
私
を
見
抜
い
た
上
で
「
願
い
」
を
立
て
ら
れ
た
の
で
す
。 

 

本
願
寺
長
野
別
院
輪
番 

齋
藤
英
明 
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ど
こ
で
買
っ
た
の
？ 

バ
イ
テ
ン
で
。 



                              

            

元
旦
会 

 

１
月
１
日(

金)

朝
７
時
30
分 

  
御
命
日
法
要
・
常
例
法
座 

 
12
月
16
日(

水)

・

17
日(

木) 

１
月
16
日(

土)

・

17
日(

日) 

※
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
鑑
み
て
休
座 

 

２
月
16
日(

火)
・

17
日(

水) 

講
師 

三
嵜 

霊
証 
師
（
福
井
県
勝
山
市 

西
宮
寺
） 

 

３
月
16
日(

火)

・

17
日(
水) 

講
師 

長
井 

順
一 

師
（
新
潟
県
上
越
市 

浄
善
寺
） 

 

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

  

春
季
彼
岸
会 

 

（

20
日
、
物
故
者
追
悼
法
要
・
永
代
経
法
要 

併
修
） 

３
月
19
日(

金)

～

21
日(

日) 

 

※
講
師
は
長
野
教
区
布
教
団
の
方
々
が
務
め 

 
 

 

ま
す
。 

※
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら 

  

お
晨
朝(

朝
の
お
つ
と
め)

 
 

 

※ 

毎
朝
７
時
30
分
か
ら 

心
と
身
体
の
健
康
の
た
め
に
も
、 

一
週
間
に
一
度
で
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

  

◆
年
間
の
法
要
等
行
事
予
定
は
別
紙
「
ご
案
内
」
を
ご
参
照
く 

 
 

 

だ
さ
い
。 

 

◆
ど
な
た
さ
ま
も
ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

と
り
あ
え
ず
お
念
珠
が
あ
れ
ば
大
丈
夫
で
す
。 

お
経
本
は
貸
出
用
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

ご
懇
志
を
お
持
ち
い
た
だ
け
れ
ば
有
り
難
い
で
す
。
本
堂
入

口
よ
り
右
側
に
帳
場(

受
付)

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
届
け
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
こ
で
何
で
も
お
聞
き
く
だ

さ
い
。 

 

◆
感
染
防
止
対
策
を
行
っ
た
う
え
で
の
勤
修
で

す
。
マ
ス
ク
の
着
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

 

 

創
立
100
周
年
に
向
け
、
主
に
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
役
員
会
に

て
計
画
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
厳
し
い
世
の
中
の
状
況
で
す
か
ら
、

で
き
る
範
囲
で
計
画
を
立
て
て
す
す
め
て
ま
い
り
た
く
思
い
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

計
画 

そ
の
① 

 

境
内
墓
地
の
整
備 

「
お
参
り
し
や
す
い
足
も
と
」
計
画 

 

昨
今
の
傾
向
と
し
て
、
「
宗
教
関
連
統
計
に
関
す
る
資
料
」

(

文
化
庁
「
平
成
26
年
度
宗
教
法
人
等
の
運
営
に
係
る
調

査
」)

に
、
昭
和
54
年
か
ら
平
成
20
年
ま
で
の
30
年
間
、
宗

教
に
関
す
る
こ
と
で
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
推
移
が

記
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
「
盆
や
彼
岸
の
墓
参
り
」
は
69．3
％

か
ら
78．3
％
に
、「
正
月
の
初
詣
」
は
56．0
％
か
ら
73．1
％
に
、「
仏

壇
に
手
を
合
わ
せ
る
」
は
48．9
％
か
ら
56．7
％
へ
と
い
ず
れ
も

増
加
し
て
い
ま
す
。
「
寺
離
れ
」
「
仏
教
離
れ
」
な
ど
と
い
わ

れ
る
状
況
の
中
で
、
そ
う
し
た
傾
向
は
有
り
難
い
こ
と
で
す
。 

現
在
、
長
野
別
院
の
境
内
地
に
あ
る
墓
地
は
、
区
画
が
入

り
込
ん
で
お
り
、
足
も
と
は
小
石
や
埋
ま
っ
た
石
な
ど
で
歩

き
に
く
い
状
況
で
す
。
そ
こ
で
、
お
参
り
し
や
す
い
足
も
と

を
確
保
す
べ
く
、
区
域
割
り
し
て

数
年
間
を
か
け
て
、
墓
地
参
拝
動

線
の
整
備
を
行
う
予
定
で
す
。 

今
、
墓
地
を
使
用
さ
れ
て
い
る

方
々
に
は
で
き
る
だ
け
負
担
を
か

け
な
い
よ
う
に
実
施
し
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
ご
理
解
ご
協
力

の
ほ
ど
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

▼
ま
た
、
今
後
、
整
備
事
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
墓
地
の

空
き
状
況
を
整
理
し
、
空
き
ス
ペ
ー
ス
に
は
ロ
ー
プ
や
ク
イ

で
表
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
長
野
市
中
心
地
で
の
墓
地
を
お

探
し
の
方
は
ご
自
由
に
見
学
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

計
画 

そ
の
② 

 

桜
の
木
の
下
の
合
葬
墓
と 

一
時
預
か
り
納
骨
壇
の
活
用
計
画 

 

様
々
な
事
情
か
ら
、
お
墓
の
こ

と
で
心
配
さ
れ
る
な
か
で
、
合
葬

墓
の
需
要
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
こ
の
状
況
を
受
け
ま
し
て
、

現
在
、
本
堂
北
側
の
桜
の
木
の
下

に
あ
る
合
葬
墓
の
活
用
を
検
討
し

て
き
ま
し
た
が
、
発
展
的
な
考
え

が
ま
と
ま
ら
ず
、
取
り
壊
し
も
周
辺
状
況
か
ら
難
し
い
と
さ

れ
て
き
た
た
め
、
新
た
に
場
所
を
設
け
て
の
合
葬
墓
設
置
計

画
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
あ
る
合
葬
墓
の

解
体
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
現
在
の
場
所
に
新
た

な
合
葬
墓
を
建
設
す
る
計
画
が
あ
り
ま
す
。 

お
墓
を
有
さ
れ
な
い
方
や
諸
事
情
で
お
骨
を
一
時
的
に

預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
々
の
た
め
に
、
期
間
を
設
定
し

て
の
一
時
預
か
り
納
骨
堂
を
活
用
す
る
計
画
も
予
定
し
て

い
ま
す
。
一
時
預
か
り
を
経
て
合
葬
墓
へ
の
埋
葬
も
可
能
で

す
の
で
、
ご
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

計
画 

そ
の
③ 

お
参
り
し
や
す
い
環
境
整
備 

本
堂
ト
イ
レ
の
改
修
計
画 

 

現
在
、
本
堂
の
南
側
に
あ
る
ト
イ
レ
は
男
女
共
用
と
な
っ

て
お
り
、
非
常
に
使
い
づ
ら
い
と
い
う
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
構
造
上
男
女
別
に
区
切
る
こ
と
は
不
可

能
で
す
が
、
仕
切
り
と
表
示
を
用
い
て
区
分
を
明
確
に
し
、

現
代
の
生
活
様
式
に
適
応
し
た
洋
式
ト

イ
レ
を
用
い
て
、
改
修
す
る
工
事
を

近
々
予
定
し
て
い
ま
す
。 

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

長
野
別
院
境
内
墓
地 

使
用
希
望
者
募
集
中 

 

長
野
別
院
創
立
100
周
年
に
向
け
て
お
参
り
し
や
す
い
環

境
作
り
を
進
め
る
中
で
、
境
内
墓
地
の
使
用
状
況
に
つ
い
て

も
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ご
覧
の
場
所
に
つ
い
て
「
空
き
」

が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
し
た
の
で
、
情
報
を
公
開
い

た
し
ま
す
。
長
野
市
西
後
町
に

お
墓
を
設
け
た
い
と
ご
希
望

の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
永
代
使
用
冥
加
に
つ

き
ま
し
て
は
、
畳
半
畳
あ
た
り

50
万
円
を
お
納
め
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
ま
た
、
年
間
の
維

持
冥
加(

通
路
清
掃
代)

は
一

律
２
千
円
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
ご
参
考
ま
で
に
。 

 

ペ
ッ
ト
と
の
別
れ 

最
近
、
家
族
の
一
員
と
し
て
ペ
ッ

ト
と
暮
ら
す
方
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
ペ
ッ
ト
と
別
れ
を
経
験

さ
れ
た
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。 

ペ
ッ
ト
を
巡
っ
て
の
信
仰
上
の
受
け
止
め
は
様
々
だ
と

思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
同
じ
「
い
の
ち
あ
る
も
の
」
と

の
別
れ
を
縁
と
し
た
「
悲
し
み
」
に
寄
り
添
っ
た
活
動
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本願寺長野別院 
〒380-0845 長野市西後町 1653  
TEL 026-232-2621 / FAX 026-235-0210 
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NEWS from HONGWANJI-NAGANOBETSUIN 

本願寺長野別院からお知らせ 
（長野別院・定専寺・善立寺） 

2020(令和 2)年➪2021(令和 3)年 

冬・新年号 

＜前号の答え＞ 
 
なぜ毎月 22 日がショート 

ケーキの日？ 

それは、カレンダーを見るとわかるよう

に、毎月 22 日の上には必ず 15 日(イチ

ゴ)があるからでした。 

 

＜迷信の入口＞ ※入らないでください！ 
 
☞誰かが言いました。 

だから兄弟になったんだと。 
 

○オワ○ダマ○サコ 
××××× 
カ○ワシ○マキ○コ  

 
☞犬は英語で「Dog」ネコは「Cat」。 

カッパは？ 

→こたえ「レインコート」 
 
※迷信なんてものは、語呂合わせや言葉

遊びみたいなものからなのです。 

＜例えば 4＝死 9＝苦＞ 

鐘楼 
本堂 

事務所 

予防 

 

消毒 

換気 

 

距離 手指洗い 

駐
車
場 

1925(T14) 

~2025(R7) 

マスク 

 


