
【
総
代
交
代
の
お
知
ら
せ

】

　
総
代
を
お
勤
め
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た

、
是
久
幸
雄

様

、
松
本
文
次
様
が
相
次
い
で
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た

。
総

代
在
任
中
で
あ
り
ま
し
た
の
で
大
変
残
念
で
な
り
ま
せ

ん

。
改
め
て
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す

。

　
ま
た

、
在
任
中
は
安
住
寺
護
持
の
た
め
一
方
な
ら
ぬ
ご

尽
力
を
い
た
だ
き

、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す

。

　
現
職
の
総
代
様
が
二
名
欠
員
の
状
況
と
な
り

、
他
の
総

代
様
と
ご
相
談
を
し

、
任
期
途
中
の
残
任
期
間
で
は
あ
り

ま
す
が

、
新
た
に
お
二
人
の
方
に
総
代
を
お
引
き
受
け
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

　
　
　
　
　

＊
東
大
内
山
　
藤
原
力
男
様

　
　
　
　
＊
杉
山
　
　
　
是
久
義
人
様

　
お
二
方
に
は
四
月
一
日
よ
り
総
代
の
任
を
お
勤
め
い

た
だ
き

、
皆
様
に
は
四
月
二
十
三
日
の
説
教
会
の
際
に
改

め
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

。

【
日
々
之
好
日
】

★
一
月
十
七
日
・
大
般
若
祈
祷
法

要
 
八
坂
千
光
寺
部
内
の
和
尚
様

に
出
頭
い
た
だ
き
御
祈
祷
★
二
月

五
日
・
千
光
寺
の
大
般
若
法
要
★

二
月
四
～

六
日
閑
栖
和
尚
和
尚
は

御
詠
歌
の
研
修
で
京
都
福
知
山
市

へ
★
二
月
二
十
一
日
・
総
代
役
員

会
　
来
年
度
予
算
案
並
び
に
空
席

と
な
っ

て
い
た
総
代
の
選
出
等
に

つ
い
て
協
議
★
三
月
一
日
・
大
分

市
白
木
龍
雲
寺
の
大
般
若
法
要
★

三
月
四
日
・
南
禅
寺
派
二
十
四
部
　

部
内
会
　
春
の
巡
教
な
ど
行
事
確

認
★
三
月
八
日
・
杵
築
市
観
光
協

会
主
催
の
人
形
供
養
法
要
を
お
勤

め
　
六
年
目
に
な
り
ま
し
た
が
、

今
ま
で
で
一
番
多
い
ひ
な
人
形
が

並
び
ま
し
た
。

少
子
化
の
せ
い
か

お
人
形
も
受
け
継
ぐ
方
が
い
な
い

よ
う
で
す
。

★
三
月
十
七
日
・
開
基
　
木
付
親

重
公
の
御
命
日
　
木
付
家
末
裔
の

方
々
が
お
見
え
に
な
り
法
要
★
三

月
二
十
七
日
・
合
掌
会
執
行
部
会
　

総
会
に
向
け
て
の
話
し
合
い
を

し
、

有
意
義
な
ご
意
見
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
聖
典
新
調
】

故
須
賀
豊
子
様
（
円
明

院
浄
安
玉
豊
大
姉
位
）

よ
り
安
住
寺
へ
寄
贈
さ

れ
た
遺
贈
金
の
一
部
を

仏
教
聖
典
の
新
調
に
充

て
ま
し
た
。
ご
報
告
致

し
ま
す
。

【駐車場舗装工事】
この程、傷んでいました駐車場が杵築建設の
施工で綺麗になりました。

春
季
無
縁
供
養
説
教
会

　
　

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

（
火

）

　

〈
布
教
師

〉

　
　
大
分
県
豊
後
高
田
市

　
　
臨
済
宗
大
徳
寺
派
　
円
福
寺
住
職

　
　
　

廣
見
　
宗
泰
師
（
ひ
ろ
み
　
そ
う
た
い

）
　

　
　

　
　
※
本
年
の
無
縁
供
養
説
教
会
は
一
日
で
行
い
ま
す

　
布
教
師
様
の
お
説
教
と
合
掌
会
総
会
も
開
催
さ
れ
ま
す

。

　
日
程
を
ご
確
認
の
上
お
参
り
く
だ
さ
い

。

 
卒
塔
婆
供
養
は
一
本
五
百
円
で
す

。

　
事
前
の
申
し
込
み
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

。

　〔無縁供養・説教会日程〕
 　・8:30～ 受付（卒塔婆・回向袋）
　　当日分の卒塔婆を受け付けます
 　・10:00～ 卒塔婆供養 午前の部
 　・11:30～ 合掌会受付
　　（お弁当の準備はありません）
 　・12:30～ 合掌会総会
　 ・13:15～ 卒塔婆供養 午後の部
　 ・14:15～ 説教会 布教師様ご法話
　 ・15:30～ 無縁供養施食会
 　・16:00頃 散会
合掌会会員出席者には、施食会の後にお弁
当を配ります。出欠をお知らせください。

れ
捉
え
る

、
外
の
世
界
の
対
象
が

六
境
で
す

。

・
色
境

（
目
で
見
る
形
や
色

）

・
声
境

（
耳
で
聞
く
音

）

・
香
境

（
鼻
で
嗅
ぐ
匂
い

）

・
味
境

（
舌
で
感
じ
る
味

）

・
触
境

（
皮
膚
で
感
じ
る
感
触

）

・
法
境

（
心
で
思
い
浮
か
べ
る
記

　
　
　
　
憶
・
思
考
・
概
念
な
ど

）

　
六
境
の
六
つ
を
捉
え
て
認
識
し

た
も
の
が
六
識
と
な
り
ま
す

。

・
眼
識

（
目
で
見
た
も
の
を
認
識

）

・
耳
識

（
耳
で
聞
い
た
も
の
を
認
識

）

・
鼻
識

（
鼻
で
嗅
い
だ
も
の
を
認
識

）

・
舌
識

（
舌
で
味
わ

っ
た
認
識

）

・
身
識

（
体
で
触
れ
た
も
の
を
認
識

）

・
意
識

（
心
で
考
え
理
解
す
る

）

　　
六
根

（
感
覚
器
官

）
が
六
境

（
対
象

）
を
捉
え

、
そ
れ
を
六
識

（
認
識
の
働
き

）
と
な
り
心
と
な

る
の
で
す

。

　　
そ
の
認
識
・
心
に
は

、
花
が
き

れ
い
だ

、
鳥
の
さ
え
ず
り
が
楽
し

い
な

、
春
の
風
が
心
地
い
い

、
な

ど
い
い
も
の
も
あ
れ
ば

、
野
菜
を

食
べ
た
ヒ
ヨ
ド
リ
を
憎
く
思

っ
て

み
た
り

、
悲
し
い
思
い
を
何
時
ま

で
も
引
き
づ

っ
て
泣
い
て
み
た
り

悪
い
も
の
も
あ
り
ま
す

。

　
六
根
を
清
浄
に
し
て
安
ら
か
な

心
を
保
つ
こ
と
は
大
変
難
し
い
こ

と
で
す

。

　　
悪
い
認
識
・
心
は
困
り
も
の
で

す

。
仏
教
で
は

「
念
を
継
が
ず

」

と
教
え
ま
す

。
良
い
念

（
心

）
は

よ
い
の
で
す
が

、
後
悔
や
不
安
の

念
を
引
き
ず

っ
て
し
ま

っ
た
り

、

欲
す
る
ま
ま
に
強
く
求
め
た
り

、
嫌

悪
の
念
が
強
く
心
が
乱
れ
た
り
し
て

は
い
け
ま
せ
ん

。

　
た
と
え

、
貪
り

（
む
さ
ぼ
り

）
瞋

り

（
い
か
り

）
愚
か
さ

（
お
ろ
か

さ

）
の
念
を
起
こ
し
て
も

、
そ
の
念

を
次
の
瞬
間
ま
で
持
ち
越
す
の
で
は

な
く

、
一
念
一
念
を
只
受
け
止
め
次

の
瞬
間
に
は
心
を
切
り
替
え
る

。

「
念
を
継
が
な
い

」
こ
と
が
大
切
で

す

。

　
禅
の
公
案

『
無
門
関

』
第
二
十
九

則
に

「
非
風
非
幡

（
ひ
ふ
う
ひ
ば

ん

）
」
が
あ
り
ま
す

。

　
動
い
て
い
る
の
は
幡

（
は
た

）
で

も
風
で
も
な
く

、
そ
れ
を
見
て
い
る

人
の
心
だ
と
い
う

、
心
の
実
体
に
挑

む
公
案
で
す

。

　
達
磨
大
師
を
初
祖
と
し
て

、
そ
の

第
六
番
目
の
祖
師

、
大
鑑
慧
能

（
だ

い
か
ん
え
の
う

）
禅
師
が
お
り
ま

す

。

　
弟
子
の
二
人
が

、
刹
幡

（
せ

っ
ぱ

ん

）
と
い
う
寺
で
説
法
を
す
る
際
に

掲
げ
る
旗
が
風
に
吹
か
れ
ゆ
れ
て
い

る
の
見
て

、
議
論
を
始
め
ま
し
た

。

一
人
は

「
幡
が
動
い
て
い
る

」
と
言

い

、
も
う
一
人
は

「
イ
ヤ
風
が
動
い

て
い
る
の
だ

」
と
言

っ
て
互
い
に
譲

り
ま
せ
ん

。

　

六
根
清
浄
に
し
て

　
　
念
を
継
が
ず

　　
半
反
ほ
ど
の
家
庭
菜
園
に

、
こ
の

冬
は
白
菜
と
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
苗
を

仕
立
て
て

、
五
十
本
ず
つ
植
え
て
お

り
ま
し
た

。
育
ち
は
よ
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が

、
そ
ろ
そ
ろ
収
穫
を
と

思

っ
て
い
た
矢
先
に

、
昨
日
ま
で
は

茂

っ
て
い
た
葉
が
一
夜
に
し
て

、
白

菜
は
芯
と
根
だ
け
に

、
ブ
ロ
ッ
コ

リ
ー
は
小
さ
な
花
蕾
が
残
る
だ
け

で

、
葉
と
い
う
葉
が
ヒ
ヨ
ド
リ
に
食

べ
つ
く
さ
れ
丸
裸
に
さ
れ
ま
し
た

。

悔
し
い
や
ら
憎
い
や
ら
！

　
ヒ
ヨ
ド
リ
た
ち
も
餌
に
事
欠
き
畑

に
食
事
に
来
た
の
で
し
ょ
う
が

、
竹

箒
を
も

っ
て
追

っ
か
け
て
や
り
た
い

気
持
ち
で
し
た

。

　　　
季
節
も
暖
か
く
な
り

、
畑
の
周
り

に
は
菜
の
花
が
咲
き

、
八
重
桜
も
目

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
て
い
ま
す

。
間

も
な
く
桜
も
満
開
と
な
り

、
野
鳥
も

さ
え
ず
る
こ
と
で
し
ょ
う

。
目

、

耳

、
鼻
と
私
た
ち
の
五
感
を
楽
し
ま

せ
て
く
れ
ま
す

。

　
仏
教
で
は

、
私
た
ち
の
感
覚
器
官

を
六
根

（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・

意

）
と
言
い

、
こ
の
六
根
が
そ
れ
ぞ

【月例座禅会】
4月より午前六時から開始。

基本は第２.４土曜日です。

　★4月12.29日

 29日は火・昭和の日

　★5月10.24日

　★6月14.28日

　★7月5.19日

　

　【写 経 会】

　★4月24日・木

　★5月20日・火

　★6月20日・金

　★7月23日・水

8月は坐禅会も写経会もお

休みです。皆さんのご参

加お待ちしております。
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そ
の
遣
り
取
り
を
見
か
ね
た
六
祖

慧
能
禅
師
が

「
幡
が
動
く
の
で
も

、

風
が
動
く
の
で
も
な
い

。
お
前
さ
ん

方
の
心
が
動
く
の
だ

。
」
と
言
い
放

ち
ま
し
た

。
そ
れ
を
聞
き
弟
子
の
二

人
は
ハ
ッ
と
身
震
し
た
と
い
う
お
話

で
す

。

　
沢
庵
禅
師
の
詩
に

「
心
こ
そ
 

心
迷
わ
す
 

心
な
れ
 

心
に
心
 

心
ゆ
る
す
な

」

と
あ
り
ま
す

。

　
六
根
が
六
境
を
捉
え

、
そ
れ
を
六

識
の
意
識
と
な
り
心
と
な
り
ま
す

が

、
「
非
風
非
幡

」
の
公
案
は

、
幡

と
風
と
心
が
刹
那
に
一
体
と
な

っ
た

だ
け
で

、
幡
が
動
い
た

、
風
が
動
い

た
と
念
を
継
い
で
は
い
け
な
い
こ
と

を
教
え
て
い
ま
す

。

　
さ
て

、
”
ど

っ
こ
い
し
ょ
”
と
い

う
言
葉
は
山
岳
修
行
の
僧
が
行
を
し

な
が
ら

「
六
根
清
浄

」
と
唱
え
て
い

た
も
の
が

、
変
化
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す

。

　
春
の
好
時
節
”
ど

っ
こ
い
し
ょ
”

と
庭
に
腰
を
下
ろ
し

、
六
根
清
浄
に

し
て
念
を
継
が
ず

、
心
お
だ
や
か
に

お
過
ご
し
く
だ
さ
い

。

【重要文化財】六祖慧能図
鋤を担ぎ前のめりの姿勢で口を引き結

び、鋭い眼差しで一点を見据える表情

が見て取れる。賛は無学祖元は（1226～

86）無準師範の法を継ぐ中国の高僧。来

日して建長寺の住持となり、円覚寺の

開山となった。正木美術館HPより転用


