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今月のことば

生
き
て
る
っ
て
素
晴
ら
し
い

生
き
て
る
っ
て
恥
ず
か
し
い

レ
ゲ
エ
シ
ン
ガ
ー　

ラ
ン
キ
ン
タ
ク
シ
ー

同居されているかたがおられるのならば、できますれば皆さんでお読みください

常入寺は喪中など関係なくどなたでもいつでもお参りできます。
ご本尊の阿弥陀如来は人を選ぶことはありません。

どうぞどなたでもお参りください

初参り・初詣は
ご縁の深いところで

いたしましょう

修は

つ

ま

い

り

正

会

一
月
一
日
午
前
六
時
よ
り

初
老
や
還
暦
の
方
々
が
団
体
参
拝
さ
れ
ま
す

の
で
修
正
会
の
始
ま
る
時
間
が
変
更
と
な
る

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す

コ
ロ
ナ
禍
で
す
の
で
飲
食
の
接
待
は
い
た
し

ま
せ
ん

年
始
は
一
日
午
前
五
時
二
日
午
後
四
時
ま
で

受
付
し
ま
す

月
参
り
は
一
日
よ
り
三
日
ま
で
休
ま
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
四
日
よ
り
再
開
し
ま
す

子
ど
も
初
参
り

お
正
月
に
お
参
り
い
た

だ
い
た
お
子
さ
ん
に(

小

学
生
以
下)

先
着
15
名

様
に
お
み
や
げ
に
お
菓

子
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん

と
一
緒
に
お
参
り
く
だ

さ
い
。
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廿
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（に
じ
ゅ
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い
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成
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命
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さ
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ゅ
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さ
ん
か
い
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二
四
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終

二〇二三年　年期 (忌 )
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発
行
責
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青　

井　
　

和　

成

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
は
こ
ち
ら
か
ら
⇓

　
✓
お
参
り
の
変
更

　
✓
法
事
の
相
談

　
✓
そ
の
他

　
こ
ち
ら
か
ら
で
も
で
き
ま
す

常入寺のホームページもあります　https://www.gobohan.com/　 ごぼはん　常入寺

＜お知らせ＞	

※1月1日より3日まではお正月期間にあたり基本

的に月参りを休止させていただきます。ご了解くだ

さい。祥月命日など、どうしてもというお方は前もっ

てご相談ください。対応いたします。

※また1月3日は東老田近隣のお宅に年頭のご挨

拶に伺わせていただきます。

　

皆
さ
ん
、
今
月
８
日
は
私
た

ち
の
教
主
釈
迦
牟
尼
仏
が
お
悟

り
を
開
か
れ
た
日
と
い
う
こ
と

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？
よ
ろ

し
け
れ
ば
覚
え
て
お
い
て
く
だ

さ
い
。

　

今
か
ら
約
２
５
０
０
年
前
、

イ
ン
ド
の
北
、
現
在
の
ネ
パ
ー

ル
の
地
で
、
釈
迦
族
の
王
の
子

と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
た

お
釈
迦
様
は
、
29
歳
の
時
に
世

の
無
常
を
感
じ
て
、
約
束
さ
れ

て
い
た
国
王
の
座
や
妻
子
を
捨

て
て
出
家
を
さ
れ
ま
し
た
。
６

年
も
の
間
、
厳
し
い
苦
行
を
続

け
ら
れ
ま
し
た
が
、
苦
行
を
す

る
こ
と
で
は
真
理
を
見
い
だ
せ

な
い
と
お
気
づ
き
に
な
ら
れ
苦

行
を
す
る
こ
と
を
お
や
め
に
な

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
苦

行
を
さ
れ
た
近
く
の
村
で
ス

ジ
ャ
ー
タ
と
い
う
娘
さ
ん
よ
り

施
さ
れ
た
乳
粥
に
よ
っ
て
、
苦

行
で
疲
れ
切
っ
た
身
体
を
癒
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
近
く
に

あ
っ
た
菩
提
樹
と
い
う
木
の
下

で
瞑
想
を
を
は
じ
め
ら
れ
、
そ

し
て
12
月
８
日
の
早
朝
、
暁
の

明
星
の
輝
き
と
と
も
に
、
お
釈

迦
様
は
つ
い
に
お
悟
り
を
お
開

き
に
な
ら
れ
れ
た
の
で
す
。
つ

ま
り
、
12
月
８
日
は
は
仏
教
の

教
え
が
生
ま
れ
た
大
切
な
日
を

意
味
す
る
の
で
す
。

　

さ
て
お
釈
迦
さ
ま
の
お
悟
り

と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と

を
知
り
納
得
で
き
た
な
ら
ば
仏

様
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
そ
う
簡
単
に
私
た
ち

が
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

し
ょ
う
。
し
か
し
方
向
性
の
よ

う
な
も
の
な
ら
ば
私
た
ち
は
理

解
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
ど

う
し
て
お
釈
迦
さ
ま
が
王
様
に

な
る
約
束
と
家
族
を
捨
て
出
家

な
さ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

訪
ね
て
い
く
べ
き
な
の
で
し
ょ

う
。
な
ぜ
出
家
な
さ
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
知
る
手
が
か
り

と
し
て
「
四
門
出
遊
」
と
い
う

話
し
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
四
門
出
遊
の
話
と
い

う
の
は
以
下
の
も
の
で
す
。

　

今
か
ら
約
２
５
０
０
年
前
の

イ
ン
ド
に
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ

た
お
釈
迦
様
は
お
母
様
と
産
後

ま
も
な
く
死
別
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
て
か
い
ろ
ん
な
事

に
敏
感
に
な
り
よ
く
物
思
い
に

ふ
け
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
こ
と
を
心
配
さ
れ
て
か
父

で
あ
る
王
様
は
美
味
し
い
食
べ

物
毎
日
与
え
ら
れ
た
り
、
楽
し

い
イ
ベ
ン
ト
を
催
さ
れ
た
り
し

て
あ
ま
り
物
思
い
に
ふ
け
な
い

よ
う
に
心
が
け
れ
ら
れ
育
て
ら

れ
ま
し
た
。
あ
る
時
、
お
城
の

外
の
暮
ら
し
も
ど
ん
な
も
の
か

見
て
み
た
い
と
思
っ
た
お
釈
迦

様
は
、
家
来
を
連
れ
て
、
お
城

の
東
西
南
北
４
つ
の
門
か
ら
出

か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
東

の
城
門
を
出
ら
れ
た
お
釈
迦
様

は
、
道
に
、
歯
が
お
ち
腰
は
ま

が
り
杖
に
た
よ
っ
て
歩
く
老
人

の
姿
を
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
枯
れ
木
の
よ
う
な
老

人
の
姿
を
見
て
、
人
間
、
誰
し

も
が
や
が
て
必
ず
、
あ
の
よ
う

に
老
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
、
老
い
の
苦
し
み
を
痛
感
さ

れ
た
の
で
す
。
ま
た
あ
る
日
、

南
門
を
出
た
と
き
、
病
人
を
見

ら
れ
、
人
は
病
む
と
い
う
病
苦

の
現
実
を
深
く
実
感
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
西
門
を
出
ら
れ
た

と
き
に
、
葬
式
の
行
列
を
見
ら

れ
ま
し
た
。
先
ほ
ど
ま
で
元
気

だ
っ
た
人
が
、青
白
く
な
っ
て
、

も
う
動
か
な
く
な
る
。
そ
し

て
、
焼
か
れ
て
ひ
と
つ
ま
み
の

白
骨
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
は

必
ず
死
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
や
が
て
死
ぬ
の
に
な
ぜ
生

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
必

ず
死
ん
で
い
く
と
い
う
、
死
苦

の
現
実
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
れ

た
の
で
す
。
最
後
に
北
門
を
出

ら
れ
た
と
き
、
出
家
し
た
僧
侶

を
見
て
、
人
間
は
限
り
あ
る
い

の
ち
を
、
自
分
の
欲
を
満
た
す

た
め
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、

老
い
や
病
や
死
を
超
え
た
な
に

か
普
遍
的
な
真
理
を
求
め
る
た

め
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
私
も
、
老
い
て
も

病
ん
で
も
、
そ
し
て
い
ざ
死
ぬ

と
な
っ
て
も
崩
れ
な
い
本
当
の

幸
せ
に
な
り
た
い
、
と
、
真
実

の
幸
福
を
求
め
る
気
持
ち
は
日

に
日
に
強
く
な
っ
て
い
か
れ
た

の
で
す
。
こ
れ
が
四
門
出
遊
の

話
で
す
。

　

お
釈
迦
様
は
老
・
病
・
死
、

そ
し
て
生
と
い
う
人
間
の
避
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
を
見
抜

か
れ
、
そ
の
苦
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
を
願
い
出
家
さ
れ
た
の

で
す
。


