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※ 次回の「弘法さん」縁日は令和４年５月２１日 (木 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
春

真
っ
盛
り
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
が
待
ち
遠
し
い
季
節
に
な
り

ま
し
た
が
、
朝
晩
は
寒
い
日
も

あ
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
も
含
め
、
く
れ
ぐ

れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語

を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
使
っ
て
い

る
仏
教
用
語
。
そ
れ
だ
け
日
本

人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

春
に
な
る
と
梅
や
桜
の
花
見

の
季
節
で
す
。
ま
だ
ま
だ
肌
寒

い
季
節
な
の
で
、
温
か
い
室
内

で
の
花
見
懐
石
も
い
い
で
す
ね
。

と
言
っ
て
使
っ
た
「
懐
石
」
も
、

実
は
仏
教
用
語
で
す
。

　

初
期
の
イ
ン
ド
仏
教
に
は
「
非

時
食
（
ひ
じ
じ
き
）
戒
」
と
い

う
戒
律
が
あ
り
ま
し
た
。
修
行

僧
は
午
前
中
に
托
鉢
に
行
き
、
そ

こ
で
施
さ
れ
た
供
物
を
昼
頃
に

食
べ
た
ら
一
日
の
食
事
は
終
わ

り
。
つ
ま
り
、
食
事
は
朝
と
昼

の
２
回
で
し
た
。

　

や
が
て
仏
教
は
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
や
中
国
に
伝
わ
り
ま
し
た
が
、

イ
ン
ド
よ
り
寒
い
地
域
で
の
「
非

時
食
戒
」
は
過
酷
で
す
。
と
り

わ
け
冬
は
、
修
行
僧
た
ち
が
寒

さ
と
空
腹
に
苦
し
ん
だ
そ
う
で

す
。

　

そ
こ
で
修
行
僧
は
寒
さ
と
飢

え
に
耐
え
る
た
め
、
石
を
温
め

て
布
に
包
ん
で
懐
（
ふ
と
こ
ろ
）

に
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

は
「
か
ら
だ
に
良
い
薬
の
よ
う

な
石
」
と
い
う
意
味
で
「
薬
石

（
や
く
せ
き
）
」
と
呼
ば
れ
ま
し

た
。
い
わ
ば
懐
炉
（
か
い
ろ
）
で

す
ね
。

　

し
か
し
「
薬
石
」
で
暖
は
と

れ
て
も
空
腹
は
満
た
さ
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
夕
方
に
粥
（
か
ゆ
）

な
ど
を
食
す
よ
う
に
な
り
、
こ

れ
も
「
薬
石
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
薬
石
」
が
転
じ
て
、
温

石
（
お
ん
じ
ゃ
く
）
を
懐
に
入

れ
て
空
腹
を
凌
ぐ
程
度
の
粗
食

と
い
う
意
味
で
「
懐
石
」
と
い

う
表
現
が
登
場
し
ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
中
世
以
降
に
茶

道
が
広
ま
る
と
、
茶
を
美
味
し

く
味
わ
う
た
め
に
、
そ
の
前
に

出
さ
れ
る
粗
食
の
こ
と
を
「
懐

石
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

茶
懐
石
で
す
。

　

茶
懐
石
が
流
行
す
る
の
は
千

利
休
の
時
代
で
す
。
同
時
代
に

豪
華
な
本
格
料
理
と
し
て
誕
生

し
た
「
本
膳
（
ほ
ん
ぜ
ん
）
料

理
」
と
対
比
す
る
意
味
も
あ
っ

て
、
茶
の
湯
の
前
の
粗
食
を
「
懐

石
」
と
呼
ぶ
の
が
風
流
と
な
り

ま
し
た
。

　

仏
教
の
「
懐
石
」
が
茶
道
の

「
懐
石
」
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
こ
と

は
、
食
事
の
作
法
か
ら
も
想
像

で
き
ま
す
。
茶
道
で
は
、
添
え

ら
れ
た
柄
杓
（
す
く
い
）
で
湯

の
子
を
取
っ
て
飯
椀
と
汁
椀
に

入
れ
た
後
、
両
碗
に
湯
を
注
ぎ
、

飯
椀
に
少
量
残
し
て
お
い
た
飯

で
湯
漬
け
を
し
ま
す
。
最
後
は

湯
を
全
部
飲
み
切
り
、
器
を
懐

紙
で
清
め
て
亭
主
（
茶
の
主
催

者
）
に
返
し
ま
す
。
禅
寺
の
食

事
作
法
と
一
緒
で
す
ね
。

　

そ
の
後
、
「
懐
石
」
と
「
会
席

料
理
」
が
混
同
し
て
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。「
会
席
料
理
」

は
言
わ
ば
宴
席
料
理
の
こ
と
。
俳

人
が
句
会
や
歌
会
を
催
し
た
後

で
楽
し
む
食
事
が
起
源
で
す
。

　

一
方
、
「
懐
石
」
は
そ
れ
自
体

が
粗
食
の
意
味
な
の
で
「
懐
石

料
理
」
と
「
料
理
」
を
つ
け
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
懐
石
」

と
「
会
席
」
の
音
が
同
じ
な
の

で
、
い
つ
し
か
同
じ
意
味
で
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今

で
も
料
理
屋
の
品
書
き
に
「
懐

石
」
と
「
会
席
」
が
混
同
し
て

表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

利
休
時
代
の
茶
会
記
を
見
る

と
、
茶
会
の
食
事
に
つ
い
て
「
ふ

る
ま
い
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本

来
は
「
懐
石
」
の
つ
も
り
で
用

意
し
つ
つ
、
実
際
に
は
食
事
を

楽
し
む
「
会
席
」
で
し
た
。
こ

れ
が
混
同
の
原
因
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

こ
ん
な
話
を
書
い
て
い
た
ら
、

お
腹
が
空
い
て
き
ま
し
た
。
で

は
ま
た
来
月
。

※


