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10月14日㈯
10月中旬
11月初旬
11月中
11月中

仏 教 婦 人 会
仏 教 壮 年 会
樹心会・唯信講
法 　 友 　 会
彰 　 心 　 会

教化団体・お講

報 恩 講

小樽別院報恩講法要は10月13日㈮より16日㈪まで

10月9日㈪より18日㈬まで月忌参詣をお休みさせていただきます。

ご門主様
ご 親 修 平成18年10月10日㈫

親鸞聖人750回大遠忌法要
本堂修復落成慶讃法要

（於 小 樽 別 院）
（於 小 樽 別 院）
（於   奥 沢 説 教 所）
（於   新 光 説 教 所）
（於   若 竹 説 教 所）

園児本堂参拝
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先
日
、
毎
日
新
聞
の
「
天
声
人
語
」
に
、
公
立
小

学
校
の
生
徒
を
対
象
に
実
施
し
た
学
力
調
査
の
結
果

を
取
り
上
げ
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
地

球
と
太
陽
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
設
問
の
解
答
と

し
て
、「
太
陽
が
地
球
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
」
と

42
％
の
生
徒
が
答
え
、
太
陽
が
沈
む
方
角
に
つ
い
て

も
、
正
答
の
西
は
73
％
、
東
が
15
％
、
南
と
の
回
答

も
2
％
あ
り
、
都
市
部
ほ
ど
正
答
率
が
下
が
る
傾
向

で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
さ
て
、
こ
の
記
事
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の

は
、
こ
こ
で
小
学
生
の
学
力
問
題
な
ど
を
述
べ
た
い

か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
は
こ
の
記
事
を
読
ん
で
、

い
さ
さ
か
奇
妙
な
考
え
が
頭
に
浮
か
ん
だ
の
で
す
。

「
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
普
通
に
生
活

で
き
る
…
、
そ
れ
な
り
の
人
生
を
過
ご
し
て
い
け
る

…
」
と
。
し
か
し
、「
ほ
ん
と
う
」
の
こ
と
を
知
ら

ず
に
終
え
る
自
分
の
人
生
を
想
像
す
る
と
、
思
わ
ず

背
筋
が
ゾ
ッ
と
し
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
み
ん
な
、
そ
れ
ぞ
れ
に
豊
か
な
人
生
を
求
め
て
い

る
は
ず
で
す
。
で
も
、
豊
か
な
人
生
は
モ
ノ
や
お
金

や
学
力
で
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
ほ
ん
と
う
」

の
こ
と
を
知
り
、「
ほ
ん
と
う
」
の
な
か
で
充
実
し

て
生
き
抜
く
と
こ
ろ
に
有
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
ほ

ん
と
う
」
と
は
、
私
が
正
し
い
と
考
え
て
も
あ
な
た

に
と
っ
て
は
間
違
い
に
見
え
た
り
、
あ
な
た
の
嬉
し

い
こ
と
が
私
に
は
嫌
な
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
思
い
や
は
か
ら
い
を

こ
え
て
、
す
べ
て
に
等
し
く
は
た
ら
く
真
実
・
真
理
・

法
則
と
い
う
も
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
生
涯
を
か
け
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
い

う
真
実
に
出
会
っ
た
喜
び
と
尊
さ
を
、
私
に
伝
え
て

く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、欲
望
に
走
り
ま
わ
さ
れ
、

「
ほ
ん
と
う
」
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
人
生
を
過
ご
す

私
の
た
め
の
教
え
で
あ
る
か
ら
で
す
。
聖
人
は
「
あ

な
た
の
人
生
を
決
し
て
虚
し
く
過
ご
さ
せ
は
し
な

い
」
と
願
い
、
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

阿
弥
陀
さ
ま
と
の
出
遇
い
こ
そ
が
、私
の
人
生
の「
ほ

ん
と
う
」
の
意
味
（
生
き
が
い
）
な
の
で
す
と
お
説

き
く
だ
さ
い
ま
す
。

「

聞聞聞聞
く
聞聞聞

んん

う
」
うう

「
ほ
ん
と
う
」
を
聞
く

小 

林
　
義 

教

北
海
道
教
区
空
知
北
組
西
林
寺

平
成
十
八
年
　
報
恩
講
布
教
使
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報
恩
講
と
は
、
浄
土
真
宗
の
み
教

え
を
開
き
私
達
に
お
示
し
下
さ
っ

た
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
恩
徳
を
偲

ん
で
報
恩
の
ま
こ
と
を
捧
げ
る
法

要
で
す
。

　
京
都
の
ご
本
山
で
は
毎
年
一
月
九

日
よ
り
聖
人
の
御
正
忌
（
祥
月
命
日
）

の
一
月
十
六
日
ま
で
の
七
昼
夜
、
法

要
が
勤
ま
り
ま
す
。

　
ま
た
、
各
お
寺
で
は
一
般
に
、
ご

本
山
の
法
要
に
先
立
っ
て
勤
め
る
な

ら
わ
し
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
お
取
り

越
し
」
と
か
「
お
引
き
あ
げ
」
と
呼

び
ま
す
。

　
小
樽
別
院
で
は
、
毎
年
十
月
十
二

日
か
ら
十
六
日
（
今
年
は
ご
親
修
法

要
の
た
め
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で

修
行
）
ま
で
五
日
間
報
恩
講
を
お
つ

と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
先
祖
の
ご
命
日
の
お
参
り
や
、
年

忌
法
要
の
お
参
り
も
大
切
で
す
が
、

せ
っ
か
く
浄
土
真
宗
の
門
徒
と
し
て

ご
縁
を
い
た
だ
い
た
か
ら
に
は
、
聖

人
の
ご
遺
徳
を
讃
え
る
報
恩
講
に
お

参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
で
き
れ
ば

各
ご
家
庭
で
も
報
恩
講
を
お
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

報
恩
講
に
つ
い
て

期
　
日

時
　
間

法
　
要
　 

・
　 

行
　
事

布 

教（
ご
法
話
）

十
三
日（
金
）

十
三
時
三
十
分

十
八
時

○
逮
夜
法
要

　
御
伝
鈔
上
巻
拝
読

○
初
夜
法
要

　
祖
徳
讃
仰

布
教
一
席 

小
林
師

崇
敬
法
中（
三
十
分
）

布
教
一
席 

小
林
師

十
四
日（
土
）

六
時
三
十
分

十
時

十
三
時
三
十
分

十
八
時

○
晨
朝（
正
信
偈
行
譜
六
首
引
）

　
和
讃「
五
十
六
億
」

○
日
中
法
要（
婦
人
会
報
恩
講 

併
修
）

○
逮
夜
法
要

　
御
伝
鈔
下
巻
拝
読

○
初
夜
法
要

　
祖
徳
讃
仰

布
教
一
席 

小
林
師

布
教
一
席 

小
林
師

布
教
一
席 

小
林
師

崇
敬
法
中（
三
十
分
）

布
教
一
席 

小
林
師

十
五
日（
日
）

六
時
三
十
分

十
時

十
二
時

十
三
時
三
十
分

十
八
時

○
晨
朝（
正
信
偈
行
譜
六
首
引
）

　
和
讃「
尊
者
阿
難
」

○
日
中
法
要

　
お
と
き

○
大
逮
夜
法
要

　
御
俗
姓
拝
読

○
物
故
者
追
悼
法
要

○
初
夜
法
要

　
祖
徳
讃
仰

○
後
夜
法
要（
讃
仏
偈
）

布
教
一
席 

小
林
師

布
教
一
席 

小
林
師

布
教
一
席 

小
林
師

崇
敬
法
中（
三
十
分
）

布
教
一
席 

小
林
師

十
六
日（
月
）

六
時
三
十
分

十
時

○
晨
朝（
正
信
偈
行
譜
六
首
引
）

　
和
讃「
弥
陀
成
仏
」

○
満
日
中
法
要

　
代
表
焼
香
・
御
礼
言
上

布
教
一
席 

小
林
師

布
教
一
席 

小
林
師

◆
宗
祖
親
鸞
聖
人
報
恩
講
法
要
日
程
表
◆
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法ほ
う

座ざ

に
は

時じ

間か
ん

に

遅お
く

れ
な
い
よ
う
に

お
参ま
い

り

し
ま
し
ょ
う

法ほ
う

座ざ

へ

お
参ま

い

り
す
る

と
き
は

念ね
ん

珠じ
ゅ

と
共と
も

に

「
勤ご

ん

行ぎ
ょ
う

聖せ
い

典て
ん

」
も

忘わ
す

れ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う

ご
近き

ん

所じ
ょ

お
友と
も

だ
ち

お
誘さ
そ

い
合あ

わ
せ
て

お
参ま
い

り
し
て

く
だ
さ
い

❶

❷

❸

❹❺❻

❼

❽

❾

お
ー
い

式し
き

章し
ょ
う

た
し
か

こ
こ
に

し
ま
っ
て

お
い
た
は
ず

…
…
…

あ
っ
た
わ

エ
ヘ
ン

あ
れ
れ
…

門も
ん

徒と

式し
き

章し
ょ
う

は

タ
ス
キ
が
け
に

し
な
い
で
必
か
な
ら
ず

首く
び

か
ら
下さ

げ
る
形
か
た
ち
で

身み

に
つ
け
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い

お
っ
と

こ
り
ゃ

お
は
ず
か

し
い
…
…

あ
の
う

「
聖せ
い

典て
ん

」
に
も

い
ろ
い
ろ

あ
る
ん
で
す
が

…
…
…
…

皆み
ん
な

で
お
勤つ
と

め
す
る

「
正し
ょ
う

信し
ん

偈げ

」
や

仏ぶ
っ

教き
ょ
う

讃さ
ん

歌か

な
ど
が

載の

っ
て
い
る
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い

で
し
ょ
う

法ほ
う

座ざ

へ

お
参ま
い

り
に

行い

く
ぞ

正せ
い

装そ
う

し
て

い
か
な
い
と

失し
つ

礼れ
い

か
し
ら

…
…
…
…
？

お
参ま

い

り
の

服ふ
く

装そ
う

に
つ
い
て
は

そ
れ
ほ
ど
と
ら

わ
れ
る
必ひ
つ

要よ
う

は

あ
り
ま
せ
ん
が

で
き
る
だ
け

門も
ん

徒と

式し
き

章し
ょ
う

を

身み

に
つ
け
て

ほ
し
い
で
す
ね
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本
願
寺
出
版
社
　
マ
ン
ガ
仏
事
入
門
よ
り

ま
た
念ね
ん

珠じ
ゅ

は

常つ
ね

に
親お
や

指ゆ
び

と

人ひ
と

さ
し
指ゆ
び

の

間あ
い
だに
か
け
て

も
つ
こ
と
を

心こ
こ
ろが
け
て

く
だ
さ
い

「
聖せ
い

典て
ん

」
は

こ
の
よ
う
に

い
た
だ
い
て
か
ら

本ほ
ん

を
開ひ
ら

き
ま
す

私わ
た
し正せ

い

座ざ

が

に
が
て
な
の

だ
か
ら

せ
っ
か
く

お
参ま
い

り
し
て
も

そ
の
こ
と
が

気き

に
な
っ
て

お
ち
つ
か
な
い
わ

念ね
ん

珠じ
ゅ

や

「
聖せ
い

典て
ん

」
な
ど
の

法ほ
う

具ぐ

は
大た
い

切せ
つ

に

扱あ
つ
かい
ま
し
ょ
う

タ
タ
ミ
や

床ゆ
か

の
上う
え

に

直じ
か

に
置お

く
の
は

よ
く
あ
り
ま
せ
ん

そ
れ
は

困こ
ま

っ
た
ね

で
も
長ち
ょ
う

時じ

間か
ん

の

正せ
い

座ざ

は
だ
れ
も
が

で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん

ど
う
し
て
も

ガ
マ
ン
で
き
な
い

と
き
は
足あ
し

を

く
ず
す
こ
と
も

か
ま
い
ま
せ
ん

で
す
が

で
き
れ
ば

除じ
ょ

々じ
ょ

に
慣な
ら

し
て

い
く
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い

確た
し

か
に
法ほ
う

座ざ

へ

お
参ま
い

り
す
る
と

恭く

敬き
ょ
う

の
心こ
こ
ろ

か
ら

自し

然ぜ
ん

と
姿し

勢せ
い

を
正た
だ

し

正せ
い

座ざ

す
る
こ
と
に

な
り
ま
す

お
や
お
や
…
…

足あ
し

を
く
ず
し
て
も

仏ほ
と
け

さ
ま
に
対た
い

す
る

気き

持も

ち
ま
で

く
ず
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
ね

そ
し
て

合が
っ

掌し
ょ
う・
礼ら
い

拝は
い

の

と
き
は

正せ
い

座ざ

の
姿し

勢せ
い

に

も
ど
る
よ
う

心こ
こ
ろが
け
て

く
だ
さ
い

た
だ
し

足あ
し

の
不ふ

自じ

由ゆ
う

な
方か
た

や

身か
ら
だ体
に
障し
ょ
う

害が
い

の
あ
る
方か
た

は
正せ
い

座ざ

に
と
ら
わ

れ
ず
で
き
る
姿し

勢せ
い

で
参さ
ん

拝ぱ
い

・
聴ち
ょ
う

聞も
ん

す

れ
ば
よ
い
こ
と
は

言い

う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん

バ
ッ
グ
の
上
か

ひ
ざ
の
上
に

置
く
よ
う
に

し
ま
す

あ
ー

暑あ
つ

い

「
聖せ
い

典て
ん

」
を

ウ
チ
ワ
が
わ
り

に
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
ね

仏
事
に
は
式
章
を
身
に

   

つ
け
て
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
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こ
の
た
び
西
本
願
寺
ご
門
主
様
ご
親
修
に
よ
り
、「
親
鸞
聖
人

七
百
五
十
回
大
遠
忌
法
要
・
本
堂
修
復
落
成
慶
讃
法
要
」
を
左
記
の

通
り
修
行
い
た
し
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
門
信
徒
の
皆
様
の
ご
参
拝
を
い
た
だ
き
、
こ
の

ご
法
要
を
賑
々
し
く
勤
修
い
た
し
た
く
、
五
十
年
に
一
度
の
こ
の
ご

勝
縁
に
是
非
と
も
ご
参
拝
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

■ 

期
　
日
：
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
十
月
十
日
（
火
）

◇
ご
親
修
法
要 

午
後
一
時
　
於 

本
願
寺
小
樽
別
院
本
堂

 

（
正
午
よ
り
受
付
い
た
し
ま
す
）

◇
記
念
祝
賀
会 

午
後
六
時
（
午
後
五
時
よ
り
受
付
い
た
し
ま
す
）

　
会
　
場

　
　
ヒ
ル
ト
ン
小
樽 

五
階 

樹
林
の
間

　
会
　
費

　
　
お
一
人
様 

一
万
円
（
当
日
会
場
に
て
申
し
受
け
ま
す
）

■ 

日
　
程

時
　
間

法
要
・
行
事

備
　
考

九
時
三
十
分

十
時
三
十
分

十
二
時

十
三
時

十
五
時

十
六
時

十
六
時
三
十
分

十
七
時

十
八
時

二
十
時

ご
門
主
様
小
樽
別
院
御
着

帰
敬
式
（
お
か
み
そ
り
）

受
付

庭
儀
（
稚
児
行
列
）

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大
遠
忌
法
要

本
堂
修
復
落
成
慶
讃
法
要

ご
親
教

記
念
布
教（
滋
賀
県 

瑕
丘
大
愚 

師
）

記
念
式
典

記
念
式
典
終
了

ご
門
主
様
小
樽
別
院
御
発

記
念
祝
賀
会

記
念
祝
賀
会
終
了

於
　
本
堂

ご
門
主
様
ご
導
師

双
葉
高
校
〜
小
樽
別
院

於
　
本
堂

ご
門
主
様
ご
親
修

「
正
信
念
仏
偈
作
法
」

於
　
本
堂

於
　
本
堂

ご
門
主
様
ご
臨
席

於
　
ヒ
ル
ト
ン
小
樽

ご
門
主
様
ご
臨
席

ご
門も

ん

主し
ゅ

様
ご
親し

ん

修し
ゅ
う

法
要
の
ご
案
内
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ご本堂御修復通信

〒047-0024 小樽市花園3－25－15

葬　儀

電話 （代表） 23－0246番
■24時間営業■

国道側にきれいなお庭ができました

伝道掲示板が設置されました（毎月 2回書きかえます）

塗装工事のためシートでおおわれた会館

塗装工事が終わり足場を外すのみとなった会館

2006年（平成18年）報恩講号（7）



親
鸞
聖
人

法
要

七
百
五
十
回

大
　
遠
　
忌

「
御
同
朋
の
社
会
」実
現
の
た
め
に「
と

も
に
い
の
ち
輝
く
世
界
へ
」
の
新
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
も
と
、
六
月
二
十
三
日
に
京
都

よ
り
中
央
基
幹
運
動
推
進
相
談
員
の
季

平
博
昭
師
を
お
迎
え
し
て
、
小
樽
別
院

本
堂
で
基
幹
運
動
研
修
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

お
話
の
内
容
は
大
き
く
分
け
て
二
つ

の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。

一
つ
は
神
戸
児
童
連
続
殺
傷
事
件
を

引
き
起
こ
し
た
少
年
の
「
透
明
な
存
在
」

と
い
う
言
葉
か
ら
の
問
題
提
起
で
す
。

体
が
「
帰
る
」
だ
け
の
家
（
ハ
ウ
ス
）

と
心
の
「
還
る
」
家
（
ホ
ー
ム
）
の
違

い
か
ら
、
お
寺
の
あ
り
方
を
問
う
内
容

で
し
た
。
子
ど
も
を
含
め
我
々
一
人
一

人
が
必
要
と
し
、
必
要
と
さ
れ
る
場
所

が
今
あ
る
か
、
ま
た
お
寺
は
そ
う
い
っ

た
存
在
に
な
れ
て
い
る
か
と
い
う
内
容

で
し
た
。

二
つ
め
に
、
現
代
の
流
行
歌
に
も
大

事
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
内
容
で
し
た
。
中
島
み
ゆ
き
の

「
命
の
別
名
」
と
、
さ
だ
ま
さ
し
の
「
人

生
の
贈
り
物
」
と
い
う
歌
を
聴
き
な
が

ら
、
歌
詞
に
込
め
ら
れ
た
い
の
ち
の
こ

と
・
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お

話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
自
分
を
愛
す
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、
他
人
を
も
愛
せ
な
い
。

毎
日
を
後
悔
で
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
、

自
分
の
命
を
自
分
の
色
で
精
一
杯
に
生

き
抜
く
こ
と
が
大
切
と
い
う
お
話
し
に

う
な
ず
か
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
18
年
6
月
27
日 

第
34
回
後
志
組
仏

教
婦
人
大
会
及
び
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠

忌
ご
消
息
披
露
法
要
が
、
岩
宇
地
区
担
当
岩

内
荒
井
記
念
美
術
館
に
て
19
ヵ
寺
２
０
２
名

の
参
加
に
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
の
テ
ー
マ
は
家
族
み
ん
な
で
「『
ご

め
ん
な
さ
い
。
あ
り
が
と
う
』
の
言
え
る

生
活
を
し
ま
し
ょ
う
」
で
し
た
。
ご
講
師

に
北
海
道
教
区
教
務
所
長
様
を
お
迎
え
し
、

テ
ー
マ
に
添
っ
た
お
話
し
を
頂
き
ま
し
た
。

大
変
良
い
お
話
で
心
に
染
み
込
ん
で
い
き

ま
し
た
。
ま
た
担
当
組
の
お
寺
さ
ん
達
に
よ

る
寸
劇
「
佐
賀
の
が
ば
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
も

簡
単
な
セ
ッ
ト
と
短
い
時
間
な
が
ら
も
と
て

も
楽
し
く
、
本
当
の
「
人
間
の
幸
せ
」
に
つ

い
て
色
々
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

今
の
世
の
中
、
お
金
を
中
心
に
回
り
過

ぎ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
あ
の
「
が

ば
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
よ
う
に
知
恵
と
ユ
ー

モ
ア
を
、
そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
に
「
ご

め
ん
な
さ
い
。
あ
り
が
と
う
」
と
言
う
気

持
ち
を
も
っ
て
子
育
て
出
来
た
ら
、
毎
日

テ
レ
ビ
や
新
聞
を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
殺
伐

と
し
た
事
件
も
無
く
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

午
後
か
ら
は
ご
消
息
披
露
法
要
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
こ
の
事
も
私
に
と
っ
て
は

じ
め
て
の
ご
縁
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
開
式

の
辞
か
ら
閉
式
の
辞
ま
で
厳
か
に
執
り
行

わ
れ
、
親
鸞
聖
人
７
５
０
回
大
遠
忌
法
要

に
向
け
て
の
御
門
主
様
の
思
い
が
ひ
し
ひ

し
と
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

あ
い
に
く
の
雨
の
中
、
朝
早
く
か

ら
遠
い
岩
内
ま
で
お
い
で
く
だ
さ
っ

た
仏
婦
会
員
の
皆
様
大
変
ご
苦
労
様

で
し
た
。
お
蔭
様
で
盛
会
の
う
ち
に

終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

2
年
後
の
35
回
後
志
組
仏
教
婦
人

大
会
で
ま
た
お
会
い
出
来
る
こ
と
を

お
楽
し
み
に
…

研
修
会
に
参
加
し
て

竹
脇
　
義
洋

仏
婦
大
会
を
終
え
て

辻
井
百
合
子
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親
鸞
聖
人

法
要

七
百
五
十
回

大
　
遠
　
忌

　

浄
土
真
宗
を
開
か
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、
一
二
六
三
（
弘
長
二
）
年
に
九
十
歳
で
ご
往

生
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
一
二
（
平
成
二
十
四
）
年
一
月
十
六
日
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

七
五
〇
回
忌
（
御
正
当
）
に
あ
た
り
ま
す
。

　

本
願
寺
で
は
ご
修
復
を
終
え
た
御
影
堂
に
お
い
て
、
大
遠
忌
法
要
を
お
勤
め
い
た
し

ま
す
。
ご
生
涯
を
か
け
て
真
実
の
み
教
え
を
弘
め
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
ぶ

と
と
も
に
、
五
十
年
に
一
度
の
ご
勝
縁
を
と
も
ど
も
に
お
迎
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　

御
伝
鈔（
詞

こ
と
ば

書が
き

）と
御
絵
伝（
絵
図
の

掛
け
軸
）は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
の

行
跡
を
記
し
た
も
の
で
、
報
恩
講
の

時
に
御
伝
鈔
を
拝
読
し
、
御
絵
伝
を

お
掛
け
し
ま
す
。

　

御
伝
鈔
も
御
絵
伝
も
本
願
寺
の
第

三
代
宗
主
の
覚か

く

如に
ょ

上
人
が
聖
人
の
遺

徳
を
讃
仰
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
で
、
元
は
一
つ
の
絵
巻
物
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
覚
如
上
人
の
御
長
男
の

存ぞ
ん

覚か
く

上
人
が
詞
書
と
絵
図
を
分
離
さ

れ
、
そ
れ
が
御
伝
鈔（
上
下
巻
）と
御

絵
伝
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
樽
別
院
で
は
、
毎
年
報
恩
講
の

十
月
十
三
日
に
御
伝
鈔
上
巻
を
、

十
四
日
に
御
伝
承
下
巻
を
本
堂
で
拝

読
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
御
絵
伝
は
一
幅
・
二
幅
・
三

幅
・
四
幅
・
六
幅
・
八
幅
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
形
式
が
あ
り
ま
す
が
、
小
樽
別

院
で
は
四
幅
の
も
の
を
本
堂
の
左
余

間
に
掛
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
寺
の
イ
ロ
ハ
④ 

〜
御ご

伝で
ん

鈔
し
ょ
う

と
御ご

絵え

伝で
ん

〜
親鸞聖人御絵伝

西本願寺（京都）
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本
堂
修
復
懇
志
新
規
進
納
者
御
芳
名

（
平
成
18
年
7
月
31
日
現
在
）

須
川
　
浩
吉

小
林
　
テ
ツ

牧
田
佐
太
郎

安
宅
　
　
淳

宇
野
　
克
世

本
間
　
幸
夫

麻
生
か
つ
子

野
坂
　
ト
サ

佐
野
　
政
治

間
形
　
房
雄

河
野
末
五
郎

本
間
　
英
雄

真
屋
　
敬
信

松
岡
カ
ツ
エ

島
崎
　
周
弘

小
林
　
キ
ヨ

馬
久
地
チ
ヨ
子

宮
野
チ
エ
子

上
野
　
　
操

中
条
　
國
子

池
永
　
則
夫

藤
井
　
　
勇

　
　
　
　
　
　（
敬
称
略
）

別
院
門
徒
物
故
者（
平
成
18
年
6
月
１
日
〜
平
成
18
年
7
月
31
日
現
在
）

以
上
の
別
院
門
徒
の
方
々
が
、
お
浄
土
に

還
ら
れ
ま
し
た
。

謹
ん
で
お
念
仏
申
し
上
げ
ま
す
。

 

合
掌

●
門
徒
懇
志

金
八
拾
萬
円

 

二
丹
田
英
美
子

 

中
条
　
芳
郎

 

小
島
　
利
徳

金
七
拾
萬
円 

 

大
門
　
治
雄

金
六
拾
壱
萬
円

 

向
井
　
徹
磨

金
六
拾
萬
円

 

佐
野
　
　
昇

 

岡
　
　
久
夫

 

河
野
　
俊
子

 

佐
藤
由
利
子

金
四
拾
萬
円

 

太
田
　
　
勝

 

杉
村
　
　
誠

 

徳
吉
　
　
博

 

大
野
す
み
子

 

中
里
　
園
枝

 

須
川
す
み
子

 
松
本
　
　
節

 
藤
井
　
キ
ミ

 

前
川
　
祐
子

 

惣
万
　
テ
ル

 

内
山
　
和
子

 

元
木
　
輝
之

 

新
井
田
正
夫

 

高
木
　
哲
郎

 

麻
生
　
詔
司

 

塚
形
　
幸
也

 

海
野
　
弘
幸

 

吉
田
　
仁
志

 

今
川
　
昭
夫

 

長
谷
川
博
敏

 

邦
　
三
次
郎

　
　
　
堀
川
　
正
光

　
　
　
中
里
　
寛
光

         

市
川
　
敏
幸

　
　
　
小
野
　
栄
蔵

　
　
　
籠
戸
　
　
宏

　
　
　
横
田
　
正
則

　
　
　
菊
地
　
チ
エ

　
　
　
佐
藤
　
和
子

　
　
　
島
崎
　
　
愛

　
　
　
寺
崎
　
敏
夫

　
　
　
福
山
　
ミ
ツ

　
　
　
北
村
　
與
八

　
　
　
小
林
　
大
祐

　
　
　
宮
野
　
慶
治

　
　
　
高
橋
　
和
夫

　
　
　
須
川
　
育
子

　
　
　
佐
藤
　
　
求

　
　
　
佐
藤
　
　
實

　
　
　
松
原
千
代
子

　
　
　
玉
井
誠
之
助

　
　
　
藤
森
　
節
子

　
　
　
日
高
　
昭
弘

　
　
　
日
和
　
幸
江

　
　
　
鈴
木
　
タ
ケ

　
　
　
實
川
　
信
義

●
寺
院
懇
志

金
壱
百
六
拾
萬
円

　
　
　
安
楽
寺

●
天
井
絵
特
別
懇
志

金
壱
百
萬
円

　
　
　
貴
正
　
政
行

●
法
要
懇
志

金
壱
拾
萬
円

　
　
　
髙
橋
ミ
サ
ヲ

　
　
　
髙
橋
　
幸
彦

（
敬
称
略
）

そ
の
他
、
分
納
に
て
多
数
の

方
々
よ
り
ご
進
納
頂
い
て
お

り
ま
す
。

ご
進
納
有
難
う

　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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編集後記
　昨年の「おたる西別院だより 報恩講号」よりご門徒の方に編集委員としてご協力

いただき、皆様によろこんでいただける紙面を目指して発行しております。

ご意見、ご感想をお寄せ下さい。

小樽市若松1丁目4番17号

10134−22−0744 50134−29−4080本願寺小樽別院
連　絡　先

物
品
寄
贈
者
御
芳
名

境
内
外
用
時
計 

一
台福

島
工
務
店

屋
内
用
時
計 

一
台

辻
井
冨
士
男

華け

籠ろ
う 

二
十
枚

仏
教
婦
人
会

ご
門
主
様
用
畳

木
下
畳
店

法
物
懇
志 

百
万
円

貴
正
　
政
行

戸と

帳
ち
ょ
う 

一
式

川
勝
法
衣
店

庭
木 

二
本

三
浦
　
幸
子

幕 

ニ
張

仏
教
壮
年
会

（
敬
称
略
）

ご
寄
贈
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2006年（平成18年）報恩講号（12）

　当園では、浄土真宗のみ教えに基づき「いのちの大切さ」「自然への感

謝」「やさしい心」を育てる保育に努めています。

　又、お絵かきや工作などのクラスでの活動の他に、プール遊びや、週に

2・3回クラス合同のホールでのリズム遊びなどを通し、異年齢の交流を深

めており、年長から年少までみんな仲良く遊んでいます。

　是非一度見学にお越し下さい。（年中見学可能です。）

保 育 時 間
昼　　　食
預 り 保 育
プール遊び
英　会　話
送 迎 バ ス
主 な 行 事

ならし保育

→月曜日～金曜日（８：３０～１４：００／冬期間〔12月～3月〕 ８：３０～１３：３０）

→お弁当～週2回／給食～週3回（パン食2回／米食1回）

→月曜日～金曜日（１７：３０迄）行います。（１５：００迄は無料です／降園バス有）

→年間を通して、週1回温水プール遊びを行っています。（年長のみプール指導有）

→月2回年長のみ行います。

→ご希望の方は、ご自宅付近まで送迎致します。

→花まつり・降誕会・運動会・親子遠足・バス遠足・いも掘り・報恩講・お遊戯会・
おもちつきなど。

→満2歳以上、就園未満のお子さんを対象に、火曜日クラスと
　木曜日クラス（毎週各1回）にて保育を行います。

※詳しくは、入園案内をごらんください。

～まこと（いのち）の保育を行っています～

季
　
刊
　
第
七
十
八
号
　
発
行
者
　
本
　
願
　
寺
　
小
　
樽
　
別
　
院
　
　
発
行
人
　
岩
間
　
行
則
　
　


