
◆
解
体
工
事
（
予
定
）

令
和
3
年
5
月
25
日
～
7
月
末

◆
新
築
工
事
（
予
定
）

令
和
3
年
8
月
～
令
和
4
年
夏
頃

変
化
に
戸
惑
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

か
と
思
い
ま
す
が
、
皆
さ
ま
に
と
っ

て
よ
り
い
っ
そ
う
お
参
り
し
や
す
い

環
境
を
目
指
し
、
工
事
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

工
事
期
間
中
は
、
常

髙
寺
山
門
向
か
い
に
あ

る
建
物
に
待
機
し
て
お

り
ま
す
。
ご
来
寺
の
際

は
、
ま
ず
電
話
に
て
ご

一
報
く
だ
さ
い
。

な
が
ら
く
延
期
し
て
お
り
ま
し
た
、

常
髙
寺
の
庫
裏
（
く
り
）
・
門
徒
会

館
の
建
設
。
本
年
、
令
和
３
年
の
５

月
25
日
か
ら
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

お
寺
に
来
て
ま
だ
ま
だ
日
の
浅
い
私

で
も
感
慨
深
い
も
の
が
。
。
。

日
頃
よ
り
常
髙
寺
に
慣
れ
親
し
ん
で

き
た
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
は

な
お
さ
ら
か
と
。

発行年月日
2021年6月20日
発行所 常髙寺
今治市風早町4-1-13
TEL 0898-22-2264

常髙寺だより

今月の掲示板のことば

漫
画

ブ
ッ
ダ
か
ら
親
鸞
へ

継
職
法
要
の
際
、
編
纂
し
お
配
り
し
た
、
前
住

職

加
藤
泰
憲
の
仏
教
漫
画
集
。
電
子
書
籍
に

て
好
評
発
売
中
で
す
。

１ あまね 第３号

工事の様子。道路側より進行。本堂は通常
どおり開放しております。

あ
ま
ね

目
次

■
２
頁

常
髙
寺
ニ
ュ
ー
ス
①

■
３
頁

常
髙
寺
ニ
ュ
ー
ス
②

■
４
頁

仏
教
学
基
本
講
座
①

■
５
頁

仏
教
学
基
本
講
座
②

■
6
頁

質
問
コ
ー
ナ
ー

■
７
頁

行
事
報
告
＆

投
稿
コ
ー
ナ
ー

■
８
頁

お
し
ら
せ

「響流書房 加藤泰憲」で

検索！

「
天
祥
山
常
髙
寺
」

で
ご
検
索
く
だ
さ
い
。

上
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
も
入
れ
ま
す
。

工
事
は
じ
ま
る
！

常
髙
寺
庫
裏
（
く
り
）
・
門
徒
会
館

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
常髙寺

✿

✿
✿
✿

✿

✿

今号から紙面サイズ
が大きく、より見やすく
なったゾウ！



様々なご縁に恵まれまして、この度、常髙寺の公式プロ
モーションビデオ、『おてらＰＶ』が完成しました。作中
の絵はなんと、、、全て砂で描かれています！
サンドアートパフォーマーの田村祐子さん、挿入曲「風

の願い」は音楽家の阿部里美さんに作成していただきまし
た。お二方とも、過去にお寺の行事で協力してくださった
ご縁もあり、依頼させていただきました。
砂絵ならではのあたたかで優しい雰囲気、透明感があり

どこか郷愁を感じる曲。素晴らしいお寺の紹介動画が出来
たように思います。映像を通して、お寺や仏教を身近に感
じてほしいなぁと。。。
若い世代の方の寺離れが進む昨今、「世代間で共有でき

るお寺のコンテンツを作ろう」ということを、密かに目標
にしています。「常髙寺がこんなことしてるよ」と、ご家
族でお寺の事や仏教のことを話すきっかけになれば、とて
も嬉しいです。

お寺は「わたしが集える場所」「わたしが仏様のおしえに
出会える場所」「わたしへと繋がれる場所」

ぜひお気軽にお参りください。
「おてらPV」はホームページトップよりご覧いただけます。

第３号 あまね ２

常髙寺

ＮeｗsおてらＰＶ完成！

お
寺
の
活
動
に
も
つ
な

が
っ
た
ら
い
い
な
と
、
さ

さ
や
か
に
続
け
て
い
る
こ

と
の
ひ
と
つ
。
バ
ル
ー
ン

ア
ー
ト
。
今
年
の
5
月
28

日
付
の
読
売
新
聞
の
地
域

面
（
愛
媛
）
に
て
、
取
り

上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

お
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
見
て
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
け
た
と
の
こ
と
。
記

事
に
は
常
髙
寺
の
こ
と
、

前
住
職
の
仏
教
漫
画
作
品

の
こ
と
な
ど
も
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
記
事
を
見
た

人
が
、
ほ
ん
の
少
し
で
も

お
寺
に
興
味
を
も
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
い
い
な
ぁ
と

思
い
ま
す
。

掲
載
記
事
は
常
髙
寺
の

本
堂
に
も
掲
示
し
て
あ
り

ま
す
し
、
ネ
ッ
ト
で
「
風

船
で
ふ
く
ら
む
法
話
」
と

検
索
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

読
売
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
の

記
事
か
ら
も
確
認
で
き
ま

す
。
よ
け
れ
ば
ご
覧
く
だ

さ
い
。

記
者
さ
ん
が
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
に
書
い
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

読
売
新
聞
に
記
事
掲
載
！

↓取材用に作ったバルーン作品。お釈迦
さまの誕生日を祝う花祭りをイメージ。

↑
風
船
な
の
で
軽
々



常髙寺のマスコットキャラクターに、新たに「きくひと君」

を加えました。「きくぞう君」共々よろしくお願いいたします。

それに伴いホームページ上のコンテンツ名も「きくぞう君紹

介」から「キャラクター紹介」へと変更させていただきました。

「きくひと君」はＬＩＮＥスタンプとしても利用可能です。本

当は無料でお使いいただきたいのですが、契約の関係上無理で

した(~_~;)。120円となります（製作者への分配額は0円の契約

ですので、常髙寺の収入とはなりません）。

中々かわいく出来たと身内で自賛しています。ホームページ

の「キャラクター紹介」のコーナーからお求めできます。仏教

系のスタンプは数も少ないので、興味があればぜひ。

ささやかでも、お寺と皆さまを繋げる一助

になればと思います。お子さん、お孫さんと、

ご家族でお寺のことを話す、一つのきっかけ

になれば良いなと。。。

←一部抜粋。40種類のイラストスタンプです。

新キャラクター＆ラインスタンプ

常髙寺にバリィさんが来てくれました！今治企業情報
サイト「ハタラク」の「バリィさんの今治探訪」という
企画の一環のようです。今治城と寺町の関係性や成り立
ちを、とても分かりやすく纏めてくださっています。バ
ルーン住職のことにも少し触れてくださいました。「バ
リィさんの今治探訪 城下町」で記事は検索できます。
→手に持っているのはバルーンで作ったバリィさん。

先
代
住
職
の
遺
稿
仏
教
漫
画
集
第
二
弾
で
す
。
今

年
の
5
月
に
響
流
書
房
か
ら
電
子
書
籍
と
し
て
発
刊

さ
れ
ま
し
た
。
１
９
８
７
年
に
コ
ミ
ッ
ク
モ
ー
ニ
ン

グ
に
掲
載
さ
れ
た
『
闡
提(

せ
ん
だ
い)

』
を
は
じ
め
、

未
発
表
の
も
の
を
含
め
た
い
く
つ
か
の
作
品
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
昨
年
、
電
子
書
籍
で
出
版
し
た
『
漫
画

ブ
ッ
ダ

か
ら
親
鸞
へ
』
を
読
ま
れ
た
方
か
ら
「
学
生
時
代
に

感
銘
を
受
け
た
あ
の
作
品(

闡
提)
を
ま
た
読
み
た

い
」
と
の
希
望
が
あ
り
、
出
版
へ
と
到
っ
た
本
作
品
。

30
年
以
上
前
に
出
た
読
切
の
作
品
を
憶
え
て
い
て
、

ま
た
読
み
た
い
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
。
本
当
に
す
ご

い
こ
と
だ
な
と
思
い
ま
す
。
少
し
過
激
な
描
写
も
あ

り
ま
す
が
、
と
て
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
作
品
だ

と
思
い
ま
す
。

ア
マ
ゾ
ン
公
式
サ
イ
ト
、
或
い
は
常
髙
寺
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
前
住
職
漫
画
作
品
集
」
の
コ
ー
ナ
ー
よ

り
お
求
め
で
き
ま
す
。
よ
け
れ
ば
ぜ
ひ
。

先
代
住
職
漫
画
作
品
集

第
二
弾
！

↑漫画の表紙。大迫力。

常髙寺にバリィさんが！？

き
く
ぞ
う
君

き
く
ひ
と
君

３ あまね 第３号



「
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
ゾ
ウ
。
。
。

天
界
は
き
っ
と
色
ん
な
美
味
し
い
も
の
が
食
べ
れ
て
、
キ
レ
イ
な
服

が
着
れ
て
、
立
派
な
お
家
に
住
め
る
ん
だ
よ
ね
？
？
？
」

「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
ね
。
」

「
地
獄
や
餓
鬼
や
畜
生
の
世
界
は
分
か
る
け
ど
。
。
。

欲
し
い
も
の
が
な
ん
で
も
手
に
入
る
天
界
み
た
い
な
世
界
が
、
な
ん

で
苦
し
み
の
世
界
な
ん
だ
ゾ
ウ
？
？
？
」

「
う
ん
う
ん
、
そ
う
思
う
よ
ね
。
一
緒
に
考
え
て
み
よ
う
。

ち
ょ
っ
と
聞
く
け
ど
、
例
え
ば
ど
ん
な
時
に
、
き
く
ぞ
う
君
は
苦
し

い
、
つ
ら
い
っ
て
思
う
か
な
？
」

「
う
ー
ん
？
風
邪
の
時
は
と
っ
て
も
つ
ら
い
か
な
。
頭
は
痛
く
な
る

し
、
鼻
は
詰
ま
っ
て
息
は
し
づ
ら
い
し
。
。
。
」

「
あ
ー
、
風
邪
は
つ
ら
い
よ
ね
。
。
。
他
に
は
？
」

常
髙
寺
の
新
米
住
職
。

最
近
髪
が
伸
び
る
の
が

早
い
気
が
す
る
。

「
お
爺
ち
ゃ
ん
の
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、
年
を
取
っ
て
か
ら
膝
や
腰
が

痛
く
な
っ
て
つ
ら
か
っ
た
っ
て
言
っ
て
た
ゾ
ウ
。
」

「
う
ん
う
ん
。
ご
門
徒
さ
ん
か
ら
も
よ
く
聞
く
よ
。
座
る
の
も
大
変

そ
う
な
ん
だ
よ
ね
。
。
」

「
そ
の
お
爺
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
時
も
、
と
っ
て
も
悲
し
か
っ
た

ゾ
ウ
。
そ
れ
に
、
い
つ
か
ボ
ク
も
死
ぬ
の
か
な
っ
て
怖
く
な
っ
た
ゾ

ウ
。
。
」

「
親
し
い
人
が
亡
く
な
っ
た
時
の
つ
ら
さ
は
本
当
に
言
い
よ
う
が
な

い
よ
ね
。
。
『
死
』
へ
の
恐
怖
も
。

お
釈
迦
さ
ま
は
、
こ
の
世
に
は
八
つ
の
代
表
的
な
苦
し
み
が
あ
る
と

説
か
れ
て
い
る
ん
だ
。
『
四
苦
八
苦
（
し
く
は
っ
く
）
』
と
言
う
ん

だ
け
ど
ね
。
」

【
四
苦
八
苦
】

①
生
苦
（
し
ょ
う
く
）･

･･

生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
苦
し
み

②
老
苦
（
ろ
う
く
）･

･･

老
い
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
苦
し
み

③
病
苦
（
び
ょ
う
く
）･

･･

病
に
よ
り
生
じ
る
苦
し
み

④
死
苦
（
し
く
）･

･･

死
の
苦
し
み
、
死
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
生

じ
る
苦
し
み

⑤
愛
別
離
苦
（
あ
い
べ
つ
り
く
）･

･
･

愛
す
る
も
の
と
別
れ
る
苦
し
み

⑥
怨
憎
会
苦
（
お
ん
ぞ
う
え
く
）･

･
･

怨
み
憎
む
も
の
に
会
う
苦
し
み

⑦
求
不
得
苦
（
ぐ
ふ
と
っ
く
）･

･
･

求
め
る
も
の
が
得
ら
れ
な
い
苦
し

み
⑧
五
蘊
盛
苦
（
ご
う
ん
じ
ょ
う
く
）･

･･

心
身
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な

い
苦
し
み

「
仏
教
は
、
そ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
『
苦
し
み
』
の
原
因
は
、
人
の

持
つ
『
煩
悩
（
ぼ
ん
の
う
）
』
に
あ
る
と
説
く
ん
だ
。
」

「
ボ
ン
ノ
ウ
？
」

「
煩
わ
せ
（
わ
ず
ら
わ
せ
）
、
悩
ま
せ
る
と
書
い
て
『
煩
悩
』
。
執

着
と
言
い
換
え
て
も
い
い
ね
。
人
は
物
事
に
執
着
し
、
そ
れ
が
思
う

様
に
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
苦
悩
す
る
。
」

き
く
ぞ
う
君
。
常
髙
寺
の
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。

実
は
飛
べ
る
（
耳
力
で
）
。

（
第
三
話
）

「
仏
に
成
る
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
（
後
編
）
」

人
物
紹
介

仏教学

講 座
※

前
の
話
は
、
前
号
ま
で
の
『
あ
ま
ね
』
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
出
来
ま
す
。

な

●
前
話
の
あ
ら
す
じ

・
「
仏
（
ブ
ッ
ダ
）
」
と
は
、
「
（
仏
法
の
真
理
に
）
目
覚
め
た
者
」

と
い
う
意
味
。
「
死
ん
だ
人
」
で
は
な
い
。

・
仏
教
の
説
く
世
界
観→

こ
の
世
は
苦
し
み
の
連
続
。
生
ま
れ
変
わ
り

死
に
変
わ
り
を
繰
り
返
し
絶
え
間
な
い
（
輪
廻
）
。

・
仏
に
成
っ
た
者
は
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
（
輪
廻
の
輪
か
ら
も

解
放
さ
れ
る
＝
解
脱
）
。

・
あ
ら
ゆ
る
望
み
が
叶
う
状
況(
例
：
天
界)

で
さ
え
抜
け
出
す
べ
き
迷

い
の
世
界
。
仏
教
の
目
指
す
境
地
、
仏
と
は
何
か
。←

今
回
は
こ
こ
！

第３号 あまね ４



「
『
（
煩
悩
の
火
を
）
吹
き
消
す
事
』
を
意
味
す
る
、
イ
ン
ド
の
言

葉
『
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
』
に
漢
字
を
当
て
た
も
の
だ
よ
。
よ
く
『
仏
の

心
静
か
な
状
態
』
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
、
お
経
に
出
て
く
る
ん
だ
。

こ
の
『
煩
悩
』
を
離
れ
た
『
仏
』
の
境
地
、
『
涅
槃
（
ね
は
ん
）
』

に
至
る
た
め
に
、
『
法
』
に
目
覚
め
な
さ
い
と
、
仏
教
は
説
く
ん
だ

よ
。
」

「
ぞ
ぞ
う
。
。
。
ち
ょ
っ
と
ま
っ
て
！
整
理
す
る
ゾ
ウ
。
。
。

ぼ
く
ら
は
迷
い
の
世
界
に
生
き
て
い
て
、
地
獄
み
た
い
な
場
所
だ
け

で
な
く
、
例
え
ば
天
界
み
た
い
な
場
所
に
い
て
も
、
『
煩
悩
（
ぼ
ん

の
う
）
』
が
あ
る
か
ら
『
こ
の
自
分
が
ず
っ
と
続
い
て
ほ
し
い
』
と

執
着
し
て
、
で
も
そ
れ
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
か
ら
、
苦
し
む
ん

だ
よ
ね
？
だ
か
ら
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
、
こ
の
『
煩
悩
』
を
離
れ

な
さ
い
と
お
釈
迦
さ
ま
は
言
う
ん
だ
。
そ
の
た
め
に
『
法
』
に
目
覚

め
る
必
要
が
あ
る
っ
て
こ
と
で
。
。
。
」

「
そ
う
か
！
そ
れ
が
『
（
法
に
）
目
覚
め
た
者
』
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
。

仏
教
の
目
指
す
『
仏
』
な
ん
だ
ゾ
ウ
！
！
」

「
フ
ァ
イ
ナ
ル
ア
ン
サ
ー
！
！
」

「
・
・
・
・
・
・
・
・
」

「
・
・
・
・
・
・
・
・
こ
れ
で
合
っ
て
る
？
？
」

「
う
ん
、
そ
う
だ
と
思
う
よ
。
」

「
ふ
ー
、
よ
か
っ
た
ゾ
ウ
。
。
。
な
ん
だ
か
、
い
っ
ぺ
ん
に
色
々
考

え
す
ぎ
て
・
・
・
頭
が
疲
れ
た
ゾ
ウ
・
・
。
『
法
』
の
こ
と
が
、

と
っ
て
も
気
に
な
る
ん
だ
け
ど
・
・
・
。
」

「
そ
う
だ
ね
。
『
法
』
あ
っ
て
こ
そ
の
『
仏
』
。
『
仏
』
の
事
を
説

明
す
る
に
は
、
『
法
』
は
絶
対
欠
か
せ
な
い
部
分
だ
け
ど
、
今
回
は

た
く
さ
ん
お
話
し
た
か
ら
疲
れ
た
よ
ね
。
少
し
お
休
み
し
て
、
ま
た

次
回
仏
教
の
根
幹
と
な
る
こ
の
『
法
』
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
よ

う
。

次
回

第
四
話
「
法
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
に
続
く
・
・
・
・
予
定

<

様
々
な
執
着>

若
い
ま
ま
で
い
た
い

健
康
な
ま
ま
で
い
た
い

ず
っ
と
生
き
て
い
た
い

永
遠
に
私
の
も
の

私
が
絶
対
正
し
い
、
彼/

彼
女
は
間
違
っ
て
い
る

私
の
方
が
優
れ
て
い
る
、
彼/

彼
女
は
劣
っ
て
い
る

「
『
我
執
（
が
し
ゅ
う
）
』
や
『
我
所
執
（
が
し
ょ
し
ゅ
う
）
』
と

も
呼
ば
れ
る
け
ど
ね
。
人
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
け
て
『
わ
れ
』

『
わ
が
も
の
』
と
、
『
変
わ
ら
な
い
自
分
』
や
、
『
他
者
よ
り
優
れ

た
自
分
』
、
『
正
し
い
自
分
』
を
期
待
し
行
動
す
る
け
ど
、
そ
れ
が

叶
わ
な
い
事
か
ら
苦
し
む
と
説
か
れ
る
ん
だ
。

し
か
も
そ
れ
は
繰
返
し
つ
づ
く
。
『
惑
（
わ
く
）
・
業
（
ご
う
）
・

苦
（
く
）
』
の
『
三
道
』
と
言
っ
て
ね
。
『
惑
』
つ
ま
り
『
煩
悩
』

に
よ
り
、
好
ま
し
く
な
い
『
業
』
（
思
い
と
行
い
）
が
生
じ
、
そ
れ

ら
か
ら
『
苦
』
の
生
活
が
生
ま
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
『
苦
』
に
よ

り
新
た
な
『
惑
い
』
や
『
業
』
が
呼
び
込
ま
れ
る
。

負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
（
悪
循
環
）
だ
ね
。
」

「
苦
し
み
の
ド
ツ
ボ
に
は
ま
る
ん
だ
ね
。
。

お
そ
ろ
し
や
、
、
苦
の
ス
パ
イ
ラ
ル
。
。
。
」

「
そ
う
だ
ね
。
そ
れ
は
天
界
も
例
外
じ
ゃ
な
く
、

確
か
に
寿
命
も
長
い
し
、
若
い
う
ち
は
快
楽
も

限
り
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
や
が
て
年
老
い
、
衰
え
が
出
て
く
る
。

そ
う
す
る
と
、
と
て
も
恵
ま
れ
た
環
境
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
自

分
に
執
着
し
、
そ
れ
が
失
わ
れ
た
時
の
苦
し
み
は
大
き
く
な
る
。
そ

の
苦
し
み
は
、
と
き
に
地
獄
に
も
勝
る
と
説
か
れ
る
ん
だ
。
」

「
望
む
も
の
が
手
に
入
る
環
境
で
も
、
苦
し
み
が
生
ま
れ
る
ん
だ
ね
。

じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
た
ら
苦
し
み
は
無
く
な
る
ん
だ
ゾ
ウ
？
？
？
」

「
そ
こ
で
お
釈
迦
さ
ま
は
、
そ
も
そ
も
の
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る

『
煩
悩
（
執
着
）
』
を
断
ち
切
る
必
要
が
あ
る
と
説
か
れ
る
ん
だ
。

こ
の
こ
と
を
『
涅
槃
（
ね
は
ん
）
』
と
言
う
ん
だ
よ
。
」

「
ネ
ハ
ン
？
？
？
」
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質
問
①

「
ご
法
座
は
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
？
」

答
え「

法
事
や
葬
儀
は
分
か
る
け
ど
、
ご
法
座

（
法
要
）
っ
て
何
し
て
い
る
の
？
」
と
聞
か
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
興
味
は
あ
っ
て
も
、
よ

く
分
か
ら
な
い
の
で
参
加
し
づ
ら
い
と
い
う
方

も
お
ら
れ
る
の
で
は
。

ご
法
要
の
大
ま
か
な
流
れ
と
し
て
は
、
皆
で

始
め
に
お
勤
め
（
正
信
偈
な
ど
）
を
し
、
ご
講

師
の
先
生
の
ご
法
話
を
聞
き
ま
す
。
仏
法
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
く
の
で
「
法
座
（
ほ
う
ざ
）
」

と
言
い
ま
す
。
各
法
座
で
は
異
な
る
先
生
が
来

て
く
だ
さ
る
の
で
、
お
話
し
に
も
個
性
が
あ
り
、

様
々
な
視
点
か
ら
の
仏
教
の
お
話
し
、
仏
さ
ま

の
お
話
し
を
聞
け
ま
す
。
堅
苦
し
い
も
の
で
は

な
く
、
誰
で
も
気
兼
ね
な
く
聞
け
る
和
や
か
な

雰
囲
気
で
進
み
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

浄
土
真
宗
は
、
こ
の
ご
聴
聞
が
特
に
大
切
と
さ

れ
、
本
宗
派
の
特
色
と
言
え
ま
す
。
常
髙
寺
で

は
年
間
8
回
の
ご
法
座
が
あ
り
、
基
本
、
朝

席
・
昼
席
・
晩
席
の
時
間
帯
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
都
合
の
良
い
時
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

（※

状
況
に
応
じ
て
日
程
、
時
間
帯
を
変
更
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
）

ま
た
お
彼
岸
や
永
代
経
（
え
い
た
い
き
ょ

う
）
、
お
盆
や
報
恩
講
（
ほ
う
お
ん
こ
う
）
な

ど
、
様
々
な
種
類
の
ご
法
座
が
あ
り
、
ど
の
法

座
に
お
参
り
す
れ
ば
良
い
の
か
よ
く
分
か
ら
な

い
と
い
う
方
も
い
ま
す
が
、
ご
縁
は
人
そ
れ
ぞ

れ
で
す
し
、
仏
さ
ま
の
お
話
し
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
く
と
い
う
点
で
は
ど
の
座
も
等
し
い
場
所

※

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
常
髙
寺
に
よ
く
問
い
合
わ

せ
の
あ
る
質
問
に
お
答
え
し
て
い
ま
す
。

お 寺

Ｑ＆Ａ

で
す
の
で
、
特
別
に
意
識
さ
れ
な
く
て
も
大
丈

夫
で
す
。
服
装
は
、
普
段
の
格
好
で
結
構
で
す
。

門
徒
式
章
（
輪
袈
裟
）
を
持
た
れ
て
い
る
方
は
、

ぜ
ひ
ご
着
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
お
念
珠
と
お

経
本
（
お
寺
に
貸
出
用
の
経
本
も
あ
り
ま
す
）

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ご
懇
志
（
お
布
施
）
を
気
に
さ
れ
る
方
も
お

ら
れ
ま
す
が
、
ご
持
参
い
た
だ
け
る
場
合
は
、

お
気
持
ち
で
お
願
い
し
ま
す
。

質
問
②

「
永
代
供
養
は
ど
う
し
た
ら
出
来
ま
す
か
？
」

答
え

「
永
代
供
養
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
永
代
に
亘

り
供
養
す
る
こ
と
」
「
遺
族
の
代
わ
り
に
お
寺

が
供
養
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
含

ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
結
論
か
ら
言
う
と
、

こ
の
様
な
意
味
合
い
で
の
、
い
わ
ゆ
る
追
善
供

養
（
つ
い
ぜ
ん
く
よ
う
）
の
お
勤
め
は
浄
土
真

宗
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
門
徒
の
方
に
こ
の
件

を
相
談
さ
れ
る
場
合
、
殆
ど
は
次
の
2
つ
の
内

容
に
分
か
れ
ま
す
。

①
お
墓
を
管
理
す
る
者
が
自
分
の
代
で
途
絶
え

そ
う
な
の
で
、
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
と
い
う

相
談

②
ご
法
事
を
続
け
て
い
く
事
が
難
し
く
な
っ
た

の
で
、
自
分
の
代
わ
り
に
永
代
に
供
養
（
お
勤

め
）
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
相
談

①
の
相
談
は
お
骨
の
管
理
が
問
題
の
焦
点
と

な
り
ま
す
。
現
状
常
髙
寺
に
は
墓
地
の
空
き
が

な
く
、
納
骨
堂
も
土
地
の
問
題
、
ま
た
市
の
方

針
上
の
問
題
で
建
設
の
目
処
が
立
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
西
本
願
寺
の
系
列
墓
所
で
あ

る
京
都
の
大
谷
本
廟(

お
お
た
に
ほ
ん
び
ょ
う)

の
納
骨
堂
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
分
骨
に
す

る
か
全
て
の
お
骨
を
納
め
る
か
で
申
請
方
法
も

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
の
際
は
当
寺
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

②
の
相
談
が
多
く
の
方
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る

「
永
代
供
養
」
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
先
に
申

し
ま
し
た
様
に
浄
土
真
宗
に
は
こ
の
様
な
形
の

お
勤
め
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
や
い
や
、
年
に
二

回
春
と
秋
に
ご
法
座
の
案
内
が
あ
る
じ
ゃ
な
い

か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
ち
ら

は
「
永
代
経
（
永
代
読
経
）
」
と
言
い
、
み
教

え
（
お
経
）
や
お
寺
が
永
代
に
亘
り
存
続
し
ま

す
よ
う
に
と
い
う
願
い
の
も
と
お
勤
め
さ
れ
る

ご
法
要
、
ま
た
ご
懇
志
を
指
し
ま
す
。

こ
の
際
、
永
代
経
懇
志
者
に
施
主
本
人
で
は

な
く
故
人
の
名
前
や
法
名
を
記
す
事
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
「
故
人
の
た
め
に
納
め
る
」
の

で
は
な
く
、
「
永
代
に
お
寺
や
み
教
え
が
伝
わ

り
ま
す
よ
う
に
」
と
の
遺
志
を
受
け
た
施
主
が
、

故
人
に
な
り
か
わ
り
ご
懇
志
を
納
め
た
事
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
故
人
へ
の
追
善
供
養
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
故
人
を
縁

と
し
て
私
が
み
教
え
に
出
遇
い
、
そ
の
法
縁
が

未
来
の
世
代
ま
で
伝
わ
る
よ
う
に
と
願
う
。
そ

う
し
た
思
い
が
永
代
経
の
心
だ
と
思
い
ま
す
。

故
人
の
命
日
ご
と
に
僧
侶
が
読
経
す
る
な
ど

共
通
す
る
点
も
あ
る
の
で
誤
解
さ
れ
る
の
も
無

理
は
な
い
の
で
す
が
、
永
代
供
養
と
は
別
の
も

の
で
す
。
あ
く
ま
で
浄
土
真
宗
の
ご
法
事
は

「
遺
族
自
身
が
」
故
人
の
遺
徳
を
偲
び
、
み
教

え
に
触
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
す
の
で
、
遺
族
の

代
わ
り
に
お
寺
の
も
の
が
法
事
を
す
る
と
い
う

事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
事
を
止
め
る
こ
と
＝

ご
先
祖
を
粗
末
に
扱
う
と
い
う
こ
と
で
は
決
し

て
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
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行 事

報 告

春
季
永
代
経
法
座
＆
降
誕
会
法
座

「
動
画
配
信
」
し
ま
し
た

今
年
予
定
し
て
い
ま
し
た
１

月
の
御
正
忌
報
恩
講
（
ご
し
ょ

う
き
ほ
う
お
ん
こ
う
）
と
３
月

の
春
季
彼
岸
会
の
ご
法
座
は
、

愛
媛
県
内
の
感
染
状
況
を
鑑
み
、

参
拝
を
中
止
と
し
ま
し
た
。

４
月
の
春
季
永
代
経
、
５
月

の
降
誕
会
の
ご
法
座
も
、
一
般

の
参
拝
は
困
難
と
判
断
。
し
か

し
な
が
ら
、
お
勤
め
を
し
た
い
、

ご
法
話
を
聞
き
た
い
と
い
う
あ

り
が
た
い
お
声
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
じ
め
て
の
試
み
で
し

た
が
、
少
し
で
も
ご
門
徒
の
皆

さ
ま
と
の
ご
法
縁
を
繋
げ
れ
ば

と
思
い
、
法
要
の
様
子
を
期
間

限
定
で
動
画
配
信
し
ま
し
た
。

さ
さ
や
か
で
も
法
要
の
空
気

を
映
像
を
と
お
し
て
感
じ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
の
試
み
で
し
た

が
、
思
い
の
外
、
視
聴
さ
れ
る

方
が
多
か
っ
た
で
す
。
今
後
の

ご
法
座
で
も
、
状
況
次
第
で
す

が
、
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
ゅ
ん
き
え
い
た
い
き
ょ
う

ご
う
た
ん
え

降誕会法座（5月） 春季永代経法座（4月）

万福寺副住職 浅野執持先生 太平寺住職 深水健司先生

門 徒

投 稿

常
髙
寺
の
ひ
と

※

ご
門
徒
の
方
か
ら
の
投
稿
コ
ー
ナ
ー
。
随
時
募
集
中
で
す
！

常
信
仏
教
婦
人
会(

髙
井
千
穂
子)

十
年
ほ
ど
前
に
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の

会
を
作
り
、
約
六
年
間

尾
鷹
幸
恵

先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
は
「
コ
ロ
ナ
」
で
集
ま
る
事
も

出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
月
一
回
第

二
木
曜
日
に
集
ま
り
お
互
い
に
作
品

を
見
せ
て
も
ら
っ
た
り
教
え
て
も

ら
っ
た
り
、
又
お
し
ゃ
べ
り
し
た
り

と
楽
し
く
バ
ッ
ク
や
小
物
を
作
っ
て

お
り
ま
す
。

毎
年
の
新
年
会
の
時
「
の
み
の

市
」
で
皆
様
に
買
っ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
し
た
。
写
真
は
以
前
作
っ
た

み
ん
な
の
作
品
で
す
。
皆
様
一
緒
に

作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

常
信
仏
教
婦
人
会(

黒
川
ヒ
サ
子)

船
乗
り
で
あ
る
夫
の
黒
川
勇
二

さ
ん
（
二
〇
一
一
年
ご
往
生
）
が

ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
持
ち
帰
っ
た
お
花
。

十
年
前
か
ら
年
に
一
度
だ
け
咲
く

そ
う
で
す
。
と
て
も
鮮
や
か
。

南
無
阿
弥
陀
仏

〈
常
信
仏
教
婦
人
会
と
は
〉

常
髙
寺
の
女
性
門
徒
で
構
成
さ

れ
る
婦
人
会
で
す
。
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
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今
後
の
行
事
予
定

【
令
和
三
年
】

七
月
十
二
日
（
月
）
～
十
三
日
（
火
）

盂
蘭
盆
会
法
座

福
間
義
朝
先
生

九
月
七
日
（
火
）
～
八
日
（
水
）

秋
季
彼
岸
会
法
座

浄
原
法
生
先
生

十
月
十
一
日
（
月
）
～
十
二
日
（
火
）

秋
季
永
代
経
法
座

藤
本
唯
信
先
生

十
一
月
予
定

報
恩
講
法
座

当
山
住
職

十
二
月
三
十
一
日
（
木
）

除
夜
の
鐘

※

状
況
を
み
て
、
開
催
の
可
否
に
関
し
ま
し
て

は
、
都
度
ご
連
絡
致
し
ま
す
。

お し ら せ

編
集
後
記

諸
行
無
常
。
解
体
工
事
も
進
み
、
お
寺
の
外
観
も

大
き
く
様
変
わ
り
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
慣
れ
親
し
ん

で
き
た
も
の
が
変
化
し
て
い
く
。
な
ん
と
も
い
え
な

い
も
の
悲
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
幼
少
の
頃
よ
り
、
お

寺
に
お
参
り
く
だ
さ
っ
て
い
た
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま

に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
か
と
。

お
寺
は
「
皆
が
集
え
る
場
所
」
「
仏
の
教
え
に
出

会
え
る
場
所
」
「
私
へ
と
繋
が
れ
る
場
所
」
。
理
念

は
そ
の
ま
ま
に
、
同
じ
「
変
化
」
で
も
、
皆
さ
ま
が
、

よ
り
お
参
り
し
や
す
い
、
よ
り
お
参
り
し
た
く
な
る

環
境
へ
と
変
化
し
て
い
け
る
よ
う
、
工
事
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

常
髙
寺
住
職

加
藤
大
地

お
し
ら
せ

・
門
徒
会
館
の
工
事
期
間
中
は
、
常
髙
寺
山
門
向
か

い
に
あ
る
建
物
に
待
機
し
て
お
り
ま
す
。
ご
来
寺
の

際
は
、
ま
ず
電
話
に
て
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

第３号 あまね ８

き
く
ぞ
う
君

紙
面
の
ど
こ
か
に
次
の
き
く

ぞ
う
君
と
き
く
ひ
と
君
が
い

る
よ
！

を
探
せ
！

き
く
ひ
と
君

と、とぶゾウ！
（33秒が限界）

なんまんだぶ
だゾウ

ご迷惑をおかけ
しますだゾウ

ぼくらの関係につい
てはホームページを
参照だゾウ

ここです


