
今
年
の
５
月
に
完
成
予
定
。
内
装

整
備
の
た
め
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
に

ご
利
用
い
た
だ
く
の
は
夏
頃
に
な
る

か
と
思
い
ま
す
。
完
成
し
た
曉
に
は

ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
！

※

次
頁
か
ら
、
本
事

業
の
始
ま
り
と
現
在

ま
で
の
経
緯
を
振
り

返
り
ま
す
。

昨
年
の
５
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
、

常
髙
寺
の
庫
裏
（
く
り
）
・
門
徒
会

館
の
建
設
。
工
事
も
順
調
に
進
み
、

令
和
３
年
12
月
22
日
（
水
）
に
上
棟

(

棟
上
げ)

の
儀
を
無
事
執
り
行
う
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

発行年月日
2022年1月16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４号

↑上棟式の様子。門徒集会所となる
予定の大部屋が式場となりました。
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ま
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①
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風
船
で
僧
侶
紹
介
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行
事
報
告

■
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お
し
ら
せ

第二弾漫画集『闡提』
(せんだい)もぜひ！
詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて。

「
今
治

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
も
順
調上

棟
式
を
執
り
行
い
ま
し
た
！

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
常髙寺

↓建物の全景。式当日は紅白の幕で
きれいに飾られました。

✿

✿

✿

✿

✿



本
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
庫
裏
（
く
り
）
・

門
徒
会
館
建
設
事
業
の
始
ま
り
と
現
在
ま

で
の
経
緯
を
振
り
返
り
ま
す
。

本
事
業
の
計
画
は
、
平
成
30
年
11
月
の

住
職
継
職
法
要
の
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

思
い
返
せ
ば
、
当
時
の
責
任
者
で
あ
る

先
代
住
職
の
急
逝
、
そ
れ
に
伴
う
大
幅
な

計
画
の
変
更
、
な
に
よ
り
私
自
身
の
未
熟

さ
に
よ
り
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
に
は
多
大

な
ご
混
乱
と
ご
負
担
を
お
か
け
し
た
こ
と

か
と
思
い
ま
す
。

本
事
業
遂
行
に
お
け
る
ご
門
徒
皆
さ
ま

の
大
き
な
ご
助
力
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

①
事
業
の
始
ま
り

↑継職法要の様子。
沢山の可愛らしいお稚児（ちご）さんが
ご参加くださいました。

記念事業

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ

第４号 あまね ２

②
庫
裏
・
門
徒
会
館
と
は
？

③
設
計
・
施
工
・
棟
梁

建
物
の
設
計
・
監
理
は
福
岡
市
に
本
社
を
置

く
「
株
式
会
社

東
京
堂
宮
」
さ
ん
に
依
頼
し

ま
し
た
。
主
に
寺
社
仏
閣
を
専
門
と
し
た
設
計

士
さ
ん
で
す
。
多
く
の
寺
院
設
計
に
携
わ
り
、

西
本
願
寺
の
支
部
寺
院
で
あ
る
鹿
児
島
別
院
の

設
計
等
も
担
当
さ
れ
た
実
績
が
あ
り
ま
す
。

過
去
に
私
の
実
家
の
お
寺
（
島
根
県

浄
光

寺
）
の
庫
裏
・
会
館
を
設
計
し
て
く
だ
さ
っ
た

ご
縁
も
あ
り
、
依
頼
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

建
設
責
任
者
（
施
工
管
理
）
は
、
地
元
の
業

者
を
含
む
計
六
社
の
見
積
も
り
合
わ
せ
の
結
果
、

北
九
州
市
に
本
社
を
構
え
る
「
株
式
会
社

田

中
」
さ
ん
に
決
定
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
多
く

の
寺
院
施
設
を
建
て
た
実
績
あ
る
会
社
で
す
。
。

実
質
的
な
工
事
作
業
を
担
当
す
る
建
設
会
社

（
大
工
棟
梁
）
は
、
地
元
今
治
市
玉
川
町
に
会

社
を
構
え
る
「
小
林
建
工
」
さ
ん
に
決
ま
り
ま

し
た
。
多
く
の
宮
大
工
が
所
属
す
る
、
凄
腕
の

大
工
さ
ん
で
す
。

↓建設予定地

そ
も
そ
も
庫
裏
（
く
り
）
・
門
徒
会
館
と
は

何
な
の
か
と
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
色
々
な
解
釈

が
あ
る
言
葉
で
す
が
常
髙
寺
で
は
次
の
様
に
使

い
分
け
て
い
ま
す
。

「
庫
裏
（
く
り
）
」

寺
族
（
お
寺
の
僧
侶
と
そ
の
家
族
）
の
居
住
場

所
及
び
事
務
作
業
場
等
。

「
門
徒
会
館
」

来
寺
者
が
利
用
す
る
、
本
玄
関
、
応
接
場
所
、

集
会
所
、
ト
イ
レ
、
厨
房
、
客
間
、
ま
た
仏
具

等
の
収
納
場
、
本
堂
と
繋
が
れ
る
バ
リ
ア
フ

リ
ー
設
備
等
、
諸
々
を
含
め
た
総
合
施
設
。

今
回
の
記
念
事
業
で
は
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま

に
ご
利
用
い
た
だ
く
「
門
徒
会
館
」
に
ご
懇
志

を
当
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

以
前
の
建
物
は
老
朽
化
が
進
み
、
本
堂
と
連

な
る
施
設
と
し
て
安
全
性
が
心
許
な
い
も
の
で

し
た
。
ま
た
、
年
々
増
加
す
る
お
寺
の
施
設
を

利
用
し
た
ご
法
事
の
在
り
方
に
、
対
応
仕
切
れ

て
お
ら
ず
、
ご
不
便
を
お
か
け
し
て
い
る
現
状

が
あ
り
ま
し
た
。

新
し
い
門
徒
会
館
は
、
法
事
も
行
え
る
多
目

的
室
の
設
置
、
お
足
の
悪
い
方
で
も
お
参
り
可

能
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
設
備
、
お
子
さ
ん
連
れ
の

方
に
も
対
応
し
た
各
種
ト
イ
レ
の
設
置
等
々
、

様
々
な
方
に
利
用
い
た
だ
け
る
施
設
と
な
り
ま

す
。



④
解
体
開
始

<

解
体
前>

↓

以
前
の
建
物

⑥基礎工事⇒組立てへ

３ あまね 第４号

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
延
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
令

和
３
年
の
５
月
に
無
事
、
建
物
の
解
体
作
業
が
始

ま
り
ま
し
た
。
現
場
の
方
の
迅
速
な
作
業
に
よ
り

一
月
余
り
の
間
に
建
物
の
解
体
は
終
了
し
ま
し
た
。

<

解
体
後> ↓

こ
う
し
て
見
る
と
広
い
で
す

⑤起工式
令和３年７月１５日、建設開始

を祝う起工式を執り行いました。

↓

テ
ン
ト
を
設
置

↓

仏
式
の
お
荘
厳

↓

鍬(

く
わ)

入
れ
の
儀

建物を支える大切な作業。約３ヶ月におよぶ丁寧な

基礎工事を経て、組立てが無事終了しました（⇒１頁

目の上棟式の記事に続く）。ご利用いただけるの令和

４年夏頃の予定。皆さまのご協力により建つ皆さまの

ための門徒会館。ぜひご活用ください。

①
基
礎
工
事
の
様
子

②
き
れ
い
な
基
礎

③
本
堂
ま
で
の
ス
ロ
ー
プ

④
組
立
て
の
様
子

⑤
組
立
て
は
僅
か
三
日

⑥
屋
根
上
か
ら
の
写
真



「
う
ー
ん
、
僕
た
ち
の
苦
し
み
の
原
因
は
『
煩
悩
』
に
あ
っ
て
、

『
法
』
に
目
覚
め
仏
に
成
っ
た
ら
、
そ
の
『
煩
悩
』
か
ら
離
れ
て
苦

し
み
も
無
く
な
る
ん
だ
よ
ね
？
」

「
そ
う
説
か
れ
て
い
る
ね
。
」

「
『
法
』
っ
て
『
法
律
』
の
こ
と
？

お
釈
迦
さ
ま
が
説
い
た
ん
だ
よ
ね
？
お
釈
迦
さ
ま
が
作
っ
た
の
？
」

「
『
法
』
と
聞
く
と
、
そ
う
連
想
し
ち
ゃ
う
か
も
ね
。
今
回
も
一
緒

に
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
こ
の
『
法
』
だ
け
ど
、
元
々
は
イ
ン
ド
の

お
経
の
言
葉
『
ダ
ル
マ
』
が
原
語
な
ん
だ
。
」

「
『
ダ
ル
マ
』
っ
て
、
『
だ
る
ま
さ
ん
が
転
ん
だ
』
の
？
」

「
う
ん
、
だ
る
ま
さ
ん
は
禅
宗
の
開
祖

達
磨
大
使
（
だ
る
ま
た
い

し
）
が
モ
デ
ル
み
た
い
だ
け
ど
、
こ
の
方
も
き
っ
と
『
法
』
の
原
語

『
ダ
ル
マ
』
か
ら
名
前
を
頂
い
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
」

常
髙
寺
の
新
米
住
職
。

コ
ー
ラ
好
き
で
す
が
、

最
近
控
え
て
い
ま
す
。

「
こ
の
『
ダ
ル
マ
』
。
確
か
に
『
法
』
と
漢
訳
さ
れ
る
ん
だ
け
ど
、

そ
れ
だ
と
さ
っ
き
、
き
く
ぞ
う
君
が
言
っ
た
み
た
い
に
『
法
律
』
の

イ
メ
ー
ジ
に
引
っ
張
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
法
律
』
は
、
あ
く

ま
で
人
が
定
め
る
ル
ー
ル
。
区
別
化
す
る
た
め
に
、
『
真
理
』
や

『
理
（
こ
と
わ
り
）
』
と
言
い
換
え
た
方
が
誤
解
が
な
い
と
思
う
ん

だ
。
」

「
『
こ
と
わ
り
』
？
」

「
そ
う
『
理
（
こ
と
わ
り
）
』
。
人
の
営
み
も
含
ま
れ
る
ん
だ
け
ど
、

更
に
そ
れ
を
超
え
た
、
全
て
の
時
間
と
空
間
に
存
在
し
通
ず
る
不
変

の
『
こ
と
わ
り
』
と
い
う
意
味
だ
ね
。
だ
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
が

『
法
』
を
作
っ
た
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
。
『
法
』
つ
ま

り
『
こ
と
わ
り
』
は
、
も
と
も
と
在
っ
て
、
そ
れ
を
歴
史
上
初
め
て

皆
に
説
か
れ
た
方
が
、
お
釈
迦
さ
ま
と
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
」

「
ぞ
ぞ
う
！
！
！
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
お
釈
迦
さ
ま
は
『
法
』
の
発
明
者

じ
ゃ
な
く
、
発
見
者
っ
て
こ
と
！
？
」

「
そ
う
い
う
こ
と
か
な
。
こ
の
『
法
』
は
本
来
、
言
葉
で
は
表
現
出

来
な
い
も
の
、
言
葉
を
超
え
た
も
の
と
言
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
ね
。
お

釈
迦
さ
ま
は
状
況
に
応
じ
て
色
々
な
譬
え
、
形
を
用
い
て
、
こ
の

『
法
』
を
説
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
一
つ
で
『
法
』
の
す
べ
て
が

言
い
表
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
け
ど
、
そ
の
中
で
中
心
と
な
る

教
え
は
何
か
と
言
え
ば
、
『
縁
起
』
だ
と
思
う
ん
だ
。
」

「
『
え
ん
ぎ
』
？
『
茶
柱
が
立
っ
て
縁
起
が
い
い
』
の
あ
の
『
縁

起
』
？
？
」

「
そ
う
そ
う
、
そ
の
『
縁
起
』

。
元
々
は
仏
教
の
言
葉
な
ん
だ
よ
。

現
代
語
で
は
吉
凶
の
前
触
れ
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
が
ち
な

ん
だ
け
ど
、
本
来
の
意
味
は
違
う
ん
だ
。

『
縁
っ
て
起
こ
る
（
よ
っ
て
お
こ
る
）
』
と
書
い
て
『
縁
起
』
。

つ
ま
り
『
全
て
の
も
の
ご
と
は
、
様
々
な
原
因
に
縁
っ
て
起
き
る
』

『
様
々
な
原
因
が
相
依
っ
て
結
果
が
起
こ
る
』
と
い
う
意
味
だ
ね
。

だ
か
ら
仏
教
は
、
何
か
一
つ
の
原
因
、
例
え
ば
神
様
に
よ
っ
て
全

て
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
一
神
教
の
立
場
は
取
ら
な
い
し
（
一
因

説
）
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
て
の
も
の
ご
と
は
偶
然
起
こ
る
と
い
う

立
場
（
無
因
説
）
も
取
ら
な
い
ん
だ
。
」

き
く
ぞ
う
君
。
常
髙
寺
の
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。

牛
乳
好
き
。
ス
ジ
ャ
ー
タ
ブ
ラ
ン
ド
の
製
品
が

特
に
お
好
み
。

（
第
四
話
）

「
法
っ
て
な
ん
だ
ゾ
ウ
？
（
前
編
）
」

人
物
紹
介

仏教学

講 座
※

前
後
の
話
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
認
出
来
ま
す
。

●
前
話
の
あ
ら
す
じ

・
仏
教
の
目
的
、
つ
ま
り
「
仏
」
に
成
る
と
い
う
の
は
、
「
自
分
の
欲

す
る
も
の
」
「
望
む
環
境
」
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

・
仮
に
天
国
の
様
な
恵
ま
れ
た
環
境
に
い
て
も
、
そ
れ
を
維
持
し
よ
う

と
求
め
る
煩
悩
が
あ
り
（
若
い
ま
ま
で
い
た
い
、
健
康
で
い
た
い
、
死

に
た
く
な
い
等
）
、
そ
れ
は
決
し
て
叶
わ
な
い
故
に
苦
し
む
。

・
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
の
原
因
は
こ
の
「
煩
悩
（
執
着
）
」
に
あ
る
。

・
「
法
」
に
目
覚
め
る
事
に
よ
り
、
こ
の
「
煩
悩
」
を
断
ち
切
っ
た
者

が
「
仏
」
。
「
法
」
と
は
何
か
？←
今
回
は
こ
こ
！

第４号 あまね ４



「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？
？
た
ま
し
い
み
た
い
な
の
出
て
た
よ
（
笑
）

ご
め
ん
、
少
し
や
や
こ
し
か
っ
た
ね
。
ま
あ
と
に
か
く
、

『
全
て
の
も
の
は
様
々
な
因
縁
の
も
と
影
響
を
受
け
常
に
変
化
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
拠
り
所
と
し
て
の
揺
る
ぎ
な
い
確
固
た
る
私
や
私

の
も
の
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
』
。

そ
れ
が
『
無
我
』
な
ん
だ
。
」

「
う
ー
ん
。
ち
ょ
っ
と
ま
と
め
る
ゾ
ウ
。
。
。

つ
ま
り
ぼ
く
ら
の
世
界
に
あ
る
も
の
は
、
色
ん
な
も
の
が
影
響
し

合
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
（
縁
起
）
、
変
化
し
て
い
く
し
（
無

常
）
、
だ
か
ら
ぼ
く
に
と
っ
て
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
絶
対
的
な
も
の

は
無
い
（
無
我
）
っ
て
こ
と
だ
よ
ね
？
？

『
縁
起
』
だ
か
ら
『
無
常
』
だ
し
『
無
我
』
な
ん
だ
ゾ
ウ
。
」

「
そ
う
。
そ
の
三
つ
は
同
じ
線
上
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
な
と

思
う
ん
だ
。
こ
の
『
無
常
』
と
『
無
我
』
に
、
前
回
話
し
た
『
涅
槃

（
ね
は
ん
）
』
の
教
え
を
加
え
て
、
『
三
法
印
（
さ
ん
ぽ
う
い

ん
）
』
と
呼
ば
れ
て
い
て
ね
。
仏
教
の
『
法
』
の
三
つ
の
旗
印
と
さ

れ
る
ん
だ
。
或
い
は
こ
れ
に
『
一
切
皆
苦
（
こ
の
世
は
苦
し
み
の
連

続
）
』
の
考
え
方
を
加
え
て
、
『
四
法
印
（
し
ほ
う
い
ん
）
』
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
。
」

【
三
法
印
】

①
諸
行
無
常
・
・
・
様
々
な
因
縁
に
よ
り
形
作
ら
れ
た
す
べ
て
の
も

の
は
、
刻
々
と
変
化
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い

②
諸
法
無
我
・
・
・
全
て
の
も
の
に
永
遠
不
滅
の
実
体(

我)

は
な
い

③
涅
槃
寂
静
・
・
・
煩
悩
の
火
が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
は
、
苦
し
み

の
無
い
安
穏
の
世
界
で
あ
る

「
そ
の
三
つ
（
四
つ
）
が
『
法
』
の
シ
ン
ボ
ル
な
ん
だ
ね
。
。
。

で
も
待
つ
ゾ
ウ
。
そ
れ
は
分
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
『
法
』
に
目

覚
め
る
こ
と
が
、
何
で
『
苦
し
み
』
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
ん

だ
ゾ
ウ
？
？
？
」

「
う
ん
、
縁
起
や
無
常
・
無
我
の
『
法
』
と
、
人
の
持
つ
苦
し
み
の

関
係
性
に
つ
い
て
だ
ね
。
次
回
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え

て
み
よ
う
。
」

次
回

第
五
話
「
法
っ
て
な
ん
だ
ゾ
ウ
？
（
後
編
）
」
に
続
く

「
『
縁
起
』
っ
て
元
々
そ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
！
ど
ん
な
こ
と
に
も
、

必
ず
色
ん
な
原
因
が
あ
る
っ
て
こ
と
だ
ね
！
」

「
そ
う
。
そ
の
色
ん
な
原
因
、
影
響
が
よ
り
集
ま
っ
て
、
私
た
ち
と

世
界
は
成
立
し
て
い
る
と
説
か
れ
る
ん
だ
。
こ
れ
が
『
縁
起
』
。
仏

教
の
教
え
の
根
幹
に
は
こ
の
考
え
方
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
ね
。

そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
仏
教
は
『
無
常
』
と
『
無
我
』
と
い
う
教
え

を
説
く
ん
だ
。
」

「
『
む
じ
ょ
う
』
と
『
む
が
』
？
な
に
そ
れ
？
？

『
あ
あ
、
む
じ
ょ
う
』
と
関
係
あ
る
！
？
ア
ン
・
ル
イ
ス
の
。
」

「
残
念
な
が
ら
無
い
か
な(
笑)

（
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
っ
ち
な
ん
だ
。
。
。
）

そ
れ
は
『
無
情
』
。
『
無
常
』
と
は
『
常
な
る
も
の
は
無
い
』
と
い

う
こ
と
。

『
こ
の
世
に
あ
る
も
の
は
、
様
々
な
原
因
が
影
響
し
合
い
、
形
作
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
常
に
変
化
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
』
と

い
う
意
味
だ
よ
。
」

「
ん
～
、
『
縁
起
』
だ
か
ら
『
無
常
』
っ
て
こ
と
！
？
」

「
そ
う
だ
ね
。
そ
し
て
『
縁
起
』
だ
か
ら
『
無
常
』
で
あ
り
、
『
無

我
（
む
が
）
』
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
ん
だ
。
『
無
我
』
と
い
う
の

は
『
我
が
無
い
』
と
い
う
こ
と
。

『
我
（
が
）
』
は
原
語
を
『
ア
ー
ト
マ
ン
』
と
い
っ
て
ね
。
こ
の
言

葉
は
少
し
説
明
が
い
る
ん
だ
け
ど
、
仏
典
に
お
い
て
こ
の
言
葉
は
、

①
『
自
己
』
を
意
味
す
る
時
と
、
②
『
た
ま
し
い
』
の
様
な
意
味
合

い
で
用
い
ら
れ
る
時
が
あ
る
ん
だ
。

①
は
『
わ
た
し
』
や
『
わ
た
し
の
も
の
』
と
い
う
執
着
を
離
れ
た

『
自
己
』
を
確
立
し
な
さ
い
と
い
う
意
味
合
い
で
。

②
は
存
在
を
そ
の
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
不
変
の
『
た
ま
し
い
』
の

様
な
も
の
は
無
い
で
す
よ
と
い
う
意
味
合
い
で
。

つ
ま
り
『
無
我
』
と
い
う
の
は
、
・
・
・
・
ん
ん
？

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
き
く
ぞ
う
君
。
」

「
・
・
・
Ｚ
ｚ
ｚ
・
・
・
・
・
・
・
は
ぁ
っ
！
！
！

・
・
・
ね
、
ね
て
な
い
ゾ
ウ
！
！

ち
ょ
っ
と
ボ
ー
っ
と
し
て
た
だ
け
だ
ゾ
ウ
！
」

５ あまね 第４号

ゆら～



第４号 あまね ６

僧 侶

紹 介

寺報『あまね』の第２号で好評をいただきました「風船で家族紹介」のコーナーの
僧侶版です。お参りでお会いした際は、ぜひ見比べてみてください。

加藤 大地（かとう だいち）

常髙寺の住職です。出身は島根県。平成26年から常髙寺
に入寺しました。趣味はバルーンアートです。
立場上は住職ですが、常髙寺の僧侶の中で一番の若輩。

まだまだ覚えないといけないことがたくさんあります。
顔を合わせたことがないご門徒さんも沢山おられます。
お会いした際には気軽にお声がけください。

堀江 照雄（ほりえ てるお）

先代の頃からお寺を支えてきた大先輩僧侶。お寺で分か
らないことがあれば堀江さんに聞けというのが、わが家の
家訓になっています。
堀江さんのお父さんから二代にわたり常髙寺に勤めてく

ださり、ご門徒さんとの繋がりも最も深いお坊さんです。
先代住職と同い年。身体には気を付けて末永くお勤めして
ほしいです。

間嶋 裕二（ましま ゆうじ）

令和元年から常髙寺にて勤めてくださっています。待望
の新法務員さんです。多趣味で様々なことに精通し、何で
も出来る頼りになる方です。堀江さんもそうですが、貫禄
含めて私よりよほど住職オーラが出ています。
和歌山から来てくださいましたが、生まれは愛媛県の西

条というご縁もあります。

風船で僧侶紹介



行 事

報 告

お
盆
＆
秋
彼
岸
＆
秋
永
代
経
法
座

「
動
画
配
信
」
し
ま
し
た

令
和
３
年
７
月
の
お
盆
会
、

９
月
の
秋
彼
岸
会
、
10
月
の

秋
永
代
経
法
座
は
、
コ
ロ
ナ

禍
に
お
け
る
県
内
の
感
染
状

況
を
考
慮
し
、
一
般
の
参
拝

は
中
止
。
法
要
の
様
子
を
期

間
限
定
で
動
画
配
信
し
執
り

行
い
ま
し
た
。

映
像
を
通
し
て

の
多
く
の
お
聴
聞
、

よ
う
こ
そ
よ
う
こ

そ
の
お
参
り
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。

ぼ
ん

ひ

が
ん

え
い
た
い
き
ょ
う

秋彼岸会法座（9月） 盂蘭盆会法座（7月）

当山住職 加藤大地 教専寺住職 福間義朝先生

７ あまね 第４号

ほうおんこう じょ や しゅしょうえ

秋永代経法座（10月）

専明寺住職 藤本唯信先生

報恩講法座＆除夜の鐘＆修正会をお勤めしました

令和３年11月は報恩講のご法座（講師 当山住職）、年末は除夜の鐘、新年は修正会の
初参り。本当に久しぶりのご門徒さんを招いての行事でした。動画の配信で繋がったご縁
もありますが、皆さんの顔を見ながらお話しするのは、やはり反応がありとても嬉しかっ
たです。皆さんも元気な様子で安心しました。

報恩講① 報恩講② 報恩講③ 報恩講④

除夜の鐘① 除夜の鐘② 修正会① 修正会②



今
後
の
行
事
予
定

三
月
十
四
日
（
月
）
～
十
五
日
（
火
）

春
季
彼
岸
会
法
座

中
西
昌
弘
先
生

四
月
二
十
四
日
（
日
）
～
二
十
五
日
（
月
）

春
季
永
代
経
法
座

岡
原
弘
和
先
生

五
月
二
十
一
日
（
土
）

降
誕
会
法
座

七
月
十
八
日
（
月
）
～
十
九
日
（
火
）

盂
蘭
盆
会
法
座

平
山
義
文
先
生

九
月
十
九
日
（
月
）
～
二
十
日
（
火
）

秋
季
彼
岸
会
法
座

喜
多
唯
信
先
生

十
月
十
八
日
（
火
）
～
十
九
日
（
水
）

秋
季
永
代
経
法
座

川
上
順
之
先
生

十
一
月
二
十
七
日
（
日
）

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
い
た
し
ま
す
。

お し ら せ

編
集
後
記

昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
り
、
お
寺
と
し
ま

し
て
も
、
例
年
通
り
の
形
で
お
つ
と
め
す
る
こ
と
が

難
し
い
年
で
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
動
画
の
配
信

な
ど
の
新
し
い
試
み
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
出
来
た
年

で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
庫
裏
・
門
徒
会
館
建
設

が
開
始
さ
れ
た
記
念
す
べ
き
年
と
も
な
り
ま
し
た
。

中
々
、
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
難
し
い
時
節
柄
で

は
あ
り
ま
す
が
、
今
で
き
る
こ
と
を
一
つ
一
つ
重
ね

て
、
ゆ
っ
く
り
で
も
一
歩
一
歩
歩
み
を
進
ま
せ
て
い

け
れ
ば
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

本
年
も
様
々
な
形
を
通
し
て
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま

と
の
ご
法
縁
を
繋
げ
ら
れ
る
様
に
、
つ
と
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

常
髙
寺
住
職

加
藤
大
地

令
和
４
年
度
年
忌
案
内

左
記
の
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
は
、
今
年
、
年
忌

に
当
た
ら
れ
て
い
ま
す
。
50
回
忌
ま
で
葉
書
で
ご
案

内
し
て
お
り
ま
す
が
不
備
も
あ
り
ま
す
。
念
の
た
め

各
家
の
過
去
帳
に
て
ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

1
周
忌

令
和
3
年

回
忌

大
正
12
年

3
回
忌

令
和
2
年

回
忌

明
治
6
年

7
回
忌

平
成
28
年

回
忌

文
政
6
年

13
回
忌

平
成
22
年

回
忌

安
永
2
年

17
回
忌

平
成
18
年

回
忌

享
保
8
年

25
回
忌

平
成
10
年

回
忌

寛
文
13
年

33
回
忌

平
成
2
年

回
忌

元
和
9
年

50
回
忌

昭
和
48
年

第４号 あまね ８

き
く
ぞ
う
君
を
探
せ
！

紙
面
の
ど
こ
か
に
次
の
き
く

ぞ
う
君
が
い
る
よ
！

ドロン！だゾウ時をかけるゾウあけおめだゾウこ、これは。。。
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