
施
設
の
利
用
は
十
月
か
ら
開
始
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

建
設
い
た
だ
い
た
建
物
を
十
全
に
活
か

せ
る
よ
う
に
、
住
職
と
し
て
精
進
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※

次
頁
か
ら
、
会
館
施
設
の
紹
介
を
し

ま
す
。

つ
い
に
こ
の
日
が
！

昨
年
の
五
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た

庫
裏
（
く
り
）
・
門
徒
会
館
建
設

工
事
。
九
月
十
四
日
晴
天
の
日
に
、

そ
の
完
成
を
喜
び
、
関
係
者
の
方

に
感
謝
す
る
落
成
式
を
執
り
行
い

ま
し
た
。
関
係
各
位
、
未
熟
な
住

職
を
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
全

て
の
皆
さ
ま
。
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

発行年月日
2022年9月21日
発行所 常髙寺
今治市風早町4-1-13
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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５号

↑会館の前で集合写真。門徒を代表し
て世話人の皆さまと工事関係者の方に
お参りいただきました。

あ
ま
ね

目
次

■
２
頁

会
館
紹
介
①

■
３
頁

会
館
紹
介
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

■
８
頁

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。

↓

門
徒
集
会
所
で
お
勤
め

常
髙
寺
門
徒
会
館

落
成
式

↑集会所のご本尊

✿

✿

✿

✿

✿

常
髙
寺
の
全
て
の
情

報
が
こ
こ
に
！

「
今
治

常
髙
寺
」
で

ご
検
索
く
だ
さ
い
。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
常髙寺

祝



道
路
か
ら
見
た
外
観
で
す
。

山
門
横
に
は
、
塀
と
8
台

分
の
駐
車
場
が
付
き
、
見

晴
ら
し
が
と
て
も
良
く
な

り
ま
し
た
。

第５号 あまね ２

会 館

紹 介

山
門
を
く
ぐ
る
と
、

1

お
寺
に
ご
用
の
方
は
、

『↑

常
髙
寺
』
の
看
板
に

従
い
ス
ロ
ー
プ
を
上
が
り
、

唐
破
風(

か
ら
は
ふ
う)

屋
根

の
あ
る
「
本
玄
関
」
よ
り

お
訪
ね
く
だ
さ
い
。
イ
ン

タ
ー
ホ
ン
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

2

56

正
面
に
「
本
堂
」
、
左
手

に
「
門
徒
会
館
」
が
見
え

ま
す
。
本
堂
の
階
段
を
上

が
る
の
は
大
変
と
い
う
方

は
、
門
徒
会
館
横
に
あ
る

ス
ロ
ー
プ
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

34
な
お
ス
ロ
ー
プ
の
始
点
に

あ
る
ド
ア
は
、
寺
族
用
の

「
裏
玄
関
」
で
す
。

な
お
、
そ
の
ま
ま
更
に

ス
ロ
ー
プ
を
上
が
る
と
、

78
本
堂
の
縁
廊
下
の
高
さ
ま

で
上
れ
ま
す
。
土
足
禁
止

で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

※
本
堂
入
口
に
も
20
㎝
程

の
段
差
が
あ
り
ま
す
。
必

要
の
際
は
仮
設
ス
ロ
ー
プ

を
設
置
出
来
ま
す
。

「
本
玄
関
」
よ
り
入
る
と
、

910
左
手
に
受
付
が
あ
り
ま
す
。

こ
ち
ら
も
ス
ロ
ー
プ
で
館

内
に
上
が
れ
ま
す
。

貸
し
出
し
用
の
車
椅
子
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用

の
方
は
お
申
し
付
け
く
だ

さ
い
。



３ あまね 第５号

正
面
に
「
応
接
ロ
ビ
ー
」

が
あ
り
ま
す
。
左
手
奥
の

引
き
戸
は
「
厨
房
」
右
手

奥
の
引
き
戸
は
「
門
徒
集

会
所
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
厨
房
」
で
す
。
時
節
柄
、

検
討
中
で
す
が
、
法
座
の

際
の
お
斎
や
料
理
教
室
等

に
使
う
予
定
で
す
。

↑男性トイレ

↓女性トイレ

↑本堂廊下トイレ

↓多目的トイレ
お
足
の
悪
い
方
も
お
子
さ

ん
連
れ
の
方
も
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

奥
に
和
室
も
あ
り
ま
す
。

普
段
は
開
放
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
行
事
の
際
の
ご
講

師
や
、
客
僧
の
控
え
室
、

ま
た
茶
室
と
し
て
も
利
用

出
来
ま
す
。

館
内
案
内
図
。
皆
さ
ま
の

お
か
げ
で
立
派
な
会
館
が

建
ち
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

12 11

15

1819

1314
「
門
徒
集
会
所
」
。
本
堂

に
つ
ぎ
、
第
二
の
法
事
場

所
と
な
り
ま
す
。

本
玄
関
入
っ
て
す
ぐ
右
手

の
廊
下
。
男
性
ト
イ
レ
、

女
性
ト
イ
レ
、
物
置
、
本

堂
へ
上
が
る
階
段
、
多
目

的
ト
イ
レ
と
い
う
並
び
。

奥
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ

り
ま
す
。

本
堂
ま
で
の
段
差
が
厳
し

い
方
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

17 16
「
本
堂
」
の
ボ
タ
ン
を
押

す
と
本
堂
廊
下
ま
で
上
が

れ
ま
す
。
逆
に
本
堂
か
ら

会
館
ま
で
下
が
り
た
い
時

は
「
門
徒
会
館
」
の
ボ
タ

ン
を
押
し
て
く
だ
さ
い



「
き
く
ぞ
う
君
、
前
に
『
煩
悩
（
ぼ
ん
の
う
）
』
の
話
を
し
た
事
お

ぼ
え
て
る
？
？
（※

第
三
話
参
照
）
」

「
も
ち
ろ
ん
だ
ゾ
ウ
！
『
我
執
（
が
し
ゅ
う
）
』
や
『
我
所
執
（
が

し
ょ
し
ゅ
う
）
』
。
苦
し
み
の
原
因
の
話
だ
よ
ね
。
」

「
そ
う
そ
う
。
人
は
『
わ
れ
・
わ
が
も
の
』
い
う
『
煩
悩
』
に
よ
り
、

『
若
い
ま
ま
で
い
た
い
』
『
健
康
で
い
た
い
』
『
死
に
た
く
な
い
』

『
私
の
も
の
を
失
い
た
く
な
い
』
と
何
ら
か
の
永
遠
性
を
期
待
す
る

ん
だ
け
ど
、
そ
れ
が
決
し
て
叶
わ
な
い
か
ら
苦
し
む
と
説
か
れ
る
ん

だ
。
」

「
ん
ー
、
『
法
』
の
は
な
し
を
聞
い
た
後
だ
と
、
な
ん
だ
か
不
思
議

な
気
も
す
る
よ
ね
。
無
常
（
す
べ
て
は
移
り
変
わ
る
）
で
無
我
（
永

遠
不
滅
の
我
は
な
い
）
の
も
の
に
、
執
着
す
る
な
ん
て
。
」

「
う
ん
、
そ
の
気
付
き
が
仏
教
の
基
本
だ
と
思
う
ん
だ
。

『
法
』
は
ど
ん
な
時
代
、
場
所
に
お
い
て
も
、
変
わ
ら
な
い
『
こ
と

わ
り
』
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
問
題
は
そ
れ
を
見
失
う
私
た
ち
人

間
に
あ
る
と
。
そ
う
い
う
立
場
を
仏
教
は
取
る
ん
だ
ね
。
」

常
髙
寺
の
新
米
住
職
。

漫
画
好
き
。
少
年
誌
の

や
め
時
が
分
か
ら
な
い
。

「
縁
起
・
無
常
・
無
我
で
あ
る
は
ず
の
も
の
に
対
し
て
、
『
わ
れ
・

わ
が
も
の
』
と
永
遠
性
・
絶
対
性
を
期
待
し
て
生
き
る
。
他
者
と
自

分
を
区
別
す
る
。
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
苦
し
み
は
起
き
な
い
ん
だ
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
自
己
意
識
を
持
た
ず
に
は
お
れ
な
い
性
（
さ

が
）
が
人
に
は
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
『
法
』
の
「
こ
と
わ
り
」
に
暗

い
人
の
性
（
さ
が
）
、
根
源
的
な
愚
か
さ
を
『
無
明
（
む
み
ょ

う
）
』
と
言
う
ん
だ
け
ど
ね
。
人
は
『
無
明
』
の
た
め
執
着
し
、
結

果
人
間
の
生
活
は
苦
し
み
と
な
る
ん
だ
と
。
だ
か
ら
仏
教
は
こ
う
説

く
ん
だ
。

『
法
』
を
見
失
う
こ
と
で
人
は
苦
し
む
の
だ
か
ら
、
『
法
』
を
見
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
法
』
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
無
明
』
と

い
う
根
源
的
な
無
知
を
打
ち
消
し
、
苦
し
み
か
ら
離
れ
な
さ
い

と
。
」

「

『
縁
起
』
『
無
常
』
『
無
我
』
の
『
こ
と
わ
り
』
を
見
出
す
こ
と

で
、
『
わ
れ
・
わ
が
も
の
』
と
い
う
執
着
か
ら
離
れ
る
っ
て
こ
と
か

な
？
そ
ん
な
こ
と
出
来
る
の
？
？

」

「
も
ち
ろ
ん
、
頭
の
中
で
考
え
る
だ
け
で
出
来
る
と
は
説
か
れ
て
い

な
い
ね
。
『
戒
・
定
・
慧
（
か
い
・
じ
ょ
う
・
え
）
』
の
三
学
と

い
っ
て
ね
。
『
戒
』
『
定
』
と
い
う
修
行
に
よ
っ
て
、
『
こ
と
わ

り
』
を
見
出
す
『
（
智
）
慧
』
が
得
ら
れ
る
。
そ
う
基
本
的
に
は
説

か
れ
る
ん
だ
。

」

「
で
た
ー
！

や
っ
ぱ
り
お
坊
さ
ん
と
い
っ
た
ら
修
行
だ
ゾ
ウ
！

住
職
さ
ん
も
し
て
る
の
？
？
滝
に
打
た
れ
た
り
と
か
！
！

」

「
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
だ
ね
（
笑
）

ま
あ
、
今
回
は
『
法
』
が
テ
ー
マ
だ
か
ら
、
『
行
』
に
関
し
て
は
ま

た
今
度
に
し
よ
う
。
浄
土
真
宗
に
と
っ
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
だ
し
、

そ
こ
と
関
連
し
て
お
話
し
す
る
ね
。

」

「
気
に
な
る
。
。
。
絶
対
だ
ゾ
ウ
！
！

」

「
う
ん
分
か
っ
た
よ
。
そ
れ
で
話
の
続
き
だ
け
ど
、
行
に
よ
っ
て

『
法
』
を
見
出
す
『
智
慧
』
が
得
ら
れ
る
と
ね
、
『
も
の
ご
と
を
あ

り
の
ま
ま
に
知
り
見
る
』
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
ん

だ
。

」

き
く
ぞ
う
君
。
常
髙
寺
の
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。

薬
局
の
「
サ
ト
ち
ゃ
ん
」
に
ラ
イ
バ
ル
心
を

燃
や
す
。

（
第
五
話
）

「
法
っ
て
な
ん
だ
ゾ
ウ
？
（
後
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

・
「
法
」
は
全
て
の
時
空
に
通
ず
る
「
こ
と
わ
り
」
。
そ
の
中
心
的
な

も
の
＝
「
縁
起
）
」
「
無
常
（
む
じ
ょ
う
）
」
「
無
我
（
む
が
）
」
。

・
全
て
の
も
の
は
様
々
な
因
縁
・
影
響
の
も
と
成
り
立
ち
（
縁
起
）
、

そ
の
た
め
常
に
変
化
す
る
の
だ
か
ら
（
無
常
）
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い

実
体
は
無
い
（
無
我
）
。

・
そ
の
「
法
」
に
目
覚
め
る
こ
と
と
、
「
苦
」
を
離
れ
る
こ
と
の
関
係

性
と
は←

今
回
は
こ
こ
！

第５号 あまね ４



「
こ
の
『
中
』
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
色
眼
鏡
を
外
し
、
も
の
ご
と

の
本
質
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
れ
ば
、
世
界
は
そ
の
様
に
映
る
の
か
も

し
れ
な
い
ね
。
」

「
執
着
す
る
こ
と
の
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
っ
て
、
ど
ん
な
風
に

見
え
る
ん
だ
ろ
う
？
？

ボ
ク
も
見
て
み
た
い
ゾ
ウ
！
！

」

「
そ
う
だ
ね
。
仏
教
は
『
私
』
が
仏
に
成
る
教
え
。
そ
う
や
っ
て
自

分
の
事
と
し
て
、
仏
教
が
何
を
目
指
す
教
え
な
の
か
問
う
こ
と
は
、

と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
よ
。

今
回
は
こ
こ
ま
で
。
次
回
の
テ
ー
マ
は
『
空
（
く
う
）
』
。
『
縁

起
』
『
無
常
』
『
無
我
』
の
教
え
を
よ
り
明
瞭
に
し
よ
う
と
し
た
、

こ
の
思
想
を
一
緒
に
考
え
て
み
よ
う
。

」

次
回

第
六
話
「
空
っ
て
な
ん
だ
ゾ
ウ
？
（
前
編
）
」
に
続
く

「
あ
り
の
ま
ま
に
知
り
見
る
？
？
」

「
『
如
実
知
見
（
に
ょ
じ
つ
ち
け
ん
）
』
と
言
う
ん
だ
け
ど
ね
。

人
に
は
『
わ
れ
、
わ
が
も
の
』
と
い
う
煩
悩
が
あ
っ
て
、
自
分
な
り

の
世
界
を
見
て
い
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
を
見
て
お
ら
ず
、
そ
れ

は
迷
い
の
世
界
だ
と
い
う
の
が
、
仏
教
の
立
場
だ
ね
。

よ
く
言
わ
れ
る
の
は
色
眼
鏡
の
た
と
え
か
な
。
つ
ま
り
『
自
分
の
都

合
』
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
付
き
の
色
眼
鏡
を
か
け
て
世
の
中
を
見
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
、
赤
い
眼
鏡
を
か
け
れ
ば
赤
く
な
る
し
、
青
い

色
眼
鏡
を
か
け
れ
ば
、
青
く
な
る
。
も
の
ご
と
を
歪
め
て
認
識
し
て

い
る
ん
だ
ね
。
し
か
も
自
分
が
そ
の
色
の
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
こ
と

に
気
付
い
て
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
こ
と
に
気
付
く
智
慧
を
得
て
、

我
執
・
我
所
執
と
い
う
色
眼
鏡
が
外
れ
れ
ば
、
あ
り
の
ま
ま
の
世
界

を
見
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
迷
い
の
世
界
か
ら
抜
け
出
る
。
『
如
実

知
見
』
は
そ
う
い
う
境
地
だ
と
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
」

「
縁
起
し
て
い
る
世
間
の
あ
り
よ
う
を
、
そ
の
ま
ま
、
あ
り
の
ま
ま

で
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
へ
の
執
着
が
消
え

る
っ
て
こ
と
だ
ね
！
」

「
そ
う
だ
ね
。
そ
も
そ
も
執
着
す
る
理
由
が
無
く
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
。

縁
起
し
て
無
常
で
無
我
な
の
だ
か
ら
。

以
前
お
話
し
し
た
こ
と
だ
け
ど
、
仏
教
は
こ
の
世
の
一
切
は
苦
し
み

の
連
続
と
説
く
ん
だ
（
第
二
話
参
照
）
。
そ
の
原
因
は
煩
悩
（
執

着
）
に
あ
っ
て
、
今
回
そ
の
執
着
が
消
え
る
と
い
う
話
を
し
た
わ
け

だ
け
ど
、
そ
し
た
ら
今
度
は
『
苦
』
が
無
く
な
っ
て
『
楽
』
に
向
か

う
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
。
」

「
う
ん
、
覚
え
て
い
る
ゾ
ウ
！

仮
に
天
界
の
よ
う
な
『
楽
』
に
満
ち
た
環
境
で
も
、
そ
れ
を
失
い

た
く
な
い
と
い
う
執
着
が
生
ま
れ
て
、
結
局
苦
し
み
が
生
れ
る
ん
だ

よ
ね
（
第
三
話
参
照
）
。
」

「
そ
う
。
苦
し
み
の
種
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ね
。

だ
か
ら
、
仏
教
の
目
指
す
『
仏
』
と
は
、
『
苦
』
と
『
楽
』
へ
の
執

着
を
超
え
た
境
地
、
『
苦
』
と
『
楽
』
の
二
辺
に
偏
ら
な
い
境
地
と

言
わ
れ
る
ん
だ
。
こ
の
立
場
を
『
中
（
ち
ゅ
う
）
』
と
呼
ん
だ
り
も

す
る
ね
。
お
釈
迦
さ
ま
は
自
ら
の
死
を
目
前
と
し
た
最
後
の
旅
の
中

で
、
『
世
界
は
楽
し
い
』
と
説
か
れ
た
と
あ
る
ん
だ
け
ど
ね
。
」

５ あまね 第５号

門 徒

投 稿常髙寺のひと

常
髙
寺
仏
教
婦

人
会
役
員
、
黒
川

ヒ
サ
子
さ
ん
か
ら

の
贈
り
物
。

余
り
布
を
使
っ

て
作
っ
た
綺
麗
な

花
束
。
一
つ
一
つ

が
丁
寧
に
作
り
込

ま
れ
た
作
品
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。



※

以
上
は
浄
土
真
宗
の
一
僧
侶
と
し
て
の
回
答

で
す
。
仏
教
は
そ
の
時
代
そ
の
土
地
に
合
わ
せ
、

様
々
な
習
俗
を
取
り
入
れ
、
現
在
の
形
と
な
り

ま
し
た
。
「
六
曜
」
に
関
し
ま
し
て
も
宗
派
に

よ
っ
て
様
々
な
見
解
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本

回
答
を
一
つ
の
参
考
に
し
な
が
ら
、
皆
が
納
得

の
い
く
形
を
検
討
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

愛
媛
県
は
「
友
引
」
の
日
に
火
葬
場
が
お
休

み⇒

必
然
的
に
葬
儀
社
も
こ
の
日
は
葬
儀
を

し
な
い⇒

結
果
、
常
髙
寺
も
「
友
引
」
の
日

に
葬
儀
は
入
ら
な
い
。

第５号 あまね ６

質
問
①

「
四
十
九
日
は
三
月
に
わ
た
っ
て
も
よ
い
の
で

す
か
？
」

答
え同

じ
様
な
質
問
に
「
法
事
の
日
は
命
日
よ
り

遅
れ
て
も
よ
い
の
で
す
か
？
」
も
あ
り
ま
す
。

「
わ
た
っ
て
も
大
丈
夫
で
す
（
遅
れ
て
も
大
丈

夫
で
す
）
」
と
お
答
え
し
て
い
ま
す
。

四
十
九
日
が
三
月
（
み
つ
き
）
に
わ
た
っ
て

は
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
「
始
終
、
苦
が
身

に
つ
く
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
か
ら
き
て
い
ま

す
。
あ
ま
り
気
に
さ
れ
る
必
要
は
な
い
か
と
。

仏
教
は
生
き
て
い
る
者
に
向
け
て
、
ひ
と
り

ひ
と
り
の
「
わ
た
し
」
に
向
け
て
説
か
れ
た
教

え
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
浄
土
真
宗
に
お
い

て
も
、
ご
法
事
は
「
わ
た
し
」
が
仏
さ
ま
の
教

え
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
大
切
な
ご
法
縁
で

あ
る
と
味
あ
わ
れ
て
い
ま
す
。
命
日
を
ご
縁
と

す
る
以
上
、
そ
れ
に
近
い
に
こ
し
た
事
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
ま
ず
遺
族
の
皆
さ
ん
が
集
ま
り
や

す
い
と
い
う
こ
と
を
第
一
に
考
え
ら
れ
て
、
日

程
は
お
決
め
に
な
ら
れ
た
ら
よ
い
か
と
思
い
ま

す
。

質
問
②

「
ご
法
事
を
す
る
の
に
日
の
善
し
悪
し
は
あ
る

の
で
す
か
？
」

答
え

「
あ
り
ま
せ
ん
」
と
お
答
え
し
て
い
ま
す
。

ご
法
事
の
予
約
の
際
に
、
仏
滅
（
ぶ
つ
め
つ
）

や
友
引
（
と
も
び
き
）
の
日
以
外
で
と
お
願
い

※

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

さ
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
。
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も

よ
く
記
載
さ
れ
て
い
る
「
六
曜
（
ろ
く
よ

う
）
」
。
日
の
吉
凶
を
六
種
に
分
類
す
る
暦

（
こ
よ
み
）
の
考
え
方
で
す
（
①
先
勝
②
友
引

③
先
負
④
仏
滅
⑤
大
安
⑥
赤
口
）
。

元
々
は
中
国
を
起
源
と
す
る
占
い
で
あ
り
、

そ
れ
が
日
本
風
に
作
り
替
え
ら
れ
た
も
の
が
、

現
在
の
「
六
曜
」
だ
そ
う
で
す
。
仏
教
と
は
本

来
関
係
の
な
い
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。

「
友
引
（
と
も
び
き
）
」
は
「
友
を
引
き
連
れ

て
い
く
」
こ
と
を
連
想
し
、
葬
儀
な
ど
で
避
け

ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
本
来

は
「
共
引
（
と
も
び
き
）
」
だ
そ
う
で
、
「
先

勝
」
と
「
先
負
」
の
間
で
共
に
引
く
と
い
う
こ

と
か
ら
「
勝
負
無
し
、
引
き
分
け
」
と
い
う
意

味
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
「
仏
滅
（
ぶ
つ
め
つ
）
」
も
「
仏
を
滅

す
る
様
な
大
凶
の
日
」
と
い
う
こ
と
で
、
お
祝

い
の
席
な
ど
で
、
避
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
が
、
こ
ち
ら
も
元
々
は
「
物
滅
（
ぶ
つ
め

つ
）
」
か
ら
き
て
い
る
そ
う
で
、
仏
教
と
は
本

来
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
り
多
く
の
方
が
ご
法
縁
に
出
会
え
る
こ
と

が
何
よ
り
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
親
族
皆
さ

ん
の
予
定
が
、
そ
の
日
が
一
番
都
合
の
良
い
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
気
に
な
さ
ら
ず
「
仏

滅
」
や
「
友
引
」
の
日
に
ご
法
事
を
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

※

た
だ
し
次
の
様
な
事
情
が
あ
り
、
結
果
的
に

常
髙
寺
も
「
友
引
」
の
日
に
は
葬
儀
が
入
り
ま

せ
ん
。

バ
ル
ー
ン
住
職
コ
ラ
ム

第
二
回

仏
さ
ま
の
教
え
を
次
の
世
代
に
と
い
う

西
本
願
寺
の
取
り
組
み
の
一
つ
に
、
「
子

ど
も
・
若
者
ご
縁
作
り
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
公
開
講
座
・
研

修
会
の
講
師
と
い
う
こ
と
で
、
備
後
地
区

の
教
務
所
か
ら
お
声
が
け
い
た
だ
き
、
バ

ル
ー
ン
住
職
と
し
て
出
勤
し
て
き
ま
し
た
。

子
ど
も
会
な
ど
、
子
ど
も
と
の
ご
縁
作
り

に
熱
心
な
お
寺
さ

ん
を
対
象
に
し
た
、

バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト

講
座
で
す
。

若
い
世
代
の
お
寺

離
れ
は
、
ど
の
お

寺
に
も
共
通
す
る

重
要
な
問
題
。

わ
ず
か
で
も
一
助

に
な
れ
た
ら
嬉
し

い
で
す
。



降誕会・花祭りイベント開催 本堂が華やぎました

行 事

報 告

秋
の
永
代
経
法
座
＆
盆
法
座

よ
う
こ
そ
の
お
参
り
で
し
た

一
月
の
ご
正
忌
報
恩
講
並

び
三
月
の
春
彼
岸
の
ご
法
座

は
中
止
。
新
年
に
な
り
ま
し

て
初
め
て
の
ご
法
座
は
春
の

永
代
経
法
座
と
な
り
ま
し
た
。

岡
原
先
生
が
分
か
り
や
す
く

時
に
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
、

お
取
次
ぎ
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

盆
法
座
は
平
山
先
生
の
ご

縁
。
親
し
み
溢
れ
る
話
し
ぶ

り
で
亡
き
人
を
偲
ぶ
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
を
お
話

し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

状
況
を
見
て
今
後
も
ご
法

座
を
開
催
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ま
よ
う
こ
そ
の
お

参
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

え
い
た
い
き
ょ
う

７ あまね 第５号

ごうたんえ

↓

春
永
代
経
法
座
（
4
月
）

明
照
寺
住
職

岡
原
弘
和
先
生

お釈迦さまの誕生日を祝う「花祭り」と親鸞聖人の誕生日を祝う「降誕会」。そのイベ
ント行事が無事終了しました。予想を上回る門徒内、門徒外からの子供さんのお参り。子
供がいると華やかで嬉しくなります。初参式（子供の初参り式）のお勤めに、お念珠授与、
短めのご法話、記念撮影という流れ。バルーン住職も出動しました。

↓

盂
蘭
盆
会
法
座
（
7
月
）

専
明
寺
住
職

平
山
義
文
先
生



お
し
ら
せ

門
徒
会
館
完
成
に
伴
い
、
常
髙
寺
の
施
設
利
用
に
関

し
て
も
若
干
の
変
更
が
ご
ざ
い
ま
す
。

①
お
寺
の
施
設
を
利
用
し
た
法
事
に
関
し
て

「
本
堂
」
と
「
門
徒
会
館
集
会
所
」
の
二
カ
所
に

て
ご
法
事
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
希
望
の
会
場
が

あ
る
場
合
は
、
ご
予
約
の
際
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

②
駐
車
場
に
関
し
て

お
寺
の
山
門
横
に
新
た
に
８
台
分
の
駐
車
場
が
出

来
ま
し
た
。
元
々
所
有
し
て
い
た
駐
車
場
を
含
め

て
24
台
分
の
駐
車
が
可
能
で
す
。

③
飲
食
に
関
し
て

現
時
点
で
は
、
簡
単
な
お
茶
・
お
菓
子
を
除
き
、

基
本
的
に
飲
食
禁
止
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
推
移
を

見
て
、
今
後
判
断
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

④
お
足
の
不
自
由
な
方
に
向
け
て

全
面
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
車
椅
子
で
の
移
動
も
可
能

で
す
。
多
目
的
ト
イ
レ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
足

の
悪
い
方
、
お
子
さ
ん
連
れ
の
方
も
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

今
後
の
行
事
予
定

【
令
和
四
年
】

十
月
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

【
令
和
五
年
】

一
月
一
日
（
金
）

修
正
会

一
月
十
四
日
（
土
）
～
十
五
日
（
日
）

ご
正
忌
報
恩
講
法
座

北
山
祐
章
先
生

三
月
十
六
日
（
木
）
～
十
七
日
（
金
）

春
季
彼
岸
会
法
座

山
本
攝
叡
先
生

四
月
二
十
四
日
（
月
）
～
二
十
五
日
（
火
）

春
季
永
代
経
法
座

深
水
健
司
先
生

※

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

一
年
と
半
年
に
及
ぶ
工
事
の
末
、
つ
い
に
門
徒
会

館
が
完
成
し
ま
し
た
。
表
に
裏
に
と
未
熟
な
住
職
を

支
え
、
ま
た
御
懇
志
の
ご
協
力
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
、
本
堂
に
も
見
劣
ら
な
い
立

派
で
機
能
的
な
会
館
を
建
設
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

工
事
関
係
者
の
皆
さ
ま
、
関
係
各
位
協
力
し
て
く
だ

さ
っ
た
全
て
の
皆
さ
ま
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
を
見
て
で
す
が
、
落

ち
着
き
ま
し
た
ら
、
皆
さ
ま
と
一
緒
に
お
慶
び
の
法

要
を
執
り
行
え
た
ら
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の

際
は
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。
今
後
共
に
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

常
髙
寺
住
職

加
藤
大
地

第５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

びっくりだゾウ！めでたいゾウ！うれしいゾウ！はてな？だゾウ


