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旧
年
の
ご
厚
誼
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す

皆
様
の
平
安
を
心
よ
り
祈
念
致
し
ま
す

　
昨
年
は
︑
極
寒
・
大
雪
・
地
震
・
大
雨
・

猛
暑
・
台
風
な
ど
全
国
各
地
で
災
害
多
発
︒

特
別
警
報
発
令
﹁
直
ち
に
命
を
守
る
行
動
を

と
っ
て
下
さ
い
﹂
と
何
度
も
聞
き
︑
そ
の
警

鐘
の
通
り
と
な
っ
た
︒
未
曾
有
の
被
害
を
目

の
当
た
り
に
し
た
時
︑
そ
の
恐
怖
に
言
葉
を

失
い
︑
命
の
儚
さ
を
痛
感
し
た
多
事
多
難
の

年
で
あ
っ
た
︒

　
当
地
域
は
土
砂
崩
れ
や
浸
水
︑
河
川
や
道

路
が
損
傷
︒
復
旧
に
は
ま
だ
時
間
が
必
要
︒

し
か
し
︑
ま
た
天
災
が
起
き
︑
我
が
身
に
降

り
か
か
る
と
思
う
と
不
安
が
つ
き
ま
と
う
︒

平
穏
無
事
に
過
ご
し
た
い
︒

　
こ
の
不
安
や
痛
み
は
生
き
て
い
る
か
ら
生

じ
︑
命
の
鼓
動
を
実
感
出
来
る
︒
痛
み
を
感

じ
る
か
ら
私
達
は
助
け
合
う
の
だ
ろ
う
︒
先

人
た
ち
も
︑
励
ま
し
合
い
︑
支
え
合
い
︑
懸

命
に
私
達
へ
命
を
繋
げ
て
き
た
の
だ
と
思

う
︒
私
達
は
一
人
で
は
な
い
︒
助
け
合
う
こ

と
が
出
来
る
︒
共
に
支
え
合
い
︑
明
る
い
未

来
へ
命
を
繋
げ
て
い
き
た
い
︒

住
職
　
清
涼
晃
輝
　
合
掌

命
と
命
の
支
え
合
い

一
周
忌　
　
　

平
成
三
十
年

三
回
忌　
　
　

平
成
二
十
九
年

七
回
忌　
　
　

平
成
二
十
五
年

十
三
回
忌　
　

平
成
十
九
年

十
七
回
忌　
　

平
成
十
五
年

二
十
三
回
忌　

平
成
九
年

二
十
五
回
忌　

平
成
七
年

二
十
七
回
忌　

平
成
五
年

三
十
三
回
忌　

昭
和
六
十
二
年

三
十
七
回
忌　

昭
和
五
十
八
年

四
十
三
回
忌　

昭
和
五
十
二
年

四
十
七
回
忌　

昭
和
四
十
八
年

五
十
回
忌　
　

昭
和
四
十
五
年

百
回
忌　
　
　

大
正
九
年

今
が
あ
る
の
は
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一
八
二
八
年
、
越
後
三
条
を
襲
っ
た

死
者
千
六
百
余
人
の
大
地
震
。
見
舞
を

く
れ
た
知
人
へ
良
寛
和
尚
の
返
信
手
紙
。

地
し
ん
は
信
に
大
変
に
候
。
野
僧

草
庵
は
何
事
な
く
親
る
い
中
死
人
も

な
く
め
で
度
存
候
。
う
ち
つ
け
に　

死
な
ば
死
な
ず
て
な
が
ら
へ
て 　

か

か
る
う
き
め
を
見
る
が
わ
び
し
き　

し
か
し
災
難
に
遭
ふ
時
節
に
は
災
難

に
遭
ふ
が
よ
く
候　
　

死
ぬ
時
節
に
は

死
ぬ
が
よ
く
候 　

是
は
こ
れ
災
難
を

の
が
る
る
妙
法
に
て
候 　

か
し
こ
良
寛

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

自
分
や
家
族
は
無
事
で
あ
る
。
生
き

な
が
ら
え
た
こ
と
で
、
人
々
が
悲
し
み

に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
姿
を
み
て
や
る
せ

な
い
思
い
で
あ
る
。
災
難
に
あ
う
と
き

は
あ
い
、
死
ぬ
と
き
は
死
ぬ
。
こ
れ
が

災
難
か
ら
逃
れ
る
方
法
で
し
ょ
う
。　

  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　

現
実
を
受
け
入
れ
、
精
一
杯
に
生
き

る
。
災
難
と
思
っ
た
時
災
難
に
あ
う
。

災
難
に
遭
ふ
時
節
に
は

災
難
に
遭
ふ
が
よ
く
候

仏の智慧に学ぶ

　

法
事

(

○
年
忌
法
要

)

は
、
故
人
の

祥
月
命
日

(

没
月
日

)

と
逮
夜

(

前

夜

)

に
営
む
の
が
正
式
で
す
。
実
際
に

二
日
営
む
事
は
な
く
一
日
で
営
む
事
が

通
例
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一
周
忌
ま
で
は
満
で
数
え
、
三
回
忌

(

満
二
年

)

か
ら
は
数
え
年
で
○
年
目

に
入
る
時
に
営
み
ま
す
。
ま
た
同
じ
年

に
二
霊
以
上
当
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
一
霊
ご
と
が
理
想
で
す
が
、
親
族

の
集
ま
る
都
合
な
ど
で
、
二
霊
以
上
の

合
同
で
の
法
事
も
出
来
ま
す
。　
　
　
　
　

　

故
人
に
報
い
安
ら
か
に
と
念
じ
る
供
養

を
す
る
意
味
で
、
命
日
に
難
し
い
場
合

は
、
早
め
に
営
む
こ
と
が
理
想
で
す
。
し

か
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
遅
れ
て
も
大
丈
夫
。
法
事
を

営
ま
な
い
よ
り
、
勿
論
営
む
方
が
よ
い
で

し
ょ
う
。
何
よ
り
故
人
を
思
う
気
持
ち

が
大
切
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

法
事
の
日
程
は
予
約
制
の
た
め
ご
希
望

の
日
時
や
場
所
等
を
ご
連
絡
下
さ
い
。　

　

思
い
立
っ
た
が
吉
日
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
ず
は
住
職
へ
ご
相
談
下
さ
い
。　
　
　
　

法
事
が
遅
れ
る
の
は
ダ
メ
？

澤ちゃんの仏教・仏事Ｑ＆Ａ

　

朝
焼
小
焼
だ　

大
漁
だ　

　

大
羽
鰮
の　

大
漁
だ
。

　

濱
は
祭
り
の　

や
う
だ
け
ど

　

海
の
な
か
で
は　

何
萬
の

　

鰮
の
と
む
ら
ひ　

す
る
だ
ろ
う
。

 

十
一
月
十
二
日
【
曹
洞
宗
岡
山
県
宗
務
所

檀
信
徒
地
方
研
修
会
・
管
内
人
権
学
習
会
】

を
久
世
エ
ス
パ
ス
ラ
ン
ド
で
講
演

<

ち
ひ
ろ
＆

ト
ー
ク
コ
ン
サ
ー
ト>

開
催
。
参
加
者
は
、
岸

章
弘
氏･

髙
柳
泰
雄
氏
・
片
山
勇
氏
・
政
安

広
規
氏
・
住
職
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ち
ひ
ろ
講
師
は
「
大
漁
で
は
、
人
間
で
あ
り

な
が
ら
人
間
中
心
で
は
な
く
、
全
て
の
も
の
に
平

等
に
眼
差
し
を
向
け
る
み
す
ゞ
さ
ん
。
大
漁
だ

大
漁
だ
と
人
間
が
喜
ぶ
そ
の
一
方
で
、
海
の
中

で
は
命
の
弔
い
を
す
る
だ
ろ
う
。
私
達
の
喜
び
の

裏
に
悲
し
み
が
あ
る
事
を
伝
え
て
い
ま
す
。
私

達
は
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
尊
い
命
。
こ
の
地
球
に
生

ま
れ
た
全
て
の
命
あ
る
も
の
は
、
他
の
命
を
頂
か

な
け
れ
ば
生
き
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
同
じ
尊

い
命
を
有
り
難
く
頂
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
感

謝
の
気
持
ち
を
み
す
ゞ
さ
ん
は
忘
れ
な
い
で
と
、

こ
の
大
漁
で
伝
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
」
と
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
漁

みんなちがって、みんないい生き方を　金子みすゞの心とともに

詩　

金
子
み
す
ゞ 　

作
曲　

ち
ひ
ろ



○
清
掃
活
動

　
　
八
月
十
八
日
　
　
中
北
上
地
区

　
　
十
二
月
十
六
日
　
坪
井
下
地
区

○
盂
蘭
盆
大
施
食
会
　
接
客
係

　
　
八
月
十
八
日
（
坪
井
上
地
区
）

　
　
　
政
安
由
紀
子
さ
ん

　
　
　
政
安
千
恵
子
さ
ん

　
　
　
原
田
郁
子
さ
ん

　
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

婦人会活動

●
切
り
絵
　【
勤
行
の
始
ま
り
】

　
江
田
雅
子
　
殿
　（
津
山
市
宮
尾
）

●
冊
子
　【
大
井
西
だ
よ
り（
総
集
編
）】

　
爲
貞
寛
　
殿
　（
津
山
市
坪
井
上
）

●
書
籍
【
つ
や
ま
の
民
話
】

　
田
村
洋
子
　
殿
（
津
山
市
領
家
）

●
金
一
封
（
護
持
会
寄
進
）

　
故
　
石
井
操
子
　
供
養

　
　
　
石
井
義
彦
　
殿
　

　
　
　
　
　
　
　（
津
山
市
坪
井
町
）

寄進

3

　
　
　
　
　
　

画
家
の
江
田
雅
子(

津
山

　
　
　
　
　

市
宮
尾)

さ
ん
が
︑
切
り
絵

　
　
　
　
　

で
少
林
寺
︹
禅
道
場
体
験
︺

　
　
　
　
　

の
様
子
を
作
品
に
さ
れ
︑
少

林
寺
へ
寄
進
頂
き
ま
し
た
︒
こ
の
作
品
は
︑

一
流
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
登
竜
門
と
も
い
わ

れ
る
世
界
最
古
の
公
募
展
パ
リ
︻
ル
・
サ

ロ
ン
展
︼
２
０
１
７
年
の
入
選
作
品
で
す
︒

住
職
　
こ
の
作
品
へ
の
思
い
を
教
え
て
下
さ
い
︒

江
田
　
こ
れ
を
作
り
た
い
と
最
も
観
じ
た
の
は
和
尚
さ
ん
の

足
下
で
す
︒
か
か
と
足
を
上
げ
て
い
る
所
で
す
ね
︒
切
り
絵

で
作
り
出
す
光
り
と
影
︒
遠
近
感
を
み
る
と
面
白
い
と
思
い

ま
す
︒
難
し
か
っ
た
の
は
︑
柱
の
木
目
で
す
︒

え
だ
　
ま
さ
こ

檀信徒を訪ねて

住
職
　
制
作
は
ど
れ
位
か
か
り
ま
し
た
か
？

江
田
　
半
年
か
か
り
ま
し
た
︒
ま
ず
は
︑
下
描
き
で
デ

ザ
イ
ン
︒
次
に
︑
下
絵
を
基
に
本
紙
へ
描
き
ま
す
︒
そ

し
て
︑
切
り
絵
に
な
る
黒
紙
を
切
っ
て
い
き
ま
す
︒
最

後
に
︑
各
色
の
パ
ー
ツ
を
切
っ
て
入
れ
ま
す
︒
私
の
作

品
は
細
か
い
で
す
か
ら
時
間
が
か
か
る
の
で
す
よ
ね
︒

住
職
　
切
り
絵
の
他
に
も
絵
や
芸
術
活
動
を
さ
れ
て
い

ま
す
が
︑
い
つ
頃
か
ら
で
す
か
？
　

江
田
　
子
供
の
頃
か
ら
絵
は
好
き
で
し
た
︒
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
・
ア
ー
ト
フ
ラ
ワ
ー
・
書
道
な
ど
色
々
や
り
ま

し
た
︒
本
格
的
に
デ
ッ
サ
ン
や
絵
を
習
っ
た
の
は
二
十

年
程
前
で
す
︒

　
少
林
寺(

本
堂)

を
描
い
た
﹇
金
龍
銀
龍
﹈
の
作
者
・

山
形
弘
先
生
の
息
子
さ
ん
に
な
る
山
形
楽(

憲
治)

先

生
に
師
事
し
︑
二
十
年
程
前
か
ら
パ
ス
テ
ル
画
や
切
り

絵
を
習
い
ま
し
た
︒
ル
・
サ
ロ
ン
展
は
最
初
の
二
年
落

選
︒
で
も
諦
め
ず
に
や
り
︑
今
年
で
六
回
目
の
入
選
に

な
り
ま
し
た
︒作
品
を
作
る
の
は
時
間
を
忘
れ
る
程
で
︑

絵
を
描
く
の
は
楽
し
い
で
す
︒
　

▼
教
わ
る
側
か
ら
教
え
る
側
へ
　
江
田
さ
ん
は
︑
毎
月

二
回
久
米
公
民
館
で
パ
ス
テ
ル
画
教
室
を
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
︒
ま
た
小
学
校
で
切
り
絵
や
習
字
を
指
導
さ
れ

て
い
ま
す
︒
芸
術
の
楽
し
さ
を
地
域
の
お
年
寄
り
か
ら

子
供
た
ち
へ
今
も
伝
え
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
︒

や
ま
が
た
ら
く
　
け
ん
じ

【勤行の始まり】江田雅子



４

行事報告
　
八
月
十
八
日
︑
盂
蘭
盆
大
施
食
会
を
約
七
十
名

の
参
拝
者
と
共
に
ご
供
養
致
し
ま
し
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
林
昌
寺
︵
岐
阜
県
恵
那
市
︶
ご

　
　
　
　
　
　
　
住
職
︿
宮
地
直
樹
﹀
師
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
紙
芝
居
法
話
を
頂
き
ま
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
で
一
部
ご
紹
介
致
し
ま
す
︒

①
オ
ン
コ
ロ
コ
ロ

　
お
婆
ち
ゃ
ん
は
︑
私
が
怪
我
を
し
た
り
︑
お
腹

が
痛
く
な
っ
た
時
︑
そ
こ
に
手
を
当
て
て
く
れ
て
︑

こ
ん
な
呪
文
を
唱
え
て
く
れ
た
︒

　﹁
オ
ン
コ
ロ
コ
ロ…

オ
ン
コ
ロ
コ
ロ…

﹂

　
す
る
と
︑痛
み
が
す
っ
と
な
く
な
っ
て
楽
に
な
っ

た
︒

﹁
お
婆
ち
ゃ
ん
は
魔
法
使
い
な
の
？
﹂

﹁
う
ん
︒
そ
う
だ
よ
︒
で
も
こ
の
魔
法
し
か
使
え
な

い
よ
︒
大
き
く
な
っ
て
︑
お
前
も
守
る
も
の
が
出

来
た
ら
お
前
も
出
来
る
よ
う
に
な
る
よ
︒
こ
れ
だ

け
は
覚
え
て
お
き
な
さ
い
︒
お
医
者
さ
ん
は
治
す

人
︒
お
婆
ち
ゃ
ん
は
戻
す
人
︒﹂

　
□
病
薬
の
仏
様
で
あ
る
薬
師
如
来
の
ご
真
言

　
　﹁
オ
ン
コ
ロ
コ
ロ 

セ
ン
ダ
リ 

マ
ト
ウ
ギ 

ソ
ワ
カ
﹂

盂
蘭
盆
大
施
食
会

②
タ
イ
ト
ル
の
な
い
紙
芝
居

　
こ
ん
な
子
供
な
ん
て
い
ら
な
い
と
思
っ
た
事
も

あ
っ
た
︒
で
も
︑
そ
れ
は
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
も

あ
な
た
の
事
が
大
好
き
だ
か
ら
︒
今
こ
う
し
て
あ

な
た
も
父
親
と
な
っ
て
︑
も
っ
と
沢
山
気
付
い
て

い
る
で
し
ょ
う
︒
親
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ

て
く
れ
た
事
は
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
︒
お
父

さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
あ
な
た
に
お
返
し
し
て
も
ら

い
た
く
て
や
っ
て
き
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
で

も
︑
も
し
息
子
と
し
て
私
達
に
何
か
を
し
て
く
れ

る
の
で
あ
れ
ば
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
よ
り
も

ず
っ
と
ず
っ
と
長
生
き
を
し
て
下
さ
い
︒
そ
れ
が

息
子
と
し
て
の
最
後
の
役
割
で
す
︒
そ
れ
は
親
と

し
て
の
役
割
を
全
う
さ
せ
て
も
ら
う
事
で
す
︒
私

達
に
も
し
も
の
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
お
父
さ

ん
お
母
さ
ん
も
あ
の
世
か
ら
︑
あ
な
た
を
︑
そ
し

て
あ
な
た
の
大
切
な
家
族
を
見
守
り
さ
せ
て
下
さ

い
︒
た
だ
そ
れ
だ
け
が
二
人
か
ら
の
望
み
で
す
︒

③
金
魚
す
く
い

　
書
籍
が
出
版
さ
れ
﹁
金
魚
す
く
い
﹂
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
是
非
ご
覧
下
さ
い
︒

　﹁
夜
の
紙
芝
居
﹂　

　
　
著
者…

…

宮
地
直
樹

　
　
発
行
所…

講
談
社
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行事報告
　
八
月
二
十
二
日
︑
第
七
回
禅
道
場
体
験
を
入
門

者
四
十
二
名
︑
指
導
者
ス
タ
ッ
フ
三
十
名
︑
総
勢

七
十
二
名
で
読
経・坐
禅・写
経
写
仏・法
話・食
事
・

作
務
︵
清
掃
︶
な
ど
一
日
修
行
致
し
ま
し
た
︒
今

年
は
︿
大
道
芸
人
チ
ャ
ー
リ
ー
﹀
さ
ん
に
お
越
し

頂
き
︑
マ
ジ
ッ
ク
と
バ
ル
ー
ン
シ
ョ
ー
を
楽
し
み

ま
し
た
︒

禅
道
場
体
験



行事報告
　
九
月
二
十
四
日(

旧
暦
八
月
十
五
日)

︻
中
秋

の
名
月
︼
に
二
十
七
名
︵
大
人
十
四
名
・
子
供
十

三
名
︶
が
参
加
︒
　

　
台
風
の
影
響
で
少
し
月
光
を
感
じ
た
程
度
で
お

月
様
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒
し
か
し
︑
お
月

様
は
雲
で
隠
れ
て
い
る
だ
け
︒
各
々
の
心
に
お
月

様
を
抱
き
︑
合
掌
し
今
宵
に
感
謝
致
し
ま
し
た
︒

　
お
団
子
作
り
︑
坐
禅
︑
民
話
︿
田
村
洋
子
さ
ん
﹀

①
飴
買
い
幽
霊
②
鷲
に
さ
ら
わ
れ
た
子
供
③
い
ぼ

地
蔵
︑
最
後
に
お
月
様
へ
供
物
を
捧
げ
お
参
り
し

て
︑
お
月
見
を
楽
し
み
ま
し
た
︒

　
十
月
二
十
一
日(

旧
暦
九
月
十
三
日)

︻
後
の

名
月
︼
に
二
十
三
名
︵
大
人
十
四
名
・
子
供
九
名

が
参
加
︒

　
雲
一
つ
な
い
澄
み
切
っ
た
十
三
夜
の
空
に
︑
綺

麗
な
お
月
様
を
拝
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
︒

　
ぜ
ん
ざ
い
お
団
子
作
り
︒
少
し
冷
た
い
空
気
に

背
筋
を
伸
ば
し
月
光
浴
坐
禅
︒
沢
山
の
供
物
を
お

月
様
へ
捧
げ
天
の
恵
み
に
感
謝
致
し
ま
し
た
︒
お

鍋
を
囲
い
座
談
会
で
は
︑
各
自
持
ち
寄
っ
た
食
事

を
頂
き
な
が
ら
ワ
イ
ワ
イ
賑
や
か
な
時
間
を
共
に

過
ご
し
ま
し
た
︒

お
月
見
坐
禅
会

6
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１
日
と
１
５
日
は
西
暦
で
は
あ
ま
り
意
識
さ

れ
な
い
ふ
つ
う
の
日
で
し
ょ
う
。
１
日
は
月
始

め
と
し
て
意
識
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

し
か
し
こ
れ
が
「
つ
い
た
ち
」、「
十
五
日
」
と

な
る
と
、
が
ぜ
ん
意
味
の
新
し
い
地
平
が
広
が

り
ま
す
。「
つ
い
た
ち
（
一
日
）」「
十
五
日
」
は

と
も
に
月
暦
（
旧
暦
）
で
私
が
採
用
し
て
い
る

漢
数
字
で
す
が
、「
一
日
」
は
「
月
立
（
つ
き
た
）ち
」

が
原
形
の
こ
と
ば
で
、
月
が
再
び
新
月
と
な
っ

て
新
し
い
ひ
と
月
が
始
ま
る
月
暦
の
考
え
方
の

基
本
と
な
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以

前
に
も
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
考

え
方
が
古
い
遺
物
で
は
な
い
こ
と
に
改
め
て
気

づ
く
こ
と
が
最
近
あ
り
、
月
暦
を
再
発
見
す
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

つ
い
た
ち
と
は
、
月
と
太
陽
が
再
び
出
会
い

直
す
日
と
と
ら
え
れ
ば
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

日
の
出
、
月
の
出
の
時
刻
を
追
い
か
け
る
こ
と

で
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。　
　

　

冬
至
の
入
る
月
は
西
暦
で
は
１
２
月
、
月
暦

で
は
十
一
月
、
と
き
ま
っ
て
い
ま
す
。
月

暦
で
冬
至
は
十
一
月
十
六
日
に
な
り
、
十
一

月
の
新
月
は
西
暦
１
２
月
７
日
。　
　
　
　

　

こ
の
日
の
日
の
出
時
刻
は
６
時
３
７
分
、

月
の
出
は
６
時
１
０
分
。
ひ
じ
ょ
う
に
近
い

時
刻
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
十
二
月

一
日
（
西
暦
２
０
１
９
年
１
月
６
日
）
の
日

の
出
、
月
の
出
は
ど
う
で
し
ょ
う
？　
　
　

　

日
の
出
６
時
５
１
分　

月
の
出
６
時
４
６
分

「
つ
い
た
ち
」
に
お
け
る
日
の
出
、
月
の
出

の
時
刻
は
、
冬
の
よ
う
に
日
の
出
が
遅
い
時

季
に
は
月
の
出
の
時
刻
も
遅
く
、
反
対
に
夏

に
お
け
る
日
の
出
が
早
い
時
季
は
月
の
出
も

同
じ
よ
う
に
早
ま
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　

「
つ
い
た
ち
」
が
月
と
太
陽
が
つ
ね
に
寄

り
添
っ
て
行
動
す
る
日
で
あ
る
こ
と
に
、
私

は
改
め
て
感
動
を
覚
え
た
の
で
し
た
。
つ
い

た
ち
の
月
は
朔
＝
新
月
で
太
陽
の
方
向
に
あ

り
、
人
間
の
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

日
の
出
を
拝
む
と
き
、
私
た
ち
は
太
陽
の
す

ぐ
そ
ば
に
い
て
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
月

も
ま
た
拝
み
ま
す
。「
つ
い
た
ち
」
と
は
、

月
と
太
陽
の
双
方
が
、「
さ
あ
、
今
日
が
最

初
の
日
。
新
し
い
ひ
と
月
を
は
じ
め
し
ょ

う
。」
と
呼
び
呼
び
か
け
て
い
る
日
だ
か
ら

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
間
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
に
重
大
な
意
味

を
持
つ
日
で
し
た
か
ら
、
西
暦
の
１
日
に
変

わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
今
で
も
台

所
の
火
に
感
謝
を
さ
さ
げ
る
家
が
残
っ
て
い

ま
す
。
琉
球
で
の
こ
の
風
習
の
持
続
は
強
固
な

も
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
し
て
、「
つ
い
た
ち
」と
と
も
に
、「
十
五
日
」

が
や
は
り
重
大
な
意
味
を
持
つ
日
で
し
た
。

そ
れ
は
、
十
五
日
が
満
月
に
近
い
日
だ
か
ら

で
し
た
。
満
ち
た
月
は
明
る
く
、
美
し
く
、

あ
り
が
た
い
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
庶
民

に
と
り
、
天
体
現
象
で
あ
る
満
月
が
い
つ
か

は
特
定
が
む
ず
か
し
く
、
暦
上
の
真
ん
中
で

あ
る
十
五
日
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
の
前

後
に
満
月
を
ふ
く
む
ほ
ぼ
円
い
月
で
あ
る
こ

と
か
ら
選
ば
れ
て
き
た
月
暦
を
代
表
す
る
い

ち
日
な
の
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

明
治
の
初
め
ま
で
、「
つ
い
た
ち
」
と
「
十

五
日
」
は
庶
民
の
家
々
で
女
性
が
行
な
う
定

例
の
歳
時
の
日
で
し
た
が
、
こ
の
日
の
重
要

さ
は
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
奉
公
人

は
公
休
の
日
で
し
た
し
、
仏
教
の
世
界
で
も

大
事
な
日
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

　

と
く
に
、「
つ
い
た
ち
」
は
月
と
太
陽
が
授

け
る
恵
み
の
日
。
そ
の
日
が
い
つ
か
を
い
つ

も
知
っ
て
お
き
、
感
謝
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
月
暦
の
新

年
は
西
暦
２
月
５
日
。
こ
の
日
こ
そ
月
と
太

陽
が
寄
り
添
う
も
っ
と
も
と
う
と
い
日
と
な

り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

お
月
さ
ま

「
つ
い
た
ち
」
と
「
十
五
日
」

志
賀　

勝
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行事報告

特
派
布
教
講
習
会

　
十
月
二
日
︑
住
職
の
兼
務
寺
︿
蓮
光
寺
︵
奈
義
町
︶﹀

で
︻
特
派
布
教
講
習
会
・
人
権
学
習
・
六
教
区
護
持
会

総
会
︼
が
開
催
さ
れ
︑
岸
章
弘
氏・髙
柳
泰
雄
氏・住
職
・

寺
族
が
参
加
致
し
ま
し
た
︒
松
林
寺
︵
山
形
県
最
上
町
︶

ご
住
職
︿
三
部
義
道
﹀
師
が
お
越
し
頂
き
お
説
教
下
さ

い
ま
し
た
の
で
︑
一
部
ご
紹
介
致
し
ま
す
︒
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
▼
あ
る
若
い
外
国
の
方
が
初
め
て
日
本
に
来
て
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
を
し
て
大
変
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は

家
の
中
の
仏
壇
を
見
た
の
で
す
ね
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
信

者
の
方
で
す
か
ら
仏
壇
と
は
思
わ
な
か
っ
た
が
︑
何
か

宗
教
的
な
感
じ
が
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
﹁
ホ
ー
ム

チ
ャ
ー
チ
・
家
の
中
の
教
会
﹂
だ
と
思
っ
た
の
で
す
︒

日
本
民
族
は
何
と
信
仰
深
い
民
族
な
の
だ
と
思
い
感
心

し
尊
敬
致
し
ま
し
た
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
こ
ろ
が
︑
十
日
経
ち
二
十
日
経
ち
す
る
う
ち
に
だ

ん
だ
ん
不
思
議
に
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
︒ホ
ー
ム
チ
ャ
ー

チ
・
家
の
中
に
教
会
が
あ
る
の
に
︑
そ
の
家
の
お
父
さ

ん
も
お
母
さ
ん
も
子
供
達
も
朝
の
お
祈
り
︑
夕
べ
の
お

祈
り
を
捧
げ
る
姿
が
な
い
︒
何
故
だ
ろ
う
︒
家
の
中
に

教
会
が
あ
り
な
が
ら
何
故
そ
こ
に
お
祈
り
を
捧
げ
な
い

の
だ
ろ
う
か
︒
不
思
議
に
思
う
よ
う
に
な
り
お
父
さ
ん

に
聞
い
た
︒﹁
何
故
お
父
さ
ん
は
︑
ホ
ー
ム
チ
ャ
ー
チ
・

心
が
芽
生
え
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
婆
ち
ゃ

ん
一
人
で
は
な
い
の
で
す
よ
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
▼
前
永
平
寺
の
宮
崎
奕
保
禅
師
が
﹁
仏
壇
の
前
に
朝

坐
っ
て
線
香
を
立
て
ま
す
ね
︒
そ
の
線
香
を
立
て
る
と

き
に
真
っ
直
ぐ
に
立
て
な
さ
い
︒
右
・
左
・
前
・
後
ろ

と
い
う
よ
う
に
傾
か
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
真
っ
直

ぐ
に
立
て
な
さ
い
︒
立
て
た
線
香
に
向
か
っ
て
︑
自
分

の
背
筋
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
に
し
て
い
く
︒

腰
を
伸
し
て
呼
吸
を
整
え
て
頭
の
血
を
下
げ
て
い
く
︒

体
が
真
っ
直
ぐ
に
な
る
と
心
が
真
っ
直
ぐ
に
な
る
︒
心

が
真
っ
直
ぐ
に
な
る
と
言
う
こ
と
が
真
っ
直
ぐ
に
な

る
︒
言
う
こ
と
が
真
っ
直
ぐ
に
な
る
と
行
い
が
真
っ
直

ぐ
に
な
る
︒
そ
の
日
一
日
が
真
っ
直
ぐ
生
き
る
こ
と
が

出
来
る
︒
こ
れ
が
坐
禅
だ
︒﹂
と
い
う
の
で
す
︒
難
し

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
︒
毎
朝
体
を
真
っ
直
ぐ
に

す
る
こ
と
か
ら
始
め
れ
ば
︑
皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で
出
来

る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
仏
教
は
仏
の
教
え
と
書
き
ま

す
が
︑
仏
に
成
る
教
え
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
︒
仏

の
マ
ネ
を
す
れ
ば
仏
に
な
れ
る
の
で
す
︒
　
　
　
　
　

　
▼
昨
日
の
夜
︑
風
呂
に
入
っ
て
石
鹸
で
顔
も
体
も
綺

麗
に
洗
い
流
し
ま
し
た
︒
埃
や
泥
や
垢
も
全
て
洗
い
流

し
て
︑
横
に
な
っ
て
起
き
た
だ
け
の
顔
を
何
故
洗
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
考
え
て
み
る
と
不
思
議
な
こ

家
の
中
の
教
会
に
お
祈
り
を
捧
げ
な
い
の
で
す
か
？
﹂

お
父
さ
ん
の
答
え
は
﹁
あ
～
︑
そ
れ
は
婆
ち
ゃ
ん
の
係

だ
か
ら
︒﹂
皆
さ
ん
の
ご
家
庭
は
如
何
で
し
ょ
う
か
？

や
っ
ぱ
り
︑
婆
ち
ゃ
ん
の
係
に
な
っ
て
い
る
所
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
仏
壇
と
い
う
の
は
︑
お
厨
子
と
い
う
箱
の
中
に
入
っ

て
お
り
︑
そ
の
中
に
屋
根
が
付
い
て
柱
が
建
っ
て
段
が

あ
っ
て
︑
そ
の
真
ん
中
に
︑
ご
本
尊
様
・
お
位
牌
と
し

て
先
祖
様
が
お
ま
つ
り
し
て
い
ま
す
ね
︒
そ
の
形
は
ま

さ
に
お
寺
の
本
堂
な
の
で
す
︒
本
堂
の
形
を
コ
ン
パ
ク

ト
に
し
た
も
の
が
仏
壇
で
す
︒
仏
壇
は
我
家
の
お
寺
な

の
で
す
︒
ホ
ー
ム
テ
ン
プ
ル
で
す
︒
我
が
家
に
い
な
が

ら
お
寺
参
り
・
先
祖
参
り
が
出
来
る
の
で
す
︒
そ
の
仏

壇
の
前
に
坐
る
と
い
う
事
が
︑
日
本
民
族
の
古
来
か
ら

の
形
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
皆
さ
ん
が
子
供
の
頃
に
は
︑
子
供
達
も
仏
壇
の
前
に

も
っ
と
坐
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
︒

朝
ご
飯
を
頂
く
前
に
︑
仏
様
に
手
を
合
わ
せ
て
来
い
と

言
わ
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
︒
或
い
は
珍
し
い
お
菓

子
を
貰
う
と
︑
ま
ず
仏
様
に
御
供
え
を
し
て
︑
頂
く
時

に
は
手
を
合
わ
せ
て
か
ら
な
︒
と
言
わ
れ
た
り
︑
賞
状
・

感
謝
状
・
免
許
証
等
を
頂
く
と
︑
仏
様
に
報
告
を
し
て

手
を
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
︑
当
た
り
前
の
よ
う
に
ど

の
家
庭
で
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
そ
れ

が
こ
こ
数
十
年
の
間
に
崩
れ
て
き
て
い
る
の
は
︑
誠
に

も
っ
た
い
な
い
残
念
な
事
だ
な
と
思
い
ま
す
︒
一
人
一

人
が
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
心
の
中
に
宗
教
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行事報告
と
な
の
で
す
︒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
れ
を
道
元
禅
師
様
は
﹁
身
を
清
む
る
は
︑
心
を
清

む
る
な
り
︒﹂
顔
を
洗
う
の
は
汚
れ
を
洗
う
の
で
は
な

く
︑
身
を
清
め
て
い
る
の
だ
︒
身
を
清
め
て
い
る
の
は
︑

心
を
清
め
て
い
る
こ
と
な
の
だ
︒
　
　
　
　
　
　
　
　

　
皆
様
︑
神
社
な
ど
参
拝
に
行
か
れ
る
と
き
に
手
水
舎

で
手
を
清
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
︒
汚
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
︒
た
だ
神
様
の
前
に
立
つ
と
き
身
を
清
め
な
い

で
は
柏
手
も
打
て
な
い
︒
手
を
清
め
︑
口
を
清
め
て
か

ら
参
拝
さ
れ
ま
す
ね
︒
そ
れ
と
同
じ
で
︑
朝
起
き
て
顔

を
洗
う
事
は
身
を
清
め
る
こ
と
な
の
だ
︒
そ
し
て
︑
そ

れ
は
心
を
清
め
る
事
に
な
る
の
だ
︒
　
　
　
　
　
　
　

　
身
心
を
清
め
る
は
︑
国
土
を
清
め
︑
仏
道
を
清
む
る

な
り
︒
だ
か
ら
︑
朝
起
き
て
身
と
心
を
清
め
な
い
で
仏

様
に
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
事
は
出
来
な
い
と
い
う
事

で
す
よ
︒
身
心
を
清
め
な
い
で
お
天
道
様
を
拝
む
こ
と

は
出
来
な
い
と
い
う
事
で
す
︒
身
心
を
清
め
な
い
で
人

に
会
う
こ
と
は
出
来
な
い
︒
身
心
を
清
め
な
い
で
ご
飯

を
頂
く
事
は
出
来
な
い
︒
と
い
う
の
が
朝
の
洗
面
で
ご

ざ
い
ま
す
︒
命
を
頂
く
食
事
を
頂
く
と
い
う
事
は
全
て

の
命
を
頂
く
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
そ
う
︑
な
お
ざ
り

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
お
米
一
粒
私
の
口
に
入
ら

な
い
で
田
ん
ぼ
に
落
ち
れ
ば
約
二
百
粒
の
お
米
に
次
の

年
に
は
な
る
︒
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
我
々
は
頂
い
て
い

る
わ
け
で
︑
そ
こ
に
感
謝
す
る
の
は
当
然
の
事
で
す
︒

そ
の
時
に
身
心
を
清
め
て
命
を
頂
き
ま
す
と
い
う
の
が

仏
教
徒
の
食
事
の
頂
き
方
で
あ
り
ま
す
︒
で
す
か
ら
ご

　
園
蔬
を
作
っ
て
大
衆
に
供
養
す

　
ま
さ
に
わ
れ 

こ
れ
を
見
る
べ
く
し
て
見
ず

　
こ
れ
に
遇
う
べ
く
し
て 

遇
わ
ず

　
あ
あ
今
こ
れ
に
放
わ
ん
と
す
る
も
得
べ
か
ら
ず

　
仙
桂
和
尚
は
真
の
道
者

　
一
緒
に
修
行
し
な
が
ら
も
︑
そ
の
道
心
を
見
て
も
見

え
な
か
っ
た
事
を
悔
や
む
良
寛
様
の
詩
で
す
︒
何
も
語

ら
ず
︑
坐
禅
も
せ
ず
︑
経
も
読
ま
ず
︑
た
だ
黙
々
と
食

事
を
供
養
し
た
和
尚
さ
ん
が
︑
大
事
に
さ
れ
て
い
た
︒

良
寛
様
が
そ
れ
に
気
付
い
た
か
ら
で
す
が
︑
我
々
も
仙

桂
和
尚
様
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
︒
そ

の
時
は
誰
か
ら
も
認
め
ら
れ
ず
褒
め
ら
れ
ず
︑
目
に
も

か
け
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
て
も
︑
た
だ
黙
々
と
自
分

の
務
め
を
果
た
す
事
に
よ
っ
て
︑
二
百
年
経
っ
て
も
手

を
合
わ
せ
た
い
と
い
う
人
が
現
れ
る
の
で
す
︒
ノ
ー
ベ

ル
賞
や
金
メ
ダ
ル
を
貰
う
人
ば
か
り
が
輝
い
て
い
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
全
て
の
人
一
人
一
人
全
て
の
命
が
︑

誰
と
も
比
べ
る
こ
と
の
な
い
﹁
天
上
天
我
唯
我
独
尊
﹂

の
存
在
で
す
︒
生
活
を
正
し
て
日
々
を
キ
チ
ン
と
生
き

る
︒
そ
れ
こ
そ
が
真
の
道
者
で
す
︒
仙
桂
和
尚
様
は
真

の
道
者
な
り
︒
感
激
の
岡
山
で
し
た
︒
　
　
　
　
　
　

　

飯
を
頂
く
前
に
身
心
を
清
め
ま
す
︒
　
　
　
　
　
　
　

　
▼
玉
島
の
圓
通
寺
様
へ
お
参
り
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
︒
良
寛
様
の
他
に
私
に
は
気
に
な
る
存
在
が
あ
り
ま

し
た
︒
仙
桂
和
尚
様
と
い
う
方
で
す
︒
良
寛
様
の
兄
弟

子
に
な
り
一
緒
に
修
行
し
た
間
柄
で
す
︒
と
こ
ろ
が
仙

桂
和
尚
様
は
︑
黙
し
て
語
ら
ず
︑
身
な
り
も
気
に
せ
ず
︑

坐
禅
を
せ
ず
︑
お
経
を
読
ま
ず
︑
法
の
一
句
も
説
か
ず
︑

た
だ
畑
を
耕
し
野
菜
を
作
り
︑
修
行
僧
の
食
事
を
供
養

す
る
こ
と
に
専
念
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
当
時
の
良
寛
様

は
︑
仙
桂
和
尚
様
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
気
に
も
留
め
て

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒
そ
し
て
︑
師
匠
国
仙
和

尚
が
亡
く
な
り
諸
国
行
脚
を
経
て
越
後
に
帰
っ
た
良
寛

様
へ
仙
桂
和
尚
様
が
亡
く
な
っ
た
知
ら
せ
が
き
ま
し

た
︒
そ
の
時
に
読
ん
だ
漢
詩
が
遺
っ
て
い
ま
す
︒
　
　

　
仙
桂
和
尚
は
真
の
道
者

　
貌
は
古
に
し
て
言
は
朴
な
る
の
客

　
三
十
年
国
仙
の
会
に
あ
っ
て

　
禅
に
参
ぜ
ず
経
を
読
ま
ず

　
宗
文
の
一
句
だ
に
道
わ
ず

せ
ん
け
い

こ
く
せ
ん

せ
ん
け
い
お
し
ょ
う
　
し
ん
　  

ど
う
じ
ゃ

か
お
　    

こ                

　
ご
ん  

　
ぼ
く
　
　
　
　
　
き
ゃ
く

こ
く
せ
ん
　
　
え

き
ょ
う

し
ゅ
う
も
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

う

あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

あ

え
ん
そ
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・参加費無料。坐禅と写経の二部制です。一方の参加も可能です。
・足の不自由な方は、椅子に座り足を組まなくてもできます。
・写経は、椅子と机がございます。
・道具もあります。（使い慣れた道具があれば持参下さい）
・檀家、年齢性別は問いません。どなた様もお気軽にお越し下さい。
・団体の場合はご連絡下さい。個別の日程は要相談。
・個人、団体、企業など出張で坐禅会・写経会を致します。
・勝手ながら、急な日程変更もありますので事前にご確認頂ければ幸いです。

覚禅会
毎月　第２土曜日 / 9：00 ～坐禅･行茶 / 10：00 ～写経

１月～６月の予定
１月 12 日　２月９日　３月９日　４月 13 日　５月 11 日　６月 8 日

御詠歌 講員募集
毎月 2 回　

1 回　2 時間（休憩有）1,500 円
講師：源福寺ご住職  小谷典尚 先生

修正会（しゅしょうえ） 行事予定 1 月～6 月
元日～３日（随時受付）
①11 時　②14 時

厄払いなど新年のご祈祷します

婦人会清掃活動
3 月 17 日日　中北下・南方中・領家

修正会

覚禅会

覚禅会

覚禅会

婦人会清掃（中北下）

総供養（先祖供養会）
講演　寮美千子先生

覚禅会

覚禅会

覚禅会

（土）  

（土）

（土）

（日）  

（木）

（土）

（土）

（土）

元日～1月３日
 
1月 12日

2月 9日

3月 9日

3月 17日

3月 21日
　　　　　

4月 13日

5月 11日

6月 8日

 9:00

9:00

9:00

 9:00

9:00

 10:00
10:45

 9:00

9:00

9:00

しゅしょうえ

10：00　総供養会（先祖供養会）
10：45　講演　寮美千子先生　

３月 21 日木  春彼岸会　中日

総供養会

講師…寮美千子 ( りょうみちこ )
昭和 30年東京生まれ。昭和 61年、毎
日童話新人賞を受賞。作家。童話から小
説まで幅広く活躍。奈良少年刑務所の「社
会性涵養プログラム」講師を努める。
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●
知
人
が
「
お
寺
は
税
務
署
来
な
い
し
税
金

な
い
の
だ
ろ
う
イ
イ
な
」
と
言
う
。
私
が

「
じ
ゃ
あ
坊
さ
ん
に
な
っ
た
ら
？
」
と
言
う

と
黙
っ
た
。
寺
に
税
務
署
は
来
ま
す
。
寺
院

（
宗
教
法
人
）
は
非
営
利
の
た
め
御
布
施
等

は
非
課
税
で
す
。
但
し
駐
車
場
経
営
な
ど
営

利
目
的
の
収
入
は
課
税
対
象
。
所
得
税
や
社

会
保
険
料
は
お
支
払
い
し
ま
す
。
目
先
の
損

得
に
心
を
奪
わ
れ
る
と
心
の
平
穏
は
訪
れ
な

い
と
気
付
か
さ
れ
る
。
税
金
も
心
掛
け
次
第

で
浄
財
と
な
り
喜
捨
と
な
る
。
　
　
　
　
　

●
昨
春
、
祖
母
が
臨
終
し
た
時
、
溢
れ
ん
ば

か
り
の
感
謝
が
込
み
上
げ
て
き
た
。
祖
母
の

手
縫
い
の
半
襦
袢
と
白
衣
を
身
に
付
け
喪
主

を
務
め
た
。
物
を
大
切
に
し
裁
縫
が
好
き
で

あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
そ
の
着
物
で
心
を
込

め
勤
め
い
く
こ
と
が
、
私
な
り
の
供
養
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
何
気
な
い
相
手
の
一
言
が
心
に
グ
サ
ッ
と

刺
さ
り
落
ち
込
む
。
疲
弊
し
た
心
に
は
優
し

い
言
葉
が
潤
い
と
な
る
。
気
力
あ
る
言
葉
は

元
気
が
出
る
。
言
葉
は
人
の
心
を
映
す
鏡
。

善
い
言
葉
が
好
き
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
た
っ
た
一
言
が
人
の
心
を
傷
つ
け
る
。

　
た
っ
た
一
言
が
人
の
心
を
温
め
る
。

住
職
の
つ
ぶ
や
き

☎０８６８－５７－２３０３　☎０８０－６３５１－９６８６
メール：info@shorinzenji.com

お話し聞きます
悩んでいる方、落ち込んでいる方、寂しさを感じている方、つらい方、
私で宜しければ、お話し聞かせて頂けませんか。
また、人生相談、仏事相談もご遠慮なく。
いつでも、どうぞ。お気軽にご相談下さい。（住職）

ご意見、ご感想、
投稿 募集中

趣味、特技等の発表にお使い下さい
お問合せ：info@shorinzenji.com

「檀信徒を訪ねて」
「なむなむ のんのんさま」

出ませんか？
お気軽にお声かけ下さい

「頑張っている方、応援します！！」

あなたもお坊さんになりませんか？
ご興味のある方、少林寺住職までお問い合わせ下さい。

【ラジオ法話放送】
曹洞宗中国管区教化センター提供

1週間分の放送が無料で聞けます　radiko.jp

＜曹洞宗　今日のこころ　わたしのこころ＞
　RSKラジオ　日曜日6：10～6：15

ご遠方にお住まいのご子息や
ご親戚にも発送致します。

本紙をご家族、皆様で
ご覧下さい。

お知らせ＆インフォメーション

対　象：小学４年生～６年生
講　師：山本明徳先生
受講日：毎週金曜日１７時～１８時（時間変更あり）
　　　　毎月３～４回（祝日・第 5金曜日はお休み）
月　謝：2,500 円（お寺に使用料 500円含む）

英語教室　受講生 募集中

体験・見学は無料。お気軽にお越しください。



曹洞宗 澤龍山 少林寺
〒709-4606 岡山県津山市中北上 1150
●電話 0868-57-2303  ●住職電話 080-6351-9686
●メール info@shorinzenji.com
●ホームページ　http://www.shorinzenji.com
●曹洞宗澤龍山少林寺フェイスブック　https://www.facebook.com/shorinzenji
●晃輝和尚のブログ「覚禅堂」　http://ameblo.jp/seiryo-koki/

フェイスブック ホームページ

ブログ

訃
報

故
・
清
涼
環　
　
　
圓
通
環
照
禪
尼

　　
少
林
寺
十
八
世
義
道
大
和
尚
の
長
女

　
少
林
寺
十
九
世
哲
英
大
和
尚
の
母

　
少
林
寺
二
十
世
晃
輝
大
和
尚
の
祖
母

　
大
正
十
四
年
、
新
見
市
・
地
蔵
寺
二
十
三
世

清
涼
義
道
大
和
尚
長
女
と
し
て
誕
生
。

　
昭
和
六
年
、
清
涼
義
道
大
和
尚
が
少
林
寺
十

八
世
と
し
て
の
転
住
に
伴
い
少
林
寺
へ
移
る
。

そ
の
後
は
大
井
西
村
で
育
ち
、
小
学
校
教
諭
と

し
て
勤
め
る
。

　
昭
和
二
十
一
年
、
新
見
市
・
利
済
寺
十
世
糸

谷
覚
展
二
男
琢
英
大
和
尚
と
結
婚
。
清
涼
琢
英

大
和
尚
は
奈
義
町
・
蓮
光
寺
十
一
世
と
な
り
、

そ
の
室
と
し
て
勤
め
る
こ
と
七
十
余
年
。
小
学

校
教
諭
四
十
三
年
。
子
供
四
人
・
孫
九
人
・
曾

孫
三
人
に
恵
ま
れ
平
成
三
十
年
四
月
二
十
一
日

没
。
行
年
九
十
四
才
。

　
故
人
生
前
中
、
檀
信
徒
、
地
域
の
方
、
職
員

関
係
の
方
な
ど
縁
者
の
皆
様
に
は
、
一
方
な
ら

ぬ
ご
懇
情
を
賜
わ
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 せ

い
り
ょ
う
た
ま
き

西
日
本
豪
雨

　
豪
雨
災
害
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
、

そ
の
関
係
者
へ
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す

と
共
に
、
被
災
さ
れ
た
方
へ
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
行
方
不
明
の
方
の

発
見
と
一
日
も
早
い
復
旧
を
心
よ
り
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
岡
山
地
方
気
象
台
に
よ
る
と
、
七
月
五

日
午
前
二
時
の
降
り
始
め
か
ら
七
日
午
後

三
時
ま
で
の
総
雨
量
は
津
山
市
四
二
一.

〇

ミ
リ
。
一
年
間
に
降
る
雨
の
ほ
ぼ
三
割
に

上
っ
た
。（
山
陽
新
聞
掲
載
）　　
　
　
　

●
少
林
寺
の
被
害

 　
少
林
寺
は
、
人
、
建
物
へ
の
大
き
な
被

害
は
な
し
。
被
害
は
、寺
山（
中
北
上
明
谷
）

の
土
砂
崩
れ
。
川
の
水
を
塞
き
止
め
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
め
、
楽
万
町
内
会
長

　
　
　
　
　
　
　
　
と
行
政
の
早
急
な
対

　
　
　
　
　
　
　
　
応
で
応
急
処
置
済
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
歴
住
墓
地
裏
の
土

　
　
　
　
　
　
　
　
砂
崩
れ
。
そ
の
他
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
小
規
模
の
土
砂
崩
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
多
数
あ
り
。

●
源
福
寺
の
被
害

　
少
林
寺
御
詠
歌
講
の
講
師
を
勤
め
る
小

谷
典
尚
住
職
の
源
福
寺
様
（
倉
敷
市
真
備

町
川
辺
）が
被
災
。
本
堂
天
井
付
近（
約
３
．

２
㍍
）
ま
で
浸
水
。
庫
裡
（
住
居
）・
墓
地

等
が
水
害
に
遭
う
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
行
事
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
募
金
を
呼
び
か
け
た

と
こ
ろ
沢
山
の
ご
寄
付
を
頂
き
ま
し
た
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
寄
付
金
は
、

全
て
源
福
寺
様
へ
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
片
付
け
が
ほ
ぼ
終
了
し
、
復
旧

へ
向
け
準
備
中
で
す
。
し
か
し
、
檀
家
８

割
が
被
災
し
て
い
る
た
め
、
復
旧
は
遠
い

道
の
り
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
皆
様
の
ご
支
援
が
ま
だ
ま
だ
必
要
で
す
。

お
寺
が
復
旧
す
れ
ば
地
域
の
力
に
な
る
と

信
じ
て
い
ま
す
。
た
と
え
僅
か
で
も
無
力

で
は
な
く
、
微
力
で
も
そ
れ
は
力
と
な
り

き
っ
と
支
え
と
な
る
は
ず
で
す
。
引
き
続

き
、
支
援
金
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。　
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