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次
回
は
第
13
組　

福
淨
寺　

井
上
一
英
さ
ん
で
す
。

比後
今回

次回

井上

第3回

渡邉
第2回

藤島

第1回

金子

つ
な
ぎ
法
話

数
珠

リ
レ
ー
方
式
の
珠
数
つ
な
ぎ
で

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

第
４
回　

「
立
教
開
宗
と 

　
　
　
　
真
俗
二
諦
に
つ
い
て
」

第
３
組
　
大
泉
寺
　
比
後
　
孝
　

　

２
０
２
３
年
に
は
、
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
と
立
教
開
宗
８
０
０

年
の
慶
讃
法
要
が
執
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
立
教
開
宗
」
は
、『
化
身
土

の
巻
』
に
「
三
時
教
を
案
ず
れ
ば
、
…
我
が
元
仁
元
年
甲
申
に
い
た
る
ま

で
…
」
と
「
如
来
般
涅
槃
」
を
数
え
ら
れ
た
「
聖
人
52
歳
の
元
仁
元
年

（
１
２
２
４
）」
の
年
と
さ
れ
ま
す
が
、
立
教
開
宗
慶
讃
法
要
が
50
年
毎
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
１
８
８
６
年
（
明
治
19
）
の
『
大
谷
派

宗
制
寺
法
』
の
第
一
編
総
則
の
第
一
章
に
「
立
教
開
宗
」
に
つ
い
て
「
第

一
条　

宗
祖
聖
人
年
五
十
二
、
…
浄
土
真
宗
の
名
を
立
て
、
教
行
信
証
文

類
を
造
る
。
…
宗
祖
深
く
之
を
慨
し
、
乃
ち
三
国
の
七
高
僧
傳
燈
相
承
の

正
意
を
顕
揚
し
て
、
立
教
開
宗
の
本
書
を
著
す
。
即
ち
教
行
信
証
文
類
な

り
、
蓋
し
其
の
書
た
る
や
、
経
綸
諸
書
の
要
文
を
類
聚
し
、
玄
を
探
り
幽

を
開
き
、
以
て
真
俗
二
諦
の
宗
義
を
大
成
せ
り
。
こ
れ
開
宗
の
大
旨
な
り
。

…
」
と
、「
真
俗
二
諦
」
が
開
宗
の
大
旨
と
定
め
ら
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

　
『
宗
制
寺
法
』
の
文
言
は
、
こ
の
部
分
に
限
っ
て
言
え
ば
、
間
違
い
は
な

い
の
で
す
が
、
問
題
は
こ
の
後
の
章
で
「
真
俗
二
諦
の
宗
義
」
に
つ
い
て
、

覚
如
や
存
覚
に
は
じ
ま
っ
た
、
親
鸞
聖
人
の
お
お
せ
に
な
き
こ
と
を
お
お

せ
と
し
て
い
っ
た
、
悲
歎
す
べ
き
改
竄ざ
ん

が
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
し

ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
「
親
鸞
聖
人
は
い
た
だ
か
れ
た

真
俗
二
諦
」
本
来
の
意
味
で
は
な
く
、「
佛
法
を
真
諦
、
王
法
を
俗
諦
」

と
す
る
と
い
う
誤
っ
た
真
俗
二
諦
論
を
展
開
し
、
俗
諦
門
と
は
「
皇
上
を

奉
戴
し
政
令
を
遵
守
し
、
世
道
に
背
か
ず
、
人
倫
を
紊み
だ

ら
ず
、
以
て
自
己

の
本
業
を
励
み
、
以
て
国
家
を
利
益
す
。」
と
規
定
し
て
、「
二
諦
相
依
て

現
当
二
世
を
相
益
す
。
是
を
二
諦
相
資
の
法
門
と
す
。」
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
双
論
双
翼
論
に
す
り
か
え
て
し
ま
う
こ
と
で
、
宗
門
は
、
そ
の
後
、

国
家
の
天
皇
制
軍
国
主
義
政
策
に
翼
賛
し
、
侵
略
戦
争
に
加
担
し
て
い
く

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
立
教
開
宗
の
真
の
意
味
を
、

一
人
一
人
が
改
め
て
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
慶
讃
法
要
と
い
う
最

大
の
機
会
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
、
私
た
ち
が
、
い
ま
だ
宗
門
の
負
の

歴
史
を
顧
み
る
こ
と
も
な
く
、
今
日
に
至
っ
て
も
「
佛
法
・
王
法
」
が
「
親

鸞
の
い
う
真
俗
二
諦
」
で
あ
る
と
い
う
虚
言
す
ら
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
こ

と
は
、
何
よ
り
も
、
御
影
堂
に
「
見
真
」
の
勅
額
を
か
か
げ
続
け
た
ま
ま
、

慶
讃
法
要
を
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
体
質
と
し
て
露
呈
し
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
、
真
に
勘
決
す
べ
き
こ
と
か
ら
眼
を
背
反
ら
し
、

止
住
さ
れ
た
最
後
の
機
会
を
空
過
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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子
ど
も
の

心
を
キ
ラ
リ
と
照
ら
す

④

コ
コ
ロ

 
テ
ラ
ス

　
家か

族ぞ
く
や
友と
も
だ
ち
と
過す

ご
す
時じ

間か
ん
、
学が
っ
校こ
う
生せ
い

活か
つ
や
身み

近ぢ
か
な
で
き
ご
と
か
ら
生う

ま
れ
る
悩な
や
み

や
疑ぎ

問も
ん
は
た
く
さ
ん
あ
る
ね
。

こ
ん
な
質し

つ

問も
ん

が
届と

ど

い
た
よ

コ
ト
バ
キ
ラ
リ

　
ゲ
ー
ム
を
す
る
こ
と
が
大だ
い

好す

き
で
す
。

で
も
、
や
り
始は
じ

め
る
と
な
か
な
か
や
め
ら

れ
な
く
て
、
叱し
か

ら
れ
て
ば
か
り
い
ま
す
。

ゲ
ー
ム
は
し
た
い
け
ど
叱し
か
ら
れ
る
の
は
嫌い
や

で
す
。
テ
ラ
ス
さ
ん
、ど
う
思お
も
い
ま
す
か
。

　
　

夏な
つ

休や
す

み

　
　
　
　
　
　
　

大お
お

き
な
向ひ
ま
わ
り

日
葵　
長な
が

い
一い
ち

日に
ち

。

ラ
ジ
オ
体た

い
操そ
う　

す
い
か
に
虫む
し

捕と

り

も
ち
ろ
ん
宿

し
ゅ
く

題だ
い

忘わ
す

れ
ず
に
。

　
い
つ
ま
で
も　
続つ

づ
く
と
い
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏な

つ
休や
す

み
。

桂
新
堂　
夏
休
み
せ
ん
べ
い　
よ
り　
　
　

今
回
も
、
響き

ょ
う
り
ゅ
う
じ

流
寺
の
お
坊ぼ

う
さ
ん
、

「
テ
ラ
ス
さ
ん
」に
聞き

い
て
み
よ
う
。

「
い
つ
ま
で
ゲ
ー
ム
し
て
る
の
！
」

「
ゲ
ー
ム
は
○
時じ

ま
で
よ
！
」

お
母か
あ

さ
ん
に
叱し
か

ら
れ
た
の
か
な
。

　
楽た

の
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
時と
き

は
、
時じ

間か
ん

が
あ
っ
と
い
う
間ま

に
過す

ぎ
て
し
ま
う
よ
ね
。
も
う
少す
こ
し
だ
け
遊あ
そ
び
た
い
の
に
叱し
か

ら
れ
る
。
そ
の
言こ
と
ば葉

に
つ
い
カ
ッ
と
な
っ
て
「
う
る
さ
い
な

あ
！
」
な
ん
て
言い

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
・
・
・
あ
る
よ
ね
。

な
ん
で
楽た
の
し
い
こ
と
を
ず
っ
と
続つ
づ
け
る
と
叱し
か
ら
れ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
。

　
な
ぜ
宿
し
ゅ
く
題だ
い
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
。
ど
う
し
て
時じ

間か
ん

を
守ま
も
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
。
そ
れ
は
、
も
う
ひ
と
つ
そ

の
先さ
き

に
あ
る
〝
何な
に

か
〟
を
知し

る
必ひ
つ

要よ
う

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
も
し
か
す
る
と
、
あ
な
た
が
ゲ
ー
ム
を
す
る
こ
と
自じ

体た
い

を
叱し
か

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
よ
。

　

あ
な
た
が
美お

味い

し
い
ご
飯は
ん

を
た
く
さ
ん
食た

べ
て
、
夜よ
る

は

ゆ
っ
く
り
体か
ら
だを
休や
す

め
て
ぐ
っ
す
り
と
眠ね
む

る
こ
と
が
で
き
て
、

毎ま
い
日に
ち
健け
ん
康こ
う
で
豊ゆ
た
か
な
暮く

ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
、
お
父と
う
さ
ん

も
お
母か
あ

さ
ん
も
心し
ん

配ぱ
い

し
て
い
る
。
そ
れ
が
鬱う
っ

陶と
う

し
い
と
思お
も

う

と
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
親お
や

が
子こ

を
思お
も

う
気き

持も

ち
は
と
て
も
大お
お
き
い
も
の
な
ん
だ
。
そ
れ
は
例た
と
え
る
と
す
る

と
、
と
て
も
あ
た
た
か
く
、
大お
お

き
く
、
ほ
と
け
さ
ま
の
よ
う

な
存そ
ん
在ざ
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。

　
だ
か
ら
カ
ッ
と
な
る
前ま

え
に
少す
こ
し
考か
ん
がえ
て
み
て
。
あ
な
た
に

願ね
が
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
忘わ
す
れ
な
い
で
ほ
し
い
な
。

　
テ
ラ
ス
さ
ん
に
聞き

き
た
い
こ
と
が

あ
っ
た
ら
、
手て

紙が
み

や
メ
ー
ル
を
送お

く

っ
て

く
だ
さ
い
。
待ま

っ
て
い
ま
す
。

　
事じ

故こ

や
病

び
ょ
う

気き

に
気き

を
つ
け
て
、楽た

の

し
い

夏な
つ

休や
す

み
を
過す

ご
し
て
ね
！
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今
さ
ら
聞
け
な
い

知
り
た
い
こ
と④

答　
確
か
に
明
確
な
修
行
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
い
う
な

ら
朝
夕
の
お
勤
め
、
聞
法
、
お
念
佛
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の

質
問
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
文
章
で
よ
く
見
か
け
る
質
問
で

す
。
そ
れ
で
も
こ
の
質
問
を
し
て
下
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、

何
か
し
ら
腑
に
落
ち
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
察
し
い
た

し
ま
す
。

　

昨
今
、
僧
侶
に
対
す
る
世
間
の
目
が
厳
し
く
な
っ
て
い
ま

す
。
当
派
に
お
い
て
も
御
門
徒
か
ら
厳
し
い
声
が
上
が
っ
て

い
ま
す
。
通
夜
で
の
法
話
が
無
い
。
読
経
が
あ
ま
り
上
手
で

な
い
。月
参
り
の
際
お
勤
め
を
サ
ッ
と
し
て
帰
っ
て
し
ま
う
。

本
堂
が
あ
ま
り
開
い
て
い
な
い
。
な
ど
、
挙
げ
れ
ば
キ
リ
が

あ
り
ま
せ
ん
が
…
全
て
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に
で
き
る
僧
侶
は
い

な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
声
が
上
が
る
原
因
は
、
単
に
何

か
が
で
き
る
僧
侶
を
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人

に
対
す
る
丁
寧
さ
や
真
剣
さ
に
欠
け
る
僧
侶
へ
の
お
言
葉
だ

と
受
け
止
め
ま
す
。
た
と
え
お
話
や
読
経
が
不
得
意
で
も
汗

を
か
き
な
が
ら
精
一
杯
そ
の
場
を
大
切
に
し
て
欲
し
い
。
月

参
り
や
本
堂
で
、
じ
っ
く
り
話
を
聞
い
て
欲
し
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
僧
侶
が
目
の
前
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
取
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

一
昔
前
な
ら
い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
「
お
寺
さ
ん

の
こ
と
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
下
さ
っ
た
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
中
々
通
用
し
な
い
で
す
ね
。
私
ご

と
で
す
が
、
僧
侶
と
な
り
御
門
徒
宅
へ
月
参
り
に
出
か
け
る

よ
う
に
な
り
十
数
年
が
経
ち
ま
し
た
。
当
初
、
学
校
で
習
っ

た
こ
と
を
門
徒
の
爺
ち
ゃ
ん
に
毎
回
毎
回
「
御
本
尊
と
は
」

問 

僧
侶
の
修
行
に
つ
い
て

　
他
宗
で
は
、
お
堂
に
籠
り
読
経
・
山

道
を
歩
き
続
け
る
・
寒
中
に
水
を
被
る

等
の
荒
行
が
あ
る
よ
う
で
す
。修
行
は
、

僧
侶
資
格
に
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
と
も
、
僧
侶
自
身
が
己
に
挑
戦

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
浄
土
真
宗
で
は
、
ど
の
様
な
修
行
が

あ
り
ま
す
か
。

「
御
内
佛
の
お
荘
厳
は
」「
正
信
偈
の
読
み
方
は
」
と
お
伝
え

し
て
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
同
じ
様
に
お
伝
え
し
て
い

る
と
そ
の
爺
ち
ゃ
ん
が
「
も
う
そ
ん
な
こ
と
は
教
え
て
も
ら

わ
な
く
て
い
い
。
わ
し
の
話
を
聞
い
て
欲
し
い
ん
だ
・
・
・
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
爺
ち
ゃ
ん
の
表
情
と
声
を
今

も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
場
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に

帰
っ
て
き
ま
し
た
。
爺
ち
ゃ
ん
と
同
様
に
他
の
御
門
徒
も
そ

う
思
っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
覚
え
た
知
識
を

爺
ち
ゃ
ん
に
「
お
伝
え
」
で
は
な
く
「
教
え
」
て
い
ま
し
た
。

そ
の
お
宅
の
御
荘
厳
、
正
信
偈
の
勤
め
方
に
は
御
内
佛
の
前

に
座
っ
て
来
た
歴
史
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
。
そ
れ
を
無
視
し
、
私
の
知
識
の
発
表
会
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
非
常
に
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
ま
し
た
。
僧
侶
が

門
徒
の
教
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
傲
慢
さ
が
現

れ
出
ま
し
た
。
教
義
を
学
び
、
勤
行
の
練
習
を
し
伝
え
る
こ

と
も
必
要
で
す
が
、
目
の
前
の
人
と
の
関
係
の
中
か
ら
共
に

教
え
を
聞
き
自
身
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
も
っ
と
重
要
で

す
。御
念
佛
の
教
え
を
共
に
賜
り
開
い
て
来
た
関
係
性
が「
聖

人
は
御
同
朋
・
御
同
行
と
こ
そ
か
し
づ
き
て
」（『
御
文
』
１

−

１
）
の
世
界
で
す
。
僧
侶
だ
け
で
な
く
、
こ
の
世
に
生
を

受
け
た
人
間
の
人
生
全
て
が
佛
道
修
行
の
道
場
で
あ
る
と
聞

い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
特
別
な
修
行
が
あ
る

わ
け
で
な
く
、
生
き
る
こ
と
が
修
行
と
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
遠
慮
な
く
僧
侶
と
語
り

合
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

悦

第
６
組　

最
賢
寺　

金
子
光
洋 

氏
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第
四
回
門
徒
研
修
会
を
終
え
て

 

５
月
18
日
に
開
催
さ
れ
、
様
々
な
立
場
か
ら
、

　
　

  　
　
　
　
　
　
38
名
の
方
が
参
加
さ
れ
た

　

は
じ
め
に
三
条
教
区
「
女
性
研
修
会
」
部
門
副

幹
事
・
善
行
寺
坊
守
を
務
め
る
鷲
尾
祐
子
師
の
ご

講
話
を
い
た
だ
い
た
。
自
身
の
生
活
を
踏
ま
え
て

分
か
り
や
す
く
、
真
宗
の
教
え
の
あ
る
生
活
に
つ

い
て
話
を
さ
れ
、「
経
済
活
動
が
変
わ
る
か
ら
、

常
識
も
変
わ
っ
て
く
る
、
で
も
そ
の
中
で
自
分
は

切
り
刻
ま
れ
て
い
く
。『
一
日
一
日
を
大
切
に
生

き
よ
う
』、
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
そ

れ
で
は
も
う
一
歩
足
り
な
い
。
そ
う
い
う
身
だ
か

ら
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
な
ん
だ
と
、
話
し
て
ほ
し

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

　

ご
講
話
の
あ
と
、
六
人
ず
つ
の
班
に
分
か
れ
て

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
へ
移
り
、「
お
寺
に
期
待
す
る

こ
と
」「
コ
ロ
ナ
禍
の
一
年
を
振
り
返
っ
て
」
を

位
包
め
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い
か
ら
、
共
通
の
ラ

イ
ン
が
あ
る
と
良
い
の
で
は
」
な
ど
の
意
見
が

あ
っ
た
。

　

高
齢
化
も
話
題
に
な
り
「
寺
の
行
事
に
参
加
す

る
の
は
高
齢
者
ば
か
り
。
門
徒
の
若
返
り
を
希
望

す
る
。
自
分
の
子
、
孫
に
同
じ
よ
う
に
お
寺
と
の

関
係
を
押
し
付
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
若
住

職
の
横
の
繋
が
り
を
活
か
し
て
若
い
門
徒
を
増
や

し
て
い
け
な
い
か
」
と
話
が
出
て
い
た
。

　
「
お
寺
で
葬
式
・
法
事
を
や
っ
て
も
ら
い
た
い
。

勉
強
会
を
企
画
し
て
ほ
し
い
。
お
寺
の
こ
と
を

も
っ
と
教
え
て
ほ
し
い
。
お
寺
の
世
話
は
楽
し

い
」。
と
い
う
門
徒
か
ら
の
意
見
と
、
お
寺
側
か

ら
も
「
講
演
会
等
寺
で
行
う
イ
ベ
ン
ト
に
来
て
ほ

し
い
」
と
の
声
が
あ
が
っ
た
。

　

今
回
の
会
を
振
り
返
り
ス
タ
ッ
フ
か
ら
は
「
女

性
の
役
員
が
少
な
い
の
で
、
も
っ
と
参
加
し
意
見

を
言
っ
て
ほ
し
い
」「
コ
ロ
ナ
禍
で
人
が
集
ま
り

学
ぶ
場
が
減
っ
て
さ
み
し
い
」「
家
族
葬
も
増
え
、

加
え
て
寺
離
れ
が
進
ん
で
い
る
。
ご
近
所
さ
ん
の

付
き
合
い
も
減
り
、
お
寺
と
地
域
の
か
か
わ
り
が

変
わ
っ
て
い
く
。
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」

な
ど
の
意
見
も
出
た
。

　

今
回
は
従
来
と
は
違
う
が
、
女
性
が
考
え
れ
ば

ど
ん
な
形
に
な
る
か
と
い
う
提
案
と
し
て
、
女
性

に
よ
る
企
画
・
運
営
・
実
行
と
い
う
事
で
、
目
的

は
教
団
が
か
か
げ
て
い
る
「
男
女
両
性
で
形
づ
く

る
教
団
」
を
目
指
す
人
の
養
成
、
そ
の
前
段
階
と

し
て
女
性
が
意
見
を
言
う
場
・
女
性
の
意
見
を
聞

く
場
の
提
供
な
ど
。
な
か
な
か
声
を
出
し
づ
ら
い

人
は
ど
う
い
う
形
で
な
ら
発
信
出
来
る
か
と
い
う

テ
ー
マ
に
、
付
せ
ん
を

使
っ
て
思
い
つ
く
ま
ま

に
意
見
を
出
し
合
っ

た
。

　

重
な
る
部
分
も
多

く
、
ま
ず
ひ
と
つ
は
お

金
に
つ
い
て
「
お
葬
式

の
お
布
施
を
は
じ
め
、
寺

院
の
集
金
・
負
担
金
が
大

き
く
、
年
金
生
活
者
、
生

活
困
窮
者
、
一
人
暮
ら
し

の
高
齢
者
に
は
負
担
が
大

き
い
の
で
配
慮
し
て
も
ら

い
た
い
。
お
布
施
を
ど
れ

所
に
重
点
を
置

き
、「
聞
く
学
習

会
」
か
ら
「
語
り

合
う
学
習
の
場
」

に
、
と
方
向
を
定

め
た
。
今
後
会
を

重
ね
て
、
寺
の
在

り
方
、
門
徒
と
寺

の
関
係
な
ど
を
見

直
し
、
よ
り
発
展

さ
せ
る
た
め
の
小

さ
な
一
歩
、
足
が

か
り
と
な
る
事
を

願
っ
て
い
る
。

（
第
４
回
門
徒
研
修
会

運
営
ス
タ
ッ
フ
）
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近
頃
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
と
い

う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
。
昨
今
、
世
界
中
で
起
こ
る
環

境
破
壊
に
よ
る
大
規
模
災
害
や
資
源
の
枯
渇
、
そ
れ
に

伴
う
貧
困
や
差
別
、
格
差
等
、
山
積
し
た
喫
緊
の
課
題

を
解
決
す
る
た
め
の
考
え
方
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
善
徳
寺
の
あ
る
国
田
集
落
は
、
住
ん
だ
こ
と

も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
る

佇
ま
い
で
す
。
何
百
年
も
時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
で

も
あ
り
ま
す
。
日
本
の
原
風
景
と
は
こ
の
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

　

お
そ
ら
く
、
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
す
で
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

を
達
成
し
て
い
る
環
境
だ
か
ら
変
わ
ら
な
い
の
で
し
ょ

う
。
古
い
こ
と
が
新
し
い
、
ま
さ
に
「
温
故
知
新
」、

先
人
た
ち
に
尋
ね
れ
ば
こ
れ
か
ら
の
行
く
末
も
自
ず
か

ら
み
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

　

善
徳
寺
境
内
及
び
経
堂
は
、
一
声
か
け
て
い
た
だ
け

れ
ば
拝
観
い
た
だ
け
ま
す
。
世
界
を
飛
び
回
っ
て
こ
ら

れ
た
ご
住
職
の
見
識
の
広
い
お
話
は
時
が
経
つ
こ
と
を

忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
お
話
を
伺
い
た
い
方
は
前
も
っ

て
ご
連
絡
を
さ
れ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

歴
史
あ
る
経
堂
を
守
り
続
け
る
た
め
に
皆
様
の
ご
協

力
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
参
拝
の
折
に
は
是
非
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
回
掲
載
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
枝
垂
れ
桜
」

や
「
古
民
家
の
よ
う
な
庫
裏
」
な
ど
他
に
も
魅
力
が
沢

山
ご
ざ
い
ま
す
。
是
非
と
も
た
っ
ぷ
り
と
時
間
を
か
け

て
ゆ
っ
く
り
と
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

編
集
長
記

境
内
奥
は
住
職
自
ら
手
を
入
れ
て
い
る

上
越
一
の
美
し
さ
を
誇
る
杉
林

国
田
集
落
入
り
口
の
案
内
看
板

善
徳
寺
前
バ
ス
停
の
壁
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
?!

そ
う
だお寺
に
行
こ
う

編
集
長
が
ゆ
く

里
山
と
伝
統
を
ま
も
る
寺

横
田
山  

善
徳
寺

真
宗
大
谷
派
高
田
教
区 

寺
院
探
訪
①
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樹
齢
百
年
を
越
え
る

　
　

巨
木
の
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
は
圧
巻

山
門
を
額
縁
に
撮
影
す
る
の
が
オ
ス
ス
メ

仏足石（上越市指定文化財）

２
０
２
０
年
ご
修
復
工
事
完
了

経
堂
彫
刻

明
治
34
年
10
月
建
造

国
の
登
録
有
形
文
化
財
『
善
徳
寺
経
堂
』

　
　

黄
檗
版　

鉄
眼
の
一
切
経
所
蔵

含
蓄
の
あ
る
言
葉
を
毎
月
更
新
す
る
法
語
掲
示
板

耐
雪
構
造
の
本
堂

春
を
迎
え
、
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
ツ
ツ
ジ
を

楽
し
ん
で
い
る
よ
う
だ

　ブッダ（仏陀）の足跡の形を石に
彫りつけ、画いたもの。
　古代インドでは、菩提樹・法輪な
どと共に、仏像が制作される以前か
らブッダそのものを表現したものと
して、礼拝の対象とされた。
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国
・
中
国
。

　

然
ら
ば
、
古
代
か
ら
中
国
の
国
教
で
あ
る
儒

教
が
何
故
に
浸
透
し
な
か
っ
た
の
か
、
素
朴
な

疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
聖
徳
太
子
は
イ
ン
ド
で

生
ま
れ
た
釈
迦
の
仏
教
を
蘇
我
派
と
共
に
重
ん

じ
た
。
先
見
の
明
が
あ
っ
た
太
子
は
、
巨
大
な

中
華
帝
国
の
外
交
に「
衣
の
下
か
ら
鎧
を
見
た
」

と
推
し
量
る
。太
子
の
仏
教
に
傾
斜
し
た
訳
は
、

当
時
大
国
で
あ
っ
た
中
華
帝
国
の
周
辺
国
へ
の

侵
略
に
対
し
、
日
本
が
中
華
帝
国
の
属
国
に
陥

い
ず
、
独
立
保
持
を
貫
く
こ
と
に
腐
心
し
た
。

そ
の
中
華
帝
国
へ
の
外
交
政
策
の
文
化
的
な
対

抗
手
段
に
、
中
華
思
想
の
根
本
で
あ
る
儒
教
を

拒
み
、
敢
え
て
仏
教
を
選
択
し
た
と
い
え
る
。

太
子
亡
き
後
、
隋
が
倒
れ
唐
に
変
わ
り
、
そ
の

脅
威
が
増
し
た
。
友
好
国
の
百
済
が
、
新
羅
と

唐
の
連
合
軍
に
攻
め
ら
れ
た
歴
史
の
事
実
が
、

太
子
の
憂
い
を
解
き
明
か
す
。
日
本
は
百
済
に

援
軍
を
送
る
が
、
圧
倒
す
る
連
合
軍
を
前
に
、

白
村
江
の
戦
い
で
敗
退
し
た
。

　
『
十
七
条
憲
法
』
は
中
学
校
で
教
わ
る
。

十
七
条
憲
法
第
一
条「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」

は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
一
節
だ
。
こ
の
言
葉

は
、
中
国
の
儒
教
の
『
論
語
』
の
借
り
も
の
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、名
著『
古
寺
巡
礼
』『
風
土
』

な
ど
を
残
し
た
哲
学
者
・
思
想
家
の
和
辻
哲
郎

氏
は
、
寧
ろ
仏
教
の
慈
悲
の
精
神
が
よ
り
強
い

と
説
い
て
い
る
。
加
え
て
、
第
二
条
は
「
篤
く

三
宝
を
敬
え
」
と
、
仏
教
を
古
代
日
本
の
国
教

に
位
置
付
け
て
い
る
の
だ
。
日
本
人
の
精
神
思

想
は
中
国
の
影
響
を
受
け
た
と
雖い
え
ども

、
巨
大
な

中
華
帝
国
に
日
本
が
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
、

必
要
以
上
に
媚
び
を
売
り
、
阿お
も
ねる
こ
と
を
聖
徳

太
子
は
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
目
を
転

じ
る
。
巨
大
な
独
裁
国
家
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
へ

の
弾
圧
や
、ウ
イ
グ
ル
族
へ
の
人
権
弾
圧
等
が
、

さ
ま
ざ
ま
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　

世
界
の
人
権
弾
圧
や
宗
教
の
迫
害
に
対
し
、

門
徒
仏
々
言
い
た
い
放
題
を
捲
し
立
て
る
。

酒
呑
童
子 

 　

門
徒
仏
々
放
題

言
いた
い

ぶ
つ

ぶ
つ

④

　

親
鸞
聖
人
の
尊
敬
し
た
聖
徳
太
子
は
、
古

代
日
本
の
自
主
独
立
と
文
化
の
自
尊
を
守
り

抜
く
最
初
の
政
治
家
で
あ
り
思
想
家
だ
っ

た
。
太
子
は
古
代
日
本
の
国
家
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
、仏
教
の
振
興
を
推
し
進
め
た
。

就
中
、
太
子
は
自
ら
『
三
経
義
疏
』
の
仏
教

経
典
の
注
釈
書
を
著
わ
し
布
教
に
尽
く
し

た
。
日
本
の
仏
教
伝
来
は
、
儒
教
よ
り
遅
く

六
世
紀
半
ば
百
済
の
聖
明
王
か
ら
、
大
和
朝

廷
に
仏
典
と
仏
像
を
贈
っ
た
こ
と
で
始
ま

る
。
古
代
日
本
は
中
国
の
文
明
と
様
々
な
文

化
や
制
度
を
吸
収
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、

律
令
制
度
は
中
央
集
権
の
国
家
統
一
に
お
い

て
、
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
え
る
。
更
に
、

文
化
面
で
日
本
の
言
語
で
初
め
て
の
文
字
が

漢
字
で
あ
っ
た
。

　

事
程
左
様
に
多
く
の
影
響
を
受
け
た
隣
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愚
僧
の
つ
ぶ
や
き

〈
真
宗
の
葬
儀
編
⑫
〉　

　

通
夜
が
済
み
ま
す
と
、
い
よ
い
よ
葬
儀
と
な

り
ま
す
。
葬
儀
の
荘
厳
は
地
域
に
よ
り
様
々
で

す
が
、
大
谷
派
で
は
昭
和
47
年
の
『
真
宗
』
六

月
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
「
葬
儀
並
に
葬
儀
前

後
の
行
事
に
つ
い
て
」
が
基
本
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
、
葬
儀
式
第
一
と
第
二
の
場
合

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
葬
儀
式
第
一
と
は
、
古

い
形
の
葬
儀
で
あ
り
、
棺
前
勤
行
し
た
後
、
列

を
組
ん
で
ご
遺
体
を
葬
場
と
な
る
所
ま
で
お
運

び
し
、
屋
外
に
葬
儀
の
荘
厳
を
し
て
、
そ
こ
で

葬
場
勤
行
を
勤
め
る
と
い
う
形
式
で
す
。
葬
儀

式
第
二
と
は
、
棺
前
勤
行
と
葬
場
勤
行
を
同
じ

場
所
で
一
貫
し
て
勤
め
る
も
の
で
、
こ
の
形
式

が
現
在
は
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
ご
本
尊
の
有
無
な
ん

で
す
。
葬
儀
式
第
二
の
場
合
で
は
、
当
然
、
ご

本
尊
を
奉
安
す
る
訳
で
す
が
、
葬
儀
式
第
一
の

形
式
を
取
る
場
合
、
葬
場
勤
行
を
勤
め
る
場
所

に
、
必
ず
し
も
ご
本
尊
が
必
要
で
は
な
い
訳
で

す
。

　

数
年
前
、
知
人
の
ご
住
職
が
お
亡
く
な
り
に

な
り
、
古
式
に
則
り
、
本
堂
で
棺
前
勤
行
を
勤

め
、
本
堂
を
出
て
す
ぐ
の
屋
外
で
葬
場
勤
行
を

勤
め
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
ご
本
尊
は
、
喪
主

の
希
望
で
ご
絵
像
を
奉
安
す
る
事
に
な
っ
た
の

で
す
が
、
葬
場
勤
行
中
に
強
い
風
が
吹
き
、
ご

絵
像
が
ビ
リ
ビ
リ
に
破
け
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
雨
風
の
当
た
る
屋
外
に
ご
本
尊
を
奉
安
す

る
と
、
大
切
な
ご
本
尊
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
事

に
な
る
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
数
学
者
、
理
綱
院
慧
琳
ご
講
師

は
、
屋
外
で
の
ご
本
尊
奉
安
に
反
対
し
、
こ
う

い
う
お
言
葉
を
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。『
空
位

を
拝
せ
よ
』
と
。
つ
ま
り
、「
あ
な
た
は
、
目

に
見
え
る
ご
本
尊
が
な
け
れ
ば
手
を
合
わ
す
事

が
出
来
な
い
の
で
す
か
。
信
心
の
眼
を
も
っ
て

阿
弥
陀
様
を
礼
拝
せ
よ
」
と
教
え
ら
れ
る
事
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
事
は
私
に
と
っ
て
、
大
き
な

問
い
と
な
り
ま
し
た
。（
目
に
見
え
る
阿
弥
陀

様
に
し
か
手
を
合
わ
す
事
の
出
来
な
い
私
が
、

阿
弥
陀
様
と
出
遇
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う

か
）
と
。
そ
ん
な
折
、
仏
説
観
無
量
寿
経
と
い

う
お
経
の
中
に
、「
阿
弥
陀
仏
、
神
通
如
意
に

し
て
、
十
方
世
界
に
お
い
て
変
幻
自
在
な
り
」

と
い
う
お
言
葉
が
あ
る
事
を
知
り
ま
し
た
。
阿

弥
陀
様
は
、色
々
な
姿
形
と
な
っ
て
私
を
導
き
、

私
の
口
か
ら
出
て
く
だ
さ
る
お
念
仏
と
な
っ

て
、「
こ
こ
に
お
る
ぞ
、
こ
こ
に
お
る
ぞ
」
と

呼
び
か
け
続
け
、
抱
き
続
け
て
下
さ
っ
て
い
る

の
だ
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

葬
儀
の
荘
厳
を
学
ぶ
事
を
通
し
て
、
改
め
て

ご
本
尊
と
向
き
合
う
事
が
出
来
た
事
を
慶
ば
さ

せ
て
頂
い
た
事
で
あ
り
ま
す
。

合
掌　

称
六
字　
　

ペ
ン
ネ
ー
ム　

維
摩
教
信　
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高田教区 検索高田教区ホームページ

第
６
組　

福
成
寺　

鎮ち
ん
西ぜ
い　
広こ
う
円え
ん

第
11
組　

光
圓
寺　

竹た
け
内う
ち　
淳
じ
ゅ
ん
一い
ち

拝
啓

 
通
信
員
よ
り

ね
ほ
り
は
ほ
り

第
４
組　

養
性
寺　

内う
ち

山や
ま　
真ま
さ

明あ
き

第
５
組　

聽
信
寺　

居こ

多た　
啓さ
と
し　

　

48
回
生
で
す
。
本
願
結
願
の
齢
を
待
た
ず
に
願
心

成
就
な
り
ま
し
た
こ
と
、
偏
に
凡
愚
即
生
の
み
教
え

の
因
縁
と
賜
り
ま
す
。

　
『
歎
異
抄
』
第
９
章
「
な
ご
り
を
し
く
お
も
へ
ど

も
・
・
・
か
の
土
へ
は
ま
ゐ
る
べ
き
な
り
」
と
い
う

く
だ
り
は
、
前
段
で
披
瀝
さ
れ
た
「
往
き
た
い
と
も

思
わ
ぬ
身
心
」
が
破
ら
れ
切
っ
て
、
初
め
て
参
り
出

遇
う
往
生
。
生
ま
れ
変
わ
る
よ
う
な
も
の
。
覚
如
さ

ん
の
『
執
事
鈔
』
で
は
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
直
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
仏
国
土
の
諸
相
へ
の
肉
迫
は
48
別
願
を
課

題
と
し
、
問
う
こ
と
と
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
生
ま
れ

て
後
、
更
に
窮
む
べ
し
、
と
。

　

月
参
り
に
行
く
と
「
も
う
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
済
み

ま
し
た
か
？
」
と
よ
く
話
題
に
あ
が
り
ま
す
。
ワ
ク

チ
ン
接
種
が
進
む
中
で
、
今
年
の
自
坊
の
行
事
を
ど

う
執
り
行
う
か
に
つ
い
て
悩
ま
さ
れ
ま
す
。

　

接
種
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
感
染
の
リ
ス
ク
が

全
く
無
く
な
る
と
い
う
訳
で
も
な
く
、
ま
た
コ
ロ
ナ

に
よ
る
生
活
様
式
の
変
化
、
そ
れ
に
よ
る
私
た
ち
の

意
識
の
変
化
な
ど
様
々
な
問
題
が
で
て
き
ま
し
た
。

　

寺
の
行
事
が
軒
並
み
中
止
に
な
っ
た
昨
年
と
は
異

な
り
、
こ
れ
か
ら
の
行
事
は
「
今
ま
で
通
り
」「
例

年
の
通
り
」
と
い
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
現

在
、
新
し
い
方
法
を
考
え
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

第
12
組　

善
立
寺　

山や
ま
越こ
し　
英ひ
で
隆た
か

第
13
組　

福
淨
寺　

井い
の
上う
え　
立り
つ
英え
い

第
２
組　

常
圓
寺　

鈴す
ず
井い　
祐
ゆ
う
き
ょ
う恭

　

６
月
27
日
（
日
）、
十
二
組
の
同
朋
会

議
が
開
催
さ
れ
、
組
長
肝
い
り
の
議
題

「
一
ヵ
寺
で
も
多
く
の
存
続
を
」
の
も
と

意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
思
っ
た
こ
と
は
、
門
徒
戸
数

僅
か
な
わ
が
寺
が
、
生
き
残
っ
て
い
る
不

思
議
さ
と
と
も
に
、
先
人
た
ち
の
熱
意
と

ご
門
徒
方
の
ひ
た
む
き
な
支
え
へ
の
感
謝

で
し
た
。

　

新
型
ウ
イ
ル
ス
に

右
往
左
往
し
て
生
活

や
文
化
伝
統
を
変
え

る
私
た
ち
で
す
が
、

蛍
は
毎
年
変
わ
ら
ず

10
日
間
の
最
後
の
命

を
光
輝
か
せ
て
い
た

６
月
で
し
た
。

　月参りで
　ある御門徒さんが「地縛霊に
なった人は往生しますか」と、
ニヤリ。
　本気か。本気の質問なのか。

　「……。」
　だって、霊だもの。

　１年遅れの東京五輪を目前
に、政府の新型コロナウイルス
感染症対策は迷走を続けていま
す。ウイルスよりも、不安定す
ぎる政府の方が僕は心配です。
だれも責任を取らないという日
本のお家芸。頭が痛くなってき
ます。

第８組　明岸寺　法
ほうりゅう

隆　光
みつ

昭
あき

第１組　光照寺　梅
うめ

澤
ざわ

　謙
けん

吾
ご

第
７
組　

願
生
寺　

平ひ
ら
い
で出　
文ふ
み
勇お

第
３
組　

正
光
寺　

髙た
か
橋は
し　
良よ
し
暁あ
き

　

６
月
７
日
に
、
地
元
の
小
学
生
が
校
外

学
習
で
自
坊
の
見
学
に
来
ま
し
た
。
１
人

一
台
ず
つ
学
習
用
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
片
手

に
、
住
職
の
話
を
聞
い
た
り
、
本
堂
や
井

戸
の
写
真
を
撮
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

町
の
神
社
や
商
店
な
ど
も
見
学
し
た
そ
う

で
す
。
お
寺
や
町
を
知
る
い
い
機
会
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

去
る
６
月
30
日
新
井
別
院
に
て
、
妙
高

市
戦
没
者
追
悼
法
要
が
本
願
寺
派
主
式
の

も
と
本
派
７
名
大
派
12
名
の
参
列
に
よ
り

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
先
達
の
ご
苦
労
は

計
り
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
数
々
の
苦
難

を
乗
り
越
え
奇
跡
的
に
私
に
ま
で
届
け
て

い
た
だ
い
た
命
、
お
念
仏
の
有
り
難
さ
に

胸
を
熱
く
す
る
ひ
と
時
で
し
た
。

　

６
組
は
６
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
る
の

で
す
が
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
４
月
下

旬
か
ら
６
月
頭
の
期
間
中
に
講
座
が
開
か

れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
の
聖
徳
太

子
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
、

そ
の
よ
う
な
講
義
で
あ
り
ま
し
た
。

　

４
組
と
し
て
は
特
に
動
き
は
あ
り
ま
せ

ん
。
個
人
的
に
、
御
年
配
の
方
と
お
話
し

す
る
こ
と
が
多
い
中
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

話
に
な
る
と
前
の
東
京
五
輪
の
話
題
に
な

り
「
東
洋
の
魔
女
」
や
「
猪
熊
功
」「
岡

野
功
」
の
金
メ
ダ
ル
が
印
象
的
だ
っ
た
と

お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
五
輪
は
ウ
イ
ル
ス
の
事
も
あ
り

開
催
運
営
が
迷
走
し
て
い
ま
す
が
、
私
達

が
本
当
に
大
切
に
す
べ
き
事
は
何
か
こ
こ

か
ら
問
い
直
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
つ
け
た
お
み
く

じ
の
お
言
葉
で
す
。 

ち
な
み
に
日
本
の

お
み
く
じ
の
約
７
割
が
「
女
子
道
社
」
と

い
う
有
限
会
社
に
て
、
手
作
業
で
作
ら
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

元
々
は
女
性
の
自
立
を
支
持
す
る
機
関

誌
『
女
子
道
』
発
行
の
資
金

源
と
し
て
始
ま
っ
た
と
の
こ

と
。

　

お
み
く
じ
は
女
性
の
自
立

を
支
持
す
る
活
動
の
一
部
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

10

2021年７月30日　第152号



　人と人が集まる機会が少なくなっている今、遠く
離れたご門徒さんがご法事やご葬儀にお参りしにく
い状況となっています。今回はお寺でご法事やご葬
儀をリモートでお参りできるように利用環境を整え
るための方法をご紹介します。

ネットDE 仏教
教区ホームページ連動企画『響流』～ＷＥＢ版～

今回の記事
  第４回  　ご法事をリモートで！

〈高田教区ホームページアドレス
　　　　⇒ http://takada-kyoku.jp〉 

五
輪
で
は　

フ
ェ
ア
な
試
合　

　
　
　

カ
ッ
コ
い
い　【酒

呑
童
子
】

あ
じ
さ
い
と　

妻
の
顔
い
ろ

　
　
　

似
て
非
な
り【

恐
妻
症
】

ウ
イ
ル
ス
に　

母
屋
取
ら
れ
た

　
　
　

コ
ロ
ナ
炎

赤
信
号　

認
知
検
査
の

　
　
　

絵
の
記
憶

拭ぬ
ぐ

え
ぬ
か　

分
か
っ
て
い
て
の

　
　
　

差
別
心

【
喜
縁
】

響
流
川
柳

さ
あ

　ひ
ご
ろ
の
う
っ
憤
を

　
　川
柳
を
作
り

　晴
ら
し
て
み
て
は

　
　
　い
か
が
で
し
ょ
う
。

　【主催】　真宗大谷派　高田教区　青少年連絡協議会
【お問い合わせ】　真宗大谷派　高田教務所　電話025-524-3913

おぼうさんと一緒にいっぱいあそぼう！みんなで夏休みの宿題もしよう！

おてらであそぼ　べついん寺子屋　新井別院の巻

映える！伝わる！写真講座
開催報告� 2021年６月２日　14名参加

　プロカメラマン
寺尾昭人氏の丁寧
で分かりやすいご
指導のもと、参加
者は撮影テクニッ
クを学びました。

✿日にち　2021年８月９日（月・祝）
✿時間　13時受付　　13時15分開会　　16時解散
✿会場　新井別院（妙高市下町5-3）
✿持ち物　水筒、汗拭きタオル、筆記用具、夏休みの宿題など

おえかき、こけだま

デザート作り、シャボン玉

ふでペン教室、昔の遊び

スタンプラリー

小学生対象

申し込み不要

参加費無料
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高田教区 検索高田教区ホームページ高田教区のホームページ（http://takada-kyoku.jp）よりバックナンバーが閲覧できますのでそちらの方もご覧ください。

 

こ
も
れ
び

　

今
冬
の
大
雪
か
ら
季
節
は
め
ぐ
り
盛
夏

を
迎
え
て
い
る
。
今
年
度「
伝
道
広
報
部
」

の
『
響
流
』
の
発
行
を
７
月
・
11
月
・
３

月
に
変
更
し
た
。
お
盆
を
前
に
、
７
月
号

は
よ
り
多
く
の
寺
院
と
門
徒
の
皆
さ
ん
に

読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
想
い
か
ら
で
あ

る
。
次
年
度
以
降
も
同
じ
時
期
に
発
行
し

て
い
く
。

　

日
本
社
会
は
高
齢
者
の
ワ
ク
チ
ン
接
種

が
概
ね
終
わ
る
。
変
異
型
の
感
染
防
止
は

こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
さ
れ
ど
東
京

五
輪
・
パ
ラ
が
開
催
さ
れ
た
。
や
る
以
上

は
国
民
の
期
待
に
応
え
て
ほ
し
い
。
ウ
ル

グ
ア
イ
で
イ
ン
ド
株
の
致
死
率
が
５
割
を

超
え
た
。
福
祉
国
家
を
目
指
し
た
ウ
ル
グ

ア
イ
は
「
南
米
の
ス
イ
ス
」
と
呼
ば
れ
た
。

南
米
で
最
も
民
主
的
で
平
等
な
社
会
を
作

る
。
同
国
は
日
本
に
似
て
い
る
。
人
口
の

４
割
が
仏
教
に
帰
依
す
れ
ば
「
南
米
の
日

本
」
と
呼
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
コ
ロ
ナ
感
染

防
止
は
医
療
と
、
あ
ま
つ
さ
え
人
間
の
行

い
に
か
か
る
。
自
殺
者
が
増
え
て
い
る
。

世
界
が
真
夏
の
木
洩
れ
日
の
よ
う
に
輝
く

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
清
澤
）　

高
田
教
区
報
『
響
流
（
ひ
び
き
）』
を

ご
覧
に
な
っ
て
い
か
が
で
し
ょ
う
か

　『
響
流
』
を
お
手
に
さ
れ
た
門
徒
の
皆
さ
ん
、
い
か
が
だ
っ
た
で

し
ょ
う
か
。

　
こ
の
度
、
さ
ら
に
多
く
の
ご
門
徒
の
皆
様
に
お
届
け
す
る
こ
と
が

実
現
い
た
し
ま
し
た
。

　
ご
愛
読
い
た
だ
け
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
お
読
み

に
な
っ
て
の
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
更
に
、『
今
さ
ら
聞
け
な

い
知
り
た
い
こ
と
』
や
『
響
流
川
柳
』
へ
の
ご
投
稿
も
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
ご
提
出
は
、
各
寺
院
並
び
に
教
務
所
宛
、
も
し
く
は
高
田
教
務
所

玄
関
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
投
書
箱
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
末
永
く
ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

伝
道
広
報
部
員
一
同
　

高田教務所（響流担当宛）
takada@higashihonganji.or.jp

　
『
響
流
』
に
対
す
る
ご
意
見
、
ご
要
望

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。ま
た
、各
コ
ー
ナ
ー

に
ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
高
田

教
務
所
に
設
置
し
た
投
書
箱
、
ま
た
は
左

記
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
て
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
。

　

よ
り
多
く
の
方
に
手
に
取
っ
て
い
た
だ

け
る
教
区
報
に
す
る
た
め
に
皆
様
の
ご
協

力
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ご感想をいただきました
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