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次
回
は
第
６
組　

西
光
寺　

豊
島　

信
さ
ん
で
す
。

井上
今回

次回

豊島

第4回

比後
第3回

渡邉

第2回

藤島

つ
な
ぎ
法
話

数
珠

第1回

金子

リ
レ
ー
方
式
の

リ
レ
ー
方
式
の
珠珠
数
つ
な
ぎ
で

数
つ
な
ぎ
で

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

法
話
を
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

第
５
回　

第
５
回　

「
お
内
仏
」
？

「
お
内
仏
」
？

第第
1313
組
　
福
淨
寺

組
　
福
淨
寺
　
井
上
一
英
　

　
井
上
一
英
　

　

コ
ロ
ナ
禍
の
こ
と
も
あ
っ
て
葬
式
・
法
事
で
お
斎
に
よ
ば
れ
る
こ
と
が

　

コ
ロ
ナ
禍
の
こ
と
も
あ
っ
て
葬
式
・
法
事
で
お
斎
に
よ
ば
れ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
が
、
料
理
屋
で
の
お
斎
が
す
っ
か
り
定
着
し
た
。

ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
が
、
料
理
屋
で
の
お
斎
が
す
っ
か
り
定
着
し
た
。

こ
れ
が
昔
か
ら
当
た
り
前
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
家
の
座
敷

こ
れ
が
昔
か
ら
当
た
り
前
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
家
の
座
敷

で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
来
て
お
斎
ど
こ
ろ
か
、
葬
式
も
座
敷

で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
来
て
お
斎
ど
こ
ろ
か
、
葬
式
も
座
敷

を
使
わ
ず
ホ
ー
ル
を
使
う
。
家
族
で
こ
じ
ん
ま
り
と
参
列
す
る
人
も
少
人

を
使
わ
ず
ホ
ー
ル
を
使
う
。
家
族
で
こ
じ
ん
ま
り
と
参
列
す
る
人
も
少
人

数
に
。
そ
れ
が
コ
ロ
ナ
禍
で
家
族
・
身
内
で
あ
っ
て
も
県
外
で
あ
れ
ば
顔

数
に
。
そ
れ
が
コ
ロ
ナ
禍
で
家
族
・
身
内
で
あ
っ
て
も
県
外
で
あ
れ
ば
顔

を
見
る
こ
と
も
な
い
。
昨
年
、
家
族
三
人
だ
け
の
葬
式
が
あ
っ
た
。

を
見
る
こ
と
も
な
い
。
昨
年
、
家
族
三
人
だ
け
の
葬
式
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
家
を
建
て
替
え
る
と
お
内
仏
が
小
さ
く
な
る
。「
大
き
な
仏
壇
は

　

ま
た
家
を
建
て
替
え
る
と
お
内
仏
が
小
さ
く
な
る
。「
大
き
な
仏
壇
は

い
ら
な
い
」「
家
が
小
さ
い
の
で
お
内
仏
を
置
く
場
所
が
な
い
」「
仏
間（
座

い
ら
な
い
」「
家
が
小
さ
い
の
で
お
内
仏
を
置
く
場
所
が
な
い
」「
仏
間（
座

敷
）
を
作
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
近
頃
の
家
は

敷
）
を
作
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
近
頃
の
家
は

そ
ん
な
作
り
に
な
っ
て
い
な
い
。

そ
ん
な
作
り
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

そ
う
い
え
ば
結
構
な
年
齢
の
人
で
も
「
仏
壇
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
う
い
え
ば
結
構
な
年
齢
の
人
で
も
「
仏
壇
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。

「
お
内
仏
」
と
い
う
言
葉
を
最
近
耳
に
し
な
く
な
っ
た
。
家
の
造
作
の
中

「
お
内
仏
」
と
い
う
言
葉
を
最
近
耳
に
し
な
く
な
っ
た
。
家
の
造
作
の
中

に
根
付
い
て
い
た
仏
間
（
座
敷
）・
お
内
仏
が
家
の
中
で
居
場
所
が
な
く

に
根
付
い
て
い
た
仏
間
（
座
敷
）・
お
内
仏
が
家
の
中
で
居
場
所
が
な
く

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

こ
れ
は
従
来
、
親
戚
一
同
が
集
う
公
（
お
お
や
け
）
の
場
に
座
敷
が
必

　

こ
れ
は
従
来
、
親
戚
一
同
が
集
う
公
（
お
お
や
け
）
の
場
に
座
敷
が
必

要
と
さ
れ
、そ
こ
に
は
当
然
の
存
在
と
し
て
お
内
仏
が
あ
っ
た
。
お
内
仏
・

要
と
さ
れ
、そ
こ
に
は
当
然
の
存
在
と
し
て
お
内
仏
が
あ
っ
た
。
お
内
仏
・

床
の
間
は
そ
こ
の
家
の
中
心
に
存
在
し
て
い
た
。こ
れ
ら
す
べ
て
が
私（
わ

床
の
間
は
そ
こ
の
家
の
中
心
に
存
在
し
て
い
た
。こ
れ
ら
す
べ
て
が
私（
わ

た
く
し
）
的
な
空
間
に
は
無
用
の
長
物
に
な
る
。
親
戚
も
私
の
記
憶
に
残

た
く
し
）
的
な
空
間
に
は
無
用
の
長
物
に
な
る
。
親
戚
も
私
の
記
憶
に
残

る
範
囲
の
人
を
集
め
る
。
余
分
な
も
の
は
い
ら
な
い
。
そ
の
分
、
家
族
の

る
範
囲
の
人
を
集
め
る
。
余
分
な
も
の
は
い
ら
な
い
。
そ
の
分
、
家
族
の

た
め
に
な
る
方
が
家
族
も
喜
ぶ
。
何
か
必
要
が
あ
れ
ば
そ
の
時
考
え
た
ら

た
め
に
な
る
方
が
家
族
も
喜
ぶ
。
何
か
必
要
が
あ
れ
ば
そ
の
時
考
え
た
ら

い
い
。親
戚
も
友
人
も
公
の
時
以
外
に
は
た
く
さ
ん
集
ま
る
こ
と
は
な
い
。

い
い
。親
戚
も
友
人
も
公
の
時
以
外
に
は
た
く
さ
ん
集
ま
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
私
的
思
い
に
は
「
仏
壇
」
の
方
が
声
に
出
し
や
す
い
の
か
も
し
れ
な

こ
の
私
的
思
い
に
は
「
仏
壇
」
の
方
が
声
に
出
し
や
す
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
記
憶
に
な
い
が
過
去
に
い
た
目
に
見
え
な
い
も
の
を
ま
と
め
て
、「
仏

い
。
記
憶
に
な
い
が
過
去
に
い
た
目
に
見
え
な
い
も
の
を
ま
と
め
て
、「
仏

壇
」
の
中
に
し
ま
い
込
ん
で
お
く
。

壇
」
の
中
に
し
ま
い
込
ん
で
お
く
。

　

公
（
お
お
や
け
）
性
と
私
（
わ
た
く
し
）
性
と
課
題
。
こ
れ
は
家
と
い

　

公
（
お
お
や
け
）
性
と
私
（
わ
た
く
し
）
性
と
課
題
。
こ
れ
は
家
と
い

う
言
葉
が
日
本
独
特
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
。
オ
フ
ィ
シ
ャ

う
言
葉
が
日
本
独
特
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
。
オ
フ
ィ
シ
ャ

ル
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
言
え
ば
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
こ
と
と
思
う
が
、
そ

ル
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
言
え
ば
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
こ
と
と
思
う
が
、
そ

れ
だ
け
の
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
結
構
今
ど
き
の
課
題
を
含
ん
で
い
る
よ

れ
だ
け
の
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
結
構
今
ど
き
の
課
題
を
含
ん
で
い
る
よ

う
に
思
う
。

う
に
思
う
。
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今
さ
ら
聞
け
な
い

知
り
た
い
こ
と⑤

答　
「
真
宗
の
仏
事
―
お
内
仏
の
あ
る
生
活
―
」（
東
本
願
寺
出

版
）
七
八
頁
を
見
ま
す
と
、「
一
般
的
に
法
名
と
は
亡
く
な

ら
れ
た
と
き
に
つ
け
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
本
来
は
仏
の
教
え
に
生
き
る
も
の
と
し
て
の
名
の
り
で

す
か
ら
、
生
前
に
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

法
名
は
「
釈
○
○
」、「
釈
」
は
釈
尊
の
釈
で
、
仏
弟
子
を

あ
ら
わ
し
ま
す
。
女
性
の
場
合
は
「
釈
尼
○
○
」
と
「
尼
」

が
入
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
法
名
の
「
釈
」
に
つ
い
て
、

　
　

釈
と
い
う
は
、釈
尊
の
御
弟
子
と
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
な
り
。

　
　
　
　
　
　
（『
尊
号
真
像
銘
文
』
真
宗
聖
典
５
２
０
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、「
戒
名
」
と
い
う
の
は
、
定
め
ら
れ
た
戒
を
受
戒

し
た
人
に
つ
け
ら
れ
る
名
で
、
真
宗
で
は
受
戒
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
使
用
し
ま
せ
ん
。」

　

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
お
話
し

て
疑
問
に
お
答
え
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

法
名
は
、「
真
宗
の
教
え
を
中
心
と
し
た
生
活
を
し
て
い

く
」
と
い
う
自
覚
が
生
じ
た
と
き
に
帰
敬
式
（
お
か
み
そ
り
）

を
受
け
、
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
死
後
い
た
だ
く
と
い
う
こ

と
は
、
生
前
何
ら
か
の
理
由
で
、
お
か
み
そ
り
を
受
け
る
機

会
が
な
く
、
そ
れ
を
遺
族
が
故
人
の
願
い
を
叶
え
る
べ
く
住

職
に
お
願
い
を
し
て
つ
け
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

従
っ
て
、
自
覚
が
で
き
た
時
に
受
け
て
お
く
と
い
う
こ
と
が

大
切
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

法
名
は
二
字
（
〇
〇
の
部
分
）
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

戒
名
は
、五
戒
や
十
戒
な
ど
、戒
を
守
る
こ
と
を
誓
っ
た（
受

問　
大
谷
派
の
法
名
は
、
釈
〇
〇
、
釈
尼

〇
〇
の
二
文
字
が
一
般
的
で
、
ま
れ
に

院
号
が
付
く
場
合
が
あ
り
ま
す
ね
。

　
戒
名
と
ち
が
い
簡
単
（
単
純
）
で
覚

え
や
す
い
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
本
願
寺
派
は
、
男
女
と
も

釈
〇
〇
と
ネ
ッ
ト
に
記
載
が
あ
り
ま
し

た
。

　
大
谷
派
は
、
女
性
に
対
す
る
配
慮
で

し
ょ
う
か
。

　
一
方
、『
男
女
平
等
参
画
』
と
の
関

係
は
ど
う
何
で
し
ょ
う
か
。

戒
し
た
）者
に
与
え
ら
れ
る
名
前
で
す
。
基
本
的
に
は「
〇
〇

信
士
」「
〇
〇
信
女
」
と
二
字
で
表
現
さ
れ
ま
す
が
、
生
前

の
社
会
に
お
け
る
業
績
、
あ
る
い
は
寺
院
へ
の
貢
献
度
に

よ
っ
て
字
数
が
変
化
す
る
の
が
特
徴
で
す
。
し
か
し
、
前
述

の
と
お
り
、
浄
土
真
宗
に
は
受
戒
は
な
く
、
僧
俗
の
区
別
や

身
分
、
字
数
に
よ
る
階
級
の
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
は

「
釈
」
の
名
の
も
と
に
差
異
な
く
、
共
に
仏
弟
子
と
な
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
法
名
の
字
数
に
つ
い
て
で
す
が
、
釈
・
釈
尼

の
文
字
は
含
め
ま
せ
ん
の
で
、
前
述
の
ご
と
く
男
性
、
女
性

と
も
に
二
文
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
含
め
て
考

え
た
場
合
、
男
性
は
三
文
字
、
女
性
は
四
文
字
と
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
不
公
平
で
は
な
い
の
か
、
あ
る
い
は

差
別
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま

す
。
本
願
寺
派
は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
男
女
と
も
釈
を

含
め
た
三
文
字
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
派
で
は
、
定
め
ら
れ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。
つ
ま
り
、『「
妙
」
と
い
う
文
字
に
は
女
性
を
あ
ら
わ
す

意
味
が
あ
る
の
で
、「
釈
妙
○
」
と
す
れ
ば
「
尼
」
は
い
ら

な
い
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
に
、
福
楽
寺
の
過
去
帳
を
見

ま
す
と
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
初
期
ま
で
に
「
釈
妙
○
」

の
法
名
が
ぞ
く
ぞ
く
。
そ
れ
以
降
は
、「
釈
尼
妙
○
」「
釈
尼

○
○
」
だ
け
で
し
た
。
皆
さ
ん
如
何
お
思
い
で
し
ょ
う
か
。

悦

第
11
組
　
福
樂
寺
　
井
上
　
博
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⑤

コ
コ
ロ
テ
ラ
ス

夏な
つ

休や
す

み
の
子こ

ど
も
の
行ぎ

ょ
う
じ
と
く
し
ゅ
う

事
特
集

　
コ
ロ
ナ

　
コ
ロ
ナ
禍禍かか

でで
様様さ

ま
さ
ま

々々ざ
ま
ざ
ま

なな
制制せ

い
せ
い

限限げ
ん
げ
ん

が
あ
る
な
か
、

が
あ
る
な
か
、
感感か

ん
か
ん

染染せ
ん
せ
ん

症症し
ょ
う

し
ょ
う

対対た
い
た
い

策策さ
く
さ
く

を
と
り
な
が
ら

を
と
り
な
が
ら
開開か

い
か
い

催催さ
い
さ
い

さ
れ
さ
れ

ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
の

ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
皆皆み

な
み
な

さ
ん
の

さ
ん
の
綿綿め

ん
め
ん

密密み
つ
み
つ

なな
準準

じ
ゅ
ん

じ
ゅ
ん

備備びび

とと
工工くく

夫夫ふ
う
ふ
う

で
、
ど
ち
ら
の

で
、
ど
ち
ら
の
行行

ぎ
ょ
う

ぎ
ょ
う

事事じじ

もも
子子ここ

ど
も
ど
も

た
ち
の

た
ち
の
笑笑ええ

顔顔が
お
が
お

がが
輝輝か

が
や

か
が
やき

ま
し
た
。
お

き
ま
し
た
。
お
坊坊ぼ

う
ぼ
う

さ
ん
と

さ
ん
と
楽楽た

の
た
の

し
く
し
く
過過すす

ご
し
た

ご
し
た
時時じじ

間間か
ん
か
ん

はは
夏夏な

つ
な
つ

休休や
す
や
す

み
の
よ
い

み
の
よ
い

思思お
も
お
も
いい
出出でで

に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
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
。

　

べ
つ
い
ん
寺て
ら

子こ

屋や

で
書し
ょ

道ど
う

を
し
た
り
こ
け
玉だ
ま

を

作つ
く
っ
た
り
し
ま
し
た
。
書し
ょ
道ど
う
は
初は
じ
め
て
使つ
か
う
筆ふ
で
ペ
ン

で
書か

き
ま
し
た
。
最さ
い
初し
ょ
は
難む
ず
かし
か
っ
た
け
ど
、
最さ
い
後ご

は
う
ま
く
書か

け
ま
し
た
。
こ
け
玉だ
ま
は
、
作つ
く
っ
て
い
る

時と
き
、
こ
ん
な
作つ
く
り
方か
た
を
す
る
ん
だ
な
と
思お
も
い
ま
し
た
。

ま
た
寺て
ら
子こ

屋や

に
行い

き
た
い
で
す
。

岡お
か
田だ　
　
陽は
る
（
小
六
）　

　

お
坊ぼ
う

さ
ん
の
お
話は
な
しを
聞き

い
て
、
み
ん
な
で
お
勉べ
ん

強き
ょ
うし
て
か
ら
、
広ひ
ろ
い
お
寺て
ら
の
中な
か
で
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

を
し
た
り
昔
む
か
し
遊あ
そ
び
を
し
た
り
し
ま
し
た
。
お
や
つ
を

食た

べ
た
り
お
外そ
と
で
シ
ャ
ボ
ン
玉だ
ま
を
し
た
り
し
た
の
も

楽た
の
し
か
っ
た
で
す
。
ま
た
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
し
た

い
で
す
。

伊い

藤と
う　
美み

夢う

（
小
五
）　

　
キ
ャ
ン
プ
で
一い
ち
番ば
ん
印い
ん
象し
ょ
うに

残の
こ
っ
て
い
る
の
は
ピ
ザ
作づ
く
り

で
す
。
外そ
と
で
作つ
く
っ
て
、
お
い

し
い
ピ
ザ
を
み
ん
な
で
食た

べ

ら
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
日ひ

帰が
え
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
け

ど
、
と
て
も
楽た
の
し
か
っ
た
で

す
。佐さ

藤と
う　
美み

那な

（
小
五
）　

お
て
ら
で
あ
そ
ぼ

　

べ
つ
い
ん
寺て

ら

子こ

屋や

　
　
　

新あ
ら

井い

別べ
つ

院い
ん

の
巻ま

き

２
０
２
１
年
８
月
９
日

２
０
２
１
年
８
月
９
日

青
少
年
連
絡
協
議
会
主
催

青
少
年
連
絡
協
議
会
主
催

教教
きょうきょう

区区
くく

キャンプキャンプ

  宿宿
しゅくしゅく

題題
だいだい

タイムタイム

こけこけ玉玉
だまだま

作作
づくづく

りり

筆筆
ふでふで

ペンペン教教
きょうきょう

室室
しつしつ

苗苗
なえなえ

名名
なな

のの滝滝
たきたき

ピザピザ作作
づくづく

りり

竹竹
たけたけ

筒筒
づつづつ

でで炊炊
すいすい

飯飯
はんはん

2021年８月17日2021年８月17日

教区主催教区主催
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私
の
キ
ッ
ズ
ふ
く
し
ま
へ
の
思
い

第
４
組　

正
行
寺　

芳
野　

香
苗　

　

私
は
、
８
年
前
か
ら
キ
ッ
ズ
ふ
く
し
ま
の
ス

タ
ッ
フ
を
し
て
い
ま
す
。
高
田
教
区
キ
ャ
ン
プ
で

出
会
っ
た
、
現
在
の
委
員
長
の
シ
ゲ
（
繁
原
立
さ

ん
）
か
ら
誘
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

最
初
は
、
子
ど
も
た
ち
の
人
数
の
多
さ
と
パ

ワ
ー
に
驚
く
ば
か
り
で
し
た
。
私
は
主
に
食
事
作

り
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
し
た
が
、
四
回
、
五
回

と
経
験
し
て
い
く
う
ち
に
、「
こ
の
ま
ま
で
い
い

の
だ
ろ
う
か
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
食

事
作
り
ば
か
り
で
、
福
島
の
子
ど
も
た
ち
と
触
れ

合
う
時
間
を
も
て
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ

こ
で
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
引
き
受
け
た
り
、
池
の

平
の
セ
ン
タ
ー
で
は
、
朝
昼
夕
の
食
事
作
り
以
外

の
時
間
は
、
子
ど
も
た
ち
と
全
力
で
遊
ん
だ
り
お

話
し
た
り
す
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。
そ
う
し

て
い
る
う
ち
に
「
も
っ
と
触
れ
合
い
た
い
」
と
い

う
思
い
が
強
く
な
り
、
そ
の
後
は
子
ど
も
た
ち
の

送
迎
に
も
毎
回
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

バ
ス
の
中
で
は
、
子
ど
も
た
ち
と
ゆ
っ
く
り
話

を
す
る
こ
と
が
で
き
、
互
い
の
名
前
を
覚
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。と
て
も
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。

　

現
在
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
人
数
を
制
限
し
て
開
催
し
た
り
と
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
で
き
な
い
こ
と
に
も
ど
か
し
さ
を

感
じ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
で
調
理
を
し
た
り
、
に

ぎ
や
か
に
笑
い
合
い
な
が
ら
食
事
し
た
り
で
き
な

い
こ
と
も
と
て
も
残
念
で
す
。
私
は
、
規
模
を
縮

小
し
て
で
も
、
今
後
も
続
け
て
い
く
こ
と
に
意
義

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
三
人
の
娘
も
成
長
し
、
私
と
一
緒
に
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
娘
三
人
を
連
れ
て
、
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
活
動
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

キ
ッ
ズ

キ
ッ
ズ
ふ
く
し
ま

ふ
く
し
ま

キ
ッ
ズ
ふ
く
し
ま
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小
林
一
茶
の
故
郷
・
北
信
濃
の
柏
原
住
民
の
ほ
と
ん

ど
が
当
時
真
宗
の
門
徒
で
あ
っ
た
そ
う
で
、
一
茶
の
一

族
も
然
り
自
身
も
熱
心
な
門
徒
で
あ
り
作
品
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
す
。「
御
同
朋
・
御
同
行
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
一
茶
社
中
も
俳
諧
の
道
を
と
も
に
歩

む
者
と
し
て
上
下
関
係
が
な
く
、
師
匠
、
弟
子
と
い
う

も
の
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
余
談
で
す
が
、
一
茶
死

後
に
誕
生
し
た
娘
・
や
た
は
、
越
後
高
田
の
農
家
か
ら

婿
を
取
り
、
子
宝
に
も
恵
ま
れ
た
と
の
こ
と
。
今
回
の

取
材
で
小
林
一
茶
と
真
宗
、
そ
し
て
上
越
地
方
と
の
つ

な
が
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
収
穫
で
あ
り
ま

し
た
。

　

今
回
掲
載
し
た
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
説
明
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
興
味
深
い
も
の
ば
か
り
で
す
。
や
は

り
現
地
に
足
を
運
ん
で
お
話
を
聞
く
の
が
一
番
で
す
！

関
川
の
関
所
拝
観
の
際
は
浄
善
寺
住
職
の
案
内
と
法
話

は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
案
内
を
希
望
さ
れ
る
と
き
は
、
事

前
に
ご
一
報
く
だ
さ
れ
ば
対
応
い
た
だ
け
る
そ
う
で

す
。北
林
山
浄
善
寺
は
、関
川
の
関
所
を
行
き
交
う
人
々

の
歴
史
を
伝
え
る
お
寺
で
も
あ
り
ま
し
た
。

編
集
長
記

そ
う
だお寺
に
行
こ
う

編
集
長
が
ゆ
く

関
川
地
区
の
関
川
の
関
所
の
関
住
職
が
ま
も
る
寺

北
林
山  

浄
善
寺

真
宗
大
谷
派
高
田
教
区 

寺
院
探
訪
②

関
川
の
関
所

信
越
国
境
の
重
要
地
と
し
て
上
杉

謙
信
が
関
門
を
設
置
、
江
戸
時
代

も
加
賀
前
田
氏
な
ど
北
陸
諸
藩
の

参
勤
交
代
の
通
路
、
佐
渡
金
銀
の

輸
送
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
全
国
関

所
中
、
特
に
重
要
な
幕
府
管
轄
の

関
所
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た

1729年開山。関川の関所は多くの人や荷物が行き交う宿場町であったため
地元民の請願運動によって、新寺建立禁止の時代に信濃国須坂勝善寺の
弟子・勝徳が現在地に遷座したのが始まり。現住職は第十二世。
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新井別院

中郷区

妙高市

長野県

新潟県

第 7組

東本願寺池の平
青少幼年センター

野尻湖

北林山　浄善寺

高田教区　第７組
住職　関　英隆
〒949-2112
新潟県妙高市大字関川339
tel・fax　0255-86-3359

加
賀
藩
を
は
じ
め
と
す
る
大
名
本
陣
と
な
っ
た

大
石
家
の
池
泉
式
庭
園

当
時
北
国
街
道
沿
い
で
は
屈
指
の
規
模
、
長
範
山
を
借
景

と
し
、
関
川
の
清
流
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る

経石塚
戸隠参詣の老若男女に災いする沼に住む
大蛇を鎮めるために親鸞聖人が居多ヶ浜
より運んだ浜石に六字名号を記し、沼に
沈めたという伝説の経石を納めた塚

袈裟懸けの松　天神社境内
親鸞聖人は越後国府流罪中、信濃・戸隠の
修道場に度々参籠し、途中の上原宿入口の
松に袈裟を掛け休息しておられたことから
大切にされてきた。現在三代目が場所を移
して植えられている。

小
こ ば や し

林 一
い っ さ

茶 （本名：小林弥太郎）1763（宝暦13）年－1828（文政10）年（江戸時代末期）享年65歳
・�「一茶調」と呼ばれる独自の俳風を確立
・�松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ江戸時代を代表する俳諧師
・�一茶の死後も俳句界では名声は落ちず、明治時代中期以降、正岡子規らが注目。その後、自然主義
文学の隆盛にともなって一茶の俳句は大きな注目を集める。

天神社の御神木：大スギ
【国指定天然記念物】
昭和16年11月13日指定
・妙高市内現存最古の杉の巨木
・樹　　高：約30ｍ
・目通幹回：約8.2ｍ
・推定樹齢：千年超

昭
和
13
年
に
切
り
倒
さ
れ
た
初
代
の
老
松
で
彫
ら
れ
た
親
鸞

聖
人
座
像
（
天
神
社
内
「
袈
裟
懸
け
の
松
の
お
堂
」
に
安
置
）

小
林
一
茶
句
碑

第
五
世
住
職
釋
恵
天
は
、
小
林
一

茶
の
門
弟
で
日
頃
か
ら
親
交
が
あ

り
一
茶
が
妻
子
を
失
っ
た
折
に
は
、

後
妻
の
依
頼
ま
で
さ
れ
て
い
た
。

１
８
２
０
（
文
政
３
）
年
に
京
都

本
山
で
の
住
職
の
階
位
昇
格
を

祝
っ
て
、
俳
句
を
詠
み
自
ら
表
装

し
て
住
職
に
贈
ら
れ
た（
現
存
）。

１
９
９
６（
平
成
８
）年
、
小
林
一

茶
一
七
〇
回
忌
に
句
碑
建
立

お堂と三代目の松
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だ
。
物
語
は
関
ヶ
原
の
戦
い
で
西
軍
と
し
て

戦
っ
た
武
蔵
が
、
徳
川
方
の
残
党
狩
り
で
命
か

ら
が
ら
逃
げ
延
び
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
暴
れ

廻
る
狂
気
の
武
蔵
を
捕
ま
え
一
本
杉
に
吊
る
す

沢
庵
禅
師
に
心
服
し
た
武
蔵
は
、
姫
路
城
の
一

隅
で
己
を
見
つ
め
、
や
が
て
剣
の
道
に
進
む
。

京
都
の
兵
法
家
・
吉
岡
一
門
と
の
闘
い
か
ら
、

佐
々
木
小
次
郎
と
の
巌
流
島
の
決
闘
ま
で
を
描

く
。
青
年
武
蔵
の
剣
術
修
行
を
大
勢
の
虚
々

実
々
の
登
場
人
物
を
交
え
て
展
開
す
る
。
青
年

武
蔵
と
お
通
の
純
愛
は
、
読
む
人
の
心
を
も
ど

か
し
く
す
る
。
武
蔵
の
剣
を
究
め
る
過
程
で
、

作
者
吉
川
英
治
の
宗
教
観
が
霧
の
晴
れ
る
よ
う

に
見
え
て
く
る
。
武
蔵
は
多
数
の
人
間
を
殺
し

た
こ
と
を
悔
い
る
。
剣
術
の
達
人
を
目
指
す
武

蔵
を
、
剣
の
奧
義
を
究
め
る
求
道
者
と
し
て
捉

え
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
の
有
名
な
「
善
人
な

を
も
て
往
生
す
、
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」、
の

言
葉
は
、
親
鸞
思
想
の
最
大
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

と
い
え
る
。「
悪
人
こ
そ
救
わ
れ
る
」
絶
対
他

力
の
信
仰
を
、
作
者
は
武
蔵
の
生
き
様
を
通
し

て
書
き
上
げ
る
。
吉
川
作
品
『
親
鸞
』
は
、
ま

さ
に
親
鸞
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
を
披
歴
し
て
い

る
。
さ
れ
ど
、
親
鸞
を
慕
う
吉
川
英
治
は
、
敢

え
て
教
団
に
対
し
、
辛
口
の
警
句
を
残
し
た
。

「
法
然
出
で
よ
、
蓮
如
、
今
日
に
生
ま
れ
よ
。

な
ん
て
、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
を
、
今
日
の

教
団
に
向
か
っ
て
、私
は
ね
が
わ
な
い
。
到
底
、

失
望
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。
文
豪
の
親
鸞

へ
の
格
別
な
想
い
が
、
ま
る
で
驟
し
ゅ
う

雨う

の
よ
う
に

教
団
へ
の
痛
烈
な
言
葉
と
な
っ
て
降
り
注
ぐ
。

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
ひ
と
り
無
人
島
で
暮
ら
す
術

が
唯
一
の
防
衛
と
、
極
論
が
飛
び
出
す
。
週
刊

誌
の
鬼
と
い
う
綽
名
で
知
ら
れ
た
扇
谷
正
造
は

吉
川
英
治
か
ら
「
顔
施
（
げ
ん
せ
）」
を
教
わ
っ

た
と
著
書
で
い
う
。
何
事
も
心
が
け
次
第
で
、

自
分
も
周
り
も
幸
せ
に
な
れ
る
、
と
の
教
え
は

『
歎
異
抄
』
の
絶
対
幸
福
に
繋
が
る
。
行
雲
流

水
の
境
地
を
以
っ
て
、
天
衣
無
縫
に
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

⑤

　
「
絶
海
の
孤
島
に
持
っ
て
い
く
一
冊
の
本
」

の
問
い
に
対
し
、
大
概
の
日
本
人
は
『
歎
異

抄
』
と
答
え
る
そ
う
だ
。
親
鸞
聖
人
の
弟
子

唯
円
が
、
師
の
言
葉
を
書
物
に
残
し
た
仏
教

書
で
あ
る
。

　

一
方
、
国
民
的
作
家
吉
川
英
治
は
「
孤
島

に
持
っ
て
行
く
本
は
な
い
」、
と
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
答
え
た
。
文
豪
吉
川
英
治
は
独
り

離
島
で
ど
う
過
ご
す
か
と
の
更
な
る
質
問
に

「
小
説
で
書
い
た
主
人
公
と
語
り
合
っ
て
暮

ら
す
」、
と
話
し
た
。
余
人
を
以
っ
て
は
代

え
が
た
い
類
稀
な
る
才
能
を
持
つ
作
家
の
見

事
な
言
葉
だ
。
多
く
の
吉
川
作
品
は
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
る
。
代
表
的
な
作
品
に
『
新
平

家
物
語
』『
鳴
門
秘
帳
』『
三
国
志
』
等
が
浮

か
ぶ
。
取
分
け
、
読
者
の
圧
倒
的
な
支
持
を

得
た
『
宮
本
武
蔵
』
が
あ
る
。
剣
豪
武
蔵
が

剣
一
筋
で
人
生
の
道
を
究
め
る
時
代
小
説

8
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愚
僧
の
つ
ぶ
や
き

〈
真
宗
の
葬
儀
編
⑬
〉　

　

ご
本
尊
の
有
無
が
決
ま
る
と
、
次
に
野の

卓じ
ょ
くと

呼
ば
れ
る
筆
返
し
の
な
い
白
木
の
台
を
設
置
し

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
野
卓
に
赤
地
以
外
の
水

引
や
打
敷
を
荘
厳
し
、
白
木
の
建け
ん

水す
い

板ば
ん

で
押
さ

え
ま
す
。

　

次
に
野
卓
の
上
に
三
具
足
を
荘
厳
し
ま
す

が
、
特
に
注
目
し
て
頂
き
た
い
の
が
、「
紙し

花か

」

で
す
。
花
瓶
に
は
生
花
を
用
い
ず
、
金
銀
の
厚

紙
を
段
切
り
と
し
、
竹
に
巻
い
た
紙
花
を
一
瓶

に
四
本
挿
し
ま
す
。
挿
し
方
は
前
後
に
金
、
左

右
に
銀
で
す
。

　

こ
の
紙
花
と
は
、
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り

に
な
っ
た
時
、
東
西
南
北
に
二
本
ず
つ
計
八
本

の
沙
羅
樹
が
あ
り
、
各
一
本
が
枯
れ
、
一
本
が

栄
え
た
と
い
う
故
事
を
由
来
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
、
四し

枯こ

四し

栄え
い

と
呼
び
、
紙
花
で
表
し
て

い
る
訳
で
す
。
そ
こ
に
は
、
死
は
悲
し
み
で
あ

る
と
同
時
に
、
仏
と
成
っ
た
と
い
う
喜
び
で
も

あ
る
事
が
意
味
さ
れ
て
い
ま
す
。三
重
県
に
は
、

現
在
で
も
お
葬
式
の
時
に
赤
飯
を
炊
い
て
振
る

舞
う
習
慣
が
あ
る
そ
う
で
す
。
た
だ
、
そ
こ
に

ト
ウ
ガ
ラ
シ
汁
が
添
え
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
。

涙
が
出
る
程
、
悲
し
く
て
つ
ら
い
と
。
私
は
そ

こ
に
、
浄
土
真
宗
を
感
ず
る
ん
で
す
。
阿
弥
陀

様
の
お
用は
た
らき
に
よ
り
、
人
生
を
全
う
し
た
ら
仏

様
と
成
ら
せ
て
頂
く
と
お
聞
か
せ
頂
き
、
幼
い

我
が
子
が
亡
く
な
っ
て
も
、
喜
ん
で
ゆ
け
る
様

な
人
に
は
、
浄
土
真
宗
の
お
救
い
は
必
要
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
い
つ
ま
で
も

泣
い
て
ば
か
り
で
は
、
み
教
え
に
出
遇
っ
た
こ

と
に
な
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の

ど
う
し
よ
う
も
な
い
悲
し
み
を
抱
え
る
我
々
に

阿
弥
陀
様
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
、『
つ

ら
か
ろ
う
な
ぁ
、
悲
し
か
ろ
う
な
ぁ
、
我
が
お

る
ぞ
、
必
ず
救
う
ぞ
』
と
呼
び
か
け
続
け
、
抱

き
続
け
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
阿
弥
陀
様

の
お
呼
び
声
を
伝
え
続
け
て
下
さ
っ
て
い
る
亡

き
人
を
、
先
人
の
方
々
は
仏
様
と
拝
ん
で
き
た

事
で
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
金
銀
の
紙
花
と
は
、
悲
し
み
を
ご
縁

と
し
て
、
ど
う
か
阿
弥
陀
様
と
出
遇
い
、
亡
き

人
（
諸
仏
）
と
出
遇
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
先
人

の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
お
荘
厳
で
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、仏
教
各
派
で
は
銀
の
紙
花
ば
か
り
で
、

金
銀
の
紙
花
を
荘
厳
し
て
い
る
所
は
、
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
葬
儀

に
金
の
紙
花
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
近
年
、大
谷
派
に
於
い
て
も
、

銀
ば
か
り
の
紙
花
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
様
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
で
も
、
先
人
の
方
々
が
大
切
に
伝
承
し
て

下
さ
っ
た
四
枯
四
栄
の
お
心
を
忘
れ
な
い
為
に

も
、
金
銀
の
紙
花
を
伝
え
残
し
て
ゆ
き
た
い
と

思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

合
掌　

称
六
字　
　

ペ
ン
ネ
ー
ム　

維
摩
教
信　
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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
８
組　

明
岸
寺　

法ほ
う
り
ゅ
う隆　
光み
つ
昭あ
き

第
５
組　

聽
信
寺　

居こ

多た　
啓さ
と
し　

　

自
坊
の
報
恩
講
を
今
年
も
昨
年
に
続
き

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
防
止
の
た
め

内
勤
め
で
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

今
後
、
参
詣
の
皆
様
と
御
勤
め
を
し
た

り
、
共
に
御
斎
を
頂
く
様
な
以
前
の
姿
に

戻
れ
る
の
か
、
も
し
く
は
新
し
い
報
恩
講

の
有
様
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
と
、
日
々
思
案
し
て
お
り
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

　

10
月
２
日
、
秋
の
晴
れ
間
、
報
尽
碑
清

掃
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の

方
に
ご
参
加
頂
き
碑
と
周
辺
、
そ
し
て
長

い
参
道
も
見
違
え
る
よ
う
に
き
れ
い
に
し

て
頂
き
ま
し
た
。

　

10
月
21
日
、
12
組
の
お
待
受
け
研
修
会

が
行
わ
れ
、
お
二
人
の
方
に
ご
法
話
を
頂

き
、
そ
れ
ぞ
れ
感
慨
深
く
聞
か
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
深
ま
る
季
節
の
よ
う
に
、
私
た

ち
の
胸
に
も
信
心
が
深
ま
る
こ
と
を
願
っ

て
や
ま
な
い
研
修
会
で
し
た
。

　

第
２
組
で
は
、
去
る
10
月
17
日
に
第
１

組
円
照
寺
ご
住
職
藤
島
直
氏
を
講
師
に
お

招
き
し
て
靖
国
問
題
研
修
を
開
催
し
ま
し

た
。
当
日
は
、
靖
国
問
題
を
起
点
に
様
々

な
社
会
問
題
に
触
れ
な
が
ら
親
鸞
聖
人
の

教
え
を
通
し
た
真
宗
門
徒
と
し
て
の
自
身

の
問
題
を
振
り
返
る
お
話
で
、
質
疑
応
答

は
活
発
な
座
談
に
展
開
す
る
な
ど
大
変
有

意
義
な
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

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

　

今
年
も
高
田
別
院
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ

ま
し
た
。
前
日
に
打
敷
掛
け
や
、
か
ざ
り

灯
芯
作
り
、
須
弥
盛
華
束
作
り
な
ど
の
荘

厳
を
し
、
当
日
ま
で
に
、
仏
具
の
お
磨
き

や
立
華
、
境
内
館
内
準
備
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
多
く
の
方
々
の
思
い
、
協
力
に

よ
り
報
恩
講
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を

荘
厳
を
し
な
が
ら
感
じ
ま
し
た
。

　

去
る
10
月
14
日
（
木
）
新
井
別
院
に
て
『
南
無

阿
弥
陀
仏　

人
と
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず

ね
て
い
こ
う
』
を
テ
ー
マ
に
「
第
13
回
同
朋
大
会
」

な
ら
び
に
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年

お
待
ち
受
け
研
修
」
が
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
慶
讃
事
業
と
し
て
僧
侶
と
門
徒
の「
共
同
教
化
」

を
目
的
と
し
て
、
特
別
研
修
生
（
僧
侶
）
３
人
か

ら
の
発
表
、
そ
し
て
第
13
回
推
進
員
養
成
講
座
の

講
師
で
も
お
ら
れ
た
水
嶋
聡
氏
の
法
話
な
ど
ス
タ
ッ

フ
を
含
め
50
名
か
ら
の
中
、粛
々
と
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

10
月
４
日
に
第
６
組
、
春
日
ブ
ロ
ッ
ク

で
宗
祖
親
鸞
聖
人
講
座
が
開
講
さ
れ
ま
し

た
。「
夢
告
」を
通
し
て
、す
べ
て
の
人
が
、

と
も
に
助
け
あ
っ
て
生
き
る
道
と
は
何
か

を
講
義
の
テ
ー
マ
と
し
て
考
え
て
い
き
ま

し
た
。
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
問
題
も

重
ね
な
が
ら
座
談
を
行
う
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。

　

４
組
は
10
月
29
日
に
お
待
ち
受
け
を
行

い
ま
す
。（
原
稿
執
筆
時
は
23
日
）
人
数

の
制
限
を
つ
け
て
の
お
待
ち
受
け
と
な
り

ま
す
。
制
限
な
く
「
ど
な
た
で
も
」
の
状

況
が
待
ち
遠
し
い
と
御
門
徒
さ
ん
か
ら
の

声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

又
、
４
組
社
会
問
題
委
員
か
ら
は
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
第
二
弾
が
作
成
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
社
会
問
題
の
組
内
教
化
が
円
滑
に
進

む
よ
う
に
努
め
た
い
と
担
当
者
が
話
し
て

い
ま
し
た
。

　

圓
性
寺
御
住
職
・
林
康
一
朗
氏
の
御
命

日
法
話
を
聴
聞
ス
。

　

氏
の
身
上
話
に
、《
業
が
深
い
》《
ご
催

促
》
と
い
う
門
徒
言
葉
を
思
う
。
業
報
は

容
赦
な
い
が
、
そ
れ
が
弥
陀
の
ご
回
向
、

施
し
で
あ
っ
た
と
。

　

私
共
の
姿
が
、
成
る
様
に
成
っ
た
姿
に

観
ぜ
ら
れ
た
。
老
病
貧
辱
、
理
不
尽
も
ご

回
向
と
は
。
赤
ん
坊
の
安
眠
に
、
ほ
っ
こ

り
。
尊
い
事
で
し
た
。

　

先
だ
っ
て
自
坊
の
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ

ま
し
た
。

　

不
要
不
急
が
叫
ば
れ
る
中
、
そ
れ
で
も

お
寺
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
る
御
門
徒
の

皆
さ
ん
。
自
分
は
そ
の
思
い
に
何
か
応
え

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
皆
さ
ん
の
明

る
い
お
顔
を
見
て
い
る
と
、
報
恩
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

第
１
組　

光
照
寺　

梅う
め
澤ざ
わ　
謙け
ん
吾ご

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況
が

改
善
、
世
の
中
も
だ
い
ぶ
活
気
が
出
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
自
体
は
い
い
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、「
不
要
不
急
」
は
ど
う
な
っ

た
ん
で
し
ょ
う
か
。
私
達
の
生
活
を
大
き

く
変
え
て
し
ま
っ
た
あ
の
言
葉
を
、
も
う

誰
も
言
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と

腹
が
立
ち
ま
す
。

　

と
あ
る
経
に
は
、
も
と
よ
り
凡
夫
に
は
観
及
ぶ
こ

と
無
し
、
と
。
か
の
仏
国
土
の
諸
相
へ
の
肉
迫
に
つ

い
て
、
予
て
示
さ
れ
ま
す
。
我
々
に
浄
土
論
は
可
能

か
？
こ
う
い
う
問
い
で
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

　

可
能
で
す
。
底
下
凡
愚
悪
人
に
、
願
心
受
領
と
い

う
往
生
成
就
が
あ
る
以
上
、
幸
あ
る
世
界
、
好
き
世

界
の
様
相
へ
の
往
還
が
、
約
束
さ
れ
て
い
く
。
願
心

と
そ
の
開
く
世
界
に
頷
け
た
信
心
獲
得
に
、
浄
土
が

開
か
れ
て
あ
る
。
教
団
も
行
者
も
、
願
心
と
か
の
仏

国
土
が
中
心
と
な
っ
た
、
往
還
の
主
体
で
す
。
同
時

に
、
間
に
合
わ
ん
底
下
凡
愚
悪
人
の
ま
ま
。
生
ま
れ

て
後
こ
そ
更
に
窮
む
べ
し
、
と
。
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こ
も
れ
び

　
「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
１
年
半

以
上
が
過
ぎ
た
。
私
た
ち
は
も
は
や
そ
の
言
葉
に
慣

れ
、
日
常
と
な
っ
た
。「
新
し
い
生
活
様
式
」
と
い

う
言
葉
も
生
ま
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
び
と
の
生

活
に
対
す
る
意
識
が
変
わ
っ
た
。

　

こ
の
新
し
い
生
活
様
式
と
い
う
指
針
の
も
と
、
各

家
庭
で
執
り
行
う
仏
事
は
随
分
と
様
変
わ
り
し
た
。

ご
法
事
は
ご
く
身
内
だ
け
で
執
り
行
い
、
お
斎
は
省

略
、
あ
る
い
は
お
弁
当
形
式
が
主
流
と
な
っ
た
。
ま

た
、
お
通
夜
や
ご
葬
儀
も
、
一
般
参
列
者
は
儀
式
の

前
に
弔
問
す
る
よ
う
な
形
と
な
り
、
儀
式
に
参
列
で

き
る
人
が
制
限
さ
れ
る
。「
仏
事
の
回
復
」
が
願
わ

れ
て
い
る
昨
今
、
回
復
ど
こ
ろ
か
衰
退
の
要
因
に
な

り
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
古

い
も
の
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
コ
ロ

ナ
禍
を
理
由
に
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
も
の
で
も
、

改
め
て
そ
の
意
味
を
考
え
、
必
要
な
も
の
は
必
要
な

も
の
と
し
て
残
し
て
お
く
べ
き
も
の
は
き
っ
ち
り
と

残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
た
あ
と
で
も
、
こ
の
新
た
な

仏
事
の
形
式
が
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
の
懸
念
が
あ

る
。
も
の
ご
と
は
一
度
形
を
変
え
る
と
、
な
か
な
か

元
に
は
戻
ら
な
い
傾
向
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う

な
意
味
で
も
、
今
後
「
仏
事
の
回
復
」
が
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
上
宮
）

【お詫びと訂正】
　前号（152号）掲載の「珠数つなぎ法話」文中に誤植がござ
いました。寄稿者並びに読者の皆さまにお詫び申し上げます。
誤植部分は以下のとおりです。

箇所 誤 正

下段７行目「皇上を奉戴し政令を～」「　皇上を奉戴し政令を～」

下段11行目「双論双翼論」 「双輪双翼論」

ネ
ッ
ト
こ
え　

ス
マ
ッ
シ
ュ
一
発　

　
　
　
　

コ
ロ
ナ
菌　

め
ざ
め
た
ら　

コ
ロ
ナ
お
さ
ま
る　

　
　
　
　

暖
冬
を【東

山　

征
子
】

脱
炭
素　

知
ら
な
か
っ
た
ぞ

　
　
　
　

化
石
と
は

【
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
化
石
】

不
名
誉
な　

化
石
賞
に

　
　
　
　

凍
り
つ
く

【
パ
リ
協
定
後
進
国
民
】

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
。
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真宗大谷派　高田教区真宗大谷派　高田教区

宗祖親鸞聖人
御誕生八百五十年・立教開宗八百年

慶讃法要

宗祖親鸞聖人
御誕生八百五十年・立教開宗八百年

慶讃法要

とき

2022年4月16日(土)

ところ

高田別院

とき

年4月16日

ところ

高田別院

とき

2022年4月16日(土)

ところ

高田別院

お待ち受け大会
インターネット

ライブ配信予定！
ネ トッイ タンターン

ブ配信予定イララ ！！
インターネット

ライブ配信予定！

高田教区宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業推進委員会

帰 敬 式帰 敬 式
1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0 1 5 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0

※3

※2

受式者受付中！
（定数までわずか）
受式者受付中付中！

か）（定数までわずか）
受式者受付中！
（定数までわずか）

講師：楠　信生氏
（ 教 学 研 究 所 長 ）

儀式執行：大谷暢裕門首
（真宗大谷派第２６代門首）

※1

※1 帰敬式受式の申込みにつきましては、お手次ぎのお寺までご連絡下さい。
※2 インターネットライブ配信の詳細につきましては、高田教区ホームページ、Facebook等の情報をお待ちください。
※3 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場への参拝人数を制限させていただきます。




