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養寿寺だより

リ
も
か
わ
い
そ
う
だ
ね
」
な
ど
と
感
想
を

言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
数
日
後
の
夕
食
に
、

鶏
の
唐
揚
げ
が
だ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
見

た
私
の
子
ど
も
や
私
が
、「
こ
の
鶏
の
唐
揚

げ
、
お
い
し
そ
う
だ
ね
」
な
ど
と
言
っ
て
し

ま
い
、
ド
キ
ッ
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
殺

処
分
と
な
る
と
「
か
わ
い
そ
う
だ
ね
。」　

鶏

の
唐
揚
げ
に
な
る
と
「
お
い
し
そ
う
だ
ね
。」

同
じ
ニ
ワ
ト
リ
で
も
、
私
た
ち
の
都つ

合ご
う

で
と

ら
え
方
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
ニ
ワ
ト
リ

の
立
場
に
立
て
ば
、
ど
っ
ち
も
イ
ヤ
だ
と
な

る
は
ず
な
の
で
す
が
。「
か
わ
い
そ
う
」と「
お

い
し
そ
う
」
と
い
う
そ
の
場
そ
の
場
で
の
正

直
な
感
想
は
、
こ
う
し
て
二
つ
の
場
面
を
並

べ
て
み
て
初
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で

す
。逆
に
言
え
ば
、当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ

た
に
過
ぎ
ず
、
こ
ん
な
こ
と
に
疑
問
を
持
つ

こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。ど
う
や
ら
、

私
た
ち
の
考
え
方
は
、
私
た
ち
が
考
え
て
い

る
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
な
立
場
を
踏ふ

ま
え
て
い
る

と
は
言
え
な
い
よ
う
で
す
。「
あ
な
た
の
た

め
に
言
っ
て
あ
げ
る
け
ど
」
で
始
ま
る
助
言

は
、
相
手
の
た
め
だ
け
で
な
く
自
分
の
都
合

も
無
意
識
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。

　

自
分
の
こ
と
は
自
分
が
す
べ
て
わ
か
っ
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
番
身

近
で
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
の
「
自
分
」

が
、
実
は
あ
ま
り
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
こ
と
を
卑ひ

下げ

し

た
り
自じ

虐
ぎ
ゃ
く

的
に
言
う
人
が
、
実
際
に
は
他

人
か
ら
傷
つ
け
ら
れ
る
の
を
怖こ
わ

が
っ
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
す
ぐ
に
怒ど

鳴な

っ

た
り
は
げ
し
く
怒
っ
て
し
ま
う
豪ご
う

傑け
つ

タ
イ
プ

の
人
に
、
実
は
気
の
小
さ
い
人
が
多
い
と
も

言
わ
れ
ま
す
。「
こ
の
年
に
な
る
と
自
分
な

ん
か
は
ど
う
で
も
い
い
ん
で
す
。
若
い
方
ど

う
ぞ
前
に
」
と
言
っ
て
写
真
撮
影
に
臨の
ぞ

ん
だ

ご
婦
人
も
、
写
真
が
で
き
あ
が
る
と
ま
ず
自

分
を
捜さ
が

し
て
し
ま
う
の
だ
そ
う
で
す
。
生
き

る
こ
と
に
絶
望
す
る
と
は
、
夢
や
理
想
を
持

ち
、
自
分
の
生
き
様
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が

強
い
か
ら
こ
そ
ひ
ど
い
状
態
に
お
ち
い
っ
て

し
ま
う
背
景
が
あ
る
よ
う
で
す
。
き
っ
と
私

た
ち
は
、
思
っ
て
い
る
以
上
に
「
自
分
」
の

こ
と
が
大
好
き
な
ん
で
す
ね
。

　

自
分
の
心
の
中
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が

で
き
た
ら
。
自
分
の
考
え
や
思
い
の
立
ち
位

置
を
冷
静
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
。

も
っ
と
ま
わ
り
の
人
と
う
ま
く
関
わ
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間

関
係
は
、
私
た
ち
が
生
き
生
き
と
生
き
て
い

く
上
で
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。
家
族
も

含
め
身
近
な
人
た
ち
と
の
関
係
が
良
好
で
あ

る
こ
と
は
、
財
産
や
地
位
よ

り
も
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
実

感
で
き
る
要よ

う

素そ

な
の
だ
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、私
た
ち
の
お
寺
は
、

法
話
つ
ま
り
仏
教
や
真
宗
の

お
話
を
聞
い
て
い
た
だ
く
こ

と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

法
話
と
は
「
知
識
を
身
に
つ

け
る
」「
賢
く
な
る
」
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
と

は
違
い
ま
す
。
あ
え
て
そ
の

狙ね
ら

い
を
申
し
あ
げ
る
な
ら
、

　
「
何
な
の
？
そ
の
頭
。
ち
ょ
っ
と
鏡
で
見

て
み
た
ら
！
」
人
か
ら
言
わ
れ
て
鏡
に
映
し

て
み
る
と
、
確
か
に
髪
の
毛
が
へ
ん
て
こ
に

立
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
経
験
は
誰
し
も
あ
る

も
の
で
す
。鏡
は
ご
く
当
た
り
前
の
日
常
品
。

し
か
し
、
自
分
の
姿
を
自
分
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
鏡
と
は
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い

も
の
で
す
。
周
り
の
人
か
ら
の
き
び
し
い
指し

摘て
き

で
も
頷
う
な
ず

く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
と

こ
ろ
で
、「
何
な
の
？
そ
の
考
え
方
。
ち
ょ
っ

と
鏡
で
見
て
み
た
ら
！
」
と
人
か
ら
言
わ
れ

た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
自
分
の
考
え
方
を
否

定
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
カ
チ
ン
と
頭
に
く
る

は
ず
で
す
。
も
っ
と
も
そ
れ
以
前
に
、
そ
ん

な
魔
法
の
鏡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
お
た

が
い
が
は
げ
し
く
言
い
争
う
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
の
頭
の
中
に
あ
る
考

え
や
気
持
ち
は
、
冷
静
に
見
つ
め
る
こ
と
が

難
し
い
も
の
で
す
。
そ
の
上
、「
正
し
い
」「
間

違
っ
て
い
る
」
の
ど
ち
ら
か
に
分
け
た
い
気

持
ち
が
強
い
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
分
け

ら
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
分
け
る
べ
き

も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、重
要
な
の
は
、

は
っ
き
り
分
け
ら
れ
な
い
も
の
も
た
く
さ
ん

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
あ
な
た
は
間
違
っ

て
い
る
。」「
い
い
や
、
間
違
っ
て
い
る
の
は

そ
っ
ち
の
方
だ
。」
言
い
争
い
と
い
う
の
は
、

「
正
し
い
も
の
」の
ぶ
つ
か
り
合
い
だ
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
年
ほ
ど
前
、
愛
知
県
内
の
養よ

う

鶏け
い

場じ
ょ
う

で

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感か
ん

染せ
ん

し
た
ニ
ワ
ト
リ

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
感
染
の
広
が
り
を
防

ぐ
た
め
に
殺さ
つ

処し
ょ

分ぶ
ん

と
い
う
措そ

置ち

が
と
ら
れ
、

関
係
者
の
努
力
に
よ
り
感
染
拡
大
は
未
然
に

防
が
れ
、
終
結
宣
言
が
だ
さ
れ
ま
し
た
。
我

が
家
で
も
、
殺
処
分
の
ニ
ュ
ー
ス
が
テ
レ
ビ

で
流
さ
れ
た
と
き
、
家
族
全
員
が
「
ニ
ワ
ト

『 

自
分
の
心
を
映
す

　
　
　
　

鏡
が
あ
っ
た
ら  

』

「
私
た
ち
自
身
の
愚
か
な
面
に
気
づ
く
こ
と
」

と
言
っ
て
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
々
乱

暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
善
人
ば
か
り
が
い

る
家
庭
は
ケ
ン
カ
が
絶
え
ま
せ
ん
が
、
悪
人

ば
か
り
の
家
は
み
ん
な
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い

る
の
で
す
。
こ
こ
で
の
善
人
と
は
、
自
分
は

善
良
で
賢け
ん

明め
い

な
人
間
で
あ
る
と
信
じ
込
ん
で

い
る
人
で
、
悪
人
と
は
、
自
分
の
悪
い
面
や

愚
か
な
面
を
常
に
意
識
し
て
い
る
人
で
す
。

と
は
い
う
も
の
の
、
な
か
な
か
悪
人
に
は
な

れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
自
分
の
心
を
映
す

鏡
が
あ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
自
分
の
考

え
が
ヘ
ン
テ
コ
に
映
っ
て
い
る
時
に
は
す
ぐ

気
づ
く
は
ず
で
す
。
ま
た
、
私
た
ち
は
「
自

分
を
知
る
こ
と
」
は
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い
の
が
現
実
で
す
。
ま
さ
に
お
寺
の

法
話
と
は
、
聞
い
て
い
た
だ
く
方
に
「
ご
自

分
を
見
て
く
だ
さ
い
」
と
自
分
の
心
を
映
す

鏡
を
そ
っ
と
差
し
出
す
こ
と
が
そ
の
役
割
で

あ
り
、目
指
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

そ
ん
な
鏡
を
覗の

ぞ

い
て
み
た
ら
頭
に
ツ
ノ
が
生

え
て
い
る
の
が
映
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
て
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
養
寿
寺
住
職
）

花園在住　樹神昭二さん作

法話の様子
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物
質
的
豊
か
さ
を
追つ
い

求き
ゅ
う

す
る
こ
と
で
、
こ
こ
ろ
の
豊

か
さ
を
失
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
独
自
の
政
策
を
続

け
て
い
ま
す
。
そ
の
考
え
方
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の

が
、
仏
教
の
世
界
観
で
あ
り
、
仏
教
の
死し

生せ
い

観か
ん

で
あ
り

ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
国
教
と
す
る
こ
の
地
で
は
、

人
生
は
く
り
返
さ
れ
る
輪り
ん

廻ね

の
中
に
あ
り
、
す
べ
て
の

も
の
が
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
ブ
ー
タ
ン
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
存
在
を
尊そ
ん

重ち
ょ
う

し
、
自
ら
が
そ
の
生
命
を
と
め
る
こ
と
を
避さ

け
よ

う
と
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
か
れ
ら
は
ヒ
ル
が
肌
に
付

い
て
も
血
を
吸
い
終
わ
っ
て
か
ら
自
然
に
返
し
ま
す
。

ツ
ル
の
越え
っ

冬と
う

地ち

で
は
、
電
柱
を
立
て
る
と
ツ
ル
の
飛ひ

来ら
い

を
妨
害
す
る
と
い
う
住
民
の
意
思
で
、
電
化
が
中
止
さ

れ
、
電
気
を
望
む
人
に
は
太
陽
光
発
電
の
補
助
金
を
支

払
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
発
電
と
い
っ
て
も
、
夜
一

部
屋
を
照
ら
す
程
度
で
す
。
こ
の
地
で
は
、
ツ
ル
は
輪

廻
世
界
を
象
し
ょ
う

徴ち
ょ
う
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。「
電
気
を
と
る
か
、
ツ
ル
を
と
る
か
」
こ
ん
な
問

い
が
村
人
ら
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
私
た
ち
日
本
人
に
は

「
電
気
の
な
い
生
活
」
を
選
ぶ
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
者

の
不
幸
を
前ぜ
ん

提て
い

と
し
た
自
分
だ
け
の
幸
せ
は
あ
り
え
な

い
と
い
う
生
き
方
が
育
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ブ
ー
タ
ン
の
若
き
国
王
は
「
大
勢
の
ブ
ー
タ
ン
人
が

寺
院
な
ど
を
訪
れ
、
東
日
本
大
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
へ
の
供く

養よ
う

と
被ひ

災さ
い

し
た
方
々
に
な
ぐ
さ
め
を
与
え

よ
う
と
心
の
こ
も
っ
た
お
勤つ
と

め
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
光
景
を
目
に
し
、
私
は
深
く
心
を
動
か
さ
れ
ま
し

た
。」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
地

震
と
津
波
で
苦
し
む
人
び
と
と
つ

な
が
り
を
感
じ
、
そ
の
不
幸
を
と

も
に
悲
し
み
、
慰
な
ぐ
さ
め
よ
う
と
す
る

ブ
ー
タ
ン
の
人
々
か
ら
、「
自
分

の
た
め
だ
け
で
な
い
幸
せ
」
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

経
済
的
な
成
長
を
求
め
る
こ
と

は
、「
本
当
の
幸
せ
」
の
た
め
に

役
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
？　

ブ
ー

タ
ン
の
旅
の
な
か
で
、
生
き
方
を

問
い
直
さ
れ
る
日
々
で
し
た
。

ア
ジ
ア
の
仏
教
国
を
訪
ね
て（
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　横
尾

　明
親

 

（
略
歴
）

 

真
宗
大
谷
派
教
師
。

養
寿
寺
住
職
の
よ
き

友
人
で
あ
り
尊
敬
す

る
先
輩
。現
在
も
大

学
で
仏
教
を
学
ぶ
か

た
わ
ら
、仏
教
国
を

訪
れ
て
い
る
。

わ
が
町
の
ヒ
ー
ロ
ー（
１
）

　
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
い
る
人
の
中
で
、
特
定
の

分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
や
地
域
に
貢
献
さ
れ

て
い
る
方
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
、
紹
介
し

て
い
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

こ
う
け
ん

　

幸
せ
っ
て
な
に
？　

ブ
ー
タ
ン
王
国
を
訪
ね
て

　

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
ふ
も
と
に
あ
る
小
さ
な
国
、
そ
れ

が
ブ
ー
タ
ン
王
国
で
あ
り
、
十
月
に
そ
の
国
を
訪
れ
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
十
一
月
に
、
国
王
が
王お
う

妃ひ

と
と

も
に
日
本
各
地
を
訪
問
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
国
を
知
っ

た
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　

ブ
ー
タ
ン
は
人
口
は
七
〇
万
人
ほ
ど
で
、
豊
富
な
水

量
を
生
か
し
て
イ
ン
ド
へ
電
力
を
輸
出
す
る
の
が
最
大

の
産
業
で
あ
り
、
次
い
で
観
光
が
外が
い

貨か

を
獲
得
し
て
い

ま
す
。
経
済
的
に
は
貧
し
い
国
に
分
類
さ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ブ
ー
タ
ン
の
人
々
は
、「
私
た

ち
は
幸
せ
」
と
声
を
そ
ろ
え
て
言
い
ま
す
。

　

日
本
で
よ
く
話
題
に
な
る
Ｇ
Ｎ
Ｐ
（
国
民
総
生
産
）

に
対
し
て
、
ブ
ー
タ
ン
は
「
こ
こ
ろ
の
幸
せ
」
を
示
す

指
標
Ｇ
Ｎ
Ｈ
「
国
民
総
幸
福
量
」
を
提て
い

唱し
ょ
う
し
、経
済
的
・

　

菊
作
り
名
人　

寺
田
史
郎
さ
ん

　

養
寿
寺
の
報
恩
講
に
な
る
と
境
内
の
一
角
に
見
事
な

菊
の
花
が
た
く
さ
ん
展
示
さ
れ
ま
す
。
こ
の
菊
を
作
っ

て
い
る
人
が
、今
回
ご
紹
介
す
る
寺
田
史
郎
さ
ん
で
す
。

　

現
在
、
八
十
才
。
菊
作
り
を
始
め
て
四
十
年
以
上
に

も
な
る
そ
う
で
す
。
全
国
的
に
も
屈く
っ

指し

の
菊
作
り
名
人

で
、
平
成
二
十
年
に
は
、
一
番
権け
ん

威い

の
あ
る
全
国
大
会

で
防
衛
大
臣
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
の
大
会
で

は
常
に
上
位
に
入
賞
し
、
毎
年
、
全
国
大
会
に
何
鉢
も

の
す
ば
ら
し
い
菊
花
を
出
品
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

菊
の
花
と
い
っ
て
も
数
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
応
じ
た
温
度
管
理
や
水
の
与
え
方
、
そ
し
て
植

え
替
え
作
業
な
ど
、
栽さ
い

培ば
い

す
る
と
い
う
よ
り
は
作
り
上

げ
て
い
く
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
と
の
こ

と
で
す
。審し
ん

査さ

会
の
前
に
は
徹て
つ

夜や

で
菊
の
花
を
見
守
り
、

調
整
す
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

奥
様
と
い
っ
し
ょ
に
菊
を
育
て
な
が
ら
、
多
く
の
人

に
菊
の
見
事
さ
を
伝
え
た
い
と
、
も
う
来
年
度
に
向
け

て
菊
の
栽
培
の
準
備
を
は
じ
め
た
そ
う
で
す
。

ブータンの地方のお祭り
仏画のご開帳と法要の様子

法要での出番を待つ僧侶

本
年
度
報
恩
講
で
の
菊
花

寺
田
史
郎
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
亡
く
な
ら
れ
た
年
）

　
　

一
周
忌　

・
・
・
・　

平
成
二
十
三
年

　
　

三
回
忌　

・
・
・
・　

平
成
二
十
二
年

　
　

七
回
忌　

・
・
・
・　

平
成
十
八
年

　
　

十
三
回
忌　

・
・
・　

平
成
十
二
年

　
　

十
七
回
忌　

・
・
・　

平
成
八
年

　
　

二
十
三
回
忌　

・
・　

平
成
二
年

　
　

二
十
七
回
忌　

・
・　

昭
和
六
十
一
年

　
　

三
十
三
回
忌　

・
・　

昭
和
五
十
五
年

　
　

三
十
七
回
忌　

・
・　

昭
和
五
十
一
年

　
　

四
十
三
回
忌　

・
・　

昭
和
四
十
五
年

　
　

五
十
回
忌　

・
・
・　

昭
和
三
十
八
年

　
　
　
　
　

遠
慮
無
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

電
話
（
０
５
６
５
）
５
２
―
４
４
７
０

　
「
開
か
れ
た
お
寺
を
！
」
と
い
う
願
い
を
大
切
に
し

て
い
ま
す
。
そ
の
一い
っ

環か
ん

で
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
の
手
作
り

作
品
を
お
寺
に
お
貸
し
く
だ
さ
い
。
多
く
の
方
々
に
鑑

賞
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
著ち
ょ

名め
い

な
芸
術

家
の
高
価
な
作
品
よ
り
も
、
お
寺
に
関
わ
る
身
近
な
方

の
作
品
の
方
が
養
寿
寺
の
目
指
す
べ
き
方
向
に
あ
っ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
在
は
、
花
園
町
才
兼
在
住

の
寺
田
シ
ズ
様
制
作
の
和
紙
に
よ
る
す
ば
ら
し
い
絵
を

庫
裏
の
玄
関
に
展
示
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
四
年

　
年
忌

　
早
見
表

み
な
さ
ん
の
手
作
り
作
品
を

　
　
　
　

 

お
寺
で
飾
り
ま
せ
ん
か
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と
も
相
談
し
、
ご
了
解
を
得
て
、
こ
の
度
、
座
敷
の
建

て
替
え
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
順
調
に
い
け
ば

年
明
け
に
は
業
者
に
依
頼
し
、
着
工
と
な
り
、
来
年
の

報
恩
講
に
は
新
し
い
座
敷
が
完
成
す
る
予
定
で
す
。
な

に
と
ぞ
、
ご
了
承
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
座
敷
の
建
て
替
え
も
含
め
施
設
充
実

の
費
用
に
つ
い
て
は
主
に
養
寿
寺
に
御
志
納
い
た
だ
い

た
祠
堂
金
よ
り
支
払
っ
て
お
り
ま
す
。
本
年
度
は
、

　
　

養
寿
寺
前
坊
守　

牧
野
友
子

　
　

寺
田
良
彦
様　
　

寺
田
孝
幸
様

　
　

樹
神
重
雄
様　
　

稲
垣
義
則
様

　

右
記
の
方
々
よ
り
祠
堂
金
を
御
志
納
い
た
だ
き
ま
し

た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す

二
．
暁
天
講
座　
　

　

八
月
八
日
～
十
日
の
三
日
間
、
恒
例
の
暁
ぎ
ょ
う

天て
ん

講
座

を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
朝
五
時
四
十
五
分
か
ら
の
勤ご
ん

行ぎ
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
後
約
一
時
間
の
法
話
を
聞
く
と
い

う
も
の
で
す
。
三
日
間
と
も
百
人
近
い
方
々
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。
内
容
も
、
通
常
の
法
話
だ
け
で
な
く
、
親

鸞
聖
人
御
絵
伝
絵
解
き
や
介
護
・
福
祉
の
専
門
家
の
話

な
ど
、
少
し
ず
つ
新
し
い
試
み
を
し
て
お
り
ま
す
。

三
．
永え

い

代た
い

祠し

堂ど
う

法ほ
う

要よ
う

　

九
月
二
十
三
日
、
本
年
度
養
寿
寺
永
代
祠
堂
法
要
を

執
り
行
い
ま
し
た
。
こ
の
仏
事
は
、
仏
の
教
え
が
永
代

ま
で
伝
わ
る
こ
と
を
願
い
寺
院
護ご

持じ

に
ご
支
援
い
た
だ

い
た
方
へ
の
感
謝
の
法
要
で
あ
り
、
参さ
ん

詣け
い

さ
れ
る
方
々

に
と
っ
て
は
、
大
切
な
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
を
機
縁

と
し
祠
堂
金
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
亡
き
人

の
追
悼
法
要
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
本
年
度
も
は

九
月
初
旬
に
案
内
状
を
送
り
、
約
九
十
名
の
方
に
ご
参

詣
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
お
、
法
要
の
後
は
、
法
話
と

お
斎と
き

が
あ
り
ま
す
。
お
斎
に
つ
い
て
は
、『
精
進
料
理
』

を
お
出
し
し
て
お
り
ま
す
。

四
．
報ほ

う

恩お
ん

講こ
う

　

去
る
十
月
二
十
八
日
～
三
十
日
の
三
日
間
、
養
寿
寺

報
恩
講
を
厳ご
ん

修し
ゅ
う

し
ま
し
た
。
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
多

く
の
方
々
に
参
詣
い
た
だ
き
ま
し
た
。
勤
行
に
つ
い
て

は
、
本
年
度
も
好
評
に
つ
き
『
Ｄ
Ｖ
Ｄ
同
朋
唱
和
勤
行

集
』
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。
法
話

に
つ
い
て
は
、
一
日
目
養
寿
寺
住
職
、
二
日
目
豊
田
市

守
綱
寺
坊
守　

渡
邉
尚
子
先
生
、
三
日
目
京
都
市
在
住

で
作
家
の
和
田
真
雄
先
生
で
し
た
。
特
に
和
田
先
生
の

お
話
は
、
真
宗
の
教
え
を
講
談
と
落
語
の
要
素
を
取
り

入
れ
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
新
し
い
法
話
の
形
で
あ

る
と
思
い
ま
し
た
。

　
（
一
）
本
堂
襖ふ

す
ま
の
張
り
替
え
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　

九
万
三
百
円

　
（
二
）
事
務
室
の
空
調
設
備
設
置
代

　
　
　
　
　
　
　

→　

十
一
万
八
千
百
三
十
五
円

  　
（
そ
の
他
）
養
寿
寺
座
敷
建
て
替
え

　

前
住
職
在
任
中
に
、
養
寿
寺
座
敷
の
建
て
替
え
を
検

討
し
て
お
り
ま
し
た
。
修
し
ゅ
う

繕ぜ
ん

は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

す
き
ま
風
の
問
題
、
砂
や
ホ
コ
リ
の
落
下
な
ど
、
傷
み

が
ひ
ど
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
養
寿
寺
総
代
の
方
々

一
．
法
話
会

　

七
月
と
十
月
に
に
同ど
う

朋ぼ
う

会か
い

主
催
の
法
話
会
。
法
話
の

後
は
、同
朋
会
の
方
々
で
ご
用
意
い
た
だ
い
た
お
斎（
と

き
）
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
九
月
に
は
仏
教
世

話
方
会
主
催
の
法
話
会
が
養
寿
寺
庫く

裏り

で
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。た
く
さ
ん
の
方
々
に
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た
。

養
寿
寺
施
設
や
備
品
の

　
　
　
充
実
に
つ
い
て
の
ご
報
告

本
年
度
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
主
な
行
事 

ご
報
告

花
園
仏
教
世
話
方
会
の
み
な
さ
ん

親
鸞
聖
人
御
絵
伝
絵
解
き

法
話
の
様
子

夏
の
法
話
会

勤　

行

庫
裏
で
の
お
斎

本
堂
前

新
し
く
な
っ
た
襖

建
て
替
え
ら
れ
る
座
敷

本
年
度　

本
山
か
ら
の
依
頼
額

　

九
十
五
万
五
千
七
百
円

　
（
同
朋
会
員
志
四
万
二
千
五
百
円
含
む
）

　

み
な
さ
ま
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
早
期
に
完
納

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま

す
。

　

な
お
、
こ
の
本
山
経
常
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
山

収し
ゅ
う

骨こ
つ

・
院い
ん

号ご
う

申し
ん

請せ
い

に
対
す
る
御ご

懇こ
ん

志し

を
充
て
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
（
一
）
本
山
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

収
骨

　
　

寺
田　

朗
様　
　

寺
田
喜
代
江
様

　
（
二
）
院
号
申
請

　
　

寺
田　

朗
様　
　

寺
田
喜
代
江
様

　
　

寺
田
宗
市
様　
　

伊
予
田　

桂
様

　
　

都
築
貴
裕
様　
　

寺
田
啓
子
様 

　
　

加
藤
久
晴
様　
　

原
田
信
人
様

　
　

長
坂
雅
和
様　
　
　
　
（
順
不
同
）

　
（
三
）
同
朋
会
員
志
に
つ
い
て
は

　
　

花
園
仏
教
世
話
方
会
会
計
様
よ
り

本
年
度

　御
依
頼
割
当
の
ご
報
告

ご

　

  

い

　ら
い

か
っ 

と
う
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仏
事
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ 

《
１
》

　
浄
土
真
宗
の
仏
事
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
な
質

問
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
質
問
の
い
く

つ
か
に
つ
い
て
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
内
で
回

答
さ
せ
て
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

六
．
お
寺
で
ラ
ジ
オ
体
操

　
　
　
　
　
　
　
　

お
経
の
お
稽け
い

古こ

　

八
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
四
日
間
、
お
寺

近
所
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
早
朝
ラ
ジ
オ
体
操
と
お
勤

め
『
正
信
偈
』
の
練
習
を
実
施
し
ま
し
た
。
初
日
は
少

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
日
に
日
に
参
加
者
が
増
え
、
最

終
日
は
二
十
名
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。『
花
園
郵
便
局

様
』
な
ど
の
ご
協
力
も
賜
っ
て
お
り
ま
す
。
来
年
も
実

施
す
る
予
定
で
す
。

七
．
戦
没
者
追
悼
法
要

　

十
二
月
十
日
に
花
園
町
戦
没
者
遺
族
会
主
催
『
花
園

町
戦
没
者
追
悼
法
要
』
を
厳
修
い
た
し
ま
し
た
。
本
堂

南
側
に
先
の
大
戦
で
国
の
た
め
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
の

お
写
真
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
六
十
七
年
が
経

過
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
あ
の
悲
劇
は
繰
り
返
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
非
戦
の
誓
い
と
平
和
へ
の
願
い
を
込
め

た
特
別
な
法
要
と
位
置
づ
け
、
こ
の
追
悼
法
要
を
お
寺

と
し
て
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

12月31日（土） 除夜の鐘　　午後11時45分から　　
１月１日（日） 修正会　　　午前０時　　
１月４日（水） 書き初め会　午前中
３月24日と25日 蓮如忌（２日間のみ）
　　第１日（土） 午後のみ　勤行　法話　養寿寺住職
　　第２日（日） 午前　　　勤行　お斎（とき）あり　　午後　音楽法要
 　落語　笑福亭仁智　師匠　と　お弟子さん一人
４月６日（金） 花まつり （甘茶・抹茶をお出ししております）
５月８日（火） 花園仏教世話方会主催　春の法話会　　講師　伊奈祐諦先生
６月18日（月） 養寿寺同朋会主催　　　初夏の法話会　講師　堀田　護先生
 《 基礎からの仏教講座 》・・・　毎月最終日曜日  午後６：55～７：50
　　　参加無料　場所は庫裏にて   
　　　スクリーンを使用しながらの肩の凝らない仏教講座です。ご参加ください。

【 

平
成
24
年
６
月
ま
で
の
主
な
予
定
】

　

音
楽
法
要
に
つ
い
て
も
、
毎
回
新
し
い
曲
を
組
み
入

れ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
お
斎
は
、
ほ
ぼ
全
員
の

み
な
さ
ん
に
椅
子
に
腰
か
け
て
お
と
り
い
た
だ
け
る
の

で
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
参
詣
い
た
だ
き
、
御
志
納
い
た
だ
い
た
方

の
人
数
は
、
一
九
四
名
。
御
志
納
い
た
だ
い
た
額
は
、

五
十
一
万
七
千
円
で
し
た
。
ご
参
詣
な
ら
び
に
御
志
納

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

五
．
高た

か

岡お
か

組そ

門も
ん

徒と

会か
い

主
催

　
　
　
　

本
山
報
恩
講 

団
体
参
拝

　

十
一
月
二
十
八
日
（
月
）、
本
山
の
報
恩
講
参
拝
お

よ
び
研
修
旅
行
に
養
寿
寺
か
ら
十
五
名
の
方
に
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
十
八
日
は
報
恩
講
最
終
日
、
し

か
も
聖
人
七
百
五
十
回
忌
の
報
恩
講
で
す
の
で
、
本
山

は
た
い
へ
ん
な
人
出
で
し
た
。
参
加
者
の
方
の
ご
協
力

で
、
大た
い

過か

な
く
充
実
し
た
団
体
参
拝
と
な
り
ま
し
た
。

【
質
問
】『
お
供
え
』
は
ど
ち
ら
の
向
き
に
置
け
ば
よ
い

の
で
す
か
？

【
回
答
】 

仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
の
だ
か
ら
と
の
お
気

持
ち
で
、
仏
さ
ま
を
受
け
取
り
手
に
し
て
置
い
て
し
ま

う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
お
気
持
ち
は
わ
か
り
ま
す

が
、
置
き
方
は
逆
で
す
。
左
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
そ
も
そ
も
お
内な
い

仏ぶ
つ

（
仏
壇
）
の
荘
し
ょ
う

厳ご
ん

と
は
、
仏

具
や
お
花
で
お
内
仏
を
調
と
と
の
え
る
こ
と
で
す
。
こ
の
荘
厳

も
仏
事
の
準
備
で
は
な
く
大
切
な
宗
教
的
行
為
の
一
つ

で
す
。
そ
し
て
『
お
供
え
』
も
荘
厳
の
一
つ
で
す
。
例

え
ば
、仏
花
は
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

阿
弥
陀
さ
ま
で
は
な
く
私
た
ち
を
向
い
て
い
ま
す
ね
。

こ
れ
に
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
私
た
ち
が
何
か
を
与
え
る

の
で
な
く
、
問
題
の
多
い
、
悩
み
多
き
私
た
ち
こ
そ
が

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
見
守
ら
れ
、
願
わ
れ
て
い
る
の
だ
と

い
う
も
の
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
特
に
浄
土
真
宗
は
こ

の
こ
と
を
大
切
な
教
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
年
忌
法
要
な
ど
の
仏
事
に
志
と
し
て
出
す
の
し
袋

や
封
筒
に
は
『
御
霊
前
』
で
は
な
く
『
御
仏
前
』
と
書

い
て
お
供
え
し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
（
住
職
記
）

【
編
集
後
記
】

・『
養
寿
寺
だ
よ
り
』
へ
の
ご
感
想
や
ご
意
見
も
ぜ
ひ

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
み
な
さ
ん
の
要
望
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
さ
ら
な
る
充
実
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

・
東
日
本
大
震
災
の
救
援
金
を
養
寿
寺
で
募
っ
て
お
り

ま
す
。
十
一
月
末
現
在
で
、
十
四
万
七
千
七
百
八
十
五

円
に
達
し
ま
し
た
。
岡
崎
教
務
所
を
通
じ
、
み
な
さ
ん

の
温
か
い
気
持
ち
が
被
災
地
へ
と
届
け
ら
れ
て
い
ま

す
。



















































〈ご本尊・阿弥陀さま〉

○　　　×

和
田
先
生

お
経
の
お
稽
古

本
山
御
影
堂

音
楽
法
要

ラ
ジ
オ
体
操
の
様
子

バ
ス
か
ら
降
り
る
参
加
者
の
方
々




