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養寿寺だより

養 寿 寺 だ よ り

握に
ぎ

り
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
喝か
っ

采さ
い

を
あ
び
る
の

で
す
。
そ
し
て
メ
ダ
ル
を
勝
ち
取
っ
た
選
手

は
よ
く
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
あ
き

ら
め
ず
努
力
す
れ
ば
き
っ
と
夢
は
か
な
い
ま

す
」
と
。
こ
れ
を
聞
く
た
び
に
、
ひ
ね
く
れ

者
の
私
は
「
あ
な
た
は
ス
ゴ
イ
人
だ
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
言
い
す
ぎ
で
し
ょ
」

と
思
わ
ず
つ
ぶ
や
い
て
し
ま
い
ま
す
。
考
え

て
み
ま
す
と
、
私
た
ち
は
一
つ
ま
た
一
つ
と

夢
を
あ
き
ら
め
な
が
ら
年
齢
を
重
ね
き
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
夢
を
あ
き

ら
め
ず
追
い
か
け
る
の
は
す
ば
ら
し
い
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
夢
を
あ
き
ら
め
る
の
は
そ

ん
な
に
悪
い
こ
と
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う

か
。

　
『
諦

あ
き
ら
め
る
』
の
『
諦て
い

』
の
漢
字
に
は
「
明

ら
か
に
す
る
」
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。『
諦
』

は
真
理
で
も
あ
る
の
で
す
。
自
分
の
力
で
は

ど
う
努
力
し
て
も
達
成
で
き
な
い
と
判
断
す

る
の
は
冷
静
な
分ぶ
ん

析せ
き

で
も
あ
り
、ま
さ
に『
明

ら
か
に
見
る
の
諦
め
る
』
で
す
。
見
方
を
か

え
れ
ば
、「
夢
を
あ
き
ら
め
る
」
と
は
努
力

す
べ
き
方
向
を
よ
り
実
現
可
能
な
方
向
へ
と

変
え
て
い
く
合
理
的
な
決
断
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。

　

お
寺
に
か
か
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
人

の
中
に
は
、
悲
し
み
や
悩
み
で
気
持
ち
が
ふ

さ
ぎ
が
ち
の
方
が
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
方
々
に
対
し
て
は
む
し

ろ
『
諦
め
る
』
こ
と
の
大
切
さ

に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
。
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な

状
況
で
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。

ど
の
よ
う
な
人
と
出
会
う
の

か
。
ま
た
、
生
き
て
い
る
と
病

気
に
も
な
り
ま
す
。
病
気
の
中

に
は
治な
お

ら
な
い
病
気
も
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
生
き
て
い
け
ば

必
ず
老
い
て
い
き
ま
す
。
悲
し

い
こ
と
で
す
が
若
さ
や
美
し
さ

も
少
し
ず
つ
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

大
切
な
人
と
の
死
別
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
自
分
も
や
が
て
は
死
ん
で
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で

身
に
降
り
注そ

そ

い
で
く
る
様
々
な
問
題
は
、
私

た
ち
の
努
力
で
解
決
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

「
ガ
ン
バ
ル
」
こ
と
に
よ
っ
て
逃
げ
る
き
れ

る
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
で
き
な
い
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。そ
の
時
に
こ
そ
、

『
諦
め
る
』
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
私
は
思

い
ま
す
。
目
の
前
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
つ

ら
い
出
来
事
も
時
に
は
起
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
時
、
自
分
の
思
い
と
は
か
け
離
れ
た
そ

の
状
況
が
変
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
良
い

方
向
に
か
え
て
い
け
る
よ
う
「
ガ
ン
バ
ル
」

べ
き
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
い
く
ら
努
力
し

て
も
改か

い

善ぜ
ん

で
き
な
い
時
に
「
こ
ん
な
は
ず
で

は
な
か
っ
た
」
な
ど
と
嘆な
げ

い
て
い
て
も
絶
望

の
中
か
ら
い
つ
ま
で
も
ぬ
け
で
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
い
た
だ
く

も
の
の
あ
る
べ
き
心
の
有
り
様
を
『
天
命
に

安や
す

ん
じ
て
、人
事
を
尽つ

く
す
』と
お
っ
し
ゃ
っ

た
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
順
じ
ゅ
ん

境き
ょ
う
だ
け
で
な
く

老
・
病
・
死
な
ど
の
逆
ぎ
ゃ
っ

境き
ょ
う
も
天
命
と
し
て

あ
り
が
た
く
い
た
だ
く
と
い
う
の
で
す
。
た

だ
し
、
努
力
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
部
分
は

そ
の
他
に
も
意
外
に
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
天
命
に
安
ん
じ
た
後
に
は
人
事
を
尽

　
「
ガ
ン
バ
レ！
」

　

教
員
だ
っ
た
私
は
、
生
徒
に
向
か
っ
て
何

度
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
特

に
、
入
試
目
前
の
生
徒
に
は
「
死
に
も
の
狂

い
で
勉
強
し
な
さ
い
。
迷
い
も
悩
み
も
後
ま

わ
し
。
今
は
ガ
ン
バ
レ
！
」
と
檄げ
き

を
と
ば
し

た
も
の
で
し
た
。
効こ
う

果か

の
程ほ
ど

は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
生
徒
全
員
が
違い

和わ

感か
ん

な
く
「
ガ
ン
バ

レ
」
を
受
け
入
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て

い
ま
す
。「
ガ
ン
バ
レ
に
っ
ぽ
ん
！
」、「
ガ

ン
バ
レ
後
期
高
齢
者
！
」、「
ガ
ン
バ
レ
わ
た

し
！
」。
今
、
私
た
ち
の
社
会
の
あ
ち
こ
ち

で
「
ガ
ン
バ
レ
」
の
声
援
が
聞
こ
え
ま
す
。

受
験
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ら
理
解
で
き
る
の
で
す

が
、
こ
の
よ
う
な
「
ガ
ン
バ
レ
」
の
大
合
唱

で
大
切
な
こ
と
が
見
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
、「
ガ
ン
バ
レ
」
を
連れ
ん

呼こ

し

て
き
た
私
で
す
が
少
し
危き

惧ぐ

し
て
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
『
ガ
ン
バ
ル
』
と
は
自
分
の
思

い
を
頑
か
た
く
な
に
通
そ
う
と
す
る
意
味
の
「
我が

を

張は

る
」
か
ら
転
用
さ
れ
、
努
力
す
る
意
味
が

あ
る
時
期
か
ら
加
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。
で
す
か
ら
、
古
く
か
ら
あ
る
美
し

い
日
本
語
に
類る
い

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
も
あ
れ
今
は
一
般
的
に「
ガ
ン
バ
ル
」

と
は
努
力
す
る
こ
と
で
、
も
ち
ろ
ん
尊
い
こ

と
で
す
。
努
力
は
目
標
達
成
や
夢
の
実
現
に

と
っ
て
一
番
必
要
な
こ
と
で
す
。
少
な
く
と

も
努
力
を
続
け
る
こ
と
で
目
標
や
夢
に
近
づ

き
ま
す
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
ガ

ン
バ
ル
」
こ
と
で
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
る
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目
標
や
夢
が

大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
い
く
ら
努
力
し
て

も
か
な
わ
ぬ
こ
と
は
あ
る
も
の
で
す
。
例
え

ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
者
の
多
く
は
メ
ダ

ル
を
と
る
こ
と
が
目
標
だ
と
言
い
ま
す
。
で

も
、
メ
ダ
ル
を
獲か

く

得と
く

で
き
る
人
は
ほ
ん
の
一ひ
と

『
天
命
に
安
ん
じ
て

　
　
　
　

  

人
事
を
尽
く
す
』

く
す
の
で
す
。

　

不ふ

治じ

の
病
や
ま
い

だ
と
お
医
者
さ
ん
か
ら
言
わ
れ

て
も
、
宗
教
の
力
で
病
気
が
治
る
と
真
剣
に

信
じ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
こ
の
方
の
お
気

持
ち
は
わ
か
り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
教
え

を
い
た
だ
く
私
ど
も
の
お
寺
で
は
こ
れ
を
宗

教
と
は
み
な
し
ま
せ
ん
。
不
治
の
病
を
か
か

え
な
が
ら
も
、
残
さ
れ
た
時
間
を
生
き
生
き

と
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
心
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
が
本
当
の
宗
教
だ
と
私

ど
も
は
考
え
ま
す
。

　

私
た
ち
の
身
に
起
こ
る
様
々
な
難
問
。
こ

れ
が
受
験
生
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
よ
う
に
乗

り
越
え
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
な
ら
ば

「
人
事
を
尽
く
し
て
、天
命
を
待
つ
」の
で
す
。

し
か
し
、
悲
し
み
や
悩
み
の
闇や

み

の
中
に
い
る

な
ら
ば
、
勇
気
を
持
っ
て
天
命
に
安
ん
じ
て

い
く
こ
と
の
ほ
う
が
生
き
る
こ
と
の
充
実
に

つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
限
り
あ
る
い

の
ち
を
少
し
で
も
生
き
生
き
と
生
き
て
い
く

た
め
に
、明
ら
か
に
見
る
と
言
う
意
味
で『
諦

め
る
』
こ
と
を
取
り
入
れ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
（
養
寿
寺
住
職
）

〔花園在住　樹神昭二さん作〕

〔愛別離苦は耐え難き悲しみなり〕
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身
を
つ
つ
み
鉄て
っ

鉢ぱ
つ

だ
け
を
持
ち
（
三さ
ん

衣ね

一い
っ

鉢ぱ
つ

）、
経
典

学
習
と
瞑め
い

想そ
う

修
行
に
励
ん
で
い
ま
す
。
日
本
の
僧
と

違
っ
て
、
恋
愛
や
結
婚
も
し
ま
せ
ん
し
、
家
庭
も
持
ち

ま
せ
ん
。

　

そ
の
日
常
は
、
二
二
七
の
戒
律
に
よ
っ
て
お
り
、
食

事
は
午
前
中
の
み
で
午
後
は
飲
み
物
し
か
取
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
無
所
有
・
乞こ
つ

食じ
き

が
原
則
で
、
在
家
者
（
檀だ
ん

家か

）
の
布ふ

施せ

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
い
つ
も
滞
在
を
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
コ
ロ
ン

ボ
近
郊
に
あ
る
大
き
な
寺
院
で
、
比び

丘く

と
沙し
ゃ

弥み

（
見
習

僧
）
を
合
わ
せ
て
約
五
十
人
が
修
行
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
日
は
、
朝
四
時
半
に
起
き
五
時
か
ら
法
要
、

瞑
想
、
掃
除
を
す
ま
せ
、
七
時
か
ら
檀
家
さ
ん
が
持
参

す
る
布
施
（
食
物
）
の
朝
食
、
学
習
、
午
前
十
一
時
に

昼
食
の
布
施
が
あ
り
、
午
後
は
、
経
典
や
パ
ー
リ
語
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
学
習
・
瞑
想
が
続
き
ま
す
。

　

夕
方
の
法
要
の
後
に
、
檀
家
さ
ん
が
持
参
す
る
飲
み

物
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
十
時
頃
に
寝
る
ま
で
自
習
や

読ど
く

誦じ
ゅ

の
練
習
が
続
き
ま
す
。
そ
の
間
に
、
在
家
者
か
ら

の
依
頼
に
よ
る
法
要
（
プ
ー
ジ
ャ
）
や
儀
礼
（
ピ
リ
ッ

ト
）
が
、
僧
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
僧
を
自
宅
に
招
い
て
法
要
を
し
た
り
、
食
事

を
布
施
す
る
こ
と
が
頻ひ
ん

繁ぱ
ん

に
あ
り
、
毎
朝
寺
院
に
は
迎

え
に
来
る
車
が
あ
り
ま
す
。（
戒
律
で
、
僧
は
車
の
運

転
や
自
転
車
も
乗
れ
ま
せ
ん
。）

　

現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
托た
く

鉢は
つ

を
す
る
こ
と
は
少

な
く
な
り
、
森
林
僧
や
一
部
の
比
丘
の
修
行
と
し
て
の

み
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
僧
侶
に
な
る
修
行
は
十
歳
頃
か

ら
始
ま
り
、
親
元
を
離
れ
て
頭
を
丸
め
て
僧
院
に
入
り

ま
す
。
二
十
歳
を
過
ぎ
て
経
典
学
習
が
進
む
と
、
具ぐ

足そ
く

戒か
い

を
正
式
に
受
け
て
一
人
前
の
比
丘
に
な
り
ま
す
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
タ
イ
な
ど
と
違
い
一
時
出
家
は

な
く
、
僧
侶
に
な
る
と
生
涯
を
お
坊
さ

ん
と
し
て
過
ご
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

沙
弥
（
見
習
い
期
間
）
の
間
に
、
自
分

に
向
か
な
い
と
還げ
ん

俗ぞ
く

す
る
子
ど
も
も
い

ま
す
。

　

釈
尊
が
歩
ま
れ
た
道
を
、
後
を
次
い

で
進
ま
れ
よ
う
と
す
る
姿
に
は
、
感
動

す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ア
ジ
ア
の
仏
教
国
を
訪
ね
て（
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　横
尾

　明
親

〈
略
歴
〉

 

真
宗
大
谷
派
教
師

現
在
は
龍
谷
大
学
大

学
院
で
仏
教
を
研
究

す
る
か
た
わ
ら
仏
教

国
を
訪
れ
て
い
る
。

わ
が
町
の
ヒ
ー
ロ
ー（
２
）

お
寺
で
ラ
ジ
オ
体
操

　
実
施
要
項

　釈
尊
の
道
を
求
め
て

　ス
リ
ラ
ン
カ

　

仏
教
は
、
約
二
千
五
百
年
前
に
北
イ
ン
ド
で
生
ま
れ

ま
し
た
。シ
ャ
カ
族
の
王
子
で
あ
っ
た
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ

ダ
ー
ル
タ
（
釈
シ
ャ
ク

尊ソ
ン

）
が
出
家
し
て
覚さ
と

り
を
開
き
、
そ

の
教
え
を
人
々
に
伝
え
た
の
が
起
源
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
長
い
時
を
か
け
て
、
ア
ジ
ア
各
地
に
伝
わ

り
世
界
三
大
宗
教
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

北
イ
ン
ド
か
ら
西
北
の
パ
キ
ス
タ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
中
国
に
伝
わ
り
、
そ

こ
で
漢
訳
さ
れ
て
朝
鮮
や
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
が
、

北ほ
く

伝で
ん

仏
教
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

北
イ
ン
ド
か
ら
西
・
南
イ
ン
ド
を
経
て
、
海
を
渡
っ

て
セ
イ
ロ
ン
島
に
伝
わ
り
、
そ
の
後
東
南
ア
ジ
ア
各
地

に
伝
わ
っ
た
の
が
南な
ん

伝で
ん

仏
教
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
南
伝
仏
教
の
中
心
地
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
（
旧
名

セ
イ
ロ
ン
）
で
す
。
上
じ
ょ
う

座ざ

仏
教
（
小
乗
仏
教
と
も
言

わ
れ
ま
す
。）
は
、
釈
尊
が
修
行
さ
れ
て
い
た
当
時
の

ス
タ
イ
ル
や
戒
律
を
守
り
、
ま
た
、
釈
尊
が
話
さ
れ
て

い
た
当
時
の
言
葉
に
近
い
パ
ー
リ
語
で
経
典
が
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
僧
は
、
茶
色
の
袈け

裟さ

に

十
八
年
間
の
奉
仕
活
動

　
　寺
田
勝
芳
さ
ん

　

花
園
町
の
区
民
会
館

前
に
地
域
住
民
の
た
め

の
ゴ
ミ
回
収
場
所
が
あ

り
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
十
八
年
も
の
間
、

こ
の
場
所
で
ゴ
ミ
の
分

別
指
導
や
補
助
を
さ
れ

て
き
た
の
が
、
花
園
在
住
の
寺
田
勝
芳
さ
ん
で
す
。
会

社
を
定
年
退
職
さ
れ
た
後
、
有
志
数
名
で
地
域
の
た
め

に
何
か
貢こ
う

献け
ん

を
し
よ
う
と
始
め
ら
れ
た
の
が
き
っ
か
け

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
十
八
年
間
、
収
集
日
に
は
必
ず
夜

明
け
と
と
も
に
ゴ
ミ
集
積
場
所
に
出
向
き
、
ゴ
ミ
の
種

類
は
適
切
か
、
場
所
を
間
違
え
て
な
い
か
な
ど
を
見
守

り
な
が
ら
、
時
に
は
勝
芳
さ
ん
ご
自
身
が
不
適
切
も
の

を
ゴ
ミ
袋
か
ら
出
し
て
分
別
し
な
お
す
こ
と
も
さ
れ
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
地
域
の
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と

の
充
実
感
に
加
え
て
、
時
々
周
囲
の
方
か
ら
「
ご
苦
労

様
」
と
か
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
や
さ
し
く

声
を
か
け
て
も
ら
う
の
が
う
れ
し
か
っ
た
と
の
こ
と
だ

そ
う
で
す
。

　

昨
年
末
に
急
に
体
調
を
崩
さ
れ
三
ヶ
月
ほ
ど
入
院
さ

れ
ま
し
た
。
七
十
八
才
の
ご
高
齢
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

退
院
後
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
ご
卒
業
さ
れ
ま
し

た
。「
地
域
の
た
め
と
は
い
え
本
当
に
す
ば
ら
し
い
ご

貢
献
で
し
た
ね
」
と

申
し
あ
げ
る
と
、
少

し
照
れ
く
さ
そ
う
に

「
な
あ
に
、
た
い
し

た
こ
と
は
な
い
よ
」

と
さ
り
げ
な
く
お
答

え
に
な
る
勝
芳
さ
ん

は
紛ま

ぎ

れ
も
な
く
わ
が

町
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ

り
ま
し
た
。

〔高僧の法話の様子〕

〔個人宅での法要〕

〔僧への布施（食事）〕

〔寺田勝芳さん〕
〔資源ゴミ回収の様子〕

　

養
寿
寺
座
敷
の
建
築
工

事
は
、
本
年
四
月
よ
り
始

ま
り
ま
し
た
。
設
計
は
古

久
根
建
築
設
計
さ
ん
、
建

築
工
事
は
入
札
の
結
果
、

大
英
建
設
さ
ん
に
お
願
い

い
た
し
ま
し
た
。
工
事
は

順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
座
敷
を
解
体
し
て

い
く
中
で
明
治
二
十
五
年

に
座
敷
を
建
て
た
と
い
う

こ
と
が
書
か
れ
た
柱
が
出

て
き
ま
し
た
。
修
復
は
さ

れ
て
い
る
も
の
の
百
年
以

上
も
む
か
し
の
建
物
で

あ
っ
た
と
は
寺
の
住
職
で

あ
り
な
が
ら
ま
っ
た
く
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
耐
震

の
観
点
か
ら
建
物
の
土
台

を
整
備
し
ま
し
た
。
近
隣

に
お
住
ま
い
の
方
々
に
は
土
台
工
事
の
間
い
ろ
い
ろ
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
に
こ

の
場
を
か
り
て
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
な
お
、
完
成
は

本
年
十
月
中
旬
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

養
寿
寺
座
敷
建
築
工
事

　

　
　
　
　
　
進
ち
ょ
く
状
況
報
告
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踏
ま
え
笑
福
亭
仁
智
師
匠
に
演
目
『
親
鸞
聖
人
』
を
お

話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
通
常
の
説
教
よ
り
も
親

鸞
聖
人
の
御
生
涯
が
よ
く
わ
か
っ
た
と
多
く
の
方
か
ら

好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
来
年
度
も
落
語
を
取
り
入

れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

四
．
花
ま
つ
り

　

本
年
度
は
四
月
六
日
に
行
い
ま
し
た
。
花
園
町
「
ふ

れ
あ
い
ク
ラ
ブ
」
の
方
々
を
中
心
に
三
十
五
名
ほ
ど
の 

参
詣
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
仏
教
を
身
近
に
感
じ
て
い

た
だ
く
と
と
も
に
、
甘
茶
と
抹
茶
を
お
出
し
し
、
楽
し

い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

五
．
春
の
法
話
会

　

五
月
八
日（
火
）恒
例
の
春
の

法
話
会
を
行
い
ま
し
た
。
講
師

は
伊
奈
祐
諦
先
生
で
、
六
〇
名

の
方
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し

た
。ま
た
、仏
教
世
話
方（
女
性
）

に
は
仏
具
の『
お
み
が
き
』を
お

こ
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
．
除
夜
の
鐘
撞
き
な
ら
び
に
修し
ゅ

正し
ょ
う

会え

　

地
域
の
み
な
さ
ん
に
お
寺
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
に
除
夜
の
鐘か
ね

撞つ

き
を
大
晦
日
の
夜
に

行
い
ま
し
た
。
本
年
度
も
記
念
品
と
し
て
養
寿
寺
ク
ッ

キ
ー
を
お
渡
し
し
ま
し
た
が
、
多
く
の
方
が
訪
れ
、
一

時
間
ほ
ど
で
五
〇
〇
人
分
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
ま
た
、
一
月
一
日
午
前
０
時
よ
り
本
堂
で
修
正
会

の
お
勤
め
を
行
い
ま
し
た
。

二
．
書
き
初
め
会

　

一
月
四
日
、
小
学
生
を
対
象
に
書
き
初
め
会
を
養
寿

寺
庫く

裏り

で
行
い
ま
し
た
。
参
加
者
は
真
剣
に
書
き
初
め

に
取
り
組
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

三
、
蓮
如
忌

　
　三
月
二
十
四
・
二
十
五
日 

御
志
納
い
た
だ
い
た
方
は
一
八
七
名

御
志
納
額
は
四
十
九
万
七
千
円

　

一
年
前
の
蓮
如
忌
に
比
べ
参
詣
者
数
と
御
志
納
額
は

若
干
増
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
な
る
充
実
を
目
指
し
て
ま

い
り
ま
す
。

　

お
寺
で
行
う
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
事
の
特
徴
を
出
し
て
い

く
た
め
に
蓮
如
忌
は
こ
の
二
年
ほ
ど
、
プ
ロ
の
落
語
家

に
落
語
を
披ひ

露ろ
う

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
楽
し
み
な

が
ら
真
宗
の
教
え
や
仏
教
に
触
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

平
成
二
十
四
年
度

　
　
　
　
養
寿
寺

　
組
織
一
覧
表

昨
年
十
二
月
か
ら
今
年
五
月
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　

 

主
な
行
事 

ご
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
敬
称
略
】

  住
職
（
代
表
役
員
）　　
　
　

 　

牧
野　

直
人

坊
守
（
責
任
役
員
）　　
　
　

 　

牧
野
千
珠
子

前
坊
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
野　

友
子

総
代
（
責
任
役
員
）　　
　
　

 　

樹
神　

五
矢

総
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樹
神　
　

守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樹
神　

康
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
田　

光
秋

高
岡
組
門
徒
会　
　
　
　
　
　
　

寺
田　
　

勲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樹
神　
　

守

　
　仏

教
世
話
方　
（
◎
は
代
表
）

　

男
性　

 

◎ 

野
々
山
舜
詩　
　

坪
内　
　

薫

　
　
　
　
　
　

樹
神　

豊
彦　
　

樹
神　

清
治

　
　
　
　
　
　

樹
神　

光
夫　
　

中
島　
　

守

　
　
　
　
　
　

柴
田　

勝
彦　
　

池
田
全
輝
夫

　

女
性　

 

◎ 

樹
神　

初
美　
　

樹
神
真
寿
美

　
　
　
　
　
　

松
原　

純
子　
　

野
村
と
し
子

　
　
　
　
　
　

樹
神　

玲
子　
　

寺
田　

敦
子

　
　
　
　
　
　

樹
神
あ
さ
み　
　

寺
田　

純
子

同
朋
会
世
話
方　
（
◎
は
代
表
）

　
　
　
　

 

◎ 

寺
田　

佐
和　
　

稲
垣　

道
子

　
　
　
　
　
　

樹
神　

富
子　
　

小
山　

節
子

　
　
　
　
　
　

寺
田　

里
海　
　

寺
田
す
ま
子　

仏
花
係　
　
　

樹
神　

藤
男　
　

樹
神　

昭
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
不
同
）

　

仏
教
世
話
方
の
任
期
は
二
年
で
す
。
仏
事
や
仏
教
に

親
し
ん
で
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
地
域
社
会
と
の
つ
な

が
り
や
役
員
同
士
や
地
域
の
方
と
の
親
睦
を
深
め
な
が

ら
、
有
意
義
な
役
で
あ
る
よ
う
養
寿
寺
と
し
て
努
力
し

て
い
き
ま
す
。

一
周
忌
・
・
・
・
・
平
成
二
十
三
年
ご
逝
去

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　

〃

　　

年
忌
法
要
の
こ
と
は
も
と
よ
り
、
ご
自
宅
の
仏
壇
の

こ
と
、
お
布
施
の
こ
と
な
ど
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と
も

仏
教
に
触
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
通
じ
る
と
思
い
ま

す
。
遠
慮
無
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

電
話
（
〇
五
六
五
）
五
二

－

四
四
七
〇

平
成
二
十
四
年
度

　
年
忌

　
早
見
表

〔花園仏教世話方会の協力〕

〔除夜の鐘〕

〔法要の様子〕〔法要の様子〕〔お釈迦様誕生の像〕

〔書き初め会の様子〕

〔本年度 世話方会のみなさま〕

〔修正会〕

〔法要の様子〕〔落語“親鸞聖人”〕〔花まつりのお茶会〕〔伊奈祐諦先生のお話〕

〔書き初め会の作品〕
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養
寿
寺
山
門
横
に
、
伝
導
掲
示
板
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
黒
板
に
、「
今
月
の
こ
と
ば
」
を
書
か
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。前
住
職
の
時
代
か
ら
の
も
の
な
の
で
、

も
う
二
〇
年
以
上
も
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

生
き
方
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
と
い
う
願
い
で
、
ご
紹
介

し
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が

た
い
こ
と
に
、
時
々
立
ち

止
ま
っ
て
眺な
が

め
て
お
ら
れ

た
り
、
メ
モ
を
と
っ
て
い

る
方
も
み
え
ま
す
。な
お
、

『
養
寿
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
』

で
も
過
去
の
掲
載
分
も
含

め
て
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

六
．
コ
ン
サ
ー
ト
『
親
鸞
』
に
参
加

　

六
月
三
日
（
日
）
名
古
屋
の
し
ら
か
わ
ホ
ー
ル
で
行

わ
れ
た
コ
ン
サ
ー
ト
『
親
鸞
』
に
養
寿
寺
花
園
コ
ー
ラ

ス
グ
ル
ー
プ
か
ら
養
寿
寺
坊
守
と
四
名
の
方
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。
参
加
者
の
方
か
ら
「
本
格
的
な
コ
ン
サ
ー

ト
に
参
加
し
て
た
い
へ
ん

感
動
し
た
。」「
す
ば
ら
し

い
思
い
出
に
な
っ
た
」
と

の
こ
と
で
し
た
。 

　

樹
神
詔
子
さ
ん

　

樹
神
美
智
子
さ
ん

　

小
山
節
子
さ
ん

　

鈴
木
幸
子
さ
ん

　

養
寿
寺
坊
守

仏
事
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ 

《
２
》

８月７日～９日　暁天講座　（朝５時45分～７時00分、３日間の参加料　￥１,０００）

　　７月初旬までの申し込みは養寿寺まで電話でお願いします。
　　℡　５２－４４７０

８月７日（火）　法話　講師　西尾市　　本澄寺住職　梛野明仁　先生
 〃 ８日（水）　法話　講師　豊田市　　弁護士　　　土面尋志　先生
 〃 ９日（木）　法話　講師　同朋大学　准教授　　　安藤　弥　先生

８月22日～25日（４日間）　お寺でラジオ体操　と　お経（おつとめ）の練習　（朝６時30分～）　参加無料　
９月６日（木）　花園仏教会世話方会主催　秋の法話会　講師　岡崎市　本宗寺住職　堀田　護　先生
９月22日（土）　養寿寺　永代祠堂法要　該当の方にはお寺より詳細と出欠席確認のハガキをお出しします。
10月３日（水）　同朋会主催　秋の法話会　講師　西尾市　安楽寺住職　伊奈祐諦　先生
10月26日～28日  報恩講　
　　10月26日（金） 　午後のみ　　勤行　　法話　講師　養寿寺住職
　　10月27日（土） 　午前と午後　勤行　　法話　講師　三重県　正寶寺住職　藤本愛吉　先生
　　10月28日（日） 　午前　　　　勤行　　法話　お斎（とき＝昼食〈庫裏にて〉）あり　   
　　　　　　　　　　午後　　音楽法要　　法話　午前午後とも　講師　京都府　作家　和田真雄　先生
11月28日～29日　高岡組門徒会主催　東本願寺参拝と研修旅行（１泊２日　参加費２５,０００円）　
　　　　　　　　 詳細はお寺のホームページに掲載　問い合わせなどは電話（０５６５－５２－４４７０）まで

【基礎からの仏教講座】　場所：養寿寺庫裏　　日時：毎月最終日曜日 夕方６時55分より約１時間　　参加無料
　　７月29日（日）／８月26日（日）／ ９月30日（日）／ 11月25日（日） ／12月23日（日）

【 平成 24 年度　12 月までの主な予定　ご案内】

【
質
問
】
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
住
職
さ
ん
に
つ
け

て
い
た
だ
く
戒か
い

名み
ょ
う

と
は
な
ん
で
す
か
。

【
回
答
】
ま
わ
り
く
ど
く
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
質
問
に
は
二
つ
の
間
違
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ

は
、
私
ど
も
浄
土
真
宗
で
は
、
戒
名
と
言
わ
ず
法ほ
う

名
み
ょ
う

と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
法
名
は
必

ず
し
も
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
だ
け
に
お
つ
け
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
仏
弟
子
と
し
て
の
名
で
す
。
と
こ
ろ

で
戒
名
の
戒
は
、
戒か
い

律り
つ

の
戒
に
由
来
し
ま
す
。
厳き
び

し
い

戒
律
を
守
る
こ
と
は
私
た
ち
に
は
で
き
な
い
と
い
う
真

宗
の
教
え
に
基
づ
き
、
問
題
の
多
い
私
た
ち
で
も
仏
弟

子
と
し
て
仏
道
を
歩
む
こ
と
は
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う

こ
と
で
戒
名
で
は
な
く
法
名
を
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
原
則
、
法
名
に
つ
い
て
名
前
を
つ
け
た

だ
け
で
お
礼
を
い
た
だ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
院
号
に
つ
い
て
は
宗
門
に
対
し
ご
貢
献
さ
れ
た
方

に
（
現
在
で
は
八
万
円
以
上
の
御
志
納
）
本
山
か
ら
下

付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
ご
理
解
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

本
来
、
仏
弟
子
と
な
る
の
は
生
き
て
い
る
時
の
は
ず
で

す
。
仏
式
の
葬
儀
を
行
う
時
に
仏
弟
子
と
し
て
の
名
前

を
と
い
う
の
は
僧
侶
側
の
説
明
努
力
不
足
の
面
が
あ
り

ま
す
。
現
実
に
は
徹
底
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
生
前
、

帰き

敬
き
ょ
う

式し
き

を
受
け
、
法
名
を
い
た
だ
く
と
い
う
の
が
望

ま
れ
る
も
の
で
す
。

真
宗
大
谷
派
は

　

戒
名
で
は
な
く

　

法
名
で
す
。















































































































今
月
の
こ
と
ば

〜
伝
導
掲
示
板
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
〜

〔ラジオ体操〕 〔永代祠堂法要のお斎〕 〔報恩講〕 〔本山団体参拝と研修旅行〕 〔仏教講座〕

〔暁天講座〕


