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も

ち

つ

も

た

れ

つ

人
生
は

「も
ち
つ
も
た
れ
つ
」
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
私
は

「も
た
れ
つ
も
た
れ
つ
」
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

そ
れ
を

「も
ち
つ
も
ち
つ
」
と
思

っ
て
い
ま
せ

ん
か
。

人
間
関
係
の
中
で
相
手
に
い
ろ
い
ろ
期
待
し
ま

す
が
、

な
か
な
か
思
う
と
お
り
に
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
、

自
分
は
何
と
か
し
て
や
っ
て
い
る
と
思

っ
て

い
ま
す
。

だ
か
ら
不
満
が
で
ま
す
。

と
こ
ろ
が
相
手
に

言
わ
せ
る
と
、

「や
っ
て
欲
し
い
こ
と
は
何
も
し
て
く
れ

な
い
で
余
計
な
こ
と
ば
か
り
す
る
」
と
な
り
ま
す
。

相
手
の
自
分
に
対
す
る
期
待
は
何
か
、

何
が
で
き
る

か
と
、

お
互
い
に
自
分
自
身
に
問
い
か
け
る
人
間
関
係

こ
そ
ほ
ん
と
う
の

「も
ち
つ
も
た
れ
つ
」
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

仏
さ
ま
に
対
し
て
ま
で
勝
手
な
期
待
を
お
し
つ

け
て
、

私
に
何
を
お
示
し
く
だ
さ

っ
て
い
る
の
か
に
耳

を
傾
け
よ
う
と
も
し
な
い
こ
の
自
分
中
心
の
私
こ
そ
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
教
え
を
し
っ
か
り
聞
か
な
く
て
は
し
あ

わ
せ
に
な
れ
な
い
私
な
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で

す
。

鷹
谷
俊
昭
著

『月
ご
と
の
こ
と
ば
』
転
載

三
月
二
十
七
日

（日
）
九
時
半
受
付

第
十
九
世
住
職
継
職
法
要
　
”

十
時
よ
り
法
要
　
”

※

春
の
彼
岸
会
は
休
止
い
た
し
ま
す



住

仏
要ご

浄
心
寺
第
十
九
世
住
職
継
職
法
要
が

い
よ
い
よ
三
月
二
十
七
日
（日
）
に
迫

っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

当
日
の
日
程
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

九
時
よ
り
稚
児
行
列
が
新
旧
住
職
と

と
も
に
岡
山
龍
谷
高
校
を
出
発
し
、

十

時
前
に
は
浄
心
寺
に
到
着
予
定
で
す
。

ご
希
望
の
方
は
早
め
に
お
越
し
い
た
だ

き
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

十
二
月
五
日
、

午
後

一
時
半
よ
り
当

山
の
報
恩
講
法
要
が
勤
ま
り
ま
し
た
。

法
要
に
は
多
く
の
方
に
お
参
り
い
た

だ
き
ま
し
た
。

備
中
里
組
の
法
中
も
出

勤
さ
れ
、

正
信
侶
を
お
勤
め
し
ま
し

た
。

そ
の
後
、

副
住
職
が
親
留
聖
人
の

伝
記

『御
伝
抄
』
を
拝
読
。

ご
講
師
は
福
山
市
内
海
町
の
善
正
寺

住
職
、

那
須
英
信
先
生
で
し
た
。

あ
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、

「残

っ
た
者

に
迷
惑
が
か
か
る
か
ら
」
と
、

自
分
が

死
ん
だ
ら
葬
式
も
法
事
も
し
な
く
て
い

い
、

仏
壇
も
墓
も
処
分
し
、

遣
骨
は
海

に
散
骨
し
て
く
れ
、

と
遺
言
さ
れ
た
そ

そ
の
後
、

新
築
の
阿
弥
陀
堂
前
に
て

落
慶
法
要
を
営
み
ま
す
。

十
時
よ
り
継
職
法
要
で
す
。

ご
参
拝

の
み
な
さ
ん
に
は
本
堂
に
上
が

っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

十

一
時
ご
ろ
よ
り
式
典
が
あ
り
、

新

住
職

へ
の
許
認
状
の
伝
達
な
ど
を
行
い

ま
す
。

十

一
時
四
十
分
ご
ろ
よ
り
、

広
島
県

大
和
町
の
教
専
寺
住
職
、

福
間
義
朝
師

に
よ
る
記
念
法
話
を
拝
聴
し
ま
す
。

一
時
前
ご
ろ
よ
り
、

家
園
に
て
お
斎

の
席
に
お
通
り
い
た
だ
き
ま
す
。

簡
単

）

う
で
す
。

二
人
の
お
子
さ
ん
は
遺
言
通

り
に
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

二

年
後
に
三
人
で
お
寺
に
相
談
に
来
ら
れ

ま
し
た
。

ど
こ
に
向
か
っ
て
父
に
お
礼

を
し
た
ら
い
い
の
で
し
よ
う
か
、

と
。

仏
壇
も
墓
も
な
く
、

法
事
も
し
な
い
、

お
父
さ
ん
を
偲
ぶ
す
べ
が
何
も
な
く
な

り
、

途
方
に
暮
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
先
生
は
、

簡
単
な
仏
壇
で
い
い

か
ら
購
入
し
、

ヂ
」
本
尊
を
お
迎
え
し
て
、

兄
妹
で
手
を
合
わ
せ
な
さ
い
、

と
助
言

さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
半
年
後
、

や

っ
と
心
が
安
ら
い
で
き
ま
し
た
、

と
連

絡
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。

お
葬
式
は
必

要
で
す
ね
、

と
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

先
生
は
、

遺
言
に
自
身
の
宗
教
観
や

思
想
信
条
を
残
し
て
は
な
ら
な
い
、

と

お

っ
し
ゃ
い
ま
す
。

親
鷲
聖
人
は
自
身

の
遺
体
は

「賀
茂
川
の
魚
に
与
え
て
く

れ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

実
際
は
火

葬
さ
れ
、

手
厚
く
葬
ら
れ
ま
し
た
。

そ

れ
が
も
と
で
本
願
寺
が
で
き
、

わ
た
し

た
ち
が
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
享
受
で

き
る
の
で
す
、

と
。

最
近
は

「家
族
葬
」
が
は
や
っ
て
い

ま
す
が
、

改
人
と
お
別
れ
し
た
い
人
が

参
列
で
き
な
い
、

と
い
う
弊
害
が

指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

き
ち
ん

と
葬
儀
を
営
ん

で
、

み
な
さ
ん

に
改
人
と
お
別

れ
を
し
て
い
た

だ
き
た
い
も
の

で
す
。

な
お
膳
で
は
あ
り
ま
す
が
、

酒
類
も
お

出
し
し
ま
す
の
で
、

車
で
お
越
し
の
方

の
飲
酒
は
く
れ
ぐ
れ
も
ご
遠
慮
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
、

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

当
日
ご
参
拝
の
方
の
服
装
で
す
が
、

平
服
で
結
構
で
す
。

お
配
り
し
た
記
念

の
式
章
な
ど
を
ご
着
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、

駐
車
場
は
岡
山
龍
谷
高
校
に

設
け
て
お
り
ま
す
。

浄
心
寺
ま
で
徒
歩

五
分
か
ら
十
分
程
度
か
か
り
ま
す
。

ご

足
労
で
す
が
、

ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

）

おおま
す！ｔｔ
ｔ
，　
培
主
■
■森
鞭
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仏
婦
コ
ー
ナ
ー

ラ
ツ
カ
働

十

一
月
六
日
（金
）
、

秋
晴
れ
の
な
か

ゆ

っ
た
り
と
し
た
出
発
で
、　

一
路
広
島

県
芸
北
町

〃
浄
謙
寺

〃
を
目
指
し
ま
し

た
。

車
中
で
の
話
題
は

〃
イ
タ
リ
ア
ン

精
進
料
理

〃
っ
て
ど
う
い
っ
た
も
の
？

お
い
し
い
の
？
な
ど
な
ど
ま

っ
た
く
食

い
気
ば
か
り
で
す
。

「浄
謙
寺
」
は
現
住
職

・
浄
謙
彰
文

師
で
十
三
代
目
。

り

っ
ぱ
な
本
堂
に
て

お
つ
と
め
後
、

お
念
仏
に
つ
い
て
ご
聴

聞
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

トマトのショートパスタ(ベンネ)

しンコン・ドライトマト(自家製)ソテー

サツマイモのオしンジ煮

イ
タ
リ
ア
ン
精
進
料
理
を
始
め
ら
れ

た
き

っ
か
け
は
と
伺

っ
た
と
こ
ろ
、

娘

さ
ん
か
ら
母
の
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し

て
贈
ら
れ
た
本
願
寺
出
版
笹
島
保
弘
編

『イ
タ
リ
ア
ン
精
進
レ
シ
ピ
』
。

「こ
れ
な
ら
私
に
も
出
来
る
か
も
…
」

と
恭
子
坊
守
。

市
内
の
イ
タ
リ
ア
ン
レ

ス
ト
ラ
ン
で
勉
強
さ
れ
、

試
作
を
く
り

返
し
二
〇
〇
九
年
九
月
よ
り
提
供
を
始

め
ら
れ
た
と
の
こ
と
。

ど
れ
も
手
が
込
ん
で
い
て
素
材
の
う

ま
味
を
生
か
し
た
や
さ
し
い
味
付
け
、

見
た
目
の
美
し
さ
、

そ
の
土
地
で
育

っ

た
野
菜
、

裏
山
で
採
れ
た
果
物
な
ど
な

ど
。

ど
れ
も
こ
れ
も
お
い
し
く
大
満
足

な
お
料
理
で
し
た
。

食
後
は
手
作
り
の

落
雁
で
お
抹
茶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

芸
北
町
で
収
穫
さ
れ
た
野
菜
、

特
産
の

り
ん
ご
等
お
土
産
に
、

浄
謙
寺
を
あ
と

に
し
ま
し
た
。

お
土
産
を
買
い
足
り
な
い
と
の
声
で

戸
河
内
イ
ン
タ
ー
す
ぐ
そ
ば
、

道
の
駅

「来
夢
と
ご
う
ち
」
に
て
お
買
い
物
。

大
満
足
の
研
修
旅
行
と
な
り
ま
し
た
。

）

今
回
も
桝
平
先
生
の
ご
指
導
で
、

参

加
者
十
二
名
。

ひ
と
味
違

っ
た
料
理
は

と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。

ま
た
ち
ょ

っ
と
し
た
コ
ツ
は
、

日
か
ら
ウ
ロ
コ
。

も

っ
と
早
く
知

っ
て
い
れ
ば
…

皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。☆

メ
ニ
コ
ー

◎
高
兼
お
む
す
び

◎
六
憾
の
か
に
同
味
あ
ん

◎
年
サ
ー
ロ
イ
ン
ス
テ
ー
キ
黒
胡
嗣

◎
ス
イ
ー
ト
ボ
テ
ト
ア
ツ
プ
ん
パ
イ

ど
れ
も
お
い
し
が
っ
た
で
す
よ

′

）

十

一
月
二
十
三
日
（月
）
、

西
本
願
寺

阿
弥
陀
堂
に
て
御
堂
演
奏
会
が
開
か
れ

ま
し
た
。

浄
心
寺
コ
ー
ラ
ス
の
二
十
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

常
日
頃
仏
教
讃
歌

を
あ
じ
わ
い
親
し
ん
で
い
る
六
百
余
人

の
大
合
唱
で
感
慨
深
い
事
で
し
た
。

初
参
式
の
ご
案
内

五
月
十
五
日
（日
）
午
前
十
時
か
ら

浄
心
寺
本
堂
に
て

十一月九日(月)、報恩講をひかえ仏具の
おみがき奉仕をしました。二十三名が,さを込
めて磨き、美しい輝きが蘇 りました。



子
汽

二
十

八
年
度

議
驀
鶴
纂

一
月
十
八
日
（月
）
、

正
午
よ
り
衆
園

和
室
に
て
第

二
十
五
回

「新
春

の
集

い
」
が
、

四
十
五
人
が
参
加
し
て
開
か

れ
ま
し
た
。

恒
例
に
な

っ
た
文
化
寧
同
好
会
の
皆

さ
ん
に
よ
る
新
春
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と

う
た
抒
情

「月
の
沙
漠
」

室
自び
も
悲

し
み
も
幾
年
月
二

宵
待
ち
草
」
の
三
曲

を
メ
ド
レ
ー
で
、

又
ア
ン
コ
ー
ル
曲
も

演
奏
し
て
い
た
だ
い
た
後

「讃
仏
掲
」

の
お
勤
め
を
し
、

ご
住
職
が
住
職
継
職

に
伴

っ
て
の
ご
寄
付
の
御
礼
と
山
門
修

復
工
事
、

鐘
楼
の
屋
根
の
葺
き
替
え
、

本
堂
の
巻
障
子
の
新
調
及
び
阿
弥
陀
堂
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の
新
築
等
が
予
定
通
り
順
調
に
工
事

が
行
わ
れ
た
事
の
お
礼
の
お
言
葉
が
あ

り
、

内
海
義
郎
門
信
徒
会
会
長
の
互
礼

と
挨
拶
の
後
、

藤
井
悦
子
仏
婦
会
長
の

乾
杯
の
音
頭
で
会
食
に
入
り
ま
し
た
。

賑
や
か
に
盛
り
上
が

っ
た
と
こ
ろ
で
日

本
舞
踊
で
演
芸
が
始
ま
り
、

次
々
と
カ

ラ
オ
ケ
や
銭
太
鼓
、

仏
婦
の
皆
さ
ん
に

よ
る
合
唱
等
今
年
も
懇
談
し
な
が
ら
楽

し
い

一
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

福
引
で

は
皆
さ
ん
豪
華
な
景
品
を
手
に
し
て
、

最
後
に
全
員
で
御
座
敷
小
唄
の
節
で
、

「老
け
な
い
小
唄
」
を
大
合
唱
し
て
散

会
し
ま
し
た
。

十
二
月
五
日
（土
）
、

報
恩
講
に
て
お

斎
の
調
製
を
し
ま
し
た
。

参
拝
者
約
九

十
名
。

早
朝
よ
り
会
員
の
協
力
に
て
、

調
理

・
盛
付
け
を
し
ま
し
た
。

手

子

手

手

や

子

や

■

↑

や

子

や

子

↑

手

ゃ

宗
祖
降
誕
会

二
月
十

四
日
（上
）
十
二
時
半
ょ
う

法
妥

『
希
訳
工
信
掲
』

慶
芸
行
喜

第

一
部
　
み
ん
な
で
歌
う
仏
教
芸
歌

浄
心
寺
女
声
コ
ー
ラ
ス

〈
コ
ー
ル
清
風
〉

第

二
部
　
上
方
落
者集

福
奪
室
富

師

〈
コ
ー
ル
清
風
〉
の
す
ば
ら
し
い
歌
声
と

上
方
落
語
で
こ
活
躍
の
笑
福
亭
生
喬
師
匠

の
巧
み
な
話
芸
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

曳'いぃ

4 月 2 9 日( 金)

ご随意にお参り下さい

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

平
成
二
十
七
年

西
山
　
敬
子

１０

妹
尾
　
　
功

１０

佐
藤
　
正
子

１１

末
永
　
フ
ミ

ーー

田
中
　
乙
彦

１１

池
田
　
和
市

１１

的
野
　
　
進

１１

藤
井
　
　
弘

１２

金
子
　
健
二

１２

生
江
　
節
子

１２

前
川
　
義
憲

１２

木
村
　
　
勉

１２

平
成
二
十
八
年

井
上
　
敬
子

１

尾
永
　
里
見

１

北
村
　
正
典

１

川
上
　

一
士
心

１

辻
川
　
芳
江

１

藤
井
美
知
子

１

源
川
　
辰
海

１

渡
辺
　
　
進

１

里
庄
町

横

島

殿
　
川

倉
敷
市

大

磯

美
の
浜

美
の
浜

春
日
台

西
の
浜

正
寿
場

横
　
島

宮
　
地

２

９４

中
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２
、

仏
教
の
あ
ゆ
み

８
、新

し
い
仏
教

親
鸞

・
日
蓮
の
新
宗
教
は

「万
人
に
開

　

　

ンこ
う
し
て
仏
教
伝
来
か
ら
六
百
年
、

法
然
上
人
を
善
知
識
と
仰
い
で
、

浄

　

放
さ
れ
た
宗
教
」
と
し
て
の
性
格
を
具

　

伝
教
大
師
最
澄
が
比
叡
山
上
に
高
僧
育

土
真
宗
を
ひ
ら
か
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、

　
　
え
た
も
の
で
す
。

そ
れ
は
教
義
が
平
易

　

成

の
山

の
大
学
を
開
い
て
か
ら
四
百

鎌
倉
時
代
の
生
ん
だ
新
仏
教
の
筆
頭
を

　

で
あ
り
、

実
行
が
容
易
で
あ
る
こ
と
は

　

年
、

よ
う
や
く
に
し
て
日
本
の
仏
教
は

な
す
も
の
で
す
が
、

そ
の
ほ
か
に
新
し

　

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

あ
ら
ゆ
る
階
層
の
　
　
「誰
に
で
も
通
ず
る
宗
教
」
と
し
て
、

い
仏
教
と
し
て
は
、

栄
西
禅
師
が
中
国

　

人
び
と
が
参
加
し
て
教
団
を
つ
く
り
、　

　
ゆ
た
か
な
実
を
結
び
ま
し
た
。

男
も
女

か
ら
伝
え
た
臨
済
宗
、

道
元
禅
師
が
伝

　

し
か
も
同
朋
同
行
と
し
て
教
国
内
部
で

　

も
、

す
べ
て
の
人
に
仏
の
悟
り
を
得
さ

え
た
曹
洞
宗
、

そ
れ
に
日
蓮
上
人
が
ひ

　

は
上
下
の
差
別
が
あ
り
ま
せ
ん
。

も
は

　

せ
た
い
と
い
う
聖
徳
太
子
の
念
願
は
、
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器
鶴
器
簿
簿
鶴

ち
ょ
う
ど
山
の
頂
か
ら
一滴
の
水
が
大
鞭

海
に
注
ぐ
ま
で
に
は
、
長
い
長
い
川
の
鶴

流
れ
が
あ
っ
て
運
ば
れ
て
く
る
の
と
同
鞭

じ
よ
う
に
、

多
く
の
方
の
中
、

親
鷲
聖

鶴

人
は
、

特
に
お
念
仏
の
本
流
と
し
て
七

鞭

人
の
方
を
尊
崇
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
方

鶴

『
七

言

憎

連

慶

像

図

』

軸
装

た
わ
け
で
す
が
、

栄
西

・
道
元
が
伝
え

　

め
、

男
女
を
平
等
視
し
た
の
で
あ
り
ま

た
禅
宗
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、

法
然

・
　

す
。

前
号

の

『
聖
徳
太
子
孝
養

図
』
と
対
で
本
堂
左
余
間
に
奉

懸
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
画
軸

も
天
和
二
年

（
一
六
八
二
）
に

本
願
寺
よ
り
下
付
さ
れ
ま
し
た
。

釈
尊
と
親
留
聖
人
と
の
間
に
は
、

二

千
余
年
の
歳
月
と
イ
ン
ド
か
ら
Ｂ
本
ま

で
の
遠
い
へ
だ
た
り
が
あ
り
ま
す
が
、

絹本着色

タテ 108.O cm

ヨコ 49.O cm

こ
こ
に
は
じ
め
て
実
を
結
ぶ
に
至

っ
た

の
で
す
。欄

轡
簿
騨

た
ち
を

「七
高
僧
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ

鞭
　
春
寒
や
や
ゆ
る
み
、

皆
様
方
に
は
如

ま
し
た
。

そ
の
方
た
ち
と
は
①
龍
樹
菩

鶴
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

薩
②
天
親
菩
薩
③
曇
留
大
師
④
道
綽
禅

鞭
　
来
年
度
の
行
事
予
定
を
は
じ
め
、

そ

師
⑤
善
導
大
師
⑥
源
信
和
尚
⑦
源
空
上

録

の
他
諸
報
告
、

来
る
三
月
二
十
七
日
浄

人い鎌ぱインドの方、③④⑤は中
鞭抗時雌硼柵醐搬製勁疋喉醐耐鋼研

国拘わガ的殉舶剤悌鞠筋腋
『すば信
鞭ご鞍卿腋釘が得て、門信徒と寺の

珊汁離狙膝碗陶無い嘘がピ錦的恥
鞭絆を深れて頂きたいと蝕順発幹幹

）

ダーナバザーのご案内

◎日時
4月 24日 (日)
午前10時30分から

◎場所 浄 心寺

｀` み なさまお誘い合わせの

うえ、お超し下さい。

◎浄心寺ホームページ g http:〃 loshinii.suki―ari.net/


