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し

「
み

を
味

わ

っ

旦

停

止

」

「
一
旦
停
止
」
と
い
う
道
路
標
識
が
あ
り
ま
す
。

こ

れ
は
、

そ
こ
で
車
を
と
ど
め
る
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

安
全
に
、

さ
ら
に
先
に
進
め
さ
せ
る
た
め
の
手

段
で
す
。

自
分
も
他
人
も
安
全
に
、

快
適
に
過
ご
す
た
め
の
人

生
の

一
旦
停
止
の
標
識
を
、

あ
な
た
は
見
落
と
し
て
は

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仕
事
、

健
康
、

感
情
、

理
性
、

家
庭
、

社
会
、

年
齢
な
ど
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
曲
が
り
角

で
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
、

前
後
、

左
右
、

上
下
と

自
分
自
身
を
よ
く
よ
く
見
直
す
こ
と
が
大
切
で
す

あ
わ
て
て
飛
び
出
す
と
、

心
も
体
も
、

立
場
も
、

人

間
関
係
も
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
大
事
改
に
つ

な
が
り
ま
す
。
し
か
し
、　

一
旦
停
止
で
す
か
ら
止
ま
っ

た
ま
ま
で
も
、

停
止
位
置
が
手
前
過
ぎ
て
も
、

だ
め
で

す
。

そ
こ
が
難
し
い
の
で
す
。

人
生
の
確
実
な
前
進
の
あ
り
か
た
を
知
る
こ
と
が
仏

法
を
聞
く
意
味
で
す
。　

一
年
の
終
わ
り
に
当
た
っ
て
、

も
う

一
度
仏
法
に
照
ら
し
て
自
分
を
ふ
り
か
え
り
ま
し

よ
テつ
。

鷹
谷
俊
昭
著

『
月
ご
と
の
こ
と
ば
』
転
載

て
1

( 早)

ン
ヱ
ン
ン
ヽ

十
二
月
二
日

（土
）

十
三
時
半
よ
り

ご
謙

福
単

掌

町

奮

寺

石

川

知

全

師



(5)令 不□5年 秋季号(11月) 浄 心 寄 だ よ り 第 145号

仏
婦
清
掃
奉
仕

九
月
十
日
（日
）
朝

七
時
半
よ
り
、

仏
婦

会
員
が
集
ま
り
、

本

堂
や
庫
裏
、

境
内
の

清
掃
を
行
い
ま
し
た
。

●れ外なぃ

11/19(日 )本堂にて

チヤ当ラ与」下
10:00～ 14:00

球
言

か
キ
の
法
座

へ
の

■ョ
一　
　
　
か
か
り
の
仕
方

浄
心
寺
で
は
春
秋
の
彼
岸
会
、

降
誕

会
、

虫
干
し
法
要
、

お
盆
法
要
、

報
恩

講
な
ど
の
法
座
が
あ
り
ま
す
が
、

初
め

て
の
方
の
た
め
に
、

お
参
り
の
仕
方
を

説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
服
装
で
す
が
、

喪
服
で
は
な
く

平
服
で
結
構
で
す
。

た
だ
し
念
珠
と
、

門
徒
式
章
を
お
持
ち
の
方
は
お
着
け
く

だ
さ
い
。

お
経
本
は
寺
で
準
備
し
ま
す
。

車
で
お
越
し
の
方
は
、

境
内
に
お
停

め
く
だ
さ
い
。

全
て
参
拝
者
用
で
す
。

お
寺
に
来
ら
れ
た
ら
ま
ず
本
堂
内
の

受
付
で
お
供
え
を
し
ま
す
。

の
し
袋
の

「
の
し
」
は
神
道
の
も
の
な
の
で
外
し

ま
す
。

水
引
き
の
色
に
決
ま
り
は
な
い

の
で
何
色
で
も
よ
い
で
す
。

あ
る
い
は

無
地
の
封
筒
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

表
書

き
に
は

「お
供
え
」
と

「氏
名
」
を
お

書
き
く
だ
さ
い
。

金
額
に
決
ま
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。

数
千
円
包
ま
れ
る
方
が
多

い
で
す
。
こ
の
お
供
え
は
門
信
徒
会
の

会
計
に
計
上
さ
れ
、

法
座
講
師

へ
の
ご

法
礼
や
法
座
運
営
費
、

あ
ま
れ
ば
門
信

徒
会
の
活
動
費
に
使
わ

れ
ま
す
。

ご
法
話
が
終
わ
れ
ば

法
座
は
終
了
で
す
。
自

由
に
お
帰
り
く
だ
さ
い
。

）

十

一
月
十
九
日
（日
）
十
時
か
ら
十
四

時
ま
で
本
堂
に
て
、

笠
岡
市
に
避
難
し

て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
親
子
を
金
銭
的

に
支
援
す
る
た
め
の
コ
ン
サ
ー
ト
が

開
か
れ
ま
す
。

同
日
に
は
笠
市
の
寺
め

ぐ
り
や
い
ち
ょ
う
祭
り
も
開
催
さ
れ
ま

す
。

当
山
の
イ
チ
ョ
ウ
も
見
頃
？

ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ロ
ッ

ク
ま
で
、

様
々
な
ジ
ャ
ン

ル
の
グ
ル
ー
プ
が
登
場
。

境
内
で
は
ス
パ
イ
ス
カ
レ

ー
や
パ
ン
、

コ
ー
ヒ
ー
の

販
売
も
あ
り
ま
す
。

お
誘
い
あ
わ
せ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

）

／！鞭⑭額いマ岡継雌輸蝋蝦葉Ｘ堤って

一韓一鞭

『永
代
供
養
』
と

『永
代
経
』

一鞭す締北堰隊順榔ず「め
「寺瀬傲献搬艦

，鞭
さ
め
る
」
と
い
い
ま
す
。
表
現
も
さ
る

一韓

こ
と
な
が
ら
、

考
え
方
が
全
く
正
反
対

一線
の
も
の
な
の
で
す
。

ｉ線と‐こ「鼎嵯貯設郷表「搬勒授坤押沼艇

一鞭欲旺卿帥凡領防押璃い説榊肺紫軸

一鞭離す「歓Ⅶｈ助文調廟臥駒焼詢斑瑞

ｉ葬た州孔無え「、急献稲厳榔わ「欲鮒一働

鞭哨鋤乾曝謝”臨厳セ舶つぅ嫌期鮨鞭

鞭屹文随”飾刊批瑚ｍ幅部軋抑、と

鞭　そもそも仏教は生きているきの

鞭笠詢ω昭統諏餌椴端蔀こ（靱該庫船

嬢あるものなのです。

簿
『お
布
施
の
渡
し
方
』

韓
　

仏
事
の
際
に
は
僧
侶
に
お
布
施
を
、

韓

腸
崎
燕
琳
均

イ
側
麟
憾
訓
許
謝
離

「
料

悔

擦

布
施
」

「御
車
料
」

「御
膳
料
」
と
し
、

争

下
に
施
主
の
氏
名
を
書
き
ま
す
。

お
布
施
は
寺
院
の
護

持
の
た
め
で
あ
り
、

僧

侶
の
労
働
報
酬
で
は
な

い
の
で
、

「御
経
料
≡
回

向
料
≡
供
養
料
≡
御
経

志
≡
薄
謝
」
等
と
は
書

き
ま
せ
ん
。

袋
や
封
は
市
販
、

手
製
を
問
い
ま
せ

ん
。

市
販
の
も
の
に
は
右
肩
に
製
斗
（の

し
）
が

つ
い
て
い
る
も
の
が
多
い
で
す

が
、

興
斗
は
仏
教
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、

取
り
外
し
ま
す
。

水
引
に
つ
い
て
は
特
に
決
ま
り
は
な

い
の
で
、

色
は
状
況
に
応
じ
た
感
情
で

選
ボ
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

水
引
が
な
く

て
も
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

本
来
は
、

法
要
の
前
に
寺
院
に
出
向

き
、

ご
本
尊
に
お
供
え
し
て
も
ら
う
も

の
で
す
が
、

最
近
で
は
法
事
終
了
後
に

渡
す
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。

そ
の
際
は

「お
こ
と
づ
け
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
が
」
と

一
言
添
え
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。

あ
く
ま
で
も
ご
本
尊

へ

（寺
院
護

持
の
た
め
）
の
お
供
え
で
す
。

やさし|い仏教講座
令和6年の予定‐

第24回 2月 5日 (月)

第25回 4月 10日(水)

第26回 6月 1 1日(火)

第27回 8月 24日(土)

第28回 10月 3日 (木)

第29回 12月12日(木)



(3)令 不□5年 秋季号(11月 ) 浄 心 寺 だ よ り 第 1 4 5 号

Fl

信

徒

の

広

場

‐地
―区
委
員
さ
ん
登
場

の
後
は
お
母
さ
ん
が
引
き
継
ぎ
、

現
在

は
そ
の
代
理
と
し
て
同
地
区
の
３
戸
を

担
当
し
て
く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。

休
日
に
は
吉
浜
の
実
家
に
帰
り
庭
木

や
草
花
の
世
話
を
し
、

時
に
は
田
畑
の

車
刈
を
行
う
な
ど
、

周
囲
の
方
々
に
迷

惑
が
掛
か
ら
な
い
程
度
の
環
境
整
備
に

向
吉
浜
西
地
区
は
Ｊ
Ｒ
山
陽
本
線
よ

　

努
め
て
い
る
と
の
事
で
し
た
。

り
北
の
山
々
の
麓
に
広
が
る
吉
浜
新
田
　

　

委
員
と
し
て
の
今
後
の
目
標
に
つ
い

北
側
の
自
然
豊
か
な
田
園
地
域
で
す
。

　
　
て
は
、

地
元
の
３
戸
と
連
携
を
取
り
協

佐
藤
さ
ん
は
笠
岡
市
中
央
町
に
居
住

　

力
し
な
が
ら
、

門
信
徒
会
の
発
展
た
め

さ
れ
、

市
内
小
学
校
で
校
長
を
務
め
て

　

に
、

で
き
る
こ
と
を
行
い
、

積
極
的
に

お
ら
れ
ま
す
。

地
区
委
員
は
お
父
さ
ん

　

寄
与
し
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で
す
。

の
時
か
ら
で
、

平
成
３
０
年
に
ご
往
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（高
田
泰
紀
記
）

く
ら
く
≫
く
≫
く
≫
く
≫
く
ら
く
ら
く
ら
く
≫
く
ら
く
ら
く
≫
く
≫
く
ら
く
≫
く
ら
報
≫
襲
♭
縄

五
十
九
名
も
の
小
学
生
が
集
ま
り
ま
し

た
。

三
次
市
善
徳
寺
の
長
谷
川
憲
章
先

生
と
庄
原
市
正
専
寺
の
小
滝
世
雄
先
生

が
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

十
時
に
開
会
式
の
後
、

六
班
に
分
か

れ
て
買
い
出
し
に
。

く
ん
製
の
食
材
と

し
て
、

ソ
ー
セ
ー
ジ
、

ち
く
わ
、

ベ
ー

コ
ン
、

テ
ー
ズ
、

マ
シ
ュ
マ
ロ
な
ど
思

い
思
い
の
食
材
を
買
い
、

境
内
で
半
日

か
け
て
く
ん
製
に
し
ま
し
た
。

昼
食
後
は

「
て
ら
リ
ン
ピ
ツ
ク
」
。

ゲ
ー
ム
で
班
ご
と
に
得
点
を
競
い
ま
し

た
。

桝
平

一
平
さ
ん
提
供
の
昔
の
短
編

映
画

「舌
切
り
雀
」
と

「幌
馬
車
」
も

向
吉
浜
地
区

佐

藤

琢

夫
さ
ん

七
月
二
十

一
日
、

サ
マ
ー

ス
ク
ー
ル
を
開
催
。

令
和
元

年
以
来
の
久
々
の
開
催
に
、

）

地
区
委
員
舟
た
の
交
代

．

吉
浜
南
地
区

（前
）
北
川
嗣
雄
さ
ん

（新
）
田
片
保
孝
さ
ん

北
川
さ
ん
に
は
平
成
三
十
年
よ
り
お

世
話
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
ご
都
合

に
よ
り
退
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

後
任
は
田
片
さ
ん
に
受
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

鑑
賞
。

夕
食
後
に
は
く
ん
製
を
試
食
。

そ
の

後
、

キ
ャ
ン
プ

フ
ア
イ
ヤ
ー
。

暗
い
お

寺
の
境
内
で
焚
き
火
を
た
い
て
歌
を
歌

っ
た
リ
ゲ
ー
ム
を
し
ま
し
た
。

最
後
に

花
火
を
し
て
か
ら
、

閉
会
式
、

解
散
。

子
供
た
ち
は
盛
り
だ
く
さ
ん
の

一
日

に
興
奮
さ
め
や
ら
ず
帰
途
に
。

夜
は
ぐ

っ
す
り
眠
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

な
お
、

子
供
た
ち
の
食
事
や
お
や
つ

は
、

仏
教
婦
人
会
の
方
々
が
調
理
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

閣田日附円＝阿ＭＨ円Ｔ敬称略）

次
の
方
々
が
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら

れ
ま
し
た
。

哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

藤
井
　
　
昭

６

ｏ
２６

９４
　
四
番
町

藤
本
ケ
サ
ミ

６

・
２７

９‐
　
金
光
町

前
原
　
繋
子

７

・
４

９０
　
大
久
保

榎
　
　
和
男

７

ｏ
９

７７
　
大
門
町

藤
井
　
米
子

７

・
１５

‐０２
　
里
庄
町

西
　
　
蓮
枝

７

・
１６

‐０１
　
里
庄
町

見
平
　
英
次

７

・
２２

７４
　
福
山
市

川
上
　
澄
子

７

・
２３

９５
　
鴨
方
町

藤
井
　
正
子

８

ｏ
４
頃
７７
　
大
門
町

高
橋
恵
美
子

８

・
８

９７
　
浜
　
田

藤
井
ヨ
シ
子

８

・
８

８７
　
西
大
島

小
林
　
好
恵

８

・
１５

６０
　
倉
敷
市

高
田
　
信
也

８

・
２０
頃
７８
　
横
浜
市

三
谷
　
克
輔

８

・
２６

９‐
　
一二
番
町

清
口
　
　
旦
立
８

・
２８

９３
　
福
山
市

篠
原
　
勇
造

８

・
２９

９９
　
中
央
町

中
村
　
　
中
心
８

・
３０

７６
　
城
見
台

笠
原
　
圭
造

９

ｏ
ｌ

５３
　
追
　
分

北
原
　
柾
美

９

・
４

８４
　
鴨
方
町

佐
藤
八
壬

丁

あ

９８

殿

川

赤
田
　
薩
子

９

・
１４

９４
　
住
　
吉

山
名
　
照
知

９

・
２４

６８
　
一昌
　
岡

原
田
　
久
子

９

・
２４

８９
　
鴨
方
町

三
宅
　
明
良

９

・
２６

５５
　
向
吉
浜

宮
武
カ
ヅ
子

９

・
３０

９４
　
旭
が
丘

福
家
　
年
明

１０

。
４

９４
　
大
　
磯

回
林

　

一
雄

１０

・
６

６５
　
田
　
頭

赤
田
　
藤
子

１０

・
８

９５
　
生
江
浜



令租5年 秋季号(11月) 浄 i占寺 だより 穿5145号 弓 (4)

備後教区
九
月
十
六
日
午
後
、

福
山
リ
ー
デ
ン

ロ
ー
ズ
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
寺
か
ら
は
藤
井
祐
三
さ
ん
、

石
井

鴫
本

串

め

ぐ

タ

秋
ら
し
い
天
候
の
中
、

第
八
期
連
続

研
修
会

「備
中
里
組
お
寺
め
ぐ
り
」
が

十
月
二
日
、

浄
心
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

今
期
の
参
加
者
は
十
七
名
、

今

回
は
そ
の
う
ち
十
二
名
と
、

門
徒
推
進

員
、

僧
侶
の
合
計
十
八
名
が
当
寺
を
訪

れ
ま
し
た
。

正
信
掲
を
お

つ
と
め
の
後
、

住
職
が

当
山
の
沿
革
を
説
明
。

そ
の
後
、

礼
拝

堂
に
移
動
し
て
お
茶
の
接
待
が
あ
り
、

歓
談
し
な
が
ら
衆
園
な
ど
を
見
学
。

そ
の
後
住
職
よ
り
、
「浄
土
真
宗
の
み

簿

教
え
と
は
」
と
題
し
、

プ

ロ
ジ
エ
ク
タ

鞭

―
を
使

っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
お
説
教
と

舎

は
違

っ
た
角
度
か
ら
、

浄
土
真
宗
の
教

練

義
の
核
心
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま

韓

し
た
。

参
加
者
か
ら
の
質
離
も
多
く
出

嬢

院納ゼ軸峨班瑚離離脱脚∬嚇郡で鞭

撮瑚雛り「鎮妹林Ⅶ」を斉唱して解鞭

なむ洲静鵬射榊碗軸脂椀嘲確液納鞭

剛雛股挽しっ煎腕脚↓　一同楽しい時鞭

利湘環駒ば姉鍋醐齢珍剛ド龍谷高線

勅”行削川げ力やガ紳数暇広郊璃鞭

珊膨勘ド旋ゆ胡田純托Ｑによる漫鞭

うテ「ぃ
マっ隷稗弛誰跡攣悔胸．い焼肺鞭

懃隊注物り、　楽しいつどいとなり難
韓韓 韓申器韓韓鶴鶴鶴韓犠

『
白
蓮
華
』

正
信
侶
の

「
一
切
善
悪
凡
夫
人
、

聞

信
如
来
弘
誓
願
、

仏
言
広
大
勝
解
者
、

是
人
名
分
陀
利
華
」
に
つ
い
て
み
て
い

き
ま
し
た
。

そ
の
意
は

翌
的人
、

悪
人
、

普
通
の
人
、

あ
ら
ゆ
る
人
、

誰
で
あ
れ
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
広
い
願
い
を
聞
い
て
信

じ
れ
ば
、

お
釈
迦
さ
ま
は

「こ
の
人
は

広
大
で
す
ぐ
れ
た
教
え
を
理
解
し
た
者

だ
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
て
、

こ
の
人
を

『白

い
蓮
華
』
だ
と
ほ
め
て
く
だ
さ
る
」
。

こ
こ
に
出
る
「阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
」

と
は
何
か
と
い
う
と
、

「す
べ
て
の
者
を

救
い
た
い
」
で
す
。

そ
の
た
め
に
阿
弥
陀
さ
ま
は
何
を
し

た
か
と
い
う
と

・
・
。

「極
楽
浄
土
を

創

っ
た
」
の
で
す
。

そ
の
結
果
、

願
い

は
叶
い
、

極
楽
の
存
在
が
私
た
ち
の
心

の
救
い
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
願
い

（本
願
）
は
、

原
語
で
は

「過
去
の
願
い
」
で
す
。

願
い
は
す
で

に
成
就
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

過
去
の

も
の
な
の
で
す
。

だ
か
ら

「阿
弥
陀
さ

ま
の
は
た
ら
き
（願
い
）が
今
私
た
ち
に

至
り
届
い
て
い
る
」
と
い
う
よ
り
は
、

「阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
が
成
就
し
、

そ

の
結
果
と
し
て
の
極
楽
の
存
在
が
、

救

い
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
す
。

『
人
生
の
ゴ
ー
ル
』

笠
岡
の
太
陽
の
広

場
に
は
自
転
車
競
技

Ｂ
Ｍ
Ｘ
の
コ
ー
ス
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
に

「人
生
コ

ー
ス
」
が
あ
り
、

ゴ

―
ル
に
は

「人
生
コ
ー
ス
Ｇ
Ｏ
Ａ
Ｌ
」

と
い
う
看
板
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
っ
て

死
ぬ
こ
と
？
死
に
向
か
っ
て
懸
命
に
競

う
な
ん
て
、

と
ち
ょ
っ
と
ド
キ
ッ
と
す

る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
。

私
た

ち
は
生
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
死
に
向
か

っ

て
進
み
続
け
て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
の
教
え
を
思
い
出
し

て
く
だ
さ
い
。

浄
土
真
宗
で
は
死
は
悲

し
い
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
新
し
い

世
界
へ
の
誕
生
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち

は
光
あ
ふ
れ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
国
に
生

ま
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

そ
こ
で
は
多
く

の
方
々
が
待

っ
て
い
て
く
だ
さ
い
ま
す

し
、

残

っ
た
人
も
後
か
ら
来
て
く
れ
る

場
所
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
場
所
の
存
在
を
信
じ

て
、

不
安
を
な
く
し
、

今
を
し
っ
か
り

と
生
き
て
ゆ
く
の
で
す
。

死
ん
で
終
わ

り
な
の
か
、

新
し
い
始
ま
り
と
考
え
る

次
ベ
ー
ジ
下
段
へ
ヽ
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11/19(日 )本堂にて

チヤ当ラ与ゴ下
10:00～ 14:00

仏
婦
清
掃
奉
仕

九
月
十
日
（日
）
朝

七
時
半
よ
り
、

仏
婦

会
員
が
集
ま
り
、

本

堂
や
庫
裏
、

境
内
の

清
掃
を
行
い
ま
し
た
。

彗
ｒ
か
キ
の
法
座

へ
の

毎
一　
　
　
か
参
り
の
仕
方

浄
心
寺
で
は
春
秋
の
彼
岸
会
、

降
誕

会
、

虫
干
し
法
要
、

お
盆
法
要
、

報
恩

講
な
ど
の
法
座
が
あ
り
ま
す
が
、

初
め

て
の
方
の
た
め
に
、

お
参
り
の
仕
方
を

説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
服
装
で
す
が
、

喪
服
で
は
な
く

平
服
で
結
構
で
す
。

た
だ
し
念
珠
と
、

門
徒
式
章
を
お
持
ち
の
方
は
お
着
け
く

だ
さ
い
。

お
経
本
は
寺
で
準
備
し
ま
す
。

車
で
お
越
し
の
方
は
、

境
内
に
お
停

め
く
だ
さ
い
。

全
て
参
拝
者
用
で
す
。

お
寺
に
来
ら
れ
た
ら
ま
ず
本
堂
内
の

十

一
月
十
九
日
（日
）
十
時
か
ら
十
四

時
ま
で
本
堂
に
て
、

笠
岡
市
に
連
難
し

て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
親
子
を
金
銭
的

に
支
援
す
る
た
め
の
コ
ン
サ
ー
ト
が

開
か
れ
ま
す
。

同
日
に
は
笠
市
の
寺
め

ぐ
り
や
い
ち
ょ
う
祭
り
も
開
催
さ
れ
ま

す
。

当
山
の
イ
チ
ョ
ウ
も
見
頃
？

ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
ロ
ッ

ク
ま
で
、

様
々
な
ジ
ャ
ン

ル
の
グ
ル
ー
プ
が
登
場
。

境
内
で
は
ス
パ
イ
ス
カ
レ

ー
や
バ
ン
、

コ
ー
ヒ
ー
の

販
売
も
あ
り
ま
す
。

お
誘
い
あ
わ
せ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

受
付
で
お
供
え
を
し
ま
す
。

の
し
袋
の

「
の
し
」
は
神
道
の
も
の
な
の
で
外
し

ま
す
。

水
引
き
の
色
に
決
ま
り
は
な
い

の
で
何
色
で
も
よ
い
で
す
。

あ
る
い
は

無
地
の
封
筒
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

表
書

き
に
は

「お
供
え
」
と

「氏
名
」
を
お

書
き
く
だ
さ
い
。

金
額
に
決
ま
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。

数
千
円
包
ま
れ
る
方
が
多

い
で
す
。

こ
の
お
供
え
は
門
信
徒
会
の

会
計
に
計
上
さ
れ
、

法
座
講
師

へ
の
ご

法
礼
や
法
座
運
営
費
、

あ
ま
れ
ば
門
信

徒
会
の
活
動
費
に
使
わ

れ
ま
す
。

ご
法
話
が
終
わ
れ
ば

法
座
は
終
了
で
す
。

自

由
に
お
帰
り
く
だ
さ
い
。

韓韓鶴韓申鶴

！鞭す締北堰隊順榊ず「め
「寺瀬傲献搬棒

一鞭
さ
め
る
」
と
い
い
ま
す
。
表
現
も
さ
る

！韓

こ
と
な
が
ら
、

考
え
方
が
全
く
正
反
対

一線
の
も
の
な
の
で
す
。

一線と‐こ「搬嵯腋設郷表「岬勒挽神卸鴻艇

一鞭欲旺卿帥凡領防押転い説榊肺紫軸

一鞭離す「線靴ｈ助文調廟臥駒焼詢斑姉

十鞭たつ対孔無え「ヽ急献稲厳融わ「欲鮒文助

鞭哨鋤乾埠謝”隔貯辻肺”嫌期脂鞭

鞭
え
を
し
っか
り
と
聴
い
て
ほ
し
い
、
と

鞭ぃわ師軸研任抽陣箕詢韓けがチの

韓笠詢印蝦統数餌隣端輔こ（執該席船

嬢あるものなのです。

練
『お
布
施
の
渡
し
方
』

韓
　

仏
事
の
際
に
は
僧
侶
に
お
布
施
を
、

韓
場
合
に
よ
っ
て
は
お
車
料
や
お
膳
料
を

幹
渡
し
ま
す
。

そ
の
際
の
表
書
き
は

「御

線
布
施
」
「御
事
料
」
「御
膳
料
」
と
し
、

申
下
に
施
主
の
氏
名
を
書
き
ま
す
。

お
布
施
は
寺
院
の
護

持
の
た
め
で
あ
り
、

僧

侶
の
労
働
報
酬
で
は
な

い
の
で
、

「御
経
料
者
回

向
料
≡
供
養
料
者
御
経

志
者
薄
謝
」
等
と
は
書

き
ま
せ
ん
。

袋
や
封
は
市
販
、

手
製
を
問
い
ま
せ

ん
。

市
販
の
も
の
に
は
右
肩
に
製
斗

（の

し
）
が

つ
い
て
い
る
も
の
が
多
い
で
す

が
、

興
斗
は
仏
教
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、

取
り
外
し
ま
す
。

水
引
に
つ
い
て
は
特
に
決
ま
り
は
な

い
の
で
、

色
は
状
況
に
応
じ
た
感
情
で

選
ボ
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

水
引
が
な
く

て
も
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

本
来
は
、

法
要
の
前
に
寺
院
に
出
向

き
、

ご
本
尊
に
お
供
え
し
て
も
ら
う
も

の
で
す
が
、

最
近
で
は
法
事
終
了
後
に

渡
す
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。

そ
の
際
は

「お
こ
と
づ
け
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
が
」
と

一
言
添
え
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。

あ
≪
ま
で
も
ご
本
尊

へ

（寺
院
護

持
の
た
め
）
の
お
供
え
で
す
。

）

か
で
、

そ
の
生
き
方
は
大
き
く
違
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『
永
代
供
養
』
と

『
永
代
経
』

やさしい仏教講座

令利6年 の予定

第24回 2月 5日 (月)

第25回 4月 10日(水)

第26回 6月 1 1日(火)

第27回 8月 24日(土)

第28回 10月 3日 (木)

第29回 12月12日(木)
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津
田白
印
顕彰碑
α
）
　

化理
紡
．薔

蠣
瓢
一越
縄

「白
印
」
文
久
二
公

八
六
二
）
年
～

　

奈
良
監
獄
の
教
誨
師
と
な
り
、

少
年
囚

昭
和
二
十

一
公

九
四
六
）
年
。

社
会
事

　

徒
の
教
育
を
担
当
。

彼
ら
の
社
会
環
境

業
家
、

教
育
者
、

僧
侶
、

南
画
家
。

幼

　

を
知
る
に
つ
れ
、

慈
善
事
業
家
に
な
ろ

名
は
峯
丸
、

俗
名
は
津
田
明
導
。

も

っ
　

レつ
と
決
意
、

明
治
三
十
三
全

九
〇
〇
）

ぱ
ら
白
印
、

白
道
人
と
号
し
た
が
、

吸

　

年
、

孤
児
収
容
施
設
の
甘
露
育
児
院
を

江
山
人
、

甘
露
窟
主
人
と
も
称
し
た
。　

　
宮
岡
の
本
林
寺
に
設
立
、

無
縁
の
孤
児

笠
岡
市
浜
田
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、　

　
を
収
容
し
て
養
育
し
た
。

法
性
山
浄
心
寺

住
職
津
田
明
海

の
次
男
に
生
ま

れ
る
。

豊
前
国

で
仏
教
学
や
漢

学
を
修
め
る
か

鶴
鶴
鶴
簿
簿
鶴
鶴
簿
簿
簿
簿
簿
鶴
簿
鶴
韓
簿
簿
簿
む
韓
鶴
簿
簿
韓
韓
簿
鶴
簿
韓
簿
韓
簿
簿
鶴
簿
簿
簿
簿
鶴
む
鶴
鶴
簿
鶴
鶴
鞭
む
簿
簿
器

　

た
。

熙
ン

ン

韻
誇
鎌

コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
し
て
い
ま
し
た
報

　

　

ン」
ち
ら
も
再
開
し
ま
す
。

文
化
寧
同

恩
講
で
の
お
斎
（と
き
）
で
す
が
、

今
年

　

好
会
の
等
の
弾
き
初
め
に
は
じ
ま
り
、

は
十
二
月
二
日

（土
）
正
午
よ
り
衆
園

　

カ
ラ
オ
ケ
や
飛
び
入
り
の
出
し
物
等
、

（和
室
）
に
て
、

婦
人
会
の
方
に
よ
る

　

そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
芸
が
披
露
さ
れ
ま

お
弁
当
を
食
べ
て
い
た
だ
け
ま
す
。　

　
　
す
。

申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、

お
誘

　

　

恥
ず
か
し
が
り
屋
の
方
は
見
物
を
十

い
あ
わ
せ
の
上
、

ご
同
席
く
だ
さ
い
。　

　
分
に
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

ど
う
ぞ
お

ま
た
い
引
き
続
き
午
後
の
報
恩
講
法
要

　

誘
い
あ
わ
せ
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
込
締
切
り
は

一
月
十
四
日
。

〕

●

費
を
作
り
、

浄
財
の
寄
付
で
院
を
運
営

　

　

富
岡
の
本
林
寺

し
た
。

育
児
院
は
大
正
十
三

（
一
九
二
　

跡
地
に
は
、

甘
露

四
）
年
三
月
ま
で
続
い
た
が
、

そ
の
前

　

育
児
院
跡
の
石
碑

年
に
私
立
淳
和
女
学
校

（現
岡
山
龍
谷

　

が
あ
る
。

七
月
か
ら
取
り
か
か
っ
て
お
り
ま
し

た
礼
拝
堂
の
改
修
工
事
が
、

八
月
十
九

日
に
終
了
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
礼
拝
堂
の
二
面
が
全
面

ガ
ラ
ス
サ

ッ
シ
だ

っ
た
た
め
、

夏
の
冷

一房
、

冬
の
暖
一房
が
と
も
に
効
き
に
く
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
び
ガ
ラ
ス

を
す
べ
て
二
重
の
も
の
に
替
え
、

床
面

も
新
た
に
張
り
直
し
ま
し
た
。

最
近
で
は
、

礼
拝
堂
は
さ
ま
ざ
ま
な

行
事
や
法
事
で
頻
繁
に
使
用
す
る
よ
う

に
な

っ
て
お
り
、

改
修
が
急
が
れ
て

い
ま
し
た
。

今
後

は
よ
り
快
適
に
お

使
い
い
た
だ
け
る

こ
と
に
な
り
ま
し

朝
夕
め
っ
き
り
冷
え
込
む
季
節
に
な

り
ま
し
た
。

七
月
の
虫
干
し
法
座
、

サ
マ
ー
ス
ク

ー
ル
の
再
開
、

孟
蘭
盆
会
、

秋
季
彼
岸

会
永
代
経
法
要
等
の
ご
報
告
、

本
年
の

報
恩
講
法
要
、

や
さ
し
い
仏
教
講
座
、

除
夜
会
等
を
ご
案
内
す
る
第

一
四
五
号

を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

寒
さ
に
向
か
う
折
柄
、

く
れ
ぐ
れ
も

ご
自
愛
の
ほ
ど
。　

編
集
委
員

樺
賢
大

育
児
院
は
の
ち
に
浄
心
寺
に
移
る

が
、

経
営
は
困
難
で
自
ら
の
画
筆
で
経

高
校
）
を
併
設
。

自
ら
校
長
と
な

っ
て

女
子
教
育
に
当
た

っ
た
。

私
学
の
経
営

も
困
難
を
極
め
た
が
、

自
ら
の
画
料
を

学
校
の
経
費
に
投
じ
て
、

維
持
発
展
に

努
め
た
。

幅
広
い
学
識
と
無
欲
情
淡

（て
ん
た

ん
）
な
人
柄
に
も
と
づ
い
た
作
品
は
、

高
い
品
格
と
と
も
に
自
由
闊
達
な
趣
を

備
え
て
い
る
。
と
く
に
花
井
図

（か
き

ず
）
や
山
水
画
に
文
人
画
家
と
し
て
の

真
価
を
発
揮
し
た
。

昭
和
二
十

一
年

往
生
。

墓
碑
は
生

家
、

浄
心
寺
に
あ

る
。

殺
礼
拝
堂
の
改
修
工
事
終
わ
る
様

甘露育児院跡

鶴ン鹸鶴《醒ン駿軽鶴》鶴轟畿
年 回忌 往 生年 主な出来事

1周忌 令和 5年
大谷翔平選手大活躍。
ホームラン44本:

3回 忌 令和4年 安部元首相、狙撃され死亡。

7回 忌 平成30年 西日本豪雨、死者 220人 超。

13回 忌 平成24年
出中信弥教授に
ノーベル医学生理学貨。

17回 忌 平成20年
有珠山と三宅島が噴火、
鳥取西部大地震。

25回 忌 平成12年
東海道新幹線で
「のぞみJ運 転開始。

33回 忌 平成4年
100歳を迎えたきんさん、
ぎんさんがブームとなる。

50回 忌 昭和50年
山陽新幹線、
間 1 1 -値 多 F F F闇堂

◎浄心寺ホームページ g httpi〃 loshinil,Suki―ari.net/


