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さ

ま

の
心

お
釈
迦
さ
ま
の
十
大
弟
子
の

一
人
ア
ヌ
ル
ッ
ダ
尊

者
は
、

こ
の
世
で
お
さ
と
り
を
ひ
ら
き
天
眼

（智
慧

の
眼

・
透
視
力
）
を
持
た
れ
ま
し
た
。
こ
の
世
に
生

ま
れ
る
前
の
あ
る
と
き
は
王
と
し
て
、

刑
罰
や
武
器

に
よ
る
こ
と
な
く
道
理
に
よ

っ
て
国
民
や
周
囲
を

治
め
、

ま
た
あ
る
と
き
は
天
国
に
生
ま
れ
て
神
で
し

た
。
し
か
し
完
全
な
お
さ
と
り
を
開
か
れ
た
仏
さ
ま

で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
の
お
話
を
聞
か
れ
、

王
さ
ま
に

な
る
よ
り
も
、

天
国
に
生
ま
れ
神
さ
ま
で
あ
る
よ
り

も
、

も

っ
と
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
大
切
な
こ
と
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
真
実
の
法
を

聞
い
て
真
実
の
自
分
に
な
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
自

分
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
人
と
共
ど
も
に
し
あ
わ
せ

に
な
る
こ
と
で
あ
り
、

今
だ
け
で
な
く
こ
れ
か
ら
先

も
永
遠
に
、

楽
し
く
は
れ
ば
れ
と
生
き
抜
く
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
す
。

私
や
あ
な
た
も
そ
の
真
実
に
至
る
人
生
を
強
く
明

る
く
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
は
念
仏
に
こ
め

ら
れ
た
仏
さ
ま
の
お
心
と
教
え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
。

鷹
谷
俊
昭
著

『
月
ご
と
の
こ
と
ば
』
転
載

iンンンンヽ 諸ンンⅢ

春
季
彼
岸
会

・
ネ
代
経
法
要

三
月
十
九
日

（火
）

十
三
時
半
よ
り

ご
講
師
　
神
石
高
原
町

法
泉
寺

川

上

順

之

師
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境
内
の
イ
チ
ョ
ウ
が
ほ
ぼ
散
り
終
え

た
十
二
月
二
日
に
勤
ま
り
ま
し
た
。

法
要
は
十
三
時
半
か
ら
正
信
侶
を
お

勤
め
し
ま
し
た
。

今
年
も
組
内
法
中
の

参
り
合
い
は
な
く
、

住
職
と
前
住
職
が

内
陣
出
勤
し
、

最
後
に
住
職
が
親
鷲
聖

人
の
伝
記

『御
伝
抄
』
第

一
段
を
拝
読
。

ご
講
師
は
福
山
市
山
手
町
の
正
国
寺
、

石
川
知
全
先
生
で
し
た
。

報
恩
講
と
は
親
鷲
聖
人

の
法
事

で

す
。

ま
ず
聖
人
の
生
涯
を
足
早
に
説
明

い
た
だ
き
ま
し
た
。　

一
一
七
三
年
に
生

ま
れ
、

数
え
九
歳
で
得
度
、

比
叡
山
で

修
業
し
た
後
、

二
十
九
歳
で
下
山
、

法

然
上
人
の
門
下
に
入
り
ま
し
た
。

越
後

へ
の
流
罪
、

関
東
で
の
布
教
生
活
を
経

て
京
都

へ
帰
り
、　

〓

王
全
二
年
九
十
歳

で
往
生
。

今
か
ら
七
百
六
十
年
前
で
し

た
。

明
治
時
代
ま
で
は
聖
人
の
実
在
を

疑
う
学
者
も
い
た
と
の
こ
と
。

聖
人
が
た
ど
り
着
い
た
の
は
、

阿
弥

陀
さ
ま
の
創
ら
れ
た

「ま
た
会
え
る
世

界
」
極
楽
浄
土
を
信
じ
る
教
え
で
す
。

こ
れ
は
修
行
に
よ
っ
て
さ
と
り
に
到

達
す
る
の
で
は
な
く
、

教
え
を
聴
く
こ

と
に
よ
り
救
い
を
得
て
ゆ
く
聴
聞
の
仏

道
で
す
。

み
教
え
を
何
度
も
聴
く
こ
と

で
信
仰
を
深
め
て
い
く
。

大
切
な
の
は

そ
れ
に
よ
っ
て
安
心
し
て
今
を
生
き
、

安
心
し
て
死
を
迎
え
る
こ
と
で
す
。

あ

く
ま
で
も

「生
き
て
い
る
今
」
に
焦
点

を
当
て
る
の
が
本
来
の
仏
教
で
す
。

先
生
の
ご
家
族
の
お
話
な
ど
、

身
近

な
話
を
面
白
お
か
し
く
、

か
つ
、

み
教

え
と
結
び
付
け
て
お
話
し
い
た
だ
き
、

一
同
大
笑
い
し
な
が
ら
も
、

み
教
え
に

理
解
の
深
ま
る
ご
縁
と
な
り
ま
し
た
。
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『信
心
と
は
？
』

今
回
は
正
信
個
の

「弥
陀
仏
本
願
念

仏
、

邪
見
惰
慢
悪
衆
生
、

信
楽
受
持
甚

以
難
、

難
中
之
難
無
過
斯
」
で
す
。

主思
味

は

「阿
弥
陀
さ
ま
の
以
前
の
願
い

［を

聞
い
て
喜
び
］
念
仏
す
る
こ
と
は
、

異

教
の
見
解
を
持
つ
者
や
お
ご
り
高
ボ
る

者
に
は
信
じ
た
り
受
け
入
れ
た
り
す
る

こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、

難
し
い
こ
と

の
中
で
も
難
し
い
こ
と
こ
れ
以
上
の
も

の
は
な
い
」
で
す
。

異
教
の
見
解
を
も
つ
者
は
自
分
の
信

じ
る
教
え
が
あ
る
の
で
他
の
教
え
は
必

要
な
く
、

お
ご
り
高
ボ
る
者
は
自
分
の

生
き
る
道
に
自
信
が
あ
る
の
で
拠
り
所

と
す
る
教
え
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。　

一

方
で
、

そ
う
で
な
い
者
は
拠
り
所
と
な

る
教
え
が
必
要
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
当
時
は
原
因
不
明
な

事
を
す
べ
て
神
の
せ
い
に
し
て
い
ま
し

た
。

だ
か
ら
神
で
は
な
く
阿
弥
陀
さ
ま

を
信
じ
る
、

と
い
う
こ
と
が
当
時
の

人
々
に
は
難
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

現
代
人
の
場
合
さ
ら
に
踏
み
込
ま
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い

の
根
拠
は
そ
の
仏
国
の
存
在
に
あ
り
ま

す
。

極
楽
世
界
は
あ
ら
ゆ
る
命
あ
る
も

一Ｕ

の
が
還
る
世
界
で
あ
り
、

亡
く
な

っ
た

方
々
も
自
分
の
行
く
先
も
心
配
の
い
ら

な
い
世
界
で
す
。
こ
の
世
界
を
信
じ
、

今
を
生
き
る
力
に
し
て
い
く
の
で
す
。

そ
の
結
果
喜
び
が
生
ま
れ
、

阿
弥
陀

さ
ま
に
感
謝
し
、

感
謝
の
念
仏
が
□
か

ら
出
る
の
で
す
。

「念
仏
唱
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
」
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

信
じ
た
結
果
、

救
わ
れ
る
の
で

す
。こ

の
教
え
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
、

聖
人
は
多
く
の
お
経
を
読
ん
で
こ
ら
れ

ま
し
た
。

そ
れ
が
世
界
史
上
最
大
の
出

版
物
、

大
蔵
経
で
す
。

こ
こ
に
は

一
人

○
○
本
近
く
の
お
経
や
注
釈
書
が
収
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
聖
人
は
三
度

も
読
み
返
し
た
と
の
こ
と
。

『教
行
信

●

証
』
は
こ
れ
ら
か
ら
極
楽
に
関
す
る
記

述
を
引
用
し
て
構
成
し
た
も
の
で
す
。

『布
施
の
意
味
に
つ
い
て
』

「布
施
」
は
僧
院
で
修
行
す
る
僧
侶

に
衣
食
を
提
供
し
、

修
行
に
専
念
し
て

も
ら
う
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
し
た
。

こ
れ
が
今
に
い
う

「財
施
」
で
す
。

そ
れ
に
対
し
、

僧
侶
は
教
え
を
信
者

に
説
く
こ
と
に
よ
り
救

い
を
与
え
ま

す
。

こ
れ
が

「法
施
」
で
す
。

さ
ら
に
、

僧
侶
が
教
え
を
説
く
こ
と

で
、

不
安
を
和
ら
げ
る
な
ど
の
救
い
を

与
え
る
こ
と
が

「無
畏
施
」
で
す
。

仏
事
に
参
列
す
る
と
き
の
包
み
の
表

書
き
で
す
が
、

寺
院
に
対
し
て
は

「御

布
施
」

で
す
が

、
当
家
に
対
し
て
は

場
面
に
応
じ
て
様
々
で
す
。

葬
儀
で
は

「御
香
典
」

「御
香
料
」

「御
供
」
、

年

回
法
要
で
は

「御
仏
前
」
「御
供
」
、

お

寺
で
の
法
座
で
は

「御
供
」

「御
仏
前
」

と
し
ま
す
。

「御
霊
前
」
は
使
い
ま
せ

ん
。お

供
え
す
る
際
は
、

自
分
か
ら
見
て

字
が
読
め
る
向
き
に
置
き
ま
す
。
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◎ 春季彼岸会・永代経

◎ ダーナバザー・花まつり

◎ 初 参 式

◎ 総  会

◎ 降 誕 会

◎ 研修旅行

◎ 法物虫ぼ し法座

◎ サマースクール

◎ お盆法要

◎ 秋季彼岸会 ・永代経

◎ 地区委員会

◎ 報 思 講

◎ 除夜会 ・修正会

◎ 新春のつどい

◎ 春季彼岸会

あさのおつ とめ

◇ やさしい仏教講座

◇ 境内清掃のつどい

※「浄心寺だより」発刊

仏教婦人会

文化寧同好会

女声コーラスコーJレ清風

本山関係

備後教区

備中里組

3月 19日 (火)13時 30分  神 石高原町・法泉寺 )|1上順之 師

4月 21日 (日)10時 30分

5月 4日 (祝)10時 希望者とその家族

5月 18日 (土)11時

13日寺 コー,ル清風、チャリティ
″コンサート、上方落語

6月 21日 (金) 高知別院 ほか

7月 17日 (水)13時 30分  芳 井町・光栄寺 佐藤知水 師

7月 22日 (月)10時 から21時 長谷川憲章 師

8月 14日 (水)15日 (木) 住 職、前住職

9月 19日 (木)13日寺30分  福 山市神辺町・光行寺 苅屋光影 師

12月 7日 (土)11時 30分

13時 30分  三 次市・源光寺 福間玄猷 師

12月31日 (火)23時 40分

令和 7年 ■月中旬

令和 7年 3月 日時未定  講 師未定

毎朝6時

【25】4/10(水)【 26】6/11(火 )【 27】8/24(土 )

【28】10/3(木 )【 29】12/12(木 )毎 回 19時30分 角零説 :住職

毎月15日 13時 30分 より (但し1,8,9月 はお休み、6,7月は7:30から)

147号 (5月)148号 (7月)149号 (11月)150号 (3月)

総会 例会 各種研修会 研1多旅行 料理教室 福祉施設慰間

清掃奉仕など 5/4初 参式

毎月第■金曜日13時30分 指導:平日澄子 先生

毎月第2土曜日 9時30分 指 導:平日澄子 先生

千鳥ヶ淵全戦死者追悼法要 など

各種研修会 定例法座 (毎月11日)報 恩講 (11/30)総 代研1多会

同朋研修協議会 5/24慶 讃法要など

家族そろつてお聴間
―― み教えは日々の生活のよりどころ ――
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地
区
委
員
さ
ん
登
場

向
吉
浜
中
地
区

三

宅

長

期
さ
ん

四
年
ぶ
り
に
乗
園
に
て
開
か
れ
ま
し

た
。

一
月
十
九
日
、

一二
十
五
名
が
参
加
。

の
３
５
年
間
は
Ｊ
Ｆ
Ｅ
構
内
を
運
行
す

る
鉄
道

の
運
転
手
を
さ
れ
、

鋼
材
や

製
品
等
の
運
搬
に
従
事
さ
れ
た
と
の
こ

と
。令

和
元
年
に
仏
教
婦
人
部
の
役
員
と

し
て
活
躍
さ
れ
た
奥
様
が
逝
去
。

今
は

向
吉
浜
中
地
区
は
、

備
南
街
道

（通

　

息
子
さ
ん
と
の
二
人
暮
ら
し
で
す
。

称
、

農
免
道
路
）
に
接
し
た
金
浦
中
学

　

　

今
後
の
目
標
と
し
て
は
、

地
域
の
方

校
北
側
の
山
裾
の
地
域
で
す
。　

　
　
　
　
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
な

地
区
委
員
は
先
代
か
ら
引
き
継
が

　

が
ら
地
域
を
盛
り
上
げ
、

穏
や
か
な
日

れ
、

長
年
、

同
地
区
５
戸
を
担
当
し
て

　

々
を
過
ご
す
事
を
願

っ
て
い
る
と
、

優

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
６
５
歳
で
退
職

　

し
い
笑
顔
で
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

後
約
２
０
年
近
く
過
ぎ
ま
す
が
、

現
役
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（高
田
泰
紀

記
）

争
キ
申
申
韓
争
書
や
や
韓
申
幸
申
申
韓
善
韓
韓
韓
申
舎
書
串
奪
韓
毎
器
善
韓

●
Ｆ

ｒ

・

お
つ
と
め
の
後
、

桝
平
敬
子
さ
ん
の

乾
杯
の
音
頭
の
後
、

飲
み
物
や
お
弁
当

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

文
化
寧
同
好
会

の
春
ら
し
い
調
べ
を
楽
し
み
ま
し
た
。

そ
の
後
は
カ
ラ
オ
ケ
、

舞
、

ク
イ
ズ

大
会
な
ど
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

女

声
コ
ー
ラ
ス
の
合
唱
も
あ
り
ま
し
た
。

カ
ラ
オ
ケ
は
機
器
を
長
く
使

っ
て
い

な
か

っ
た
た
め
に
う
ま
く
作
動
せ
ず
、

急
還
、

赤
田
敏
隆
さ
ん
に
ご
協
力
い
た

だ
き
、

違
う
機
械
で
の
カ
ラ
オ
ケ
と
な

り
ま
し
た
。

今
回
は
男
性
の
参
加
が
少
数
で
し
た

が
み
な
さ
ん
大
変
楽
し
ま
れ
、

最
後
は

恒
例
の
福
引
で
解
散
と
な
り
ま
し
た
。

●

！門
！
信‐
．徒

の

広
■
場

『七
高
僧
の
教
え
』

正
信
個
の

「印
度
西
天
之
論
家
　
中

夏
日
域
之
高
僧
　
顕
大
聖
興
世
正
意

明
如
来
本
誓
応
機
」
を
み
て
い
き
ま

し
た
。

意
味
は

「西
の
、

天
竺
で
あ
る

イ
ン
ド
、

中
国
や
日
本
の
高
僧
は
、

釈

尊
が
世
に
出
ら
れ
た
本
来
の
意
味
を
明

ら
か
に
し
、

阿
弥
陀
如
来
の
本
来
の
誓

願
は
私
た
ち
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
こ

と
を
、

明
ら
か
に
さ
れ
た
」
で
す
。

イ
ン
ド
の
高
僧
と
は
龍
樹
苦
薩
、

天

親
苦
薩
、

中
国
は
善
導
大
師
、

曇
寧
大

師
、

道
綽
禅
師
、

日
本
は
源
信
和
尚
と

源
空
上
人
で
す
。

こ
れ
ら
七
高
僧
の
う
ち
、

親
鸞
聖
人

が
実
際
に
会

っ
て
教
え
を
受
け
た
の
は

源
空
上
人

（法
然
）
だ
け
。

他
の
高
僧

に
関
し
て
は
、

そ
の
著
作
か
ら
極
楽
浄

土
の
教
え
を
学
ん
だ
の
で
す
。

韓
器
器
舎
犠
韓
拳
申
韓
器
善
争
争
拳

小菊懸      小 二対

龍
樹
苦
薩
は
仏
教
史
上
で
は
中
観
派

の
祖
と
し
て
有
名
で
す
。

こ
の
学
派
は

ど

ん
な
も
の
も
実
体
が
あ
る
よ
う
で
、

実
際
は
常
に
移
り
変
わ
っ
て
い
る
。

す

べ
て
の
も
の
に
は
固
定
的
な
実
体
は
な

く
、

空
で
あ
る
」
と
説
き
ま
す
。

ま
た
天
親
菩
薩
は
、

喩
伽
行
唯
識
学

派
の
祖
と
言
わ
れ
ま
す
。

「目
に
見
え

る
も
の
は
す
べ
て
意
識
が
作
り
出
し
た

も
の
で
実
物
と
は
異
な
る
。

だ
か
ら
同

じ
世
界
で
も
見
る
人
に
よ

っ
て
違
う
も

の
に
見
え
て
い
る
」
と
説
き
ま
す
。

『葬
儀
に
ま
つ
わ
る
習
俗
、

俗
信
』

葬
儀
に
際
し
て
は
古
来

か
ら
様
々
な
慣
習
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
。

枕
だ
ん

小
」
、

旅
支
度
、

守
り
刀
は
、

故
人
が
こ
れ
か
ら
旅
を
す

る
と
い
う
考
え
か
ら
準
備

さ
れ
る
も
の
で
す
。

莫
宗
で
は
旅
は
し

ま
せ
ん
。

ま
た
、

水
に
お
湯
を
注
い
で

ぬ
る
く
す
る
逆
さ
水
や
、

着
物
の
襟
の

合
わ
せ
を
左
右
逆
に
す
る
な
ど
の
逆
さ

ご
と
は
死
へ
の
恐
れ
か
ら
さ
れ
る
も
の

で
す
。　

一
膳
飯
を
供
え
る
の
は
こ
の
亡

で
の
最
後
の
食
事
で
す
が
、

真
宗
で
〓

す
で
に
極
楽
往
生
さ
れ
て
お
り
、

二
要

あ
り
ま
せ
ん
。

あユlがこう

入江 住 谷大志さん
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Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｓ

Ｏ

Ｏ

＄

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

，
運
≡
蚕
のみ
が
き

一
年
間
の
本
堂
の
仏
具
の
汚
れ
を
落

と
す

「お
み
が
き
」
が
、

十

一
月
七
日

に
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
は
婦
人
会
の
方
々
総
勢
十
数

名
で
、

九
時
よ
り
、

取
り
外
さ
れ
た
仏

具
の
お
み
が
き
を
行
い
ま
し
た
。　

一
つ

一
つ
の
部
品
を
流
れ

作
業
で
き
れ
い
に
磨

き
、

仏
具
も
新
品
の

よ
う
な
輝
き
を
取
り

戻
し
ま
し
た
。

昼
食

を
お
持
ち
帰
り
い
た

だ
い
て
解
散
と
な
り

ま
し
た
。

）

十
月
二
十
六
日
、

日
帰
り
で
島
根
県

松
江
市
、

順
光
寺
を
参
拝
し
ま
し
た
。

総
勢
二
十
五
名
。

順
光
寺
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺

院
で
、

も
と
も
と
天
台
宗
の
寺
院
だ

っ

た
の
が

一
五
七
六
年
頃
浄
土
真
宗
に
改

宗
し
た
と
の
こ
と
。

お
内
陣
が
浄
心
寺

本
堂
の
様
式
や
雰
囲
気
に
非
常
に
よ
く

似
て
お
り
、

驚
き
と
と
も
に
親
し
み
を

感
じ
ま
し
た
。

現
在
の
本
堂
は
元
禄
年

間
の
建
立
で
、

浄
心
寺
の
現
在
の
本
堂

も
そ
の
数
年
後
の
建
立
で
す
。

ご
住
職
に
よ
る
沿
革
説
明
や
、

婦
人

会
の
方
の
活
動
の
様
子
の
お
話
を
お
聴

き
し
て
、　

一
同
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

響暖
ぽ
講
でお希
の席侮
活

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
こ
こ
三
年
は
報
恩

講
で
の

「お
斎
」
を
中
止
に
し
て
い
ま

し
た
が
、

今
年
再
開
し
ま
し
た
。

仏
教

婦
人
会
の
調
製
に
よ
る
精
進
料
理
の
お

弁
当
を
、

法
要
当
日
正
午
よ
り
、

衆
園

和
室
に
て
ご
講
師
さ
ま
と
と
も
に
い
た

だ
き
ま
し
た
。

）

尽
蚕

は

「わ
ら
く
」
で
上
品
な
お
味

の
料
理
と
松
茸
ご
飯
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

そ
の
後
、

松
江
城
周
辺
を
散
策
。

小
泉
八
雲
記
念
館
や
地
ビ
ー
ル
館
を
訪

れ
た
人
も
い
ま
し
た
。

途
中
で
道
の
駅

「た
か
の
」
で
買
い

物
。

新
鮮
で
安
い
野
菜
な
ど
地
の
も
の

を
、

段
ボ
ー
ル
箱
に

一
杯
買
い
こ
ん
で
、

帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

秋
ら
し
い
晴
天
に
恵
ま
れ
、

気
持
ち

の
良
い
旅
行
と
な
り
ま
し
た
。

花
ま
つ
り

４
／
２‐
（日
）
年
前
中

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を

お
祝
い
し
て

ネ
甘
茶
を
ど
う
ぞ
（持
ち
帰
り
可
）

北

川

嗣
雄

　

１
月
３０
日

７４
歳

平
成
二
十
七
年
に
奥
様
が
急
逝
さ
れ

て
以
後
、

同
年
本
山
で
帰
敬
式
、

平
成

三
十
年
か
ら
吉
浜
南
地
区
の
地
区
委

員
、

令
和
元
年
に
は
門
徒
推
進
員
と
な

り
、

み
教
え
を
大
変
喜
ば
れ
て
き
ま
し

た
。

亀
岡

達
明

　

１
月
３０
日

８９
歳

平
成
十
八
年
か
ら
二
十
九
年
ま
で
鴨

方
小
坂
束
の
地
区
委
員
を
し
て
い
た
だ

き
、

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

初参式の

ごあれない
5月4日(祝)
1 0 時より

お子さんの初めての

お寺参りです。

七五三に

代わる儀

式として、
ぜひご参
加くださ
し`。

2 2 2 1 1 1 1  1 1  1 1 1 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10

12 10 9 2824 19 18 10 8 5 4 1 23 18 15 13 4 30 29 29 20 19 17 13 9 5 4 28

84 91 78 7781 95 63 89 92 5489 7891 89 71 93 52 8890 881048469 73 75 8389 91

間田日田円団円円円田（敬称略）
林
　
　
文
子

石
原
　
正
幸

山
本
　
　
勝

石
川
　
隆
治

大
山
　
知

一

回
村
　
義
己

久
保
　
俊
宏

長
安
　
安
子

三
宅
壽
高
子

北
村
　
香
苗

谷
水
　
恒
子

吉
岡
　
展
宏

小
田
　
静
子

桃
木
　
陽
子

長
安
　
正
子

甲
斐
　
年
子

末
金
　
　
仁

藤
井
　
雅
子

水
原
　
良
昭

平
加
　
知
英

藤
井
ト
モ
ヱ

三
宅
　
寛
子

熊
川
壽
恵
子

鎌
倉
　
　
卓

糀
谷
　
良
明

小
山
　
　
善貝

藤
井
　
俊
子

藤
井
　
と旦
行

士
日
　
　
間回

鴨
方
町

神
島
外

横
浜
市

西
の
浜

生
江
浜

住
　
吉

管
田
　
岡

吉
浜
南

二
番
町

絵
　
師

大
井
南

鴨
方
町

官
田
　
岡

美
の
浜

孫
治
端

岡
山
市

殿
　
川

福
山
市

追
　
分

九
番
町

鴨
方
町

里
庄
町

里
庄
町

士
口
　
浜

入
　
江

生
江
浜

生
江
浜
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い
つ
て
お
ら
れ
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
韓

．
栗
鰊
惑
市

（５
７
４
～
６
２
２
）
は

鞭

僧
侶
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

日
本
仏
教

簿

を
保
護
し
盛
ん
に
し
た
人
で
あ
り
、

瑚

鞭

私
た
ち
の
宗
門

（
硝
）
　

　

　

　

　

　

～
４
８
０
頃
）
の

『浄
土
論
』
、

中
国
で

鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
夢
告
に
よ
っ
て
法

鶴

帥
昨
搾
ギ
守
学
中
中
ち
庄
申
り
輪
弾
呼

　

麟
畑
軒
雅
叙
悔
“
セ

範
卿
約
燎
水
脚
焼

鞭

浄
土
真
宗
の
礼
拝

親
鷲
聖
人
が
師
と
仰
い
だ
人
々
は
多

感
謝
し
ま
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

い
が
、

そ
の
中
で
も
イ
ン
ド
ニ
人
、

中

『
観
経
疏
』
、

日
本

国
三
人
、

日
本
二
人
の
合
計
七
人
を
七

～
１
０
１
７
）
の

星

高
僧
と
し
て
尊
敬
し
ま
し
た
。

族
触
牌
弾
嘱
路
１
２

●
七
高
僧

（じ
ち
こ
う
そ
う
）
　

　

　

　

本
願
念
仏
集
』
な
ど

親
鸞
聖
人
が
浄
土
教
に
つ
い
て
直
接

親
鸞
聖
人
は

『
正
信
侶
』
に

「印
度

と
、

聖
徳
太
子
の
す
す
め
で
浄
土
門
に

鶴

指
導
を
受
け
た
の
は
法
然
で
す
が
、

そ

　

西
天
の
論
家

企
向
僧
）
、

中
夏

（中
国
）
、　

　
談
脚
ギ
紬
均

嗣
股
距
晩
悔
晩
布
駒
議
印

鞭

れ
と
と
も
に
イ
ン
ド
、

中
国
、

日
本
の

日
域

（日
本
）
の
高
僧
、

大
聖

（釈
尊
）

僧
た
ち
に
も
そ
の
著
書
を
通
し
て
教
え

興
世

（出
世
）
の
正
意
を
顕
し
、

如
来
の
　

本
願
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
れ
る
こ
と

鶏簿

を
受
け
、

浄
土
真
宗
を
確
立
し
ま
し
た
。

　

本
誓
、

機

（人
）
に
応
ぜ
る
こ
と
を
明

　

が
約
束
さ
れ
る
身
　
　
　
　
　
　
　
　
鱗

そ
れ
は
イ
ン
ド
で
は
龍
樹

（１

じ５
抑

　

か
す
と
い
ぃ
、

七
高
僧
に
よ
っ
て
阿
弥

　

と
な
る
こ
と
が
で

～
２
５
０
頃
）
の

『大
智
度
論
』
と

『十

　

陀
仏
の
本
願
が
私
た
ち
凡
夫
を
救
う
た

　

き
た
、

と
お
っ
し

住
毘
婆
娑
論
』
、

天
親

（世
親
、
４
０
０
　

め
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
と

　

ゃ
っ
て
い
ま
す
。

鶴
韓
簿
簿
韓
鶴
韓
鶴
器
鑢
簿
簿
器
簿
韓
簿
録
簿
鶴
簿
簿
韓
鶴
簿
簿
簿
簿
簿
簿
器
簿
韓
簿
む
簿
鶴
簿
簿
鶴
鍛
む
簿
簿
簿
鶴
簿
鶴
鶴
簿
録
鶴
　
春
光
う
ら
ら
か
な
候
と
な
り
ま
し
た

主
‥
，卓
…
章付苺や

　

が
、

お
健
や
か
に
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

鯛

ヲ

麟

麹

算

　

　

や
　

　

ハ
Ｈ

下

苫

ｒ

Ｄ

巳
Ⅸ
雪
全

手

ヽ

ヘ
ト

』そ

ヽ

へ
ヽ

舞

“

Ｌ

ゝ

へ
ヽ

訪
上
宙
　
一　
ぃ
た
し
ま
す
。

”わ十の独
。一　楽隙躾輸出葉鋤顕期の棒詢瑚れを

ぁ

ギ
】
Ｗ　

　
　
　
　
　
　
　
　
（一桶
仁
不委
昌
⌒　
一ギ
雪
⌒★
）

じ

●

簿 簿 鶴 鶴

ダ
ー
ナ
バ
ザ
ー
開
催

４
月
２
１
日

（日
）
１
０
時
半
よ
り

（午
前
中
）
境
内
に
て
バ
ザ
ー
を
開
き

ま
す
。

例
年
通
り
、

物
品
と
手
作
り
の
食
品

な
ど
た
く
さ
ん
の
品
が
並
び
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
誘
い
合
わ
せ
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。

★
☆

バ

■
―
の
物
品
募
集

☆
★

お
家
に
眠
っ
て
い
る
バ
ザ
ー
に
出
品

で
き
る
品
物
が
あ
れ
ば
、
４
月
１
５
日

ま
で
に
浄
心
寺

ヘ

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

中
古
品
や
衣
類
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

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


