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ヒ
ダ
カ
く
ん
・
ひ
か
り
ち
ゃ
ん
の

ヒ
ダ
カ
く
んん
・
ひ
か
り
ち
ゃ
ん

・
ひ
・

ん
ののの

そ
の
七

永
原
智
行

ひ
か
り
ち
ゃ
ん

す
ご
い
わ
ね
、
五
百
年
前
に
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
の

思
想
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
？

ま
た
、
何
度
も
攻
め
ら
れ
て

蓮
如
さ
ん
は
タ
フ
だ
っ
た
の
ね
。

ヒ
ダ
カ
く
ん

も
ち
ろ
ん
、
蓮
如
さ
ん
自
身
も
タ
フ
だ
っ
た
ろ
う

け
ど
、
蓮
如
さ
ん
の
周
り
に
偉
い
お
弟
子
が
い
た
ん
だ
。
偉
い
と

い
っ
て
も
、
ど
こ
か
の
お
寺
で
修
行
し
た
と
か
い
う
の
で
な
く
て
、

昼
間
は
念
仏
者
で
、
夜
は
反
権
力
者
の
海
賊
（
か
い
ぞ
く
）
と
し

て
琵
琶
湖
（
び
わ
こ
）
の
経
済
を
牛
耳
（
ぎ
ゅ
う
じ
）
っ
て
い
た

人
た
ち
だ
よ
。

今
は
、
経
済
と
い
え
ば
、
貨
幣
（
か
へ
い
）
の
経
済
力
を
い
う

け
ど
、
彼
ら
が
、
海
賊
や
悪
党
（
あ
く
と
う
）
と
い
わ
れ
た
の
は
、

土
地
を
支
配
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。
当
時
か
ら
全
国
的
に
普
及

し
て
い
た
貨
幣
や
物
の
流
れ
を
支
配
し
て
い
た
ん
だ
。

ひ
か
り

封
建
制
度
（
ほ
う
け
ん
せ
い
ど
）
と
い
う
こ
と
の
範
疇
外

（
は
ん
ち
ゅ
う
が
い
）
の
人
ね
。

ヒ
ダ
カ

代
表
的
な
人
は
、
道
西
（
ど
う
さ
い
）
だ
よ
。
道
西
は

蓮
如
さ
ん
よ
り
十
六
歳
も
年
上
だ
け
ど
、
蓮
如
さ
ん
を
深
く
敬
愛

（
け
い
あ
い
）
し
て
た
ん
だ
。
道
西
に
頼
ま
れ
て
、
正
信
偈
（
し
ょ

う
し
ん
げ
）
の
解
釈
を
し
た
り
、
『
御
文
章
』
を
書
い
て
門
信
徒

に
手
紙
で
布
教
す
る
こ
と
を
勧
（
す
す
）
め
た
ん
だ
。
道
西
が
、

蓮
如
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
っ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
掛
け
軸

（
か
け
じ
く
）
を
倉
庫
に
大
切
に
し
ま
い
込
ん
で
い
た
の
を
、
蓮
如

さ
ん
は
し
ま
わ
ず
に
「
掛
け
破
れ
」
と
諭
（
さ
と
）
さ
れ
た
ん
だ
。

ひ
か
り

戦
国
の
時
代
の
人
は
元
気
な
人
ね
。

ヒ
ダ
カ

そ
れ
か
ら
こ
ん
な
話
も
あ
る
ん
だ
。
蓮
如
さ
ん
の
勢
力
が

盛
ん
に
な
っ
て
、
山
科
に
広
大
な
本
願
寺
を
建
て
た
ん
だ
。
そ
れ

ま
で
の
逃
亡
生
活
で
あ
ず
け
ら
れ
て
い
た
親
鸞
さ
ま
の
ご
真
影

（
ご
し
ん
ん
ね
い

木
像
）
を
か
え
し
て
も
ら
い
た
い
と
大
津
の

お
寺
に
頼
む
こ
と
に
な
っ
た
け
ど
、
こ
の
像
が
あ
る
こ
と
で
繁
盛

（
は
ん
じ
ょ
う
）
し
て
い
た
お
寺
は
、
生
首
（
な
ま
く
び
）
二
つ

も
っ
て
こ
い
と
難
癖
（
な
ん
く
せ
）
を
つ
け
た
ん
だ
。
こ
の
話
を

聞
い
た
あ
る
門
徒
の
親
子
は
、
「
阿
弥
陀
様
の
ご
恩
に
報
い
る
と

き
だ
」
と
息
子
の
首
を
そ
の
お
寺
に
持
っ
て
い
き
、
「
次
に
私
の

首
を
は
ね
よ
」
と
い
っ
て
返
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
ん
だ
よ
。

ひ
か
り

ち
ょ
っ
と
、
今
の
私
た
ち
に
は
理
解
で
き
な
い
行
動
だ
け

れ
ど
、
当
時
の
人
た
ち
は
命
が
け
で
自
分
た
ち
の
信
仰
を
守
ろ
う

と
し
て
た
の
ね
。

一
番
は
も
ち
ろ
ん
尊
い

し
か
し
一
番
よ
り
も

尊
い
ビ
リ
だ
っ
て
あ
る

東
井
義
雄
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発表は です

浄土に生まれた人はどうしているでし う？

次の の中から一つ んで番 を書いてください

安らかに ている
仏とな て 日夜私たちを救おうとしている
悪いことをすると をあてる

の正解は
布 のことで 喜 の心で行う でした

正解者の中から 次の方に を いたします

上 子 信子

御

前 は正解者が でした 少し難しか たかな？
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ともに かされ きてる いの の

ひかり 集 会では 紙 を するた
め 日 の寺院活動や 者の 様からの
をお願いしています

寺院 自の法座やイ ン に らず 疑
に じたことなどご いただけますよう
ご 力をお願いします
紙 及び に させていただ
きます

の方は 日
1712 まで

また ひかり に するご ご 想など
法 イ とともにどしどしご くださ
い

または からご
いただけます

あ
る
講
師
の
お
話
で
す
が
、

と
同

し
て

い
る
子
ど
も
は
何
と
な
く

（
し
つ
け
）
が
違
う
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

が

が
、

に
行
う

と
こ
ろ
を

て
、
子
ど
も
は

が
親
に

し
て
な
す

き
事
の
何
た
る
か
を
知
り
ま
す
。
文

り
、
両

親
は

中
で

が
子
を
教

し
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
今
日
の
現

は

と
同

し
て
い

る

は

で
、
ほ
と
ん
ど
が

し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る

に
言
う
「

き
、
カ
ー

き
、

ー

き
」
で
あ
り
ま
す
。

で
は
、
ど
う
し
て
お

さ
ん
だ
け

か
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
？
ど
う
も

さ
ん
よ
り

さ
ん
の
方
が

生
き
す
る
か
ら
だ
そ
う
で
す
ね
。

女
性
の
一
生
は

つ
の

で
表
せ
る
と
申
し
ま
す
。

女
性
の
良
い
の
は

さ
ん
の
間
だ
け
の
よ
う
で
し
て
、

「

」
の

は
、
女

（
お
ん
な
へ
ん
）
に
良
い

と
書
き
ま
す
。

他

に

り
し
ま
す
と
女

に

と
書
い
て

「

」
。

さ
ん
は
次
第
に

や
か
ま
し
く
な
り
、

に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
女

に

と
書
い

て
「

」
（
か
か
あ
）
。

は
そ
の
ま
ま
お
り
ま
す

と
次
第
に

く
さ
く
な
る
か
ら
女

に

い
と
書
い

て
「

」
（
し
ゅ
う
と
め
）
で
す
。

こ
う
な
る
と

こ
う
と
い
う
の
で
す
。

し
か
し
、

に
は
人
生
経

が

に
あ
り
ま
す
。

き
良
き
も
の
を
次
の

代
に
伝
え
て
ゆ
く
と
い
う

人
に

せ
ら
れ
た

と

こ
そ
は
、
ま
さ
に

人
の
生
き

そ
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た

か
ら
も
、
お
子
さ
ん
や
お

さ
ん

た
ち
と

れ
合
う

会
を
大
切
に
し

て
、
も
っ
と
も
っ
と
お
元
気
で

で

ご
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で

す
。

日高組ホームページ

れんけん「連続研修会」
受講者募集のご案内
れんけん「連続研修会」
受講者募集のご案内

日 では 第10期れんけん 門徒
成連 修会 の 講者を 集します

現在 日 では門徒 として活動さ
れている方が1 のみです
連 修 者の方にご本山での中 講 (3 4
日)を 講いただき 門徒 として
ご活 いただけるよう 講を勧 していま
す
この 会に れんけん をご 講いた
だきますようご 内いたします

はお手次の寺院まで
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法

話

信
行
両
座
と
信
心
諍
論

講
談
に
託
す

奈
良
県
に
女
性
講
談
師
で
歌
手
で
も
あ
る
旭
堂
さ
く
ら

（
川
本
三
栄
子
）
さ
ん
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

新
た
な
伝
道
方
法
を
模
索
し
て
い
る
時
に
出
会
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
が
講
談
で
伝
え
ら
れ
た
ら

と
い
う
思
い
で
旭
堂
さ
ん
に
そ
の
こ
と
を
お
願
い
し
て
み
ま

し
た
。
あ
い
ま
い
な
返
事
で
し
た
の
で
、
期
待
半
分
・
あ
き

ら
め
半
分
で
い
ま
し
た
が
、
様
々
な
事
情
も
あ
っ
て
浄
土
真

宗
に
因
ん
だ
講
談
を
作
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

そ
れ
は
「
親
鸞
聖
人
の
妻

恵
信
尼(

え
し
ん
に)

様
」
と

い
う
講
談
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
僧
侶
の
身
分
で
結
婚
さ
れ
た

最
初
の
お
方
だ
と
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
恵
信
尼
様
も
親

鸞
聖
人
の
妻
と
な
ら
れ
、
越
後
の
国
（
現
在
の
新
潟
県
上
越

市
）
に
お
ら
れ
た
と
き
に
五
輪
の
塔(

と
う)

を
建
て
ら
れ
、

そ
の
傍
ら
に
こ
ぶ
し
の
木
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
仏
教
婦
人

会
連
盟
の
式
章
に
こ
ぶ
し
の
花
が
デ
ザ
イ
ン
に
用
い
ら
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
後
、
第
二
作
目
と
な
る
「
若
き
日
の
親
鸞
聖
人
」
を

作
っ
て
い
た
だ
い
た
時
に
は
、
当
初
の
目
的
で
あ
っ
た
浄
土

真
宗
の
み
教
え
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て
、

申
し
訳
な
く
も
随
分
加
筆
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

内
容
は
、
本
願
寺
第
三
代
宗
主
、
覚
如(

か
く
に
ょ)

上
人

が
、
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳(

い
と
く)

を
讃
仰(

さ
ん
ご
う)

す

る
た
め
に
、
そ
の
ご
生
涯
を
書
き
記
さ
れ
た
『
御
伝
鈔(

ご
で

ん
し
ょ
う)

』
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
大
切

に
し
た
の
は
信
行
両
座
と
信
心
諍
論
と
言
わ
れ
る
二
つ
の
お

話
で
す
。

一
つ
め
の
お
話
（
信
行
両
座
）

法
然
上
人
の
元
に
は
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
、
そ
の
教

え
を
聞
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
正
し
く
聞
い
て
お
ら
れ
る

方
が
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
そ
の
こ
と
を
憂

慮
し
て
、
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
じ
る
そ
の
時
に
、
お

浄
土
に
生
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
定
ま
る
の
か
、
念
仏
を
称
え

る
行(

ぎ
ょ
う)

を
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
お
浄
土
に
生
ま
れ
て

ゆ
く
の
か
」
を
二
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
正
し
い
と
思

う
方
の
座
に
つ
く
と
い
う
お
話
で
す
。

ほ
と
ん
ど
の
方
々
は
念
仏

を
称
え
る
行
の
座
に
つ
い
た

よ
う
で
す
が
、
わ
ず
か
数
人

と
親
鸞
聖
人
が
つ
い
た
「
本

願
を
信
じ
る
」
と
い
う
座
に

法
然
上
人
も
つ
か
れ
た
と
い

う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
も
お
念
仏
を
称

え
る
宗
教
で
す
が
、
お
念
仏

を
称
え
た
功
徳(

く
ど
く)

を

あ
て
た
よ
り
に
し
て
、
お
浄

土
に
生
ま
れ
て
さ
せ
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
「
お
浄
土
に
生
ま
れ

る
た
め
の
何
の
手
立
て
も
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
い
者
の
た

め
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声

の
仏
と
な
っ
て
、
あ
な
た
に

至
り
届
い
て
必
ず
救
う
か
ら
、

安
心
し
て
い
い
よ
。
」
と
お

慈
悲
を
告
げ
て
く
だ
さ
る
阿

弥
陀
様
の
ご
本
願
を
疑
い
な

く
お
聞
か
せ
い
た
だ
く
こ
と

が
大
切
な
こ
と
で
す
。

そ
の
こ
と
を
聞
か
れ
た
法
然
上
人
は
「
信
心
が
違
う

と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
自
力
の
信
に
つ
い
て
言
う
こ

と
で
す
。
阿
弥
陀
様
か
ら
賜
っ
た
信
心
で
す
か
ら
、
少

し
も
異
な
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。
」
と
諭
さ
れ
、
論
争
は
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

私
の
側
に
作
り
あ
げ
る
よ
う
な
信
心
で
は
な
く
、
阿

弥
陀
様
の
智
慧
と
慈
悲
の
お
心
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と

私
に
疑
い
な
く
届
い
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
信
心
と
い

い
ま
す
か
ら
、
賜
っ
た
信
心
と
言
え
ま
す
。

http://hidakaso.jimdo.com日高組ホームページ

私
が
称
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
お
念
仏
は
、
阿
弥
陀
様
が

「
お
前
を
必
ず
救
う
」
と
の
喚(

よ)

び
声
で
あ
り
、
わ
た

し
の
方
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
ご
恩
に
報
い
る
「
お
陰
さ
ま
、

有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
こ
言
葉
と
し
か
言
い
よ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
。

二
つ
め
の
お
話
（
信
心
諍
論
）

あ
る
時
、
親
鸞
聖
人
が
「
法
然
上
人
の
ご
信
心
と
私
の

信
心
と
、
少
し
も
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
一
つ

で
す
。
」
と
仰
ら
れ
た
こ
と
を
他
の
お
弟
子
方
が
聞
い
て

論
争
に
な
っ
た
と
い
う
お
話
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
信
心
と
は
智
慧
が
深
い
と
か
浅
い
と
か

で
い
う
も
の
で
は
な
く
、
他
力
の
信
心
と
は
、
み
な
同
じ

よ
う
に
阿
弥
陀
様
か
ら
賜
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
違
い
が

あ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

御絵伝 第二軸・第二図 「信行両座」

浄
土
真
宗
の
み
教
え

の
要(

か
な
め)

こ
の
二
つ
の
お
話
は
、

浄
土
真
宗
の
み
教
え
の

要
の
こ
と
を
伝
え
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

間
も
な
く
、
各
ご
寺

院
で
報
恩
講
が
お
勤
め

さ
れ
ま
す
。
報
恩
講
は

親
鸞
聖
人
の
ご
苦
労
を

偲
ば
せ
て
い
た
だ
く
中

に
、
阿
弥
陀
様
の
ご
本

願
を
お
聞
か
せ
い
た
だ

く
た
め
の
法
要
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯

に
は
、
そ
ん
な
出
来
事

も
あ
っ
た
の
か
と
思
い

だ
し
つ
つ
、
法
要
の
ご

縁
に
遇
っ
て
い
た
だ
き
、

阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲
を

聞
き
喜
ば
せ
て
い
た
だ

き
た
い
も
の
で
す
。

(

藤
田
）

御絵伝 第二軸・第三図 「信心諍論」
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ま
た
「
あ
そ
ぶ
」
で
は
、

内
に
出
て
、
自
分
で
作
っ

た

を

に

い
、
用

さ
れ
た
的
に
あ
て
る

ー

を
し
た
り
、
ス
ー

ー
ボ
ー

す
く
い
を
し
た
り

と
、
び
し
ょ

れ
に
な
り
な
が
ら

内
を

り

っ
て
い

る
子

た
ち
も
い
ま
し
た
。

、
本
堂
で
子

と
大
人
が
一

に
輪
に
な
り
、
手

び
な
ど
で

し
く
す
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

お
昼
の
「
た

る
」
で
は
、
寺

婦
人
会
の

さ
ん
が

理
し
て
く
だ
さ
っ
た
カ
レ
ー

イ
ス
を
全

で

き
、

お
か
わ
り
す
る
子

も
た
く
さ
ん
お
り
、

一
人

す
こ

と
な
く
お
い
し
く

き
ま
し
た
。
ま
た
、

後
の
か
き

も
、
み
ん
な

で

を

っ
て
い
ま
し
た
。

最
後
に
「
う
た
う
」
で
は
、
全

で
大
き
な
声
で
恩
徳

讃
を
う
た
い
、
そ
の
後
本
堂
を
き
れ
い
に

し
、
解

と
な
り
ま
し
た
。

年
、
多
様
な

、
生
活

の

に
よ
り
、

日

生
活
の
中
で
宗
教
的

を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大

難
な

に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
年
も

山
の
子

た
ち
が
行
事
に

加
さ
れ
、
お
寺
を

に
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
ご

縁

く
り
に
つ
な
が
る
イ

ン

の

要
性
を

じ
た
一

日
で
し
た
。

代
を
こ
え
た
ご
縁

く
り
の

と
し
て
も

今
後
も

し
て
い
き
ま
す
。
（
報
告
者

木
章

）

らった に たるかな と だよ！

お は寺 のおば 製の「 ーライス」！ は「かき 」もいただきました

水遊びに きたら タとりで遊 ！
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あなたといっし に のない を きたい

成
29
年
度
、
日

子
ど
も
の
つ
ど
い

「

・

ン

」
が

29
日
、

良

の
連

寺
に
お
い
て

さ
れ
、
「
子

ど
も
の
声
が
聞
こ
え
る
お
寺
に
」
を
ス

ー

ン
に
、
日

内
か
ら
35

の

が

加
し
て

し
み
ま
し
た
。

当
日
は
、

代
会
・
婦
人
会
の

力
の
も

と
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の

し
が

さ
れ
、

子

た
ち
は

の
中
、
大

の

を
流
し

な
が
ら
も
手
を
合
わ
せ
、

で
多
く
の
人

と

れ
あ
い
、
元
気
い
っ

い
に

み
の

日
を
お
寺
で

ご
し
ま
し
た
。

最
初
は
ま
ず
全

で
正
座
を
し
、
念

を
持
っ
て
合

し
、
お
勤
め
を
し
ま
し
た
。
行
事
の
「
ま
な
ぶ
（
お
ぶ
つ

だ
ん
あ
わ
せ
）
」
で
は

ー

に
分
か
れ
て
、
ば
ら
ば

ら
に
な
っ
た
仏

の

の

を
正
し
い

に

る

を

っ
て
、
み
ん
な
で
本
堂
の

を

に
し

た
り
、

の
仏

を
思
い
出
し
た
り
と
、

力
し
悪
戦
苦

し
な
が
ら
も
正
し
い
仏

に
な
る
よ
う
に

ー

覚

で

び
ま
し
た
。

次
に
「
つ
く
る
」
で
は
、
一
人
ひ
と
り
に
用

さ
れ
た
、

の

の

を
大
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
い
な
が

ら
も
、
一
生

命
に

み
立
て
て
い
き
ま
し
た
。

い良子ーもし人の

いけど 日楽しく遊 ！

お の ズ って つかしいな

上 に 成できたかな は い！

さ の指 で 作り水 をつくったよ
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ともに かされ きてる いの の

和歌山

「 」に ！
（ 教 寺）
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歌
山
市
の
市
立

物

に
お
い
て
、

「
特

の

」

の

会
に
、

良

教

寺
か
ら
第
14
代

徳
川

が

用
し
た
お

と
、
「

方

様
御

事

」
な
ど
が
出

さ
れ
ま
す
。

（
10

21
日
（
土
）
か
ら
11

26
日
（
日
）
ま
で

五

）

方
様
御

事

に
よ
る
と
、
文

年

（
元

元
年

一

六

）

日
と

日
に
、

14
代

徳
川

が
、

会

の
あ
る
二

に

か
う
た
め
に
、

で
大

に

か
う

中
、
当
寺
を
本

に

息
さ
れ
た
。
そ

の

、

の

は

人

を

れ
た
お

に
は
い
ら
れ
、

を

し
上
が
っ
た
。

そ
の

は
今
に

っ
て
い
る
。

の
木

は
「

上

」
と
今
に

っ
て
い
る
。

こ
の
一
行
の
中
に

海

が
い
た
と
い
う
。

の に かれている文字

山
元 （ ）元 子（きの ）

月 日 （ ）
上 御
遊 （ りあ ばされ ）

今

の
出

に
当
た
り
、

に
は

市
立

物

の

藤

生
が

に
、

に
は

藤

生
と

田

一

生
が
、

の

の
た
め

来

さ
れ
ま
し
た
。

ひ か り （ ）2017（平成29）年11月1日
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式

章

(

門
徒
式
章)

各
寺
院
で
は
「
報
恩
講
」
法
要
が
勤
ま
り
、

の

が
聞
こ
え
る
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

の

に

か
れ
、

お

い
合
わ
せ
お

り
し
ま
し
ょ
う
。

式
章
と
は
僧
侶
が
首
に
掛
け
て
い
る
輪

を

く
し
た
よ
う
な
物
を
言
い
ま
す
。

年
、
お
寺
に
お

り
を
す
る
と
き
や

修
会

で
こ
の
式
章
を
掛
け
て
い
る
お
方
が
多
く

ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
式
章
は

敬
式
を

け
、
ご
本
山
よ
り
い

た
だ
く
の
で
す
が
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
る

か

し
と
な
り
ま
す
。

ご

で
の
仏
事
や
お
寺
の
法
要
時
な
ど
に
は

用
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
式
章
は
ほ

一
定
の
大
き
さ

で
す
が
、

い
ろ
ん
な

模
様
が
あ
り
ま
す
。

な
お

代
さ
ん
に
は
「

代
式
章
」
仏
教
婦
人

会
に
は
「
仏
婦
連
盟
式
章
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

お
寺

り
の
必

と
し
て
、
聖

や
お
念

と

に
必
ず
持

し
ま
し
ょ
う
。

（

木
）（おかみ り）を すると

ご本山より と に が されます

8/19 仏 連盟 会にて 新 が 出される
から 会 さん 浄 寺

会 一 さん 念 寺
会 ・会 さん 寺

した様子でご
き きの 修会では中 教 の講義を けた

年会会 にも 念仏者の生き方
に ぶと講義される中 教

7/15 代会前期 修会には大勢の門徒 代さんが
加 修会では中 教 から講義を けた
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読
者

声

「

若

女
が
集
ま
る
お
寺
に
し
よ
う
」
を

み
ま

し
た
が
、
私
も
前
か
ら

え
は
同
じ
で
す
。
各
お
寺

と
し
て
、
子

か
ら

人
ま
で
集
ま
れ
る
イ

ン

を
前
か
ら

え
て
い
ま
す
が
一
人
で
は
何
も
で
き
ま

せ
ん
。

い
つ
も
「
ひ
か
り
」
を

し
て
い
ま
す
。
今

は

奈
西
教
寺
の

会
を

せ
て
い
た
だ
き
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。

の
時
は
教

寺
の
土

で
、
お
勤
め
を

教
え
て
も
ら
っ
た
。

今
年
の

さ
は

に
思
い
ま
す
。

彼

が
待
ち

し
い
で
す
。

の

、
ご
自
愛

さ
い
ま
せ
。

い
つ
も
お

話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

行
事
報
告

門
徒

代
会

29
年
度
門
徒

代
会
前
期

修
会
が

15
日
、
日

行
寺
に
て

さ
れ
、
中

歌
山

教

教

に
よ
る
「
念
仏
者
の
生
き
方
」
に

ぶ

の
講

で
、

如
門
主
の
御

息
に
つ
い
て
解

を

け
な
が
ら

び
ま
し
た
。
（

に

連
記
事

）

日

ン

子
ど
も
の
つ
ど
い

29
日
、

良

の
蓮

寺
に
て

ン

が
日

主

、
日

少
年

の
元
で
行

わ
れ
ま
し
た
。

（

・

に

記
事

)

仏
教

年
会
連
盟

29
年
度
日

仏
教

年
会
連
盟
の

会

び
に

修
会
が

19
日
、
御

市
の
花
ご

に
て

さ

れ
、
会

・
僧
侶
ら
25

が
出

、
29
年
度
事

、

、

出

が

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

原

り

さ
れ
ま
し
た
。

会
後
に
は
中

歌
山
教

教

か
ら
仏
教

年
会

と
、
「
念
仏
者
の
生
き
方
に

ぶ
」
の
講
義
を

け
、

「

知

」
「

愛

」
の
生
活

が
大
切
だ

と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

き

き
、

親
会
が

さ

れ
、
会

の
親

を

り
ま
し
た
。
（

に

連
記
事

）

歌
山
教

主

第

門
信
徒

修
会

(
日

当)

30
日
、
本
願
寺
日

院
に
お
い
て

記

修

会
「
聞
法
の
集
い
」
が
日

当
に
よ
り

さ
れ

ま
し
た
。
講
師
に

井
教

の
藤
井

師
を
お

え

し
て
、
「

か
な

り
ど
こ
ろ
を
い
た
だ
く
人
生
」
と

し
、
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

勢
二

が

加
、

心
に

聞
し
ま
し
た
。

仏
教
婦
人
会
連
盟

29
年
度
仏
教
婦
人
会
連
盟
の

修
会
が
10

24

日
、
本
願
寺
日

院
に
て

さ
れ
、

原
仏
婦

(

寺

)

よ
り
「
仏
事
の
イ

阿
弥

陀
様
と
私

」
の
講

で

修
を

け
ま
し
た
。

行
事

第
23

日

真
宗
法
座

「
第
10
期
連

修
会
（
れ
ん
け
ん
）

講
式
」

次
の

り

記
法
座
を

し
ま
す
の
で
多
く
の

ご

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
な
お
第
10
期
連

（
れ
ん
け
ん
）
の

講
者

集
を
し
て
い
ま
す
の
で

講
ご

の
方
は
11

ま
で
に
お
手
次
の
寺
院

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日

時

12

10
日(

日)

後
一
時
半
か
ら

日

生
寺

講

師

教

木

師 半師

連

（
れ
ん
け
ん
）
と
は

一

連

の
目
的

僧
侶
と

に
親
鸞
聖
人
の
み
教
え

を
伝
え
る
ご
門
徒(

こ
れ
を
門
徒

と
い
い
ま
す)

を

て
る
事
。

二

修
の
方
法

年
間
12

(

時
間)

の
連

修
。

三

修
の
内
容

私
た
ち
の
人
生
の

み
を

し
て

出
て
く
る

い
を

い
に
話
し
合
う
中
で
、
親
鸞
聖
人

の
み
教
え
に
聞
い
て
い
き
、

む

き
方

を

ら
か

に
し
て
い
く
話
し
合
い
法
座
を
中
心
に

修
を
し
ま
す
。

門
徒

連

を

後
、
本
山
本
願
寺

に
お
け
る
中

教
修(

日)

を

講
す
る
事
に
よ

り
、
門
徒

と
し
て
ご
活
動
い
た
だ
き
ま
す
。

日高 9 0(土


