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浄
泉
寺
報

第　２　号

　

境
内
の
紫
陽
花
が
露
に
濡
れ
色
鮮

や
か
に
咲
い
て
お
り
ま
す
。

　

や
が
て
こ
の
、
し
っ
と
り
と
し
た

梅
雨
の
季
節
も
終
り
、
本
格
的
な
夏

が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

時
は
美
し
く
巡
っ
て
、
陽
の
輝
き

が
ま
す
ご
と
に
、
ま
た
寂
し
く
も
感

じ
ま
す
の
は
、
諸
行
が
無
常
で
あ
る

か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
こ
の
浄
泉
寺
報
も
創
刊
号

の
発
行
か
ら
半
年
が
過
ぎ
、
よ
う
や

く
第
２
号
の
発
行
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
特
に
間
近
に
控
え
た
お

盆
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
や

浄
泉
寺
か
ら
の
お
盆
に
関
す
る
お
知

ら
せ
な
ど
に
つ
い
て
、
掲
載
い
た
し

ま
し
た
。　

　

ま
た
、今
年
か
ら
始
め
た
坐
禅
会
、

写
経
会
、
以
前
か
ら
行
っ
て
お
り
ま

し
た
御
詠
歌
講
も
参
加
者
は
、
決
し

て
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
檀
信
徒

の
皆
様
や
地
域
の
方
々
と
の
交
流
と

ふ
れ
あ
い
の
場
づ
く
り
と
い
う
こ
と

で
鋭
意
実
施
し
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

特
に
、
四
月
五
日
（
日
）
に
、
実

施
し
ま
し
た
お
釈
迦
様
の
誕
生
会

「
花
ま
つ
り
」
で
す
が
、
例
年
は
近

所
の
お
子
様
だ
け
を
対
象
と
し
た
行

事
で
し
た
が
、
年
々
子
供
た
ち
が
減

少
し
、
寂
し
い
花
ま
つ
り
と
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。そ
こ
で
今
年
か
ら
は
、

大
勢
の
方
々
に
お
出
で
い
た
だ
け
る

よ
う
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
ラ
イ
ヴ
・
コ
ン

サ
ー
ト
を
、
同
時
協
催
い
た
し
ま
し

た
。
檀
信
徒
の
方
々
の
ご
協
力
や
主

催
者
の
Ｙ
Ｏ
Ｕ
子
歌
ク
ラ
ブ
の
ご
尽

力
に
よ
り
、
定
員
を
上
回
る
た
く
さ

ん
の
お
客
様
が
お
見
え
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
の
寺
院
の
存
在
意
義

や
活
動
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
中
で

の
試
み
で
あ
り
ま
し
た
が
、
先
ず
は

成
功
裏
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
浄
泉
寺
か
ら
常
に
新
し

い
情
報
を
皆
様
方
に
お
伝
え
す
べ
く

開
設
し
た
浄
泉
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

つ
き
ま
し
て
も
多
く
の
人
に
見
て
い

た
だ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
だ
、

ア
ク
セ
ス
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
是

非
一
度
覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
か
ら
も
工
夫
を
重
ね
皆
様
に

支
持
さ
れ
る
事
業
を
展
開
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
特
に
檀
信
徒
の
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
お
寺
の
行
事

と
い
う
こ
と
で
、
躊
躇
さ
れ
る
方
も

お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
一

度
参
加
さ
れ
ま
す
と
、
思
わ
ぬ
楽
し

さ
を
発
見
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

の
で
、
様
々
な
行
事
に
積
極
的
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

お
わ
り
に
、
酷
暑
の
季
節
を
迎
え

ま
す
こ
と
か
ら
く
ご
家
族
様
の
皆
様

の
ご
健
勝
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

住　
　

職　
　

合　

掌

当面の行事等

８月８・９日　　新盆棚経　

８月 13・14・15 日　　棚経　

８月１５日　万灯供養（イベント有り）

午後６時～午後１１時頃まで（イベント午後７時）

８月１７日　浄泉寺施食会

　　　　午前９時～午前１１時３０分まで

　　　　　　　

９月２０日～２６日　秋彼岸会　

９月２９日　両祖忌（道元禅師・蛍山禅師忌日）

１０月　５日　達磨忌（禅宗開祖忌日）

１２月　８日　成道会（お釈迦様のお悟りの日）

１２月２９日　お炊き上げ　午前１０時　本堂前　

※　お札等焼却可能なものなら、お炊き上げいた　

　　します。（無料・事前持込可）
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道 元 禅 師 と 永 平 寺

余
棟
か
ら
成
る
。
代
表
的
な
建
物

は
、
山さ

ん
も
ん門

・
仏ぶ

つ
で
ん殿

・
法は

っ
と
う堂

・
僧そ

う
ど
う堂

・

庫く
い
ん院
・
浴よ

く
し
つ室
・
東と

う
す司
の
い
わ
ゆ
る

七し
ち
ど
う
が
ら
ん

堂
伽
藍
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
、

承じ
ょ
う
よ
う
で
ん

陽
殿（
道
元
禅
師
御
廟
）、衆

し
ゅ
り
ょ
う寮（

修

行
僧
が
読
書
な
ど
を
す
る
建
物
）、

接せ
っ
ぴ
ん賓

（
本
来
は
来
客
を
も
て
な
す
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
修
行
僧
の
教
育

に
携
わ
る
役
僧
の
部
屋
が
あ
る
）、

不ふ
ろ
う
か
く

老
閣
（
住
持
の
居
室
）、
妙

み
ょ
う
こ
う
だ
い

高
台

（
住
持
が
来
賓
に
応
対
す
る
部
屋
）、

大だ
い
こ
う
み
ょ
う
ぞ
う

光
明
蔵
（
住
持
が
檀
信
徒
に
説
法

を
行
う
部
屋
）、
傘さ

ん
し
ょ
う
か
く

松
閣
（
参
拝
者

を
も
て
な
す
広
間
）、
菩ぼ

だ
い
ざ

提
座
（
指

導
の
役
僧
が
修
行
僧
に
講
義
等
を

す
る
部
屋
）、
祠し

ど
う
で
ん

堂
殿
（
檀
信
徒
の

位
牌
を
ま
つ
る
堂
）、
舎し

ゃ
り
で
ん

利
殿
（
檀

信
徒
の
納
骨
堂
）、
吉き

ち
じ
ょ
う
か
く

祥
閣
（
檀
信

徒
の
研
修
所
）、
一い

っ
け
ぞ
う

華
蔵
（
宝
物

庫
）、
経き

ょ
う
ぞ
う蔵
、
勅ち

ょ
く
し
も
ん

使
門
（
住
持
・
勅

使
ま
た
は
特
別
の
来
賓
を
送
り
迎
え

す
る
門
）、
鐘し

ょ
う
ろ
う楼
そ
の
ほ
か
、
延
べ

四
五
〇
〇
坪
あ
ま
り
の
建
物
が
あ

る
。

　

七
百
数
十
年
間
栄
枯
盛
衰
を
繰
り

返
し
な
が
ら
、
不
滅
の
法
灯
を
掲
げ

つ
づ
け
て
い
る
。
曹
洞
宗
の
檀
信
徒

で
あ
れ
ば
、
一
度
は
参
拝
を
す
べ
き

寺
院
で
あ
ろ
う
。

（
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
志
比
）

曹洞宗開祖　道元禅師

大本山永平寺全景

　

道
元
禅
師

曹
洞
宗
開
祖
道ど

う

元げ
ん

禅ぜ
ん

師じ

様
（
一
二
〇
〇

年
～
一
二
五
三
年
）

は
、
正
治
二
年
一
月

二
日
に
生
ま
れ
、
幼

名
を
文も

ん
じ
ゅ
ま
る

殊
丸
と
い
い

ま
し
た
。
三
歳
で
父

を
、
八
歳
で
母
を
失

い
、
世
の
無
常
を
感

じ
十
三
歳
で
出
家
の

決
意
を
し
、
比
叡
山

に
上
り
ま
す
。僧「
道

元
」
の
誕
生
で
す
。

　

そ
の
後
、
比
叡

山
を
降
り
、
京
都

建け
ん
に
ん
じ

仁
寺
の
臨

り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
開

祖
栄え

い
さ
い西

禅
師
の
門
に

入
っ
た
。
栄
西
禅
師

の
没
後
、
そ
の
弟
子

明
全
を
師
と
し
て
八

年
間
の
修
行
を
経

て
、
つ
い
に
禅
の
真

髄
を
探
求
す
べ
く
中

国
（
宋
）
に
渡
っ
た
。

と
き
に
道
元
禅
師

二
十
四
歳
の
と
き
で

し
た
。
先
ず
出
会
っ

た
老
僧
に
よ
っ
て
実

践
を 

通
じ
て
の
中
国
の
禅
の
あ
り

方
を
強
く
教
え
ら
れ
た
。

　

中
国
に
祖
跡
を
訪
ね
、
道
を
求
め

る
旅
も
決
し
て
思
い
ど
お
り
に
は
い

か
ず
一
時
は
帰
国
を
決
意
す
る
も
運

良
く
、
浙

せ
っ
こ
う
し
ょ
う

江
省
寧ね

い
は波

地
区
の
天て

ん
ど
う
ざ
ん

童
山

景け
い
と
く
じ

徳
寺
第
三
十
一
世
如に

ょ
じ
ょ
う浄

禅
師
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。　

　

師
の
も
と
で
猛
烈
な
修
行
の
日
々

を
重
ね
二
十
六
歳
の
こ
ろ
「
身し

ん
じ
ん心 

脱だ
つ
ら
く落
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
決

定
的
な
宗
教
体
験
を
得
た
。 

そ
し

て
二
十
八
歳
の
と
き
帰
国
し
た
。

　

道
元
禅
師
が
持
ち
帰
っ
た
も
の

は
、
如
浄
禅
師
か
ら
も
ら
っ
た
何
枚

か
の
印
可
状
（
卒
業
証　

書
の
よ
う

な
も
の
。）と
自
筆
の「
碧へ

き
が
ん
ろ
く

岩
録
」 （
禅

の
問
答
集
の
よ
う
な
も
の
。）
だ
け

で
あ
っ
た
。
し
か
し
道
元
禅
師
の
体

の
中
に
は
禅
の
真
髄
が
満
ち
溢
れ
て

い
た
。

　

帰
国
し
て
、
そ
の
第
一
声
に
「
眼げ

ん

横の
う
び
ち
ょ
く

鼻
直
」
と
言
い
、「
空く

う
し
ゅ
げ
ん
き
ょ
う

手
還
郷
」

と
言
っ
て
い
る
。
実
は
、
身
心
脱
落

と
は
い
え
、特
別
の
こ
と
で
は
な
い
。

眼
は
横
に
鼻
は
ま
っ
す
ぐ
、
あ
り
の

ま
ま
を
自
覚
し
た
ま
で
で
あ
る
。
そ

の
ほ
か
、
何
も
土
産
は
な
か
っ
た
。

空
手
で
帰
っ
て
き
た
と
言
う
の
で
あ

る
。

　

故
郷
の
京
都
に
落
ち
着
き
、
建
仁

寺
で
旅
装
を
解
い
た
。
次
に
深ふ

か
く
さ草

の

安あ
ん
に
ょ
う
い
ん

養
院
に
移
り
、
三
十
四
歳
の
と
き

中
国
の
僧
堂
を
模
範
と
し
た
興こ

う
し
ょ
う
じ

聖
寺

を
建
立
し
、
坐
禅
の
仏
法
を
説
き
、

多
く
の
人
々
を
教
化
し
た
。

　

そ
の
後
、
既
成
教
団
等
の
圧

迫
な
ど
に
よ
り
、
越
前
に
移
り
、

吉き
っ
ぽ
う
じ

峰
寺
、
禅ぜ

ん
じ
ぶ
じ

師
峯
寺
な
ど
の
古
寺
に

移
り
住
み
、
や
が
て
大
仏
寺
を
建
て

た
。
大
仏
寺
を
永
平
寺
と
改
称
し
た

の
は
、
道
元
禅
師
四
十
四
歳
の
と
き

で
あ
る
。

　

道
元
禅
師
は
、
一
度
だ
け
執
権

北
条
時
頼
の
要
請
に
よ
り
鎌
倉
を

訪
れ
た
以
外
は
永
平
寺
を
離
れ
ず
、

約
十
年
間
永
平
寺
で
弟
子
た
ち
の

育
成
に
努
め
た
。『
普ふ

か
ん
ざ
ぜ
ん
ぎ

勧
坐
禅
儀
』

　
『
弁べ

ん
ど
う
わ

道
話
』『
学が

く
ど
う
よ
う
じ
ん
し
ゅ
う

道
用
心
集
』

『
典て

ん
ぞ
き
ょ
う
く
ん

座
教
訓
』『
正し

ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

法
眼
蔵
』
な
ど
、

多
く
の
書
物
を
残
し
、
数
え
五
十
四

歳
で
示
寂
し
た
。

　
大
本
山
　
永
平
寺

　

開
山
は
、
道
元
禅
師
。
開
基
は
、

波
多
野
義
重
。寛
元
元
年（
一
二
四
三

年
）、
京
都
深
草
か
ら
越
前
に
入
り
、

吉
峰
寺
・
禅
師
峯
寺
に
住
み
、
寛
元

二
年
七
月
、傘

さ
ん
し
ょ
う
ほ
う

松
峯
大
仏
寺
を
建
て
、

寛
元
四
年
六
月
に
永
平
寺
と
改
名
し

た
。ま
た
、宝
治
二
年（
一
二
四
八
年
）

十
一
月
、
傘
松
峯
を
吉

き
ち
じ
ょ
う
ざ
ん

祥
山
に
改
め

た
。
永
平
寺
の
寺
名
に
は
、
釈
尊
か

ら
伝
わ
る
正
し
い
仏
法
を
実
践
す
る

日
本
仏
教
の
総
府
で
あ
る
と
の
、
道

元
禅
師
の
自
負
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

三
方
を
山
に
囲
ま
れ
、
南
方
は
永

平
寺
川
の
清
流
に
面
す
る
仙
境
で
あ

る
。
境
内
地
は
、
お
よ
そ
三
三
万
平

方
㍍
（
約
十
万
坪
）、
建
物
は
七
〇
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　天井絵の高橋画伯から油彩画寄贈

浄
泉
寺
大だ

い

施せ

食じ
き

会え

と

　
　
棚た

な

経ぎ
ょ
うの
お
知
ら
せ

高
橋
画
伯

か
ら
印
旛

沼
（
印
旛

村
吉
高
周

辺
）
を
描

い
た
油
彩

画
の
寄
贈

が
あ
り
ま

し
た
。
嘗
て
の
印
旛
沼
を
彷
彿

さ
せ
る
よ
う
な
懐
か
し
い
絵
で

す
。
早
速
客
殿
の
奥
の
部
屋
の

壁
に
架
け
ま
し
た
。
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。　

　
　
　
八
月
十
四
日
（
金
）

　
　
　
　

午
前
　
並
木
町
・
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
ン
地
区

　
　
　
　
午
後
　
富
里
・
佐
倉
地
区

　
　
　
八
月
十
五
日
（
土
）

　
　
　
　
午
前
　
そ
の
他
地
区

※　

不
在
の
方
は
、
必
ず
ご
連
絡
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
原
則
と
し
て

日
程
の
変
更
は
、
お
受
け
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
日
程
で
不
都
合
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
本
年
度
よ
り
八
月

十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
毎
日
午

後
五
時
よ
り
当
寺
本
堂
に
て
、
合

同
で
ご
供
養
い
た
し
ま
す
。
午
後

四
三
十
分
ま
で
に
、
お
越
し
の
上
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
供
養
料　

三
千
円
以
上

・
卒
塔
婆
つ
き
供
養
料

　
　
　
　
　

五
千
円
以
上

※　

卒
塔
婆
つ
き
供
養
の
場
合
は
、

当
日
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
◎
　
新
盆
に
つ
い
て

　
今
年
新
盆
を
迎
え
る
の
は
、

　

平
成
二
十
年
七
月
よ
り

　
平
成
二
十
一
年
六
月
ま
で
に
逝
去

さ
れ
た
方
で
す
。

（
お
盆
（
八
月
十
三
日
）
ま
で
に

四
十
九
日
忌
を
終
え
ら
れ
た
霊
位
で

す
。）

◎　

新
盆
棚
経

　
　
　
八
月
九
日
（
土
）

　
　
　
八
月
十
日
（
日
）

※　

対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
、
別

途
詳
し
く
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

 　
精
霊
棚
の
飾
り
方
の
一
例

◎
　
施
食
会
　
八
月
十
七
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
午
前
九
時
か
ら

　
当
寺
本
堂
で
お
勤
め
し
ま
す
。

　

施
食
会
は
、
も
と
は
施
餓
鬼
と

い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
現
在
曹
洞

宗
で
は
、
人
権
的
見
地
か
ら
「
施
食

会
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
近
年
は
新
盆
を
迎
え
る
方
の
参

加
が
大
半
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施

食
会
は
、縁
の
あ
る
無
し
を
問
わ
ず
、

広
く
諸
精
霊
に
飲お

ん

食じ
き

を
施
す
法
会
で

す
。
他
の
た
め
に
す
る
供
養
は
、
自

分
自
身
に
積
む
善
徳
と
な
り
ま
す
。

《 

施
す
手
は
欲
を
捨
て
る
手
。
捨
て

る
手
に
お
の
ず
と
福
満
ち
る
。 

》

で
す
。
是
非
、
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

　

施
食
会
で
の
、
ご
先
祖
様
の
卒
塔

婆
供
養
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。
供

養
料
は
、
一
本
三
千
円
で
す
。

◎
　
棚
　
経
　

　
　
　
八
月
十
三
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前
　
伊
篠
・
飯
仲
地
区

　
　
　
　
午
後
　
中
央
台
・
東
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
・
そ
の
他
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
地
区

　

お
盆
の
因
縁
は
、
お
釈
迦
様
が
御

在
世
の
時
に
遡
り
、
十
大
弟
子
の
中

の
神
通
第
一
の
目も

く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ

連
尊
者
と
い
う
方

が
い
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、
神
通
力
で
大
千
世
界
の

一
切
の
境
界
を
見
渡
す
と
、
我
が
母

が
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
苦
し
ん
で
い
る

様
子
が
見
え
ま
し
た
。

　

目
連
尊
者
に
は
助
け
る
術
が
な

く
、
御
仏
の　

も
と
に
至
り
、
泣
く

泣
く
救
助
の
法
を
求
め
る
と
、
釈
尊

（
お
釈
迦
様
の
こ
と
）
の
静
か
に
仰

せ
ら
れ
る
に
は
、

「
目
連
よ
、
汝
が
母
の
罪
は
あ
ま
り

に
も
重
く
て
、
諸し

ょ
て
ん
ぜ
ん
じ
ん

天
善
神
も
除
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
今
は
た
だ
十
万
の

僧
の
力
を
借
り
る
ほ
か
は
な
い
。
七

月
十
五
日
は
、
比び

く丘
・
比び

く

に
丘
尼
た
ち

（
男
女
の
僧
）
が
集
ま
っ
て
懺
悔
す

る
日
だ
。
こ
の
時
、百
味
の
飲お

ん
じ
き食（

た

べ
も
の
）
を
供
え
、
各
地
の
僧
に
施

し
な
さ
い
。
僧
た
ち
は
そ
の
供
物
を

受
け
て
、
一
心
に
汝
の
母
を
苦
し
み

か
ら
逃
れ
さ
せ
る
よ
う
に
祈
る
で
あ

ろ
う
。」
と
。

　

目
連
尊
者
の
お
母
さ
ん
は
こ
の
よ

う
に
し
て
、
餓
鬼
道
の
苦
を
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
因
縁
と
し
て

盂
蘭
盆
会
の
行
事
が
始
ま
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　

　

お
盆
と
い
う
の
は
正
し
く
は

盂う
ら
ぼ
ん

蘭
盆
と
い
い
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ナ
と

い
う
梵ぼ

ん
ご語

か
ら
き
た
も
の
で
す
。
そ

れ
が
中
国
に
入
っ
て
「
救ぐ

と
う
け
ん

倒
懸
」
と

訳
さ
れ
ま
し
た
。
倒
懸
と
は
地
獄
で

逆
さ
ま
に
つ
る
さ
れ
て
い
る
、
激
し

い
苦
し
み
を
意
味
し
、
そ
の
苦
し
み

を
救
い
助
け
る
と
い
う
の
が
「
救
倒

懸
」、
す
な
わ
ち
盂
蘭
盆
の
行
事
で

す
。

　

ま
た
、
盂
蘭
盆
の
盆
に
は
、
器
の

意
味
が
あ
り
ま
す
。
百
味
五
果
と
称

す
る
種
々
の
供
物
を
盆
器
に
盛
り
上

げ
て
、
こ
れ
を
仏
様
や
仏
の
お
弟
子

に
供
養
し
て
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て

衆し
ゅ
じ
ょ
う
と
う
け
ん

生
倒
懸
の
苦
し
み
を
救
う
と
い
う

意
味
で
す
。

　
お
盆
の
起
源
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や
す
ら
ぎ
は

　
　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

各
種
講
座
の
等
の
ご
案
内

い
ざ
と
い
う
時
は

先
ず
お
寺
に
ご
一
報
を

◎
梅
花
流
（
曹
洞
宗
）
御
詠
歌
講

　
梅
花
流
詠
賛
歌
は
、
曹
洞
宗
の
御

詠
歌
・
和
讃
で
す
。

　

詠
賛
歌
を
学
ん
で
い
く
と
自
然
に

安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
り
、
正
し
い

生
き
方
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。そ
し
て
生
き
る
た
め
の
希
望
と
、

生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
感
謝
の
心
で

幸
福
に
な
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

毎
月
第
三
土
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

◎
坐
　
禅
　
会

　

曹
洞
宗
の
信
仰
生
活
の
中
心
は
、

坐
禅
で
す
。
仏
法
を
味
わ
い
、
自
己

を
み
つ
め
る
が
で
き
ま
す
。

　

毎
月
第
一
日
曜
日
　

　
　
午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で

◎
写
　
経
　
会

　

最
も
簡
単
な
仏
道
修
行
で
あ
り
、

心
身
を
調
え
、
静
に
落
ち
着
い
た
時

間
を
大
切
に
祈
り
や
願
い
を
生
活
に

活
か
す
こ
と
の
で
き
る
写
経
を
、　

是
非
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

毎
月
第
三
日
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

※　

こ
れ
ら
の
講
座
は
、
日
時
が
変
更
と
な
る
場
合　

　
　

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ご
葬
儀
は
、
ど
な
た
に
と
っ
て
も

慣
れ
な
い
こ
と
で
す
の
で
、
い
ざ
と

い
う
時
は
慌
て
て
、
事
後
に
後
悔
し

た
お
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。ま
た
、

時
間
的
・
経
済
定
期
問
題
で
判
断
に

迷
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
よ
う
で
す
。

近
年
は
、
葬
儀
業
者
に
よ
っ
て
主
導

的
に
進
め
ら
れ
る
例
が
多
く
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
先
ず
は
菩
提
寺
に
ご

一
報
く
だ
さ
い
。
い
ろ
い
ろ
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
慌
て
な
い
た
め
に
予
め
菩
提

寺
に
相
談
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で

す
。（
何
時
で
も
結
構
で
す
。）

永
代
供
養
墓
の
ご
案
内

ペ
ッ
ト
納
骨
塔
の
ご
案
内

　

様
々
な
理
由
に
よ
り
個
別
に
お
墓

を
建
立
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
の
た

め
の
永
代
供
養
墓
で
す
。
永
代
供
養

の
期
間
や
方
法
に
つ
い
て
、
多
様
な

契
約
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

■
ご
夫
婦
向
け　

六
〇
万
円

■
個
人
向
け　
　

二
〇
万
円

※
墓
前
供
養
・
納
骨
・
字
彫
り
込
み

　

家
族
の
一
員
と
し
て
過
ご
し
た
大

切
な
ペ
ッ
ト
の
や
す
ら
ぎ
の
場
と
し

て
浄
泉
寺
墓
苑
の
一
角
に
供
養
等
を

用
意
し
ま
し
た
。

■
合　
　

祀　

一
万
円
よ
り

■
個
別
安
置　

五
万
円
よ
り

※
墓
誌
に
名
前
等
を
刻

む
場
合
は
、
別
途
費
用

が
か
か
り
ま
す
。
お

問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

お客様に降誕会お話を

YOU 子さん・岡田さん・カオリンさん 法要で導師を勤める住職

浄
泉
寺
降
誕
会
と
花
祭
り
ラ
イ
ヴ

　

去
る
四
月
五
日
（
日
）
午
後
三
時

か
ら
本
堂
で
お
釈
迦
様
の
ご
誕
生
を

お
祝
い
す
る
「
花
ま
つ
り
」
行
事
に

併
せ
、
ヴ
ォ
ー
カ
リ
ス
ト
の
Ｙ
Ｏ
Ｕ

子
さ
ん
を
お
招
き
し
て
、
ラ
イ
ヴ
・

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
檀
信

徒
の
皆
様
は
じ
め
、
定
員
を
上
回
る

大
勢
の
参
加
者
で
、
本
堂
が
い
っ
ぱ

い
に
な
り
ま
し
た
。

　

Ｙ
Ｏ
Ｕ
子
さ
ん
は
、
得
意
の
シ
ャ

ン
ソ
ン
の
ほ
か
童
謡
や
唱
歌
、
更
に

ふ
る
さ
と
の
民
謡「
五
木
の
子
守
唄
」

「
お
て
も
や
ん
」
な
ど
も
披
露
さ
れ

ま
し
た
。

　

シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
の
岡
田
さ
ん
と

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
カ
オ
リ
ン
さ
ん

の
生
演
奏
も
す
ば
ら
し
く
聴
惚
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

近
所
の
子
供
た
ち
も
甘
茶
を
か
け

に
や
っ
て
き

ま
し
た
。
と

て
も
賑
や
か

で
楽
し
い
一

日
で
し
た
。

　

ま
た
、
こ

の
よ
う
な
ラ

イ
ヴ
を
計
画

し
ま
す
。　


