
  
 

先
月
【
仕
合
わ
せ
の
和
】
第
２
０
３
号
の
住

職
欄
で
、『
日
蓮
宗
新
聞
』
の
購
読
を
薦
め
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
『
日
蓮
宗
新
聞
』
で
は
、
一

般
の
ご
家
庭
、
檀
信
徒
読
者
の
目
線
で
掲
載
さ

れ
る
、
ま
さ
に
為
に
な
る
仏
事
の
話
が
色
々
ご

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

そ
こ
で
、『
日
蓮
宗
新
聞
』
を
ご
購
読
さ
れ
て

お
ら
れ
な
い
方
必
見
の
、
役
に
立
つ
、
今
さ
ら

聞
け
な
い
仏
事
の
話
。
知
っ
て
お
き
た
い
日
蓮

宗
の
仏
事
を
、
私
の
方
か
ら
も
ご
紹
介
さ
せ
て

頂
く
こ
と
に
致
し
ま
す
。
あ
え
て
、『
日
蓮
宗
新

聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
を
抜
粋
し
な
が
ら
、

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
当
欄
で
ご
紹

介
し
て
い
る
の
は
、
日
頃
、
皆
様
と
お
話
し
さ

せ
て
頂
く
中
で
出
て
く
る
事
の
多
い
ご
質
問

を
、
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
読
み
や
す
く
ま
と
め
て
お

り
ま
す
。
ち
な
み
に
私
は
『
日
蓮
宗
新
聞
社
』

の
回
し
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
（
笑
）、
ご
興
味

が
持
た
れ
た
方
に
は
、
ぜ
ひ
『
日
蓮
宗
新
聞
』

の
ご
購
読
を
お
薦
め
い
た
し
ま
す
。 

 

●
今
さ
ら
聞
け
な
い
仏
事
の
話 
 

Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ
・
仏
壇
に
お
供
え
す
る
も
の
は
何
？ 

Ａ
・
仏
様
に
お
供
え
し
て
仏
壇
を
美
し
く
飾
る

も
の
は
、
基
本
的
に
は
華
・
香
・
灯
明
の
３
つ

で
す
。
四
季
折
々
の
美
し
い
花
と
灯
明
を
そ
れ

ぞ
れ
一
対
ず
つ
、
ご
宝
前
の
両
脇
に
お
供
え

し
、
そ
の
間
に
香
炉
（
こ
う
ろ
）
を
据
え
て
お

線
香
を
立
て
ま
す
。
あ
る
い
は
略
式
と
し
て
仏

壇
に
向
か
っ
て
左
か
ら
花
・
香
・
灯
明
の
順
序

に
、
一
列
に
並
べ
る
事
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に 

 

 

果
物
や
お
菓
子
な
ど
、
折
に
ふ
れ
て
お
供
え
し
ま

す
。
量
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
、
お
供
え
す
る
気
持
ち

が
大
切
で
す
。
お
客
様
か
ら
頂
い
た
お
土
産
な
ど
、

仏
壇
に
お
供
え
し
た
後
で
賞
味
す
る
と
い
う
習
慣

は
、
心
が
こ
も
っ
て
い
て
子
孫
に
伝
え
た
い
も
の

で
す
。
朝
一
番
に
炊
い
た
ご
飯
や
、
最
初
に
入
れ

た
お
茶
を
お
供
え
す
る
の
も
、
ご
先
祖
様
の
お
陰

で
私
達
が
い
る
と
い
う
感
謝
の
心
、
仏
様
や
ご
先

祖
様
を
大
切
に
す
る
温
か
い
心
の
あ
ら
わ
れ
で

す
。
仏
様
や
ご
先
祖
様
が
実
際
に
目
の
前
に
お
ら

れ
る
か
の
よ
う
に
、色
々
と
お
供
え
す
る
心
こ
そ
、

何
よ
り
も
大
切
な
の
で
す
。 

 
Ｑ
・
法
号
（
戒
名
）
は
な
ぜ
つ
け
る
の
？ 

Ａ
・
法
号
（
ほ
う
ご
う
）
や
戒
名
（
か
い
み
ょ
う
）

は
、
今
日
で
は
一
般
に
死
者
に
対
し
て
葬
儀
の
時

に
つ
け
る
名
前
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

本
来
は
そ
う
で
は
な
く
、
仏
教
信
仰
に
入
っ
た
者

に
与
え
ら
れ
る
名
前
な
の
で
す
。
古
く
は
仏
教
の

法
（
＝
教
え
）
を
信
じ
る
者
の
名
前
と
い
う
事
で

法
名
と
い
わ
れ
、
後
に
法
号
と
か
戒
名
な
ど
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
日
蓮
宗
で
は
主

に
法
号
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
仏
教
で
は
僧
侶
や
信

者
の
守
る
べ
き
戒
律
規
範
が
定
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
た
め
仏
教
信
者
に
な
る
た
め
に
は
「
定

め
ら
れ
た
戒
律
を
守
り
、
教
え
に
則
っ
て
正
し
い

生
活
を
し
ま
す
」
と
仏
様
と
師
僧
（
し
そ
う
）
と

な
る
人
に
誓
う
事
が
必
要
で
し
た
。
こ
の
誓
い
を

立
て
て
は
じ
め
て
仏
教
信
者
と
し
て
の
名
前
＝
法

号
が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。 

 

Ｑ
・
お
線
香
の
正
し
い
立
て
方
は
？ 

Ａ
・
お
線
香
は
３
本
か
１
本
で
す
。
３
本
と
は
「
仏

法
僧
（
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
）
」
の
意
味
や
「
過
去
・ 

 

 

現
在
・
未
来
」
を
あ
ら
わ
す
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
お
香
は
古
く
か
ら
「
信
心
の
使
い
」
と
い
わ

れ
、
お
焼
香
を
す
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
匂
い
が

自
ら
の
内
に
あ
る
仏
性（
ぶ
っ
し
ょ
う
＝
仏
の
心
）

を
目
覚
め
さ
せ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
仏

の
使
い
」
と
も
い
わ
れ
、
清
ら
か
な
信
仰
の
真
心

が
お
香
の
煙
に
乗
っ
て
、
仏
様
に
伝
え
ら
れ
る
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

Ｑ
・
数
珠
の
意
味
と
作
法
と
は
？ 

Ａ
・
数
珠
（
じ
ゅ
ず
）
は
「
誦
珠
（
ず
ず
）
」
「
念

珠
（
ね
ん
じ
ゅ
）
」
な
ど
と
も
書
き
、
「
オ
モ
イ

ノ
タ
マ
」
「
ず
ず
」
等
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
念
珠

は
字
の
通
り
念
ず
る
珠
（
た
ま
）
で
あ
り
、
お
題

目
を
唱
え
る
時
や
、
お
経
を
あ
げ
る
時
に
、
数
珠

の
数
を
数
え
る
道
具
で
あ
る
と
共
に
、
不
安
定
に

な
り
が
ち
な
精
神
を
集
中
し
、
仏
様
の
世
界
を
念

じ
て
一
心
に
お
題
目
を
唱
え
る
者
に
、
よ
り
多
く

の
功
徳
を
授
け
る
法
具
（
ほ
う
ぐ
）
で
す
。
だ
か

ら
数
珠
は
惑
い
を
断
っ
た
仏
様
の
功
徳
を
円
満
に

形
作
る
事
を
意
味
し
て
、丸
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

珠
の
数
や
材
質
、
形
な
ど
は
宗
派
に
よ
っ
て
違
い

ま
す
が
、
珠
の
数
で
は
１
０
８
つ
の
煩
悩
（
ぼ
ん

の
う
）
を
消
す
意
味
も
含
め
、
１
０
８
個
の
も
の

が
一
般
的
で
す
。 

 
Ｑ
・
お
墓
参
り
の
持
つ
意
味
は
？ 

Ａ
・
お
墓
参
り
を
す
る
と
い
う
事
は
、
亡
く
な
っ

た
方
々
と
私
達
の
魂
の
触
れ
合
い
が
法
華
経
信
仰

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
事
を
意
味
し
ま
す
。霊
山（
り

ょ
う
ぜ
ん
）に
い
る
ご
先
祖
様
と
私
達
と
の
繋（
つ

な
）
が
り
は
、
お
墓
参
り
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
ま

す
。
お
墓
は
信
仰
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
場
所
な
の

で
す
。
家
族
連
れ
だ
っ
て
お
墓
参
り
に
出
か
け
、 

 

 

法
華
経
信
仰
の
も
と
に
ご
先
祖
様
と
私
達
子
孫 

の
繋
が
り
を
求
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

 

Ｑ
・
卒
塔
婆
を
た
て
る
意
味
は
？ 

Ａ
・
卒
塔
婆
（
そ
と
う
ば
）
と
は
梵
語
（
ぼ
ん
ご 

＝
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
で
「
塔
（
と
う
）
」 

を
意
味
す
る
言
葉
《
ス
ト
ゥ
ー
パ
》
を
音
訳
し 

た
語
で
す
。
釈
尊
入
滅
時
（
お
釈
迦
様
が
お
亡 

く
な
り
に
な
ら
れ
た
時
）
、
お
弟
子
達
の
、
釈 

尊
を
敬
い
慕
う
気
持
ち
か
ら
建
て
ら
れ
た
塔
は
、

中
国
、
朝
鮮
を
経
て
日
本
に
も
伝
わ
り
、
五
重 

塔
に
ま
で
発
展
し
ま
し
た
。
し
か
し
五
重
塔
を 

造
る
事
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
作 

ら
れ
た
の
が
卒
塔
婆
で
す
。
卒
塔
婆
は
上
部
を 

４
つ
に
刻
み
五
重
に
形
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
日 

蓮
聖
人
（
に
ち
れ
ん
し
ょ
う
に
ん
）
は
中
興
入 

道
（
ち
ゅ
う
こ
う
に
ゅ
う
ど
う
）
に
送
っ
た
お 

手
紙
に
、
塔
婆
（
卒
塔
婆
）
の
功
徳
に
つ
い
て 

「
故
精
霊
の
功
徳
は
無
量
で
あ
り
、
建
て
た
人 

も
現
世
安
穏
（
げ
ん
ぜ
あ
ん
の
ん
）
、
後
生
善
処 

（
ご
し
ょ
う
ぜ
ん
し
ょ
）
は
疑
い
な
く
、
ま
た
こ 

の
塔
婆
に
ふ
れ
、
合
掌
礼
拝
（
が
っ
し
ょ
う
ら
い 

は
い
）
し
た
人
も
功
徳
を
得
る
事
が
出
来
る
」
と 

示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
大
き
な 

功
徳
の
あ
る
塔
婆
な
の
で
、
回
忌
（
か
い
き
） 

法
要
ご
と
に
建
て
ら
れ
る
の
で
す
。
毎
回
法
要 

の
時
に
建
て
ら
れ
る
塔
婆
は
、
亡
き
人
に
供
養 

す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
仏
道
増
進 

（
ぶ
つ
ど
う
ぞ
う
し
ん
）
に
資
（
し
）
す
る
為 

で
も
あ
り
、
そ
の
功
徳
は
遠
く
釈
尊
に
ま
で
連 

な
っ
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
で
は
、
塔
婆
を
建
て 

る
の
は
、
法
華
経
（
ほ
け
き
ょ
う
）
の
法
師
功 

徳
品
（
ほ
っ
し
く
ど
く
ほ
ん
）
や
如
来
神
力
品 

（
に
ょ
ら
い
じ
ん
り
き
ほ
ん
）
の
起
塔
供
養 

 



 
（
き
と
う
く
よ
う
）の
教
え
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
・
ひ
げ
題
目
の
意
味
は
？ 

Ａ
・
曼
荼
羅
（
ま
ん
だ
ら
）
ご
本
尊
（
ほ
ん
ぞ

ん
）
を
拝
し
て
下
さ
い
。
中
央
に
は
「
南
無
妙

法
蓮
華
経
」
と
題
目
が
揮
毫
（
き
ご
う
）
さ
れ

て
お
り
、「
法
」
の
字
を
除
い
た
６
文
字
は
長
々

と
引
き
伸
ば
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
が
創

意
さ
れ
た
筆
法
（
ひ
っ
ぽ
う
）
で
す
が
、
字
の

先
端
が
髭
（
ひ
げ
）
の
よ
う
に
伸
び
て
い
る
事
か

ら
《
ひ
げ
題
目
》
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

光
明
を
発
し
て
い
る
様
子
を
象
徴
し
た
も
の

と
い
わ
れ
、
中
央
の
お
題
目
が
智
慧
を
あ
ら
わ

し
、
髭
は
智
慧
の
光
明
線
を
表
現
し
て
い
る
と

い
い
ま
す
。
ま
た
髭
が
諸
仏
諸
尊
（
し
ょ
ぶ
つ

し
ょ
そ
ん
）
の
お
名
前
の
上
ま
で
長
く
引
き
伸

ば
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
智
（
ぶ
っ
ち
＝
仏
の

知
恵
）
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
が
成
仏
し
た
相
（
す
が
た
）
を
写
し
出

し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

Ｑ
・
仏
旗
の
色
が
表
す
も
の
は
？ 

Ａ
・
日
蓮
宗
の
お
寺
の
行
事
な
ど
で
、
黄
・
赤
・

紫
・
緑
・
白
の
五
色
の
幕
を
本
堂
な
ど
の
お
堂

の
軒
下
に
飾
り
ま
す
。
通
称
「
五
色
幕
（
ご
し

き
ま
く
）
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
を
真
言

宗
の
一
部
で
は
「
仏
旗
（
ぶ
っ
き
＝
仏
教
の
旗
）
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
《
五
大
（
ご
だ
い
）
》
は

地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
５
つ
の
要
素
（
原
素
）

の
事
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
本
存
在
を
表
し

て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
大
は
墓
石

に
用
い
ら
れ
て
「
五
輪
塔
（
ご
り
ん
と
う
）
」

と
な
り
ま
す
。
こ
の
塔
も
仏
様
の
腰
下
（
き
ゃ

っ
か
）
、
胴
（
ど
う
）
、
額
（
ひ
た
い
）
、
頂 

 

 

上
（
ち
ょ
う
じ
ょ
う
）
な
ど
を
表
し
て
お
り
、
全

体
で
仏
様
の
お
姿
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

五
大
を
表
す
五
色
も
仏
様
の
象
徴
と
し
て
、
そ
の

色
の
幕
も
仏
旗
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
五
大
は

五
行
（
ご
ぎ
ょ
う
＝
土
水
火
金
木
）
や
五
色
（
黄

白
赤
黒
青
）
、
五
輪
（
四
角
、
丸
、
三
角
、
半
月
、

宝
珠
型
）
に
対
応
し
て
い
る
し
、
四
季
を
土
用
に

も
充
（
あ
）
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
青
春
や
朱
夏
、

白
秋
と
い
っ
た
言
葉
と
な
っ
て
、
今
も
生
き
て
い

ま
す
。
ま
た
大
相
撲
の
土
俵
の
上
に
赤
、
白
、
黒

の
四
方
を
表
す
房
飾
（
ふ
さ
か
ざ
）
り
が
下
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
六
大
（
ろ
く
だ
い
）
は
、
こ
の
五
大

に
識
大
を
加
え
て
六
大
と
し
た
も
の
で
す
。
大
日

経
（
だ
い
に
ち
き
ょ
う
）
な
ど
の
密
教
経
典
（
み

っ
き
ょ
う
き
ょ
う
て
ん
）
に
あ
る
。
色
は
地
水
火

風
空
識
に
対
応
し
て
、
黄
・
白
・
赤
・
黒
・
青
・

白
の
六
識
が
配
色
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
色
が
二
大

に
充
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
実
質
的
に
は
五
色
と

な
り
ま
す
。
五
色
幕
で
は
黒
が
紫
と
な
り
、
青
は

緑
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
も
『
戒
体
即

身
成
仏
義
（
か
い
た
い
そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

ぎ
）
』
（
日
蓮
聖
人
最
初
の
著
作
）
や
『
戒
法
門
』

（
日
蓮
聖
人
の
作
と
は
疑
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る

が
）
な
ど
で
五
色
を
「
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
」

と
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在

の
と
こ
ろ
「
仏
旗
」
は
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
（
世
界
仏
教
徒

連
盟
）
や
、
全
日
本
仏
教
会
な
ど
国
際
統
一
旗
を

用
い
て
い
ま
す
。 

 

以
上
、
『
日
蓮
宗
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た

文
章
の
中
で
、
い
く
つ
か
気
に
な
る
仏
事
を
選
出

し
、ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。新
聞
に
は
様
々

深
浅
な
教
え
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

時
に
は
真
成
寺
の
【
冬
至
水
行
祭
・
ほ
し
ま
つ

り
】
の
行
事
が
、
新
聞
ト
ッ
プ
一
面
で
ご
紹
介
さ 

 

 

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
真
成
寺
住
職
や
、
現
在

富
山
県
布
教
師
会
長
を
拝
命
し
て
い
る
私
の
記
事

な
ど
も
、
定
期
的
に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
読
み
応

え
の
あ
る
一
紙
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

ご
興
味
が
湧
い
た
方
は
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
真

成
寺
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 
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副
住
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谷
川
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『花まつり』開催 

お釈迦さまの御誕生を祝うと共に、４月からの新学年、新年度の新

しい門出が素晴らしいものになるようにという思いも込めて、お釈

迦さまに甘茶をそそいでください。 

日時：４月８日（月） 

▼10:00(約３０分間) 

魚津保育園の園児達が白象と一緒にパレード（行進） 

▼10:30 

花まつりのおはなし ※谷川寛敬（副住職） 

▼11:00 おまいり 釈尊降誕会 

お釈迦様の誕生日を祝してのお参り 

▼12:00  昼食、解散 

来月来月の予告で～す！

真ごころちゃん 

 


