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臨済宗南禅寺派　
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日 日 日 日 日

都合により、変更することがあります。

日
帰
り
バ
ス
旅
行

持
ち
合
わ
せ
た

人
で
す
。

車
に

は
生
活
に
必
要

な
物
を
積
み
込

ん
で
行
く
。

現

掛
け
な
い
。

こ

人
様
に
迷
惑
を

地
で
は
決
し
て

早
朝
坐
禅
会

し
た
お
顔
で
快
く
家
に
招
き
入
れ
て
く
れ

と
。

そ
の
後
は
、

ご
承
知
の
と
お
り
東
日

り
で
、

登
山
道
の
補
修
を
始
め
た
と
の
こ

10/19 10/13

合
掌
会
奉
仕
作
業

で
観
音
様
の
よ

白衣観音《村上天心筆》

死
に
活
動
し
て
い
る
。

手
助
け
を
し
た
い

こ
の
心
に
慈
悲
の
徳
あ
る

　

之
を
名
付
け
て
観
音
と
い
う

れ
が
尾
畠
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
哲
学
。

本
大
震
災
の
被
災
地
に
何
度
も
通
っ

て
行

気
持
ち
は
あ
っ

て
も
中
々
出
来
る
こ
と
で

は
な
い
。

ま
る

う
な
慈
悲
心
を

を
閉
め
て
か
ら
数
々
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活

出
し
た
り
、

各
地
の
被
災
地
に
出
か
け
必

写
経
会
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禅 の 心

方
不
明
者
の
捜
索
や
、

後
片
付
け
に
精
を

っ

た
。

警
察
官
や
消
防
の
人
達
が
必
死
に

写経会

開
始
し
て
直
ぐ
に
発
見
し
た
こ
と
も
奇
跡

10/27

11/10

11/24

11/20

12/14

も
過
ご
し
た
こ
と
も
奇
跡
だ
が
、

捜
索
を

12/8

檀
信
徒
な
ら
参
加
で
き
ま
す

。

ご詠歌

10/9

独
秀
流
ご
詠
歌

12/7

住
む
『

尾
畠
春
夫
』

さ
ん
だ
。

八
月
十
二

様
な
る
人
が
現
れ
た
。

お
隣
の
日
出
町
に

行
事
予
定

活
再
建
に
難
儀
を
さ
れ
て
い
る
。

仮
設
や

登
山
道
を
長
年
に
亘
り
補
修
を
続
け
、

各

今
年
の
夏
も
猛
暑
日
が
続
き
、

各
地
で

と
こ
ろ
が
、

更
に
驚
い
た
こ
と
に
こ
の

最
高
気
温
を
更
新
し
た
。

自
然
災
害
も
多

三
次
の
被
害
が
発
生
す
る
心
配
も
あ
る
。

振
り
に
発
見
し
た
こ
と
で
全
国
に
知
れ
渡

し
、

行
方
不
明
に
な
っ

た
二
歳
児
を
三
日

日
周
防
大
島
町
の
祖
父
宅
に
母
と
里
帰
り

尊
敬
さ
れ
、

マ
ス
コ
ミ
で
は
「

ス
ー

パ
ー

だ
と
全
国
の
人
々
が
絶
賛
し
た
。

別
府
市
と
由
布
市
の
境
に
あ
る
由
布
岳
の

尾
畠
春
夫
さ
ん
は
、

六
十
五
歳
で
鮮
魚
店

動
を
さ
れ
て
い
る
方
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
神

無
事
に
発
見
し
た
。

子
供
が
無
事
で
三
晩

で
駆
け
付
け
、

十
五
日
の
朝
三
十
分
程
で

験
が
有
る
か
ら
と
日
出
町
か
ら
軽
四
輪
車

探
し
て
も
発
見
出
来
な
か
っ

た
の
に
、

経

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
し
て
い
る
。

作
業

も
れ
た
家
の
片
付
け
に
汗
を
な
が
し
て
い

き
つ
け
ご
自
宅
に
伺
い
ま
し
た
。

日
焼
け

所
、

作
業
に
必
要
な
道
具
は
全
て
自
前
で

た
。

先
日
、

呉
市
か
ら
戻
ら
れ
た
の
を
聞

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

11/7

11/17

れ
た
。

そ
の
恩
返
し
に
好
き
だ
っ

た
山
登

で
店
を
閉
め
る
ま
で
大
勢
の
人
に
助
け
ら

二
十
八
歳
で
鮮
魚
商
を
始
め
、

六
十
五
歳

い
ろ
い
ろ
と
話
を
し
て
く
れ
た
。

坐禅会

十
月
よ
り
朝
６
時
半
か
ら
で
す

。

10/19
午後
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く
発
生
し
た
。

地
震
や
豪
雨
に
見
舞
わ
れ

が
不
安
で
、

心
身
に
不
調
が
生
じ
、

二
次

他
に
住
ま
い
を
移
さ
れ
た
方
た
ち
も
将
来

矢野明玄　2.3頁

安住寺コピ ー室

た
地
域
は
、

家
を
失
っ

た
方
も
多
く
、

生

人
か
ら
は
『

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
神
様
』

と

の
手
順
や
要
領
も
良
く
、

慣
れ
て
い
な
い

で
出
か
け
、

今
年
の
七
月
豪
雨
災
害
で
も

し
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
で
も
東
北
ま

る
。

し
か
も
、

食
事
は
も
ち
ろ
ん
寝
る
場

付
け
、

片
付
け
や
泥
の
運
び
だ
し
な
ど
を

か
け
、

泥
ま
み
れ
に
な
り
な
が
ら
泥
に
埋

広
島
県
呉
市
方
面
へ
何
度
も
繰
り
返
し
出

地
に
災
害
が
発
生
す
れ
ば
い
ち
早
く
駆
け
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名
刹
紹
介
・
山
口 

洞
春
寺 

九
月
初
旬
、
山
口
県
を
訪
れ
る
機
会
が
あ

り
ま
し
た
。
宿
泊
先
はJR

山
口
線
の
山
口
駅

の
そ
ば
。
早
朝
宿
泊
先
の
ホ
テ
ル
を
出
て
、

亀
山
公
園
の
中
を
県
庁
方
向
へ
足
を
進
め
る
。

県
庁
前
の
信
号
を
右
折
し
、
右
手
に
武
徳
殿

を
眺
め
な
が
ら
山
手
に
向
か
っ
て
進
む
。 

目
的
地
は
臨
済
宗
建
仁
寺
派
の
古
刹
、
正

宗
山
・
洞
春
寺
。 

 
 

以
前
訪
れ
た
の
は
、
も
う
二
十
年
近
く
前
、

現
南
禅
寺
管
長 

中
村
文
峰
老
師
の
兄
弟
子

で
、
南
禅
僧
堂
師
家
で
洞
春
寺
の
前
住
職
を

さ
れ
て
い
た
高
山
泰
巌
老
師
が
遷
化
さ
れ
た

折
で
あ
っ
た
。 

文
峰
老
師
も
泰
巌
老
師
も
、
洞
春
寺
の
中

村
泰
祐
老
師
に
就
き
得
度
さ
れ
て
い
る
。 

 

山
口
は
戦
国
時
代
、
大
内
氏
の
本
拠
地
と

し
て
栄
え
た
。
現
在
も
そ
の
時
代
の
大
内
文

化
が
色
濃
く
残
る
町
で
、
多
く
の
文
化
財
が

集
ま
る
。
そ
の
中
心
的
な
場
所
に
洞
春
寺
は

位
置
し
、
五
重
塔
で
有
名
な
瑠
璃
光
寺
や
毛

利
家
墓
所
が
隣
接
す
る
。 

洞
春
寺
の
地
は
、
応
永
十
一
年
（
１
４
０

４
年
）、
大
内
盛
見
（
も
り
は
る
）
が
国
清
寺

と
し
て
建
立
し
た
も
の
で
、
現
在
も
寺
内
に

大
内
盛
見
の
墓
が
残
り
、
四
脚
門
の
山
門
は

当
時
の
も
の
と
さ
れ
、
重
要
文
化
財
と
な
っ

て
い
る
。 

 

元
々
、
洞
春
寺
は
天
正
元
年
（
１
５
７
３

年
）
毛
利
元
就
の
三
回
忌
に
あ
た
る
年
に
、

元
就
の
葬
儀
の
導
師
で
あ
っ
た
嘯
岳
鼎
虎

（
し
ょ
う
が
く
て
い
こ
）
禅
師
を
開
山
に
、

孫
の
輝
元
が
菩
提
寺
と
し
て
創
建
し
た
寺
で
、

常
栄
寺
と
と
も
に
、
毛
利
氏
本
拠
の
吉
田
郡

山
城
下(

現
在
の
広
島
県
安
芸
高
田
市)

に
あ

っ
た
。 

関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
毛
利
氏
の
防
長
二
州

へ
の
移
封
に
と
も
な
い
、
現
在
地
に
常
栄
寺

が
移
り
国
清
寺
を
合
寺
、
洞
春
寺
は
萩
へ
と

移
っ
た
。
現
在
の
洞
春
寺
の
地
は
、
常
栄
寺

と
し
て
幕
末
を
迎
え
、
山
口
へ
の
藩
庁
移
転

時
に
は
武
器
な
ど
の
貯
蔵
庫
と
し
て
藩
に
借

り
上
げ
ら
れ
る
。 

 

第
一
次
長
州
征
伐
後
に
は
、
幕
府
恭
順
と

い
う
藩
の
決
定
に
異
を
唱
え
る
藩
士
た
ち
が

寺
に
集
ま
り
撤
回
を
求
め
た
が
、
主
張
が
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
悲
嘆
、
憤
慨

の
あ
ま
り
抜
刀
し
柱
を
切
り
つ
け
、
そ
の
傷

が
今
も
本
堂
の
柱
に
数
多
く
残
る
。 

文
久
三
年
（
１
８
６
３
年
）
に
常
栄
寺
は

宮
野
の
地
へ
、
さ
ら
に
明
治
維
新
後
の
明
治

二
年
（
１
８
６
９
年
）
に
萩
か
ら
洞
春
寺
が

山
口
の
同
地
へ
と
移
り
今
に
至
っ
て
い
る
。 

常
に
藩
政
と
共
に
転
生
し
、
毛
利
家
代
々

の
栄
枯
盛
衰
を
偲
ん
で
き
た
の
が
洞
春
寺
の

特
徴
と
い
え
ま
す
。 

 

ま
た
、
明
治
三
十
七
年
に
当
時
の
住
職
荒

川
道
隆
師
が
、
日
露
戦
争
の
戦
災
遺
児
と
家

庭
不
遇
児
を
育
成
す
る
た
め
に
、
境
内
に
山

口
育
児
院
を
創
設
し
、
現
在
も
三
十
名
が
入

所
し
孤
児
の
育
成
に
努
め
て
い
ま
す
。 

 

文
峰
老
師
に
御
伴
し
て
洞
春
寺
を
訪
れ
た

際
、
小
僧
時
分
の
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
中
村
泰
祐
老
師
は
懇
切
丁
寧
に
指
導

し
て
下
さ
り
、
開
枕
（
就
寝
）
の
挨
拶
の
際

は
、
宿
題
を
出
さ
れ
た
り
、
お
経
の
暗
唱
や
、

語
録
の
素
読
を
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
る
な
ど
、

常
に
学
ぶ
こ
と
を
大
切
に
言
わ
れ
た
。 

そ
の
お
陰
で
、
三
人
い
た
兄
弟
弟
子
、
勝

平
宗
徹
老
師
は
東
京
大
学
に
、
高
山
泰
巌
老

師
は
京
都
大
学
に
、
中
村
文
峰
老
師
は
慶
応

大
学
に
進
ま
れ
学
ば
れ
た
。 

文
峰
老
師
が
い
つ
も
兄
弟
子
二
人
に
負
け

な
い
よ
う
に
、
競
っ
て
い
た
が
私
が
一
番
出

来
が
悪
か
っ
た
と
、
話
さ
れ
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。 
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ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば 

近
頃
海
外
で
こ
ん
な
ニ
ュ
ー
ス
が
話
題
に

な
り
ま
し
た
。 

南
米
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
首
都
ブ
エ
ノ
ス
ア

イ
レ
ス
の
小
児
病
院
に
、
貧
困
の
た
め
栄
養

失
調
に
な
っ
た
赤
ん
坊
が
運
ば
れ
て
き
た
。 

口
に
指
を
く
わ
え
ひ
ど
く
泣
い
て
い
る
姿

は
、
一
目
で
お
腹
を
空
か
せ
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
が
、
病
院
は
ひ
ど
く
混
ん
で
お
り
、

医
師
も
看
護
師
も
対
応
で
き
な
か
っ
た
。 

そ
れ
を
見
た
、
病
院
を
警
備
し
て
い
た
女

性
警
察
官
が
、
医
師
の
許
可
を
得
て
自
ら
の

母
乳
を
、
赤
ん
坊
に
飲
ま
せ
て
あ
げ
た
と
い

う
話
で
あ
る
。 

躊
躇
せ
ず
に
、
母
親
の
よ
う
に
振
る
舞
っ

た
女
性
警
察
官
の
行
為
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
、

た
く
さ
ん
の
方
に
称
賛
さ
れ
た
。 

 

さ
て
、「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
」
一
四
九
に
は

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。 

 

あ
た
か
も
、
母
が
已
が
独
り
子
を
命

を
賭(

か)

け
て
護
る
よ
う
に
、
そ
の

よ
う
に
一
切
の
生
き
と
し
生
れ
る

も
の
ど
も
に
対
し
て
も
、
無
量
の

（
慈
し
み
の
）
意(

こ
こ
ろ)

を
起
す

べ
し
。 

 

 

母
の
恩
、
親
の
恩
は
「
仏
説
父
母
恩
重
経
」

な
ど
に
も
説
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
親
が
子

供
に
与
え
る
よ
う
な
、
無
償
の
慈
し
み
が
誠

に
大
切
で
す
。 

 
 

 

ま
た
、「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
」
七
五
に
は
次

の
よ
う
に
も
に
も
あ
り
ま
す
。 

 

今
の
人
々
は
自
分
の
利
益
の
た
め
に
、

交
わ
り
を
結
び
、
ま
た
他
人
に
奉
仕
す

る
。
今
日
、
利
益
を
め
ざ
さ
な
い
友
は
、

得
が
た
い
。
自
分
の
利
益
の
み
を
知
る

人
間
は
、
き
た
な
ら
し
い
。
犀
の
角
の

よ
う
に
た
だ
独
り
歩
め
。 
 

 
 

 

 
 自

ら
の
利
益
を
一
切
考
え
ず
、
奉
仕
す
る
こ

と
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
す
。
閑
栖
和
尚
と

記
事
が
重
な
り
ま
す
の
で
詳
し
く
書
き
ま
せ

ん
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
鏡 

尾
畠
春
夫
さ
ん

を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

「
犀
の
角
の
よ
う
に
た
だ
独
り
歩
め
。」
と

あ
り
ま
す
が
、
サ
イ
は
基
本
的
に
群
れ
を
作

り
ま
せ
ん
。
そ
の
サ
イ
の
頭
部
に
あ
る
一
本

の
角
の
よ
う
に
、
独
り
で
自
ら
の
歩
み
を
進

め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

自
己
の
利
益
の
み
を
考
え
た
行
い
は
き
た

な
ら
し
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
共
感

者
が
な
く
と
も
、
孤
高
で
あ
っ
て
も
利
他
の

精
神
で
奉
仕
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
仏
教
は
信
仰
で
は

な
く
、
実
践
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

天
台
宗
の
伝
教
大
師
最
澄
「
一
隅
を
照
ら

す
も
の
是
れ
則
ち
国
宝
な
り
」
の
言
葉
を
思

い
出
し
ま
す
。 

 

人
そ
れ
ぞ
れ
に
、
置
か
れ
た
立
場
や
環
境

が
あ
り
ま
す
。
自
ら
の
置
か
れ
る
場
所
で
、

自
ら
の
で
き
る
こ
と
を
、
コ
ツ
コ
ツ
実
践
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

見
返
り
を
求
め
な
い
、
慈
し
み
を
も
っ
た

奉
仕
の
実
践
こ
そ
が
お
釈
迦
様
の
求
め
る
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
。 

禅
語
「
至
道
無
難
」 

中
国
禅
の
三
祖
僧
燦
（
さ
ん
そ
そ
う
さ
ん
）
禅
師
の

『
信
心
銘
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
、「
至
道
無
難
（
し
い

ど
う
ぶ
な
ん
）、
唯
だ
揀
択(

け
ん
じ
ゃ
く)

を
嫌
う
、 

但

だ
憎
愛
莫
け
れ
ば
、
洞
然
（
と
う
ね
ん
）
と
し
て
明
白

（
め
い
は
く
）
な
り
。」
の
一
節
で
、 

最
高
の
真
理
に
至
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。  

た
だ
取
捨
、
憎
愛
の
念
を
起
こ
し
て
、
選
り
好
み
を

す
る
の
を
嫌
う
だ
け
で
あ
る
。 

た
だ
憎
む
と
か
愛
す
る
と
か
が
な
け
れ
ば
、 

そ
れ
は
こ
の
上
な
く
明
白
に
な
る
。 

好
き
嫌
い
を
し
、
選
り
好
み
を
し
、
と
か
く
私
た
ち

は
右
往
左
往
し
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
風
で
は
、

な
か
な
か
大
切
な
と
こ
ろ
に
行
き
つ
き
ま
せ
ん
。「
唯
だ

揀
択
を
嫌
う
」
こ
れ
が
大
切
で
す
。 

《 

日 

々 

是 

好 

日 

》 

★
西
日
本
豪
雨
災
害
、
北
海
道
地
震
等
災

害
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
被
災
さ
れ
て
皆

様
に
心
よ
り
お
悔
や
み
お
見
舞
い
申
し

上
げ
ま
す
。
★
八
月
三
日
山
門
施
食
会
・

今
年
度
よ
り
朝
の
法
要
一
座
と
な
り
、
お

斎
も
一
回
と
な
り
ま
し
た
が
、
台
所
の
お

手
伝
い
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
ま
し

て
、
滞
り
な
く
お
勤
め
で
き
ま
し
た
心
よ

り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
★
四
日
・
養
徳

寺
施
食
会
、
五
日
・
千
光
寺
施
食
会
の
法

要
に
出
頭
い
た
し
ま
し
た
。
★
八
月
八

日
・
杵
築
市
無
縁
供
養
★
八
月
十
四
日
・

西
下
司
区
供
養
盆
踊
り
法
要
。
子
供
も
踊

り
の
輪
に
参
加
、
抽
選
に
て
特
別
賞
の
景

品
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
★
お
盆
の
棚
経

も
無
事
に
終
わ
り
ま
し
た
が
、
小
学
校
の

始
業
が
一
週
早
く
な
り
、
子
供
に
は
短
い

夏
休
み
と
な
り
ま
し
た
。
★
八
月
は
月
例

行
事
を
お
休
み
し
て
い
ま
し
た
が
、
九
月

よ
り
再
開
し
て
お
り
ま
す
。
坐
禅
会
・
写

経
会
等
、
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

★
九
月
七
日
合
掌
会
役
員
会
、
敬
老
会
・

バ
ス
旅
行
・
奉
仕
作
業
の
予
定
に
つ
い
て

話
し
合
い
が
も
た
れ
ま
し
た
。
十
一
月
二

十
九
日
の
奉
仕
作
業
で
は
、
障
子
の
張
替

え
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
★
今
年
度
も
杵
築
市
仏
教

会
主
催
の
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
が
開

催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
日
程
が
決
ま
り
次

第
、
参
加
者
を
募
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
参
加
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

合
掌 
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（4）　平成30年9月23日　

全国では、百歳以上の人口が67,824

名だそうです。まさに超高齢化社会に

なりました。閑栖も70歳になりました

が、70代はまだまだ子供世代？です。

杵築市の100歳以上の高齢者数（8月

10日現在）38名になりました。亡く

なる方も有る中、毎年6～7名増えて

います。安住寺もご覧のように百歳の

方が2名になりました。田代ハツ子さ

んは、自炊生活をされる程お元気です。

東下司

弓　町

89

同６

渡邉チカ子 90

鴨　川

広島市

同９

田辺　コウ 93

杉　山

94

義援金のお知らせ

河地　辰馬

北九州市

末松　秀子

教
え
を
紹
介
し
ま
す

数
字
で
表
現
す
る
仏
教
の

平成３０年度　長寿番付表　安住寺敬老場所

新　興

須賀　ミヤ

92

同４磯田アヤ子 90

河野　雪子 90

１，５３６，１８８円

同８

南　台

中津市

西下司 厚田　辰男 90 本　町

杉　山

同５諸富　タマ

別府市 亀岡　　進 90

90 東下司 麻生恵美子

西下司

同７諸冨　サヨ 90

堺　市

八坂　周子 90

西大内山

十両１清末　美里

90

宗　近

宮脇　　昭 90 横浜市

同３宗田　初子

二宮　しん 91 同12

90 中　平

同２川上　　浩 90 藤原ヒサコ 91

92

91 麻生　義子 91 藤の川

猪　尾

荒巻　ミヨ

原　ヨシ子 91 煙硝倉

92 西　上

同11

大分市

渡邉　浩行

東大内山

同５

岩口　花子

93

91 守　末

同10

92

93 宇佐市

西下司

同６

92

工藤　絹子

下　原

宗　近

東下司 同７

同４

新　興

藤原ユリコ 94 東大内山

石井ツヤコ 同２

前頭１井上恵美子

百歳の方がお二人にな
りました

95

宗田　季紀 95 東下司

藤の川

南台東

阿部ノブ子 93

麻生　秀子

同

小結

同

松浦シズ子

94 東大内山

96

木付　幸子 94

同３

96

97

97

97

柏屋小夜子

阿部　睦子

95

平野　芳彦関脇

藤の川

鴨　川

96

麻生　蓮生

安住寺だより 第164号

 平成30年9月17日を基準日にした番付表です。（9/15現在）

④

100 城　山

と
い
う
心
構
え
を
表
す
の
で
す
。

中
途
半
端
で
は
決

ま
り
仏
と
そ
の
教
え
と
教
団
と
い
う
三
つ
の
宝
に
帰

け
て
全
身
全
霊
を
か
け
て
信
奉
し
、

お
支
え
し
ま
す

東

中村千代子

に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
で
す
。

更
に
「

南
無
」

を
付

帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。

三
つ
め
が
僧
伽
（

そ
う
ぎ
ゃ
）

年齢

98

座間市

川崎市

仏
教
と
数
字

東大内山

横綱田代ハツ子

おすまい

西大内山

98

同

三 さ
ん

帰き

依え

三
宝
に
帰
依
し
敬
礼
す
る
こ
と
。

つ

三
帰
と
も
い
う
。

仏
・
法
・
僧
の

し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
「

法
」

は
勿
論
お
釈
迦
様
が
説

か
れ
た
教
え
や
宗
旨
、

教
義
で
す
。

し
っ

か
り
と
学

「

帰
依
仏
」

仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。

次
は
法
に

本
と
す
る
信
仰
の
心
掛
け
態
度
で
す
。

そ
の
第
一
は
、

古田　初子

御免蒙

大関

西

96

依
す
る
こ
と
で
す
。

三
帰
依
は
、

仏
教
徒
の
最
も
基

年齢

（内　お賽銭　８９３，０４６円）

い
く
生
き
方
を
す
る
こ
と
が
信
仰
の
第
一
歩
で
す
。

間
た
ち
皆
に
も
気
を
配
り
、

手
を
つ
な
ぎ
、

支
え
て

さ
ん
だ
け
の
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

信
心
を
す
る
仲

おすまい

河野　サワ

上　　昌孝

8月までのお賽銭　５０，８１９円

び
教
え
に
沿
っ

た
生
き
方
を
す
る
。

僧
伽
は
、

お
坊

100

30年７月豪雨義援金（新規）

阿部ヤエ子

末松　武士

これまでの義援金総合計

大阪府北部地震義援金（新規）

１００，０００円

廣石　　悟

５０，０００円

清末　鈴子 92

同８

小玉　和江

須賀　悦子

古　野同

土肥　妙子 93 永代橋

藤の川同

西大内山95

94

92 杉　山

麻生　博行 93 藤の川

上　美枝子 93

96

阿部みゑ子

93 東大内山

西下司

廣石　清一 95 宗　近

　田椽美智子

江藤モリ子座間市

南台東

宇都宮　梅 91 藤の川

色紙・広石碩田先生画

祝長寿

藤原　孝顕

宇都宮キクエ

92 東下司

いつまでも
お元気でネ


