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日 日

備そ

な

え
あ
れ
ば
憂 う

れ

い
な
し

を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、

政
治
の
モ

タ
モ
タ
振
り
に
は
不
満
続
出
で

す
。

マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
に
示
さ
れ
た
公
約
も

せ
ん
。
「

選
挙
の
た
め
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

師

布
教
師
　
東
近
江
市
　
生
連
寺
住
職

（

月
）

４月

ず
、

自
ら
の
力
で
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

行
政
に
頼
ら

で
し
た
」

と
言
っ

て
し
ま
え
ば
、

政
権
を

ゆ
る
「

復
興
庁
」

が
立
ち
上
が
っ

た
。

い

心
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、

日
本
人
の
生
真
面

　
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、

や
は
り
感

せ
た
事
例
の
報
告
も
あ
っ

た
。

よ
い
よ
復
興
ス
ピ
ー

ド
が
加
速
す
る
こ
と

平成24年3月20日

が
最
善
な
の
か
、

考
え
る
だ
け
で
な
く
実

野
党
も
非
を
あ
げ
つ
ら
う
だ
け
。

今
、

政

践
し
て
欲
し
い
。

と
、

誰
も
が
願
っ

て
い

治
が
何
を
す
べ
き
か
、

国
民
の
た
め
に
何
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か
し
、

肝
心
の
復
興
計
画
が
ま

人
が
居
な
い
訳
で
は
な
い
。

し

あ
っ

た
よ
う
だ
。

も
聞
こ
え
る
。

不
安
と
苛
立
ち
の
一
年
で

八
億
円
を
計
上
。

三
月
六
日
に
は
、

東
日

て
再
出
発
し
た
人
も
い
る
。

行
政
の
復
興

安住寺だより

印刷

無
縁
供
養
　
説
教
会

禅 の 心

横

山

玄

秀

　
午
後
一
時
　
　
卒
塔
婆
供
養

来
る
だ
け
事
前
の
申
込
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
午
後
三
時
半
　
総
供
養
施
餓
鬼

　
午
後
二
時
　
　
説
　
教

（

日
）

南院国師七百年大遠諱の頃には
満開になっているでしょう

政
策
を
待
た
ず
、

仲
間
で
事
業
を
復
活
さ

手
放
す
こ
と
に
な
る
か
ら
言
え
な
い
。

現

　
午
後
二
時
　
　
説
　
教

南禅寺境内の桜

者
医
療
制
度
の
廃
止
な
ど
が
で
き
て
い
ま

追
求
し
続
け
る
だ
け
で
す
。

予
算
の
借
金

　
午
前
十
一
時
　
合
掌
会
総
会

　
午
後
一
時
　
　
卒
塔
婆
供
養

本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
、

い
わ

震
災
復
興
関
連
で
は
九
兆
二
千
四
百
三
十

震
災
か
ら
一
年

「
何
も
変
わ
っ

て
い
な
い

」

萎
え
て
し
ま
っ

た
。

と
言
う
被
災
者
の
声

と
ま
ら
な
い
た
め
と
ど
ま
っ

た
。

気
力
が

声
の
方
が
多
い
。

　
政
府
も
第
三
次
の
補
正
予
算
を
組
み
、

　
あ
の
大
震
災
か
ら
一
年
経
っ

て
し
ま
い

ま
し
た
。

一
見
ガ
レ
キ
は
片
付
け
ら
れ
、

難
先
や
新
天
地
で
新
た
な
仕
事
を
見
つ
け

　
そ
れ
で
も
一
部
に
は
帰
郷
を
諦
め
、

避

な
く
な
っ

た
。

沿
岸
部
の
電
柱
に
、

海
抜

　
更
に
、

最
近
に
な
っ

て
次
の
大
地
震
が

を
願
う
ば
か
り
で
す
。

が
、

エ
ー

ル
を
送
る
と
共
に
支
援
の
継
続

う
。

特
に
東
北
人
だ
か
ら
か
も
知
れ
な
い

比
率
や
、

高
速
道
路
無
料
化
、

後
期
高
齢

実
現
で
き
て
い
な
い
と
、

野
党
は
厳
し
く

遠
か
ら
ず
起
こ
る
と
予
測
を
す
る
専
門
家

が
増
え
た
。

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
だ
が

○
○
ｍ
の
表
示
を
始
め
た
。

非
常
時
用
の

商
品
が
売
れ
て
い
る
ら
し
く
、

津
波
用
の

カ
プ
セ
ル
も
有
る
と
い
う
。

自
分
で
逃
げ

声
を
掛
け
合
っ

て
高
台
に
逃
げ
る
こ
と
。

る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
兎
も
角
、

先
ず

復
興
に
向
け
て
進
捗
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
「

何
も
変
っ

て
い
な
い
」

と
言
う

目
さ
と
何
事
に
も
打
ち
勝
つ
忍
耐
力
だ
ろ

耐
震
構
造
に
補
強
し
た
ば
か
り
な
の
に
、

今
度
は
津
波
の
心
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら



死
に
が
い
を
生
き
る 

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
を
迎
え

た
三
月
十
一
日
、
日
本
中
で
追
悼
の

催
し
が
開
催
さ
れ
、
犠
牲
に
な
ら
れ

た
方
々
に
対
し
、
多
く
の
方
が
哀
悼

の
誠
を
奉
げ
た
。 

平
成
十
八
年
の
「
禅
の
心
」
春
彼

岸
号
に
、
私
が
修
行
し
ま
し
た
多
治

見
市
永
保
寺
の
無
際
橋
の
こ
と
を
書

い
た
こ
と
が
あ
る
。 

こ
ち
ら
の
岸
を
此
岸
、
苦
し
み
多

い
娑
婆
世
界
に
喩
え
、
橋
の
向
こ
う

を
彼
岸
、
安
ら
か
な
悟
り
の
世
界
に

喩
え
る
。
無
際
橋
を
渡
る
こ
と
で
対

立
の
世
界
、
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救

わ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
橋
を
渡
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。 

津
波
を
生
き
の
び
、
震
災
に
遭
わ

れ
た
多
く
の
方
に
と
り
、
対
立
の
際

（
世
界
）
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
一
年
は
、

住
ま
い
の
問
題
、
生
活
の
糧
の
問
題
、

目
に
見
え
な
い
放
射
能
の
問
題
な
ど
、

際
限
無
く
続
く
苦
し
み
の
連
続
で
、

激
動
の
一
年
と
な
り
、
安
ら
か
な
生

活
を
想
像
す
ら
出
来
な
か
っ
た
こ
と

と
思
う
。 

彼
岸
を
迎
え
、
こ
の
冬
は
特
別
に

寒
い
冬
だ
っ
た
こ
と
を
今
更
な
が
ら

思
い
返
し
て
い
る
。
被
災
さ
れ
た
地

方
で
は
ま
だ
寒
さ
も
残
り
、
癒
え
ぬ

思
い
が
募
っ
て
い
る
方
も
あ
ろ
う
。 

地
震
の
規
模
、
津
波
の
巨
大
さ
、

原
発
事
故
。
想
定
外
、
想
定
外
と
何

度
と
な
く
聞
い
た
一
年
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
う
。
し
か
し
、
本
当
に
想
定

外
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
考
え
さ
せ

ら
れ
る
。 

そ
も
そ
も
何
一
つ
想
定
で
き
な
い

自
然
の
中
に
あ
っ
て
、
何
が
想
定
で

き
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
今
一
度
、

私
た
ち
の
傲
慢
さ
を
反
省
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

今
年
中
に
、
世
界
人
口
は
７
０
億

人
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
水
道
の

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
飲
料
用
の
水
が
出

る
し
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
れ
ば
明
か

り
が
灯
り
、
い
つ
で
も
電
気
を
利
用

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
よ
う
な

国
は
世
界
中
数
カ
国
で
し
か
な
く
、

８
０
％
以
上
が
発
展
途
上
国
で
あ
り
、

一
日
１
ド
ル
未
満
で
生
活
し
て
い
る

人
が
１
２
億
人
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。 今

回
の
よ
う
に
、
震
災
、
津
波
、

原
発
事
故
に
よ
り
家
屋
を
失
い
、
或

は
電
力
を
は
じ
め
と
す
る
高
度
文
明

の
手
段
が
喪
失
し
た
非
常
時
に
、
私

た
ち
は
本
来
の
生
き
方
を
考
え
、
思

考
停
止
す
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り

と
し
た
生
命
力
を
発
揮
出
来
る
か
ど

う
か
確
認
す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
想
定
外
を

想
定
し
新
た
な
災
害
対
策
を
構
築
し

て
い
く
一
方
で
、
想
定
で
き
な
い
自

然
の
脅
威
も
心
に
刻
み
力
強
く
生
き

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
こ

の
恵
ま
れ
た
日
常
に
深
い
感
謝
の
念

を
抱
く
べ
き
で
あ
る
。 

『
金
剛
経
』
第
三
十
二
・
應
化
非

眞
分
に
次
の
一
節
が
あ
る
。 

一
切
有
為
法 

 
 

如
夢
幻
泡
影 

如
露
亦
如
電 

 
 

応
作
如
是
観 

 
 

 
 

一
切
の
有
為
法
は
、
夢
・
幻
・
泡
・

影
の
如
く
、
露
の
如
く
、
ま
た
、

電
の
如
し
。 

ま
さ
に
是
の
如
き
観
を
作
す
べ
き
。 

 

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
た
巨
大
津
波
、
原
発
事
故
に

よ
っ
て
改
め
て
こ
の
世
の
無
常
を
深

く
感
じ
た
人
は
多
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
そ
の
後
の
被
災
さ
れ
た

方
々
の
姿
を
見
れ
ば
、
こ
の
世
は
苦

し
み
で
あ
る
と
説
く
仏
の
教
え
そ
の

ま
ま
で
あ
る
。 

生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
根

本
の
苦
し
み
生
老
病
死
に
、「
愛
別
離

苦
」
愛
す
る
人
と
別
れ
る
苦
し
み
。

「
怨
憎
会
苦
」
怨
み
憎
む
者
と
会
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
苦
し
み
。「
求
不
得

苦
」
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
苦
し
み
。

「
五
蘊
盛
苦
」
肉
体
が
盛
ん
で
あ
る

が
ゆ
え
に
そ
れ
に
執
着
す
る
精
神
的

苦
し
み
。
被
災
者
た
ち
は
今
も
な
お

苦
し
ん
で
い
る
。 

 

原
発
か
ら
４
５
キ
ロ
圏
、
福
島
県

三
春
町
の
臨
済
宗
福
聚
寺
住
職
で
作

家
の
玄
侑
宗
久
さ
ん
は
、
葬
儀
の
席

で
「
死
に
が
い
」
を
説
く
と
い
う
。 

 

一
人
の
人
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、

ど
れ
だ
け
周
囲
の
人
が
変
わ
れ
る
か

ど
う
か
で
あ
る
と
、
と
説
い
て
い
ま



す
。 

 
ま
た
、
玄
侑
氏
の
著
書
『
し
あ
わ

せ
る
力
』
の
中
で
こ
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
ま
す
。 

「
日
本
人
の
生
活
に
は
意
識
で
き
な

く
な
る
ほ
ど
に
神
道
や
仏
教
が
浸
透

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
意
識
し
な

く
な
る
と
こ
ろ
ま
で
身
に
つ
く
と
い

う
こ
と
が
、
仏
教
や
老
荘
思
想
の
理

想
で
す
か
ら
、
〝
無
宗
教
〟
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
・
・
」 

 

仏
教
と
い
わ
ず
信
仰
を
持
つ
人
も
、

持
た
ざ
る
〝
無
宗
教
〟
と
云
わ
れ
る

人
も
、
震
災
後
ど
の
よ
う
に
行
動
さ

れ
た
か
振
り
返
れ
ば
、
玄
侑
氏
の
言

わ
ん
と
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

 

そ
の
行
動
一
つ
一
つ
が
悟
り
に
い

た
る
た
め
の
六
つ
の
修
行
「
六
波
羅

蜜
」
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。 

＊
布
施
・
多
く
の
方
が
義
捐
金
を
送

り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
足
を
運
ん
だ
。 

＊
持
戒
・
困
難
な
中
取
り
乱
す
こ
と

な
く
、
助
け
合
い
秩
序
を
守
り
生
活

さ
れ
て
い
る
。 

＊
忍
辱
・
悲
し
み
、
苦
し
み
、
寒
さ
、

人
災
に
耐
え
忍
ぶ
姿
。 

＊
精
進
・
復
興
に
向
け
、
未
来
に
向

け
全
力
で
努
め
励
む
。 

＊
禅
定
・
努
め
励
む
た
め
に
、
心
を

安
定
さ
せ
、
日
々
を
省
み
る
。 

＊
智
慧
・
何
よ
り
も
生
き
て
い
く
と

い
う
智
慧
を
備
え
て
い
る
。 

 

人
は
辛
く
悲
し
い
こ
と
も
忘
れ
て

い
く
よ
う
に
出
来
て
い
る
と
い
い
ま

す
。
震
災
、
津
波
、
原
発
事
故
に
よ

っ
て
家
族
を
亡
く
し
家
を
無
く
し
、

辛
く
悲
し
い
思
い
を
さ
れ
て
い
る

方
々
の
、
辛
い
悲
し
い
思
い
は
一
日

も
早
く
癒
え
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り

で
す
。 

 

 

東
日
本
大
震
災
で
は
二
万
人
近
く

の
方
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。

玄
侑
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
犠
牲

に
な
ら
れ
た
方
々
の
死
を
無
駄
に
す

る
こ
と
な
く
、
残
さ
れ
た
遺
族
も
、

直
接
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
私
た
ち

も
、
東
日
本
大
震
災
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
教
訓
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

更
に
、
恵
ま
れ
た
今
日
に
感
謝
す
る

と
と
も
に
、
想
定
で
き
な
い
自
然
の

中
に
在
る
こ
と
も
忘
れ
ず
、
意
識
し

な
い
深
く
し
み
付
い
た
信
仰
を
胸
に
、

以
前
と
は
変
わ
っ
た
よ
り
良
い
命
を

生
き
て
い
く
。
こ
れ
が
、
震
災
犠
牲

者
の
死
に
が
い
を
生
き
る
こ
と
で
あ

り
、
残
さ
れ
た
も
の
の
務
め
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。 

 
 

 

明
玄
合
掌 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

           

       

東
九
州
臨
済
宗
青
年
層
の
会
で
は
、

毎
年
夏
に
子
供
た
ち
に
心
豊
か
な
人

間
に
成
長
し
て
欲
し
い
と
い
う
目
的

で
『
寺
子
屋
』
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

今
年
は
安
住
寺
が
会
場
と
な
り
ま

し
た
。
特
に
会
所
に
な
る
寺
院
の
檀
信

徒
の
子
供
さ
ん
に
は
、
率
先
し
て
参
加

し
て
頂
け
る
よ
う
に
お
知
ら
せ
致
し

ま
す
。 

 

詳
し
い
内
容
が
ま
だ
決
ま
っ
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
興
味
の
あ
る
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

詳
し
い
内
容
が
決
ま
り
次
第
、
改
め

て
ご
連
絡
差
し
上
げ
ま
す
。 

 

福島県県花：ネモトシャクナゲ 

 

東九州教区少年少女研修会 

『 』開催 

開催日・平成２４年７月２７日（金曜日） 

会場・安住寺 参加無料 

 

 

 
昨年は萬壽寺別

院にて開催。うみ

たまご見学など。 



（4）　平成24年3月20日　

　
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
人
間

生
き
と
し
生
け
る
全
て
の
“
命
”

こ
の
世
の
中
（

天
上
天
下
）

で

が
え
の
な
い
自
分
の
生
命
こ
そ
、

は
あ
り
ま
せ
ん
。
「

こ
の
か
け

も
の
は
“
い
の
ち
”
よ
り
他
に

を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
の

と
し
て
、

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生

一
番
尊
く
大
切
な
の
だ
」

と
言

継
い
だ
「

永
遠
の
命
」

で
す
。

有
り
ま
せ
ん
。

先
祖
か
ら
受
け

　
命
は
、

自
分
だ
け
の
も
の
で

で
す
。

に
と
っ

て
、

何
よ
り
も
大
切
な
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味
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

の
よ
う
な
思
い
あ
が
っ

た
意

「山栖谷飲」　　廣石碩田先生筆

岸
、

悟
り
の
境
地
に
至
る
こ
と

つ
の
実
践
行
を
踏
み
越
え
た
彼

辱
、

精
進
、

禅
定
、

智
恵
の
六

七
歩
歩
か
れ
た
と
言
う
こ
と
に
は
、

を
伝
え
る
方
便
と
し
た
の
で
し
ょ

う
。

と
を
絡
め
て
、

仏
教
の
大
事
な
要
点

　
後
世
の
人
が
、

仏
教
と
釈
尊
の
誕
生

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

が
「

花
祭
り
」

の
行
事
に
込
め

を
も
大
切
に
せ
よ
。

と
の
教
え
が

独
秀
流
御
詠
歌

写
経
・
写
仏
の
会

七
月
二
十
八
日

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

七

月

十

四

日

七
月
二
十
一
日

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

御
詠
歌
・
観
音
講

写
経
・
写
仏
の
会

七

月

十

七

日

七

月

六

日

独
秀
流
御
詠
歌

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

六
月
二
十
三
日

第138号安住寺だより

五

月

十

七

日

安
住
寺
　
四
月
～

七
月

四

月

八

日

花
祭
り
講
演
会
（

市

仏

）

同

日

午

後

花
は
な

祭
ま
つ

り

お
釈
迦
様
は
、

生
れ
て
す
ぐ
に
七
歩天

上

て
ん
　
じ
ょ
う

天
下

て
ん
　
げ

唯
ゆ
い

我
が

独
尊

ど
く
　
そ
ん

南
禅
寺
授
戒
会
出
発

二
つ
の
教
え
が
込
め
ら
れ
て
い

う
意
味
で
す
が
、

真
意
は
そ

一
番
偉
い
の
は
私
だ
」

と
言

う
こ
と
を
教
え
る
た
め
の
方
便

独
秀
流
御
詠
歌

四

月

十

四

日

四

月

六

日

場

合
に

よ

っ
て

は
変

更
す
る

こ
と
も

あ
り

ま
す

と
叫
ん
だ
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま

を
指
さ
し
て
「

天
上
天
下
唯
我
独
尊
」

歩
か
れ
て
右
手
で
天
を
、

左
手
で
地

間
、

天
上
と
い
う
六
つ
の
迷
い

同

日

午

後

花
祭
り
（

降
誕
会
）

写
経
・
写
仏
の
会

独
秀
流
御
詠
歌

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

合
掌
会
総
会
・
説
教

無
縁
供
養
・
説
教
会

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

御
詠
歌
・
観
音
講

四
月
二
十
三
日

四

月

十

七

日

五
月
二
十
六
日

五

月

七

日

四
月
二
十
八
日

六

月

七

日

四

月

十

九

日

六

月

十

八

日

五
月
二
十
二
日

五

月

十

二

日

御
詠
歌
・
観
音
講

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

御
詠
歌
・
観
音
講

写
経
・
写
仏
の
会

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

坐
禅
会
（

朝
六
時
）

六

月

九

日

六
月
二
十
二
日

四
月
二
十
二
日

地
獄
、

餓
鬼
、

畜
生
、

修
羅
、

人

ま
す
。

そ
れ
は
「

六
道
」

つ
ま
り

七
歩
歩
く
と
い
う

を
目
的
と
せ
よ
と

ゆ
び
指
し
た
の
は

ま
た
、

天
地
を

で
す
。

形
で
表
現
し
た
の

羅
蜜
」

つ
ま
り
布
施
、

持
戒
、

忍

え
で
す
。

も
う
一
つ
は
「

六
波

界
（

悟
り
の
境
地
）

へ
導
く
教

苦
悩
の
世
界
を
乗
り
超
え
た
世

天
に
も
地
に
も
わ
れ
一
人

す
。

直
訳
す
れ
ば
「

こ
の
地
球
上
で

化
衆
生
」

と
言
う

「

上
求
菩
提
、

下

し
た
行
為
で
す
。

す
る
決
意
』

を
表

広
く
人
々
を
救
済

進
す
る
気
持
ち
、

目
指
し
て
努
力
精

こ
と
で
『

向
上
を


