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今
年
も
蒸
し
暑
い
夏
で
し
た
。
し
か
し
、九
月
に
入
る
と

残
暑
も
無
く
、
朝
晩
も
涼
し
く
な
り
、極
端
に
夏
と
の
差

を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

日
本
の
所
々
で
ゲ
リ
ラ
豪
雨
や
ス
ー
パ
ー
台
風
と
呼
ば

れ
る
言
葉
が
、何
度
も
新
聞
、テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
、そ
の

都
度
大
き
な
被
害
と
な
り
ま
し
た
。そ
の
際
に
は
、
多
く
の

犠
牲
者
が
で
て
、悲
し
い
現
実
を
突
き
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

科
学
技
術
知
識
の
進
歩
し
た
現
代
に
お
い
て
、「全
て
の
こ

と
に
対
応
で
き
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」と
、想
像
確
信
し

て
い
た
こ
と
が
、人
知
を
超
え
た
自
然
の
量
り
し
れ
な
い
大

き
な
力
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

 

災
害
の
事
故
処
理
に
追
わ
れ
つ
つ
、「原
因
は
何
で
あ
る

か
」と
問
わ
れ
た
時
、ま
ず 

 

第
一
に
地
球
の
温
暖
化
に
よ
り
海
の
温
度
の
上
昇 

 

第
二
に
高
層
ビ
ル
の
乱
立
に
よ
り
風
の
流
れ
の
悪
化 

 

第
三
に
道
路
の
舗
装
に
よ
って
下
水
道
の
容
量
限
界 

                         

「中
日
新
聞
」よ
り 
 

こ
れ
ら
３
つ
の
原
因
こ
そ
、
資
源
を
求
め
た
結
果
の
表
れ

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。過
去
の
人
々
は
、山
に
対
し
、

海
に
対
し
、畏
敬
の
念
を
持
って
お
り
ま
し
た
。
敬
い
、感

謝
あ
る
こ
と
が
先
祖
か
ら
の
教
え
で
あ
り
、自
然
の
大
き
な

恩
・恵
み
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、現
実
の
痛
み
を
通

し
て
気
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

  

今
こ
そ
科
学
技
術
を
作
り
出
し
た
人
間
そ
の
も
の
を
問

わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
便
利
さ
、簡
単
さ
を

求
め
、ま
た
物
質
に
は
キ
リ
が
な
い
と
勘
違
い
を
し
て
い
る

現
代
。   

  

「汝
自
身
を
知
れ
」 

ソ
ク
ラ
テ
ス 

  

「諸
行
無
常
（縁
起
の
法
則
）」 

お
釈
迦
さ
ま 

  

「自
然
の
法
」 

親
鸞
聖
人 

こ
れ
ら
が
も
た
ら
す
答
え
こ
そ
、生
き
と
し
生
け
る
も
の
が

共
に
生
き
る
に
は
方
法
「一
方
（人
間
）が
横
着
と
す
れ
ば
、

他
方
（自
然
）も
暴
れ
る
こ
と
」を
お
教
え
下
さ
い
ま
す
。 

   

よ
って
今
苦
悩
し
て
い
る
人
間
を
省
み
る
と
、過
去
に
起
き

た
事
件
の
こ
と
を
忘
れ
過
ぎ
去
って
い
き
、本
当
の
自
分
が

分
か
ら
な
く
な
り
、落
ち
着
く
場
所
を
見
失
って
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
時
代
の
流
れ
に
つ
い
て
行
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

主
体
性
を
失
い
、不
安
を
一
杯
抱
え
て
い
る
現
実
が
突

き
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

ガ
ン
で
亡
く
な
ら
れ
、入
院
生
活
を
通
し
て
、今
を
生
き

る
大
切
さ
を
伝
え
て
下
さ
った
方
の
言
葉
を
お
伝
え
し
ま

す
。 

 

「お
医
者
が
あ
と
三
か
月
と
言
って
く
れ
る
。あ
と
ま
だ
三  

 

か
月
あ
る
と
い
う
の
は
、う
れ
し
く
も
な
い
。私
に
と
って
は 

 

今
が
、今
が
、う
れ
し
い
。今
う
れ
し
い
一
瞬
が
あ
る
か
ら 

 

こ
そ
、そ
の
今
の
延
長
で
あ
る
三
か
月
を
喜
べ
る
。
た
と
え 

 

あ
と
三
か
月
あ
る
と
し
て
も
、今
の
今
が
喜
べ
な
い
な
ら
空 

 

し
い
」と
言
わ
れ
、い
ま
を
忘
れ
続
け
生
き
て
い
る
自
分
に 

尊
い
今
を
教
え
て
く
だ
さ
って
い
ま
す
。今
を
大
事
に
し
、

与
え
ら
れ
た
命
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。 

  

「死
を
忘
れ
る
と
生
が
ぼ
や
け
て
く
る
」 

青
山
俊
董
師 

 

「死
の
自
覚
が
生
への
愛
だ
」 

田
中
美
知
太
朗 

 

「ギ
リ
ギ
リ
を
味
合
わ
な
い
で
本
当
の
自
分
の
起
って
い
る 

 

場
所
が
わ
か
ら
な
い
、ま
た
い
の
ち
が
私
の
所
有
物
に
な
る
。 

 

ま
た
、人
間
は
前
方
に
死
が
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、足
が 

 

前
に
進
ま
な
い
。そ
こ
で
、人
間
は
死
が
見
え
な
い
よ
う
に 

 

目
隠
し
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
立
て
て
、そ
れ
に
向
か
って
突
進 

 

す
る
の
だ
」 

パ
ス
カ
ル 

  

世
の
中
は
常
に
変
化
し
、そ
の
変
化
を
人
間
は
拒
む
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
こ
と
を
仏
法
は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。 

起
こ
り
得
る
現
象
は
、縁
に
よ
って
生
じ
、縁
に
よ
って
消
え

ゆ
く
。故
に
同
じ
状
態
が
続
か
な
い
。 

い
つ
で
も
で
き
る
は
、

い
つ
ま
で
も
し
な
い
」故
に
今
を
大
事
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 

 

「一
大
事
と
は
今
日
た
だ
い
ま
の
事
な
り
」 

                    

当
寺
住
職 

髙
山
元
智 
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七
月
か
ら
八
月
末
ま
で
、第
三

回
『
古
本
勧
進
』を
企
画
し
、活
動

し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

ご
協
力
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
、 

 

本
当
に
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。 

 

今
回
の
結
果 

    

２
１
８
冊
・３
１
２
３
円 

は
、前
回
・前
々
回
に
は
及
び
ま
せ

ん
で
し
た
が
、皆
様
の
お
気
持
ち

を
頂
戴
し
、ち
ゃ
ん
と
送
り
届
け

る
こ
と
が
で
き
た
勧
進
で
あ
っ
た
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

地
道
に
コ
ツ
コ
ツ
と
、皆
様
の
負

担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
少
し
ず
つ

で
も
送
れ
る
よ
う
に
、今
後
も
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

久
遠
寺
「古
本
勧
進
」は
い
つ
で

も
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、い

つ
で
も
お
問
合
せ
下
さ
い
。お
会
い

す
れ
ば
、「古
本
あ
る
か
ら
持
っ
て
っ

て
！
」
と
の
皆
様
か
ら
の
お
声
が

か
か
る
こ
と
を
、心
よ
り
願
っ
て
お

り
ま
す
。 

            

南
無
阿
弥
陀
仏 

古本勧進ロゴマーク 

第
三
回
【古
本
勧
進
】の
ご
報
告 

 

阿
弥
陀
様
の
世
界
と
し
て
、
3
か
月
の

法
語
を
ま
と
め
、お
味
わ
い
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

   

人
間
は
未
来
ば
か
り
追
求
し
、過
去

を
忘
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
先
に
往
か

れ
た
祖
父
母
、ま
た
苦
難
を
通
って
し
っ

か
り
生
き
て
往
か
れ
た
方
々
の
道
を
尋

ね
て
、我
々
が
こ
れ
か
ら
歩
む
道
と
せ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

人
間
の
願
い
は
、毎
日
変
わ
って
い
き
ま

す
。虚
し
さ
、不
安
、思
い
ど
お
り
に
な
ら

な
い
と
自
己
中
心
の
考
え
で
は
、本
当
の

声
は
聞
こ
え
て
き
ま
せ
ん
。 

  

そ
の
思
い
を
打
ち
砕
い
た
の
が
、 

阿
弥
陀
様
の
願
い
で
あ
り
ま
す
。 

阿
弥
陀
は
無
量
光
、無
量
寿 

を
成
就
さ
れ
た
名
で
あ
り
、
全
て 

の
も
の
に
平
等
で
い
の
ち
そ
の
も
の
を
教
え
、

「本
当
の
智
慧
と
は
何
で
あ
る
か
」を
誓

わ
れ
た
名
で
あ
り
ま
す
。故
に
阿
弥
陀
仏

の
歴
史
は
、人
間
を
本
当
の
自
分
自
身

に
帰
ら
せ
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、

願
い
で
も
あ
る
の
で
す
。 

 

人
間
は
、幸
せ
を
外
に
求
め
る
の
で
、
内

な
る
本
当
の
声
が
聞
こ
え
ま
せ
ん
。自
分

の
悩
み
、痛
み
、病
気
の
事
実
の
世
界
か

ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、そ
の
世
界

を
抜
け
出
た
人
々
の
声
を
聞
き
ま
し
ょ

う
。そ
の
声
の
証
で
あ
る
「
救
って
や
る
ぞ
」

と
の
教
え
こ
そ
、阿
弥
陀
様
の
願
い
で
あ

り
ま
す
。 

 

今
、自
分
の
頭
で
い
く
ら
考
え
て
も
考

え
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。迷
って
迷
って
い
る

こ
と
が
、己
に
阿
弥
陀
様
の
喚
び
声
で
あ

る
の
で
す
。
で
す
か
ら
聞
法
す
る
こ
と
は

生
そ
の
も
の
を
問
う
事
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

『我
々
は
親
が
生
ん
ど
る
と
い
う
け
れ
ど
、  

 

そ
う
で
は
な
い
ぞ
。
親
を
縁
と
し
て
で
て 
 

き
た
本
能
で
す
。そ
の
本
能
が
娑
婆
へ 

 

出
て
釈
迦
の
説
法
に
遇
い
た
い
、と
い
う 

 

そ
う
い
う
願
い
を
持
って
生
ま
れ
た
の
で 

 

す
。そ
の
他
に
何
に
も
な
い
』 

そ
の
本
能
を
与
え
ら
れ
て
、そ
の
本
能
が

お
釈
迦
様
の
説
法
を
聞
く
為
に
こ
の
世

に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
。
そ
れ
を
本
願
と

言
い
ま
す
。 

       

「
仏
の
側
か
ら
言
え
ば
「本 

        

願
」、我
々
の
側
か
ら
そ
れ 

       

は
「本
能
」。本
来
与
え
ら 

       

れ
て
い
る
世
界
に
眼
が
ひ
ら
く
、

己
に
な
っと
る
世
界
を
開
く
。そ
の
ま
ま
で
、

こ
の
ま
ま
で
は
な
い
。」と
仰
り
、日
々
私
の

思
い
に
苦
し
ん
で
い
る
私
に
、仏
様
よ
り

願
わ
れ
て
い
る
身
で
あ
る
事
を
聞
法
を

通
し
て
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。 

 

自
分
自
身
の
人
生
を
理
性
で
解
釈
で

き
る
な
ら
ば
、仏
法
の
教
え
は
要
り
ま
せ

ん
。人
と
人
と
の
違
い
の
ま
ま
、今
を
乗
り

越
え
て
生
き
て
往
け
る
世
界
で
あ
り
、競

争
社
会
で
自
分
の
能
力
の
有
限
な
る
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
、「南
無
阿
弥

陀
仏
」の
歴
史
で
あ
り
、無
限
な
る
世
界

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 
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久遠寺の掲示板 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   8/30『街のお寺の音楽会『安穏』vol.2 

『私
の
も
の
さ
し
で 

 
 

問
う
の
で
は
な
く
、 

   

私
の
も
の
さ
し
を 

 
       

問
う
の
で
す
』 

  

自
分
の
物
事
を
見
る
目

は
、そ
の
時
の
状
況
や
感

情
で
長
く
な
った
り
、目
盛

が
変
わ
った
り
し
て
ば
か
り
。

変
化
し
て
い
な
い
つ
も
り
で

常
に
変
化
し
て
い
る
「も
の

さ
し
」な
の
で
す
。 

 

そ
ん
な
あ
や
ふ
や
な
尺
度

で
物
事
を
計
る
の
で
は
な

く
、自
分
自
身
の
も
の
さ

し
自
体
一
体
ど
う
い
う
も

の
か
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。 
 

そ
し
て
、自
分
の
も
の
さ

し
を
計
る
も
の
こ
そ
、仏
様

の
み
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

 

絶
対
の
揺
ら
ぎ
が
な
い
安

定
感
ば
っち
り
な
物
差
し
。

寸
分
違
わ
ぬ
物
差
し
で
、

私
の
物
差
し
を
見
て
み
る

と
、 

 

ど
の
点
が
不
安
定
だ
った

の
か
、一
目
瞭
然
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

百
日
紅 

『
愛
嬌
』 

「百
日
紅
」と
書
い
て
、読
み
は
「サ
ル
ス
ベ
リ
」。 

ミ
ソ
ハ
ギ
科
の
落
葉
小
低
木
で
す
。 

中
国
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、室
町
か
安

土
桃
山
の
戦
乱
の
世
の
頃
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。漢

字
で
書
い
た
通
り
、咲
き
始
め
る
と
そ
の
花
期
は
長

く
、３
ヶ
月
近
く
の
間
、夏
の
炎
天
下
を
も
の
と
も
せ

ず
に
元
気
に
咲
き
続
け
ま
す
。け
れ
ど
も
、
春
の 

  

芽
吹
き
は
、遅
め
の
お
寝
坊
さ
ん
で
す
。さ
ら
に
、お

花
が
終
わ
っ
た
後
は
今
度
は
い
ち
早
く
葉
っ
ぱ
を
散

ら
せ
て
冬
支
度
に
入
っ
て
し
ま
う
切
り
替
え
上
手
。 

暑
い
夏
を
過
ご
す
間
、元
気
に
花
咲
く
姿
も
実
は

ご
愛
嬌
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
？ 

ま
た
来
年
の
夏
、
境
内
で
咲
く
百
日
紅
の
花
を
是

非
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

 
 

 
 

金
子
み
す
ゞ
さ
ん
と
は 

 
 

 

金
子
み
す
ゞ
さ
ん
は
、
明
治
三
十
六
年
、山
口
県
仙
崎
村
（現
在
の
長
門
市
）

に
生
ま
れ
、大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
優
れ
た
詩
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

 

西
條
八
十
に
「若
き
童
謡
詩
人
の
巨
星
」と
ま
で
称
賛
さ
れ
な
が
ら
も
、昭
和

五
年
、二
十
六
歳
の
若
さ
で
世
を
去
り
ま
し
た
。  

 

没
後
そ
の
作
品
は
散
逸
し
て
し
ま
い
、幻
の
童
謡
詩
人
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、

矢
崎
節
夫
氏
の
長
年
の
努
力
に
よ
り
遺
稿
集
が
発
見
さ
れ
、金
子
み
す
ゞ
全
集

が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。 

み
す
ゞ
さ
ん
の
優
し
さ
に
貫
か
れ
た
詩
句
の
数
々
は
、今

確
実
に
人
々
の
心
に
広
が
って
い
ま
す
。 

  

そ
ん
な
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
を
演
じ
る
の
は
、保
谷
果
菜
子
（浦
上
智
子
）さ
ん
。 

演
劇
集
団
「円
」養
成
所
卒
業
後
、舞
台
を
中
心
に
活
動
。ご
縁
あ
って
浦
上 

哲
也
住
職
と
結
婚
さ
れ
、演
劇
を
通
し
て
分
か
り
や
す
く
仏
教
を
伝
え
る
活
動

を
共
に
始
め
ら
れ
ま
し
た
。 

今
で
は
全
国
を
飛
び
回
り
、累
計
百
回
を
超
え
た

「金
子
み
す
ゞ
一
人
舞
台
」だ
け
で
な
く
、親
鸞
聖
人
の
奥
様
「恵
信
尼
さ
ま
」の

舞
台
も
手
掛
け
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

横
浜
の
布
教
所
「な
ご
み
庵
」か
ら
ご
住
職
ご
夫
婦
を
お
招
き
し
て
の
当
山
報

恩
講
で
の
特
別
企
画
と
な
り
ま
す
。是
非
、ご
都
合
を
つ
け
て
の
御
参
詣
を
、心

よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

【
当
山
報
恩
講
特
別
企
画
】 

 

金
子
み
す
ゞ
一
人
舞
台 

境
内
の
花
言
葉 



賢隆山久遠寺寺報  『 久 遠 』  
 

◎ 久遠寺ホームページ＆ブログ『シュリハンダカ』＆facebookも随時更新中です。 
◎ お寺でやりたい！イベント企画も募集しております。是非お問合せ下さい。 
◎ 古本と葉書は随時回収しております。是非「古本勧進」東北支援にご協力下さい。 
◎ お経本・お念珠は大切なものです。床に直接置かないように気を付けましょう。  
 

久遠寺の日日是好日～写真付日記～ 

 １０月の報恩講前
準備で、９月末から
庭師さんに来て頂
き、境内剪定中です。   
 当日には、とっても
サッパリ、スッキリし
て、当山報恩講で
ご来寺いただく準
備万全です！ 

 最近の流行遊び
は、兄弟二人での
「お坊さんごっこ」
や「法話ごっこ」。輪
袈裟をつけたり、お
念珠をもったり、、、
お経様はまだ読め
ないけれども、合掌
はお手の物？(笑) 

9/12 高田本山の
朝のお勤め後のお
説教を勤めて参り
ました。緊張の中で
のお話でしたが、ご
聴聞の温かさに触
れ、何とかお話して
参りました。お育て
していただきます。 

 境内掃除をしてい
ると付き人ならぬ
付き猫が寄ってきま
す。飼っているわけ
ではありませんが、
何とも居心地がい
い様子。猫だけには
もったいない、是非
ご来寺下さいませ。 

境内に７つある蓮
鉢から、25ｹもの蓮
の華が見事に咲き
ました。華が散った
後の『蓮の実』でお
念珠を製作。皆様
のお念珠もお直し
しますので、お問い
合わせくださいね。 

 

皆
様
、も
う
お
気
づ
き
と
思
い
ま
す
が
、

今
季
よ
り
私
（信
雄
）の
知
り
合
い
関
係

や
ご
同
行
様
の
ご
紹
介
な
ど
を
受
け
て

の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・開
催
を
し
て
お
り

ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
寺
で
イ
ベ
ン
ト
を
す
る
必
要

が
あ
る
の
か
、と
の
お
声
を
受
け
る
事
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。け
れ
ど
も
世
も
移

り
変
わ
り
の
速
さ
に
、、
時
代
が
求
め
る

寺
の
在
り
方
を
少
し
ず
つ
模
索
し
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。 
   

そ
ん
な
中
、関
東
を
中
心
に
活
動
し
て

い
る
「ま
ち
の
お
寺
の
学
校
」と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
東
海
地
区
初
参
画
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
「ま
ち
の
お
寺
の

学
校
」は
、お
寺
を
舞
台
に
、学
び
た
い
人

と
教
え
た
い
人
が
集
い
合
う
、ま
ち
の
み

ん
な
の
学
校
で
す
。心
と
身
体
を
調
え
た

り
、知
ら
な
か
っ
た
視
点
や
発
想
と
出

会
っ
た
り
、ご
近
所
さ
ん
と
顔
見
知
り
に

な
っ
た
り
。お
寺
を
中
心
に
縁
つ
な
が
り

を
作
り
、「楽
し
く
笑
顔
に
な
れ
る
寺
」を

目
指
し
て
い
ま
す
。 

  

お
寺
は
古
来
、地
域
の
拠
り
所
で
あ
り
、

心
に
栄
養
を
与
え
る
場
、心
を
調
え
る
場

だ
っ
た
の
で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、「お
寺
を

も
っ
と
気
軽
で
楽
し
く
温
か
い
場
に
し
た

い
。ま
ち
の
縁
側
の
よ
う
な
、居
心
地
の
良

い
拠
り
所
が
生
み
た
い
」と
願
い
、イ
ベ
ン

ト
を
企
画
開
催
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。 

  

も
ち
ろ
ん
お
檀
家
様
に
支
え
ら
れ
て
の

寺
で
あ
る
こ
と
も
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

是
非
皆
様
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
な
企
画
も
し
な
が
ら
、お
檀
家
様
が
安

心
で
き
る
お
寺
を
継
続
し
て
勤
め
て
参
り

ま
す
の
で
、何
卒
ご
理
解
と
ご
協
力
の
程
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

当
寺
は
「
あ
り
が
と
う
、す
み
ま
せ
ん
、お

か
げ
さ
ま
を
伝
え
、あ
な
た
と
私
た
ち
の

こ
こ
ろ
が
ぬ
く
と
い
、笑
顔
に
な
れ
る
寺
」

を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
中
で
、「何
か
」を
「寺
で
」教
え
た
い

人
、学
び
た
い
人
、み
ん
な
で
お
寺
に
集
っ

て
ワ
ク
ワ
ク
す
る
空
間
を
一
緒
に
作
り
上

げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

何
卒
、お
支
え
の
程
、宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

  

別
紙
に
て
、イ
ベ
ン
ト
紹
介
を
し
て
お
り

ま
す
。今
後
「ま
ち
て
ら 

く
お
ん
じ
」と
し

て
講
師
紹
介
な
ど
様
々
な
情
報
を
掲
載

し
て
参
り
ま
す
。そ
し
て
久
遠
寺
は
皆
様

の
寺
で
あ
り
ま
す
。是
非
、盛
り
上
げ
に

駆
け
つ
け
て
下
さ
い
。心
よ
り
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。 

        

久
遠
寺
衆
徒 

髙
山
信
雄
拝 

お
寺
で
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
想
い 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 

～
楽
し
く
笑
顔
に
な
れ
る
寺
を
目
指
す
理
由
～ 

 
 
 
 
  

 
 
 

編
集
後
記 

 

朝
晩
が
涼
し
く
な
り
、
少
し
運
動
で
も 

し
た
い
の
で
す
が
、
一
歩
目
が
踏
み
出
せ
ま

せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
食
欲
の
秋
に
飲
ま
れ

て
し
ま
う
と
感
じ
る
今
日
こ
の
頃
。 

皆
様

も
体
調
管
理
に
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
気
を
付 

け
て
下
さ
い
ね
。  

 
 
 
  

 
 
 
 
  

衆
徒 


