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謹
啓
上

　
お
彼
岸
を
迎
え
、
よ
う
や
く
春
が
訪
れ
、
陽

の
光
も
一
段
と
暖
か
く
、
や
わ
ら
か
く
な
っ
て

参
り
ま
し
た
。
皆
様
方
に
は
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍

に
あ
っ
て
も
元
気
で
、
健
や
か
に
お
過
ご
し
の

こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
皆
様
方
が
気
に
な
さ
っ
て
い
る
春
の

文
化
展
で
す
が
、
宗
禅
寺
寺
子
屋
委
員
会
や
特

別
展
出
品
の
皆
様
と
相
談
致
し
ま
し
た
が
、「
皆

が
安
心
し
て
気
持
ち
よ
く
、
た
く
さ
ん
の
方
に

参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
」、
と

い
う
こ
と
で
、
今
年
の
春
の
文
化
展
は
お
休
み

致
し
ま
す
。
皆
様
方
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
次
の
文

化
展
に
そ
な
え
て
精
進
さ
れ
ま
す
こ
と
を
期
待

し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
再
開
と
再
会
を
祈
念
し
、
早
く
コ

ロ
ナ
が
お
さ
ま
り
、
安
心
の
生
活
が
戻
っ
て
く

る
こ
と
を
願
い
、
お
知
ら
せ
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
　
白

　　
令
和
三
年
春
彼
岸

医
王
山  

宗
禅
寺

宗
禅
寺
寺
子
屋
委
員
会

文
化
展
中
止
の
ご
案
内

　

昨
年
よ
り
、
境
内
整
備
が
着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。

お
寺
の
隣
に
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
が
開
店
し
ま
し
た
が
、

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
の
裏
の
土
地
も
、
宗
禅
寺
の
参
詣

者
用
の
駐
車
場
と
し
て
、
昨
年
購
入
致
し
ま
し
た
。

　

予
算
の
関
係
も
あ
っ
て
、
当
面
は
砂
利
の
駐
車
場

と
な
り
ま
す
が
、
新
し
い
駐
車
場
に
は
本
堂
前
の
お

地
蔵
さ
ん
に
遷
座
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
将
来
的
に

垣
根
と
な
る
よ
う
、
椿
を
植
樹
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
地
元
地
域
の
皆
様
方
か
ら
庭
石
を
多
数
ご
寄
付

賜
る
こ
と
と
な
り
、
お
寺
の
駐
車
場
ら
し
く
各
所
に

設
置
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
境
内
・
駐

車
場
各
所
の
桜
や
欅
の
木
の
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
、

台
風
の
際
な
ど
、
倒
木
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も

あ
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
古
木
の
撤
去
も
進
め
て

お
り
ま
す
。

　

皆
様
方
か
ら
の
ご
喜
捨
を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
寄
せ
い
た

だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

宗
禅
寺
境
内
整
備
の
ご
報
告

　

昨
年
末
、
そ
れ
ま
で
麦
鉢
と
し
て
、
一
部
の
皆
様

方
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
お
布
施
を
、

「
宗
禅
寺
境
内
建
物
維
持
費
」
と
し
て
、
す
べ
て
の

檀
信
徒
皆
様
方
に
ご
協
力
を
仰
ぐ
形
と
な
り
ま
し
た
。

　

遠
方
の
皆
様
や
、
な
か
な
か
お
出
か
け
が
難
し
い

皆
様
方
の
た
め
に
、
銀
行
で
の
振
り
込
み
で
の
納
入

も
取
り
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
銀
行
振
込

み
で
の
形
式
は
、
お
寺
と
地
域
と
い
う
間
柄
に
お
い

て
は
、
事
務
的
す
ぎ
る
部
分
も
感
じ
ら
れ
、
お
寺
側

と
し
て
も
導
入
す
べ
き
か
迷
う
と
こ
ろ
で
し
た
。
今

後
も
皆
様
か
ら
も
様
々
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
て
、

色
々
と
考
え
な
が
ら
、
来
年
度
か
ら
も
継
続
さ
せ
て

い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
昨
年
末
の
境
内
建
物
維
持
費
に
関
し
ま

し
て
、
こ
こ
に
ご
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
宗
禅
寺
境
内
建
物
維
持
費
】

〇
ご
喜
捨
件
数
　
　
六
一
一
件
（
二
月
現
在
）

〇
合
計
金
額
　
　
　
二
百
三
十
七
萬
一
千
圓

以
上

宗
禅
寺
境
内
建
物
　
維
持
費
の
ご
報
告

■
3・
17
〜
23 

彼
岸
早
朝
坐
禅
会
。
毎
朝
6
時
〜
7
時
。
予
約
不
要
で
す
。
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宗禅寺薬師如来座像 新開院薬師如来座像

　

は
や
い
も
の
で
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
ま
し
た
が
、
二
〇
一
九
年
九
月
十

四
日
に
「
宗
禅
寺
土
曜
講
座
」
で
「
仏
像
の
話
―

薬
師
如
来
・
運
慶
―
」
と
題
し
て
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
文
字
ど
お
り
、
仏
像
全
般
の

お
話
を
し
て
、
な
か
で
も
宗
禅
寺
薬
師
堂
に
ち
な

ん
で
薬
師
如
来
と
い
う
仏
像
に
つ
い
て
く
わ
し
く

お
話
し
、
そ
の
う
え
で
、
わ
た
し
が
長
年
研
究
対

象
と
し
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
仏
師
運
慶
（
？
〜
一

二
二
三
）
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ま
し
た
。
お
話
の
準

備
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
思
い
が
け
ず
に
宗
禅
寺

薬
師
堂
の
本
尊
薬
師
如
来
像
と
運
慶
と
が
け
っ
し

て
無
関
係
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
は
、
と
て

も
興
味
深
い
こ
と
で
し
た
。
今
回
、
閑
栖
和
尚
高

井
正
俊
様
か
ら
、
当
日
の
お
話
を
原
稿
に
す
る
よ

う
に
と
お
求
め
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
薬
師
堂

の
薬
師
如
来
像
の
話
に
し
ぼ
っ
て
書
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
薬
師
如
来
像

　

仏
像
の
な
か
で
「
如
来
」
が
一
番
だ
い
じ
な
存

在
で
あ
る
こ
と
は
、
皆
様
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
と

思
い
ま
す
。
「
如
来
」
と
は
「
さ
と
り
を
ひ
ら
い

た
」
存
在
で
あ
る
と
よ
く
説
明
さ
れ
ま
す
。
古
代

イ
ン
ド
で
仏
教
を
創
始
し
た
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ

ル
タ
は
修
行
を
し
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
き
、
最
初

の
如
来
に
な
り
ま
し
た
。
彼
が
釈
迦
一
族
の
王
子

で
あ
っ
た
の
に
ち
な
ん
で
、
そ
れ
を
「
釈
迦
如

来
」
と
い
い
ま
す
。
釋
迦
如
来
に
続
い
て
「
薬
師

如
来
」
「
阿
弥
陀
如
来
」
「
弥
勒
如
来
」
な
ど
な

ど
、
た
く
さ
ん
の
如
来
が
考
え
出
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
は
釈
迦
如
来
の
よ
う
に
実
在
し
た
人
物
が
如

来
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
話
つ
ま

り
お
経
の
な
か
で
考
え
出
さ
れ
た
存
在
で
す
。

　

薬
師
如
来
は
『
薬
師
経
』
と
い
う
お
経
で
考
え

出
さ
れ
た
如
来
で
す
。
修
行
者
で
あ
っ
た
時
代

（
菩
薩
の
時
代
）
に
世
の
人
び
と
を
救
う
た
め
に

十
二
の
大
願
を
立
て
ま
す
が
、
そ
の
な
か
の
第
七

願
に
「
除
病
安
楽
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
病

を
の
ぞ
い
て
安
楽
な
ら
し
め
る
。
申
し
あ
げ
る
ま

で
も
な
く
、
感
染
症
禍
に
苦
し
む
現
代
に
も
も
っ

と
も
求
め
ら
れ
る
願
い
で
あ
り
ま
す
が
、
薬
師
如

来
は
そ
れ
を
か
な
え
て
く
れ
る
現
世
利
益
の
ほ
と

け
と
し
て
昔
か
ら
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
り
ま
す
。

　
川
崎
一
本
木
薬
師
堂 

（
宗
禅
寺
薬
師
堂
）

　

い
ま
宗
禅
寺
境
内
に
あ
る
薬
師
堂
（
羽
村
市
指

定
有
形
文
化
財
）
は
も
と
も
と
少
し
離
れ
た
、
多

摩
川
に
近
い
段
丘
の
上
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
安
土
桃
山
時
代
、
天
正
十
一
年

（
一
五
八
三
）
に
多
摩
川
の
流
木
一
本
を
も
っ
て

薬
師
如
来
像
を
造
り
、
堂
を
再
建
し
た
と
の
こ
と

で
、
そ
れ
で
一
本
木
堂
と
い
う
の
だ
と
い
う
の
で

一
本
木
薬
師
堂
の
薬
師
如
来
像

土
曜
講
座
講
演
録

清
泉
女
子
大
学
名
誉
教
授
　
　
山
本
　
勉
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す
。
た
し
か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
再
建

と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
お
堂
が
あ
り
、

そ
の
お
堂
に
は
も
っ
と
古
い
ご
本
尊
が
ま
つ
ら
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
の
終
わ
り
の
頃
、
文
政
十
三
年
（
一

八
三
〇
）
に
完
成
し
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』

と
い
う
記
録
で
は
、
そ
の
当
時
の
薬
師
堂
に
は

「
木
ノ
坐
像
長
七
寸
許
」
、
つ
ま
り
木
で
で
き
た

高
さ
二
〇
セ
ン
チ
ば
か
り
の
薬
師
如
来
坐
像
が
あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
小
さ
な
像
だ
っ
た

の
で
す
ね
。
し
か
し
、
こ
の
像
は
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
に
盗
難
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
す
。

　

そ
の
あ
と
お
堂
だ
け
が
残
っ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
そ
の
お
堂
も
年
々
破
壊
が
進
み
、
戦
後
に
は

堂
の
柱
が
残
る
の
み
と
い
う
状
態
で
し
た
。
そ
こ

で
寺
の
境
内
に
移
転
し
、
改
築
す
る
こ
と
が
計
画

さ
れ
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
落
成
し

ま
し
た
。
本
尊
薬
師
如
来
像
は
、
翌
年
か
ら
地
元

に
住
ん
で
い
た
彫
刻
家
島
田
改
助
が
新
し
く
制
作

し
て
、
昭
和
三
十
年
完
成
。
同
年
十
月
一
日
に
開

眼
落
慶
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の

薬
師
堂
と
本
尊
薬
師
如
来
坐
像
で
す
。

　
宗
禅
寺
像
と
あ
き
る
野
市
新
開
院
像

　

こ
こ
ま
で
、
わ
た
し
は
『
宗
禅
寺
の
歩
み
』

（
二
〇
一
七
年
、
宗
禅
寺
）
な
ど
で
薬
師
堂
と
薬

師
如
来
像
の
こ
と
を
勉
強
し
て
き
た
の
で
す
が
、

こ
の
本
に
載
っ
て
い
る
薬
師
如
来
像
の
写
真
を
み

て
、
少
々
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の

薬
師
如
来
像
の
形
が
、
わ
た
し
が
だ
い
ぶ
前
に
調

査
し
た
こ
と
の
あ
る
、
あ
き
る
野
市
・
新
開
院
の

薬
師
如
来
像
の
形
と
よ
く
似
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

新
開
院
の
薬
師
如
来
像
と
い
っ
て
も
、
ご
存
じ

の
方
は
ほ
と
ん
ど
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

で
も
、
こ
の
新
開
院
像
が
仏
像
史
の
研
究
の
中
で
、

な
か
な
か
重
要
な
作
品
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
像
は
両
脇
侍
像
（
日
光
・

月
光
菩
薩
像
）
、
眷
属
十
二
神
将
像
と
と
も
に
、

も
と
も
と
は
鎌
倉
市
の
鶴
岡
八
幡
宮
薬
師
堂
に
ま

つ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
鶴
岡
八
幡
宮
は
江
戸

時
代
以
前
は
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
」
と
呼
ば
れ
、
神

社
と
お
寺
が
一
体
化
し
た
も
の
で
し
た
か
ら
、
境

内
に
は
た
く
さ
ん
仏
像
を
ま
つ
る
お
堂
も
あ
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
が
明
治
初
め
の
神
仏
分
離
に
よ
っ

て
、
お
堂
も
仏
像
も
八
幡
宮
境
内
か
ら
追
い
出
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
新
開
院
の
仏
像
も
そ
の
一

例
で
す
。
途
中
で
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
仏
像
史
上
の
正
し
い
位
置
は
ま
だ
十
分

に
検
討
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
は
鎌
倉
時

代
、
十
三
世
紀
前
半
の
製
作
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
作
者
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
か
ら
研
究

が
必
要
で
す
が
、
鎌
倉
時
代
の
初
め
に
鎌
倉
で
も

活
躍
し
た
仏
師
運
慶
の
系
統
に
つ
な
が
る
仏
師
の

作
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題

は
今
後
も
研
究
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
新
開
院
薬
師
如
来
像
の
衣
の
着
け
方
や
衣

文
（
衣
の
ひ
だ
）
の
形
と
宗
禅
寺
薬
師
堂
の
薬
師

如
来
像
の
そ
れ
ら
が
、
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
の

で
す
。
仏
像
を
見
慣
れ
て
い
な
い
方
に
は
わ
か
り

に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
頃
た
く
さ
ん
の

仏
像
を
み
て
、
仏
像
ど
う
し
を
比
較
し
て
い
る
わ

た
し
た
ち
仏
像
研
究
者
に
は
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。

薬
師
堂
の
薬
師
如
来
像
を
昭
和
三
十
年
に
新
作
し

た
島
田
改
助
が
新
開
院
像
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と

は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

島
田
は
ど
う
し
て
新
開
院
像
を
知
っ
て
い
た
の

か
、
そ
し
て
ど
う
し
て
モ
デ
ル
に
し
よ
う
と
思
っ

た
の
か
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
あ
れ
、

か
ね
て
か
ら
新
開
院
像
に
注
目
し
て
い
た
わ
た
し

は
、
た
い
へ
ん
お
ど
ろ
い
た
し
だ
い
で
す
。
こ
う

し
て
薬
師
如
来
の
お
話
と
運
慶
の
お
話
は
つ
な
が

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
お
わ
り
に

　

仏
像
の
形
や
仏
像
の
あ
る
場
所
は
、
過
去
の
仏

像
の
力
を
現
代
に
つ
な
げ
る
力
を
も
っ
て
い
る
は

ず
で
す
。
宗
禅
寺
境
内
の
薬
師
堂
の
薬
師
如
来
像

は
、
一
本
木
薬
師
堂
薬
師
如
来
像
の
力
を
伝
え
る

だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
の
鶴
岡
八
幡
宮
寺
薬
師
堂

薬
師
如
来
像
の
力
も
合
わ
せ
て
伝
え
て
い
る
は
ず

で
す
。
そ
の
お
薬
師
さ
ま
に
、
現
在
の
世
界
を
重

苦
し
く
お
お
っ
て
い
る
感
染
症
禍
の
暗
い
雲
を
吹

き
払
っ
て
く
れ
る
よ
う
、
祈
念
し
た
い
と
思
い
ま

す
。



そ う ぜ ん じ 便 り （４）

　

去
る
二
月
二
日
に
節
分
の
新
春
祈
祷
法
要
を

執
り
行
い
ま
し
た
。

　

例
年
で
あ
れ
ば
豆
ま
き
会
と
し
て
、
近
隣
の

お
子
様
の
皆
様
が
、
本
堂
正
面
か
ら
豆
を
撒
い

て
く
れ
ま
す
が
、
本
年
は
三
密
回
避
と
い
う
こ

と
で
、
大
々
的
な
豆
ま
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
中
に
あ
っ
て
も
、
来
山
し
て
く

れ
た
お
子
様
皆
様
に
お
菓
子
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

配
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
来
年
は
盛
大
に
行

う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
節
分
祈
祷
札
を
す
べ
て
の
関
係

者
皆
様
に
郵
送
で
は
あ
り
ま
す
が
ご
案
内
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
例
年
と
ほ
ぼ
変
わ
り

な
い
三
百
本
の
お
札
の
お
申
し
込
み
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
大
変
有
難
い
こ
と
で
、
お
薬
師
様

も
お
喜
び
下
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
節
分
に
あ
た
り
、
檀
信
徒
の
昭
島
の

雨
倉
壽
久
様
か
ら
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
を
、
ご
縁
の

あ
る
葉
山
町
の
稲
穂
様
か
ら
お
菓
子
の
ご
寄
進

を
賜
り
ま
し
た
。
自
粛
自
粛
の
暗
い
世
相
の
中
で
、

お
子
様
た
ち
に
希
望
の
笑
顔
を
と
の
願
い
が
込

め
ら
れ
た
思
わ
ぬ
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、

我
々
も
お
力
を
大
い
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

の
場
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
当
日
お
集
ま
り
下
さ
い
ま
し
た
総
代
さ
ん
、

薬
師
講
中
の
皆
様
、
ご
詠
歌
講
中
の
皆
様
に
も

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

二
月
十
五
日
が
お
釈
迦
様
の
ご
命
日
と
い
う

こ
と
で
、
今
年
も
土
曜
講
座
に
て
涅
槃
会
を
行

い
ま
し
た
。

　

檀
信
徒
で
も
あ
る
太
田
博
子
さ
ん
が
ハ
ー
プ

を
演
奏
し
て
下
さ
り
、
近
所
の
ル
ー
テ
ル
教
会

の
前
の
牧
師
さ
ん
、
高
井
保
雄
先
生
の
講
話
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
寺
の
本
堂
に
ハ
ー
プ
の
音
色
が
見
事
に
マ

ッ
チ
し
て
、
別
世
界
に
導
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

高
井
牧
師
は
す
で
に
ル
ー
テ
ル
教
会
を
定
年

退
任
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
も
羽
村
に
在

住
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ル
ー
テ
ル
幼
稚
園

の
園
長
と
し
て
の
活
動
を
通
じ
て
、
古
く
か
ら

あ
る
、
羽
村
の
教
育
的
風
土
に
つ
い
て
も
お
話

し
し
て
下
さ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
親
鸞
聖
人
と

の
教
え
の
共
通
性
な
ど
、
興
味
深
い
内
容
と
な

り
ま
し
た
。

　

長
野
県
か
ら
来
て
下
さ
る
予
定
で
し
た
絵
解

き
師
の
岡
澤
恭
子
先
生
は
、
残
念
な
が
ら
ご
承

知
の
情
勢
に
よ
り
来
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
ま
た
来
年
皆
様
と
お
会
い
し
た
い
と
、

お
心
の
込
め
ら
れ
た
直
筆
の
お
手
紙
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

涅
槃
会
は
毎
年
行
う
予
定
で
お
り
ま
す
。
是

非
一
度
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い
と

存
じ
ま
す
。

　

年
明
け
早
々
の
一
月
三
日
、
宗
禅
寺
境
内
に
て
、

劇
団
・
水
族
館
劇
場
の
野
外
劇
「
さ
す
ら
い
姉
妹
」

の
公
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

正
俊
和
尚
の
鎌
倉
か
ら
の
ご
縁
に
て
、
コ
ロ

ナ
禍
に
あ
っ
て
、
劇
団
の
活
動
も
停
滞
し
て
い

る
中
で
貴
重
な
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、

劇
団
側
か
ら
厚
い
御
礼
を
お
言
葉
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

宗
禅
寺
裏
の
駐
車
場
に
て
、
二
週
間
程
の
公

演
を
計
画
し
て
い
ま
す
が
、
慎
重
に
判
断
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す

節
分
追
儺
新
春
祈
祷
法
要

節
分
追
儺
新
春
祈
祷
法
要

宗
禅
寺
　
涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
）

宗
禅
寺
　
涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
）

二
月
十
三
日 

土
曜
講
座

二
月
十
三
日 

土
曜
講
座

劇
団
・
水
族
館
劇
場

劇
団
・
水
族
館
劇
場

新
春
「
さ
す
ら
い
姉
妹
」
公
演

新
春
「
さ
す
ら
い
姉
妹
」
公
演



そ う ぜ ん じ 便 り（５）

　

昨
年
６
月
か
ら
、
禅
セ
ン
タ
ー
の
一
室
を
お
借

り
し
て
対
面
の
お
悩
み
相
談
を
や
ら
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

【
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
？
】

　

こ
の
相
談
室
で
は
、
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と

タ
ロ
ッ
ト
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
カ
ー
ド
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
読
み
解
く
こ
と
）
を
掛
け
合
わ
せ
た
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
な
メ
ソ
ッ
ド
で
ご
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
・
・
と
言
っ
て
も
、
何
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
で
す
よ
ね
。「
タ
ロ
ッ
ト
っ
て
占
い
じ
ゃ
な
い

の
？
」「
お
寺
で
占
い
や
っ
て
る
の
？
」
そ
ん
な
声

が
聞
こ
え
て
来
そ
う
で
す
。

　

確
か
に
、
タ
ロ
ッ
ト
は
占
い
の
道
具
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
元
々
は
占
い
の
た
め
に
作
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
の
ヒ

ン
ト
と
し
て
一
冊
の
書
物
に
文
字
で
著
す
代
わ
り

に
七
十
八
枚
の
カ
ー
ド
に
図
像
で
表
し
た
「
心
の

成
長
物
語
」な
の
で
す
。こ
の
相
談
室
で
は
、
カ
ー

ド
を
相
談
者
さ
ん
の
心
理
を
表
現
す
る
道
具
と
し

て
用
い
て
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
役

立
て
て
い
る
と
い
う
訳
で
す
。

　

基
本
的
に
相
談
内
容
に
制
限
は
な
く
、
誰
に
も

言
え
な
い
で
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い
る
こ
と
を
話
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
か
ら
一
方
的
な
答
え
を
提
示
す
る
の
で
は

な
く
、
相
談
者
さ
ん
自
身
が
絵
を
見
て
選
ん
だ
カ

ー
ド
を
も
と
に
、
モ
ヤ
モ
ヤ
を
言
語
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
気
持
ち
が
整
理
さ
れ
、
進
む
べ
き
道
が

明
ら
か
に
な
る
為
の
お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。

【
相
談
室
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
】

　

相
談
室
を
始
め
て
か
ら
こ
れ
ま
で
約
９
カ
月
の

間
に
、50
名
ほ
ど
の
相
談
者
が
来
室
さ
れ
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
す
が
、
男
性
も
数
名
お
ら
れ

ま
し
た
。年
齢
や
職
業
は
様
々
で
、
派
遣
社
員
、
自

営
業
、公
務
員
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。ご

自
身
の
相
談
で
は
な
く
、
お
子
さ
ん
に
つ
い
て
の

相
談
も
複
数
あ
り
ま
し
た
。悩
み
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
く
と
も
背
中
を
押
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い

う
方
も
お
ら
れ
ま
す
。仕
事
上
の
問
題
と
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
人
間
関
係
の
問
題
を
同
時
に
抱
え
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
更
に
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
問
題
が

深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

色
々
な
ご
相
談
の
中
で
も
、
私
が
特
に
気
に
な

る
の
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
問
題
で
す
。今
現
在
、配
偶

者
も
お
付
き
合
い
し
て
い
る
人
も
い
な
い
シ
ン
グ

ル
の
方
の
ご
相
談
が
と
て
も
多
く
、
パ
ー
ト
ナ
ー

が
い
な
い
こ
と
に
よ
る
将
来
へ
の
不
安
を
な
ん
と

か
克
服
し
た
い
と
み
な
さ
ん
真
剣
に
考
え
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。し
か
し
、
そ
の
よ
う
な『
男
女
の

出
会
い
』に
対
し
て
も
、コ
ロ
ナ
に
よ
る
障
害
が
発

生
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
外
に
出
掛
け
る
こ
と
が
抑
制
さ
れ
て

い
る
の
で
、
異
性
と
の
リ
ア
ル
な
出
会
い
の
チ
ャ

ン
ス
が
激
減
し
て
い
ま
す
。社
内
恋
愛
の
機
会
も

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
で
減
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

出
会
い
系
の
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ
リ
が
普
及
し
て
き

た
こ
と
が
合
わ
さ
っ
て
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
出
会
い

し
か
選
択
肢
が
な
い
よ
う
な
状
況
が
多
く
見
ら
れ

ま
す
。そ
の
結
果
、ア
プ
リ
で
出
会
う
の
は
簡
単
だ

け
ど
、
出
会
っ
た
相
手
の
こ
と
を
信
用
で
き
な
い

か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
・
・
と

い
っ
た
奇
妙
な
現
象
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
人
生
に
生
き
る
意
味
を
見
い
だ
せ

な
い
と
い
う
よ
う
な
深
刻
な
テ
ー
マ
も
時
々
あ
り

ま
す
。そ
ん
な
時
に
は
で
き
る
限
り
傾
聴
を
重
視

し
て
、
相
談
者
さ
ん
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と
に
努

め
ま
す
が
、
内
心
で
は
和
尚
さ
ん
に
助
け
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
活
動
の
意
義
】

　

私
が
お
寺
で
こ
の
よ
う
な
一
見
怪
し
い
対
面
の

相
談
室
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
の
も
、
和
尚
さ

ん
や
お
寺
の
皆
さ
ん
の
深
い
理
解
が
あ
る
お
蔭
で

す
が
、
お
寺
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
相
談

者
さ
ん
に
も
安
心
し
て
来
室
し
て
い
た
だ
け
る
要

因
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
な
ぜ
今
私
が
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行

っ
て
い
る
の
か
を
お
話
し
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。私

は
、
一
人
一
人
の
心
の
安
ら
ぎ
が
こ
の
世
界
の
平

和
を
つ
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、

目
に
見
え
る
論
理
的
な
手
法
だ
け
で
は
ど
う
に
も

な
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
目
に
見
え
な
い
怪
し

い
世
界
の
力
も
借
り
な
が
ら（
本
当
は
、潜
在
意
識

の
力
と
言
う
べ
き
で
す
が
）
少
し
で
も
悩
ん
で
い

る
人
の
お
役
に
立
て
れ
ば
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま

す
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
私
自
身
の
学
び
と
成
長
の
た

め
で
も
あ
り
ま
す
。普
段
は
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
お

悩
み
相
談
を
し
て
い
る
た
め
、
対
面
だ
か
ら
こ
そ

得
ら
れ
る
気
づ
き
が
沢
山
あ
っ
て
勉
強
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
直
接
話
が
で
き
る

場
を
開
い
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。そ
の
為
に
で
き
る
感
染
防
止
策

は
徹
底
し
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。

【
ご
案
内
】

毎
週
日
曜
日
の
午
後
開
催 

完
全
予
約
制 

無
料

問
合
せ
：
０
９
０
・
６
７
９
２
・
４
７
８
４　

ハ
ム
サ

お
寺
d
e
こ
こ
ろ
の
相
談
室

お
寺
d
e
こ
こ
ろ
の
相
談
室

ハ
ム
サ



そ う ぜ ん じ 便 り （６）

　

江
戸
時
代
の
天
明
年
間
は
、「
天
明
の
飢
饉
」と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
天
変
地
異
が
つ
づ
き
、
全
国
的
に
凶
作
に
み

ま
わ
れ
た
時
期
で
し
た
。弘
前
、八
戸
、盛
岡
、仙
台
、相
馬

の
各
藩
を
中
心
に
30
万
人
も
の
餓
死
者
が
出
た
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

多
摩
地
域
で
も
天
明
三
年（
一
七
八
三
）九
月
、浅
間
山

の
大
噴
火
に
よ
る
降
灰
や
冷
夏
に
よ
っ
て
不
作
が
つ
づ

き
、
農
民
に
深
刻
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
ま
し
た
。こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、幕
府
は
村
役
人
が
立
ち
会
っ
て
雑
穀

の
貯
え
を
調
べ
て
今
年
の
夏
ま
で
の
必
要
な
分
を
残
し
、

余
分
を
市
場
で
売
り
払
う
よ
う
に
と
の
お
触
れ
を
出
し

ま
し
た
。し
か
し
、
近
在
の
豪
農
た
ち
は
談
合
し
て
市
場

や
農
村
の
雑
穀
を
買
い
あ
さ
っ
て
、そ
れ
を
売
り
惜
し
み

し
て
い
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
商
品
流
通
が
発
達
し
、

農
村
内
部
に
新
た
な
商
人（
在
方
商
人
と
か
在
郷
商
人
と

い
い
ま
す
）
が
登
場
し
ま
す
。年
貢
が
金
納
と
な
る
畑
作

地
域
で
は
、
生
産
力
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
給
の
肥

料
で
は
ま
か
な
い
き
れ
ず
、大
量
の
糠（
ぬ
か
）な
ど
を
在

方
商
人
か
ら
購
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。一

方
、
在
方
商
人
た
ち
は
、
肥
料
を
安
く
仕
入
れ
て
需
要
の

多
く
な
る
時
期
に
高
く
売
り
つ
け
、そ
の
購
入
代
金
も
農

民
に
貸
し
付
け
て
利
息
を
課
す
と
い
っ
た
二
重
に
利
益

を
得
て
い
た
の
で
す
。

　

羽
村
の
名
主
宇
助
、太
郎
右
衛
門
と
組
頭
伝
兵
衛
の
三

名
は
、こ
の
状
況
を
な
ん
と
か
解
決
で
き
な
い
も
の
か
相

談
し
ま
し
た
。在
方
商
人
を
相
手
に
幕
府
に
訴
え
る
こ
と

も
で
き
ま
し
た
が
、
当
時
の
訴
訟
は
、
判
決
が
申
し
渡
さ

れ
る
ま
で
数
年
か
か
る
こ
と
も
あ
り
、ま
た
費
用
も
百
両

か
ら
の
大
金
を
工
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ

り
ま
し
た
。そ
こ
で
、組
頭
の
伝
兵
衛
は「
我
ら
老
衰
の
身

七
十
あ
ま
り
に
及
び
候
え
ば
、も
は
や
今
生
に
生
き
す
ぎ

た
り
。我
々
頭
取
し
て
諸
人
の
難
儀
を
助
け
ん
」と
い
い
、

宇
助
は
、
村
々
へ
人
集
め
の
書
付
を
く
ば
り
、
買
い
占
め

の
商
家
を
打
ち
こ
わ
そ
う
と
い
い
、さ
っ
そ
く
村
々
に
配

布
す
る
趣
意
書
の
作
成
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
趣
意
書
に
は
、
庶
民
の
難
儀
を
救
う
た
め
、
天
明

四
年（
一
七
八
四
）二
月
二
八
日
、箱
根
ヶ
崎
の
狭
山
池
に

集
合
す
る
よ
う
に
と
書
か
れ
、
多
摩
、
入
間
両
郡
四
十
カ

村
に
配
布
さ
れ
ま
し
た
。当
日
狭
山
池
に
は
、二
、三
万
人

の
人
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。農
民
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
鎌
や
鋤
な
ど
の
農
耕
具
を
手
に
、
い
つ
の
ま
に
か「
山

王
前
」と
い
う
声
が
あ
が
り
、
一
斉
に
文
右
衛
門
の
家
を

め
ざ
し
て
動
き
だ
し
た
の
で
す
。文
右
衛
門
は
中
藤
村

（
武
蔵
村
山
市
）日
吉
神
社
の
前
に
住
ん
で
い
て
、屋
号
が

「
山
王
前
」だ
っ
た
の
で
す
。文
右
衛
門
は
、穀
類
・
肥
料
・

酒
造
業
を
営
む
在
方
商
人
で
、一
八
世
紀
後
半
に
は
所
有

す
る
田
畑
・
持
高
と
も
中
藤
村
随
一
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

一
揆
勢
は
、そ
の
後
高
木
村（
東
大
和
市
）の
庄
兵
衛
方
を

打
ち
こ
わ
し
ま
す
。こ
の
時
、
打
ち
こ
わ
し
に
あ
っ
た
家

は
、
文
右
衛
門
家
を
含
め
五
軒
で
し
た
。明
け
て
二
月
二

九
日
、一
揆
勢
は
ち
り
ぢ
り
に
去
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

打
ち
こ
わ
し
に
あ
っ
た
文
右
衛
門
ら
五
軒
の
者
た
ち

は
、
さ
っ
そ
く
幕
府
へ
訴
え
ま
す
。幕
府
の
取
り
調
べ
の

結
果
、総
勢
六
三
名
が
捕
ら
え
ら
れ
江
戸
に
送
ら
れ
ま
し

た
。羽
村
で
は
一
二
名
、
川
崎
村
で
は
二
名
の
も
の
が
捕

縛
さ
れ
ま
し
た
。取
り
調
べ
の
の
ち
、ゆ
る
さ
れ
た
者
は
、

羽
村
で
は
、小
源
太
、源
蔵
、彦
右
衛
門
、川
崎
村
で
は
、半

七
、新
六
で
帰
村
し
村
預
け
と
な
り
ま
し
た
。吟
味
中
に
、

牢
屋
で
病
死
し
た
者
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

百
姓
一
揆
は
、た
く
さ
ん
の
犠
牲
を
は
ら
っ
た
こ
と
か

ら
の
ち
に
義
民
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
顕
彰
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

天
明
四
年
か
ら
一
一
〇
年
後
、
明
治
二
七
年
（
一
八
九

四
）四
月
、禅
林
寺
境
内
に「
豊
饒
碑（
ほ
う
じ
ょ
う
の
ひ
）」

を
建
立
し
ま
す
。西
多
摩
村
の
有
志
と
一
揆
に
関
係
す
る

子
孫
た
ち
が
、
そ
の
行
為
を「
義
挙
」と
し
て
た
た
え
た
の

で
す
。

　

こ
の
打
ち
こ
わ
し
に
つ
い
て
は
、『
天
明
年
間
東
国
変

乱
覚
書
』の
な
か
の「
武
州
村
山
大
変
次
第
之
事
」（『
羽
村

町
史
史
料
集
第
五
集「
天
明
一
揆
史
料
』所
収
）に
詳
し
く

記
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
資
料
を
読
み
ま
す
と
、
羽
村
の

村
役
人
た
ち
が
事
の
起
こ
り
を
つ
く
っ
た
と
は
い
い
な

が
ら
、狭
山
池
に
集
合
し
た
人
々
に
先
頭
に
立
つ
べ
き
人

物
も
存
在
せ
ず
、自
然
と
在
方
商
人
の
家
へ
打
ち
こ
わ
し

が
は
じ
ま
っ
た
の
で
す
。こ
の
一
揆
は
、
組
織
だ
っ
た
計

画
性
が
あ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

熊
川
村
の
名
主
弥
八
郎
は
、同
じ
年
の
二
月
の
日
記
に

村
内
か
ら
騒
動
に
参
加
者
を
出
さ
な
い
よ
う
働
か
け
た

り
、ま
た
打
ち
こ
わ
し
を「
誠
二
前
代
未
聞
の
有
様
」で
あ

る
と
記
し
て
い
ま
す
。一
夜
に
し
て
各
地
に
配
ら
れ
た
決

起
呼
び
か
け
の
趣
意
書
に
、近
郷
の
村
役
人
た
ち
の
受
け

止
め
方
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
の
で
す
。

　

天
保
一
一
年（
一
八
四
〇
）、庄
内
藩（
山
形
）酒
井
氏
の

国
替
え
に
、領
民
た
ち
が
転
封
反
対
騒
動
を
お
こ
し
ま
す
。

結
果
的
に
は
、
百
姓
た
ち
の
要
求
が
う
け
い
れ
ら
れ
て
、

幕
府
は
撤
回
し
ま
す
。こ
の
一
件
を
題
材
に
、
藤
沢
周
平

は
『
義
民
が
駆
け
る
』
と
い
う
歴
史
小
説
を
書
い
て
い
ま

す
。藤
沢
は
山
形
県
鶴
岡
市
生
ま
れ
で
、「
百
姓
た
り
と
い

え
ど
も
、
二
君
に
仕
え
ず
」を
旗
印
に
闘
っ
た
百
姓
を
義

民
と
し
た
美
談
を
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
聞
か
さ
れ
て
、な

ぜ
か「
不
愉
快
」で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。し
か
し
、
書
き

終
わ
っ
て
み
る
と
、こ
の
一
揆
に
対
す
る
感
想
は
別
な
も

の
が
加
わ
り
、「
義
民
佐
倉
惣
五
郎
の
明
快
さ
と
直
截（
ち

ょ
く
せ
つ
）さ
は
な
い
。醒（
さ
）め
て
い
る
者
も
お
り
、
酔
っ

て
い
る
者
も
い
た
。中
味
は
複
雑
で
、奇
怪
で
さ
え
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
面
的
で
な
い
複
雑
さ
の
総
和
が
、む
し
ろ

歴
史
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
、こ
の
〝
義
民
〞
の
群
れ
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（「
中
公
文
庫
版
あ
と

が
き
」）と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

天
明
の
打
ち
こ
わ
し
も
、「
歴
史
の
真
実
」が
ど
こ
に
あ

る
か
、発
端
か
ら
終
息
す
る
ま
で
の
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
把

握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
参
考
図
書
》『
石
川
酒
造
文
書
第
一
巻
』。『
は
む
ら
の
歴
史
』。

文
庫
長
だ
よ
り
島
田  

秀
男



そ う ぜ ん じ 便 り （８）

和
正
和
尚
日
單

〇
元
旦　

除
夜
の
鐘
は
例
年
の
半
分
の
人
出
で
し

た
。
平
安
な
一
年
に
な
る
こ
と
を
お
祈
り
。 

 

１
／
１

〇
谷
中　

恒
例
の
山
崎
家
親
族
新
年
会
は
中
止
も
、

私
は
妻
ル
リ
カ
ノ
と
四
人
で
帰
省
、墓
参
。両
親
、

兄
夫
婦
家
族
と
過
ご
す 

１
／
２

〇
水
族
館
劇
場
野
外
劇　

宗
禅
寺
境
内
で
「
さ
す

ら
い
姉
妹
」
公
演
。
私
も
ゲ
ス
ト
出
演
。
自
分

の
だ
け
で
な
く
、
前
後
の
セ
リ
フ
も
覚
え
な
い

と
い
け
な
い
の
で
、
浮
足
立
ち
ま
し
た
。
メ
イ

ク
も
施
し
、
何
と
か
形
に
は
な
っ
て
く
れ
た

か
？ 

１
／
３

〇
総
代
さ
ん
新
年
会　

例
年
の
総
代
さ
ん
と
の
新

年
会
。
例
年
通
り
本
堂
で
一
緒
に
読
経
。
宴
会

ナ
シ
で
お
弁
当
。 

１
／
６

〇
坐
禅
会
初
め　

コ
ロ
ナ
あ
り
と
も
、
坐
禅
会
、

写
経
会
は
参
加
者
ご
自
身
の
判
断
で
継
続
し
て

い
ま
す
。
マ
ス
ク
し
な
が
ら
坐
禅
。 

１
／
９

〇
出
初
式　

消
防
出
初
式
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。 

 

１
／
10

〇
幼
稚
園　

始
業
式
。
今
日
か
ら
最
後
の
幼
稚
園

生
活
。
ル
リ
カ
ノ
元
気
に
登
園 

１
／
11

〇
久
し
ぶ
り
に
夫
婦
で
お
出
か
け
。
日
の
出
モ
ー

ル
で
映
画
。
平
日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
映

画
館
ガ
ラ
ガ
ラ
。 

１
／
18

〇
宗
禅
寺
規
則
認
証　

宗
禅
寺
規
則
の
規
則
変
更

の
認
証
が
完
了
。
管
轄
の
東
京
都
か
ら
書
類
が

届
く
。
収
益
事
業
の
項
目
追
加
、
総
代
会
の
人

数
変
更
、
一
部
文
言
の
削
除
、
責
任
役
員
の
履

歴
掲
載
。
手
続
き
を
し
始
め
て
か
ら
一
年
は
経

過
。
長
か
っ
た
で
す
。
次
は
法
務
局
で
登
記
手

続
き
。 

１
／
20

〇
幼
稚
園
お
遊
戯
会　

お
遊
戯
会
鑑
賞
。
例
年
は

一
日
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、コ
ロ
ナ
の
た
め
、

組
別
で
一
日
一
組
。
ル
リ
カ
ノ
ク
ラ
ス
が
違
う

た
め
、
連
日
幼
稚
園
で
劇
鑑
賞
。 

１
／
25
・
26

〇
東
小
就
学
説
明
会　

入
学
前
の
説
明
会
に
夫
婦

で
参
加
。体
育
館
寒
い
・・・　

同
級
生
約
六
十
名
。

二
ク
ラ
ス
。 

１
／
27

〇
寺
子
屋
委
員
会　

月
一
回
の
勉
強
会
。
中
野
喜

一
さ
ん
の
原
稿
「
俳
句
懐
古
」、「
新
明
神
社
社

殿
改
修
記
念
誌
」、
雨
倉
久
治
郎
さ
ん
の
資
料

を
読
む
。 

１
／
27

〇
土
曜
講
座　

羽
村
の
野
鳥
と
羽
村
の
観
光
。
私

は
法
然
上
人
。 

１
／
30

〇
節
分
新
春
祈
祷　

立
春
節
分
を
迎
え
て
、
薬
師

堂
で
安
寧
祈
祷
法
要
。
総
代
さ
ん
、
薬
師
講
の

皆
様
と
。
集
ま
っ
て
下
さ
っ
た
子
供
た
ち
に
は

お
菓
子
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
豆
ま
き
は
薬
師
堂
か

ら
の
み
。
お
か
げ
さ
ま
で
お
札
も
三
百
本
お
申

し
込
み
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

２
／
２

〇
節
分
お
札　

羽
村
・
福
生
市
内
に
直
接
お
届
け
。

不
在
の
お
家
に
は
、
ポ
ス
ト
に
投
函
。

 

２
／
３
〜
５

〇
訃
報　

立
川
西
砂
の
林
泉
寺
、
山
内
玄
黙
和
尚

さ
ん
ご
逝
去
。
龍
沢
道
場
の
大
先
輩
、
三
島
時

代
か
ら
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
弔
問
と
葬
儀

の
準
備
手
伝
い
。
林
泉
寺
は
新
田
開
拓
民
の
菩

提
寺
。
奥
多
摩
街
道
の
中
里
家
か
ら
の
開
拓
移

民
で
す
。 

２
／
10

〇
下
見　

映
画
出
演
の
女
優
さ
ん
が
お
寺
を
下
見
。

宗
禅
寺
で
映
画
の
撮
影
が
あ
り
ま
す
。 
２
／
11

〇
浅
草
海
禅
寺　

林
泉
寺
さ
ん
の
葬
儀
の
導
師
お

願
い
の
た
め
、浅
草
に
後
藤
榮
山
老
師
を
訪
ね
る
。

正
俊
和
尚
と
草
花
陽
向
寺
さ
ん
と
。 

２
／
12

〇
土
曜
講
座　

お
釈
迦
様
の
ご
命
日
の
涅
槃
会
を

土
曜
講
座
で
行
う
。
檀
信
徒
の
太
田
博
子
さ
ん

の
ハ
ー
プ
演
奏
と
、
近
所
の
ル
ー
テ
ル
教
会
の

前
の
牧
師
さ
ん
、
高
井
牧
師
の
お
話
し
。
ハ
ー

プ
の
音
色
が
本
堂
に
響
き
ま
し
た
。 

２
／
13

〇
林
泉
寺
通
夜
葬
儀　

山
内
玄
黙
和
尚
さ
ん
の
通

夜
と
葬
儀
。
立
川
の
火
葬
場
は
人
数
制
限
が
あ

り
ま
し
た
。 

２
／
17
・
18

〇
法
務
局　

宗
教
法
人
の
目
的
変
更
登
記
手
続
き

完
了
。
登
記
手
続
き
完
了
届
け
を
東
京
都
へ
提

出
。 

２
／
19

〇
春
の
文
化
展　

文
化
展
中
止
の
お
知
ら
せ
の
葉

書
を
作
成
、
投
函
。
来
年
に
期
待
。 

２
／
21

〇
書
道　

一
月
お
休
み
し
て
い
た
和
尚
さ
ん
の
書

道
教
室
再
開
。
書
初
め
。 

２
／
22

〇
映
画
撮
影　

宗
禅
寺
で
時
代
劇
映
画
の
撮
影
。

お
寺
の
江
戸
時
代
の
建
物
が
活
躍
、
松
平
健
さ

ん
や
っ
て
き
ま
し
た
。
撮
影
後
、
一
緒
に
写
真
。

サ
イ
ン
を
い
た
だ
く
。
秋
原
北
胤
監
督
は
三
月

土
曜
講
座
で
講
師
と
し
て
お
話
し
し
て
下
さ
い

ま
す
。 

２
／
25

〇
慧
光　

慧
光
春
の
彼
岸
号
の
原
稿
の
締
め
切
り

を
失
念
・
・
・
印
刷
屋
さ
ん
か
ら
の
電
話
を
受

け
て
急
い
で
書
き
あ
げ
る
。 

３
／
１

〇
寺
子
屋
委
員
会　

雨
倉
久
治
郎
氏
が
書
き
残
し

て
く
れ
た
『
歴
代
系
統
鑑　

全
』
を
見
る
。
川

崎
各
家
の
代
々
の
ご
当
主
の
お
名
前
、
住
所
の

地
番
、
旗
本
の
区
分
な
ど
が
各
家
ご
と
に
書
か

れ
て
い
る
も
の
で
す 

３
／
１

〇
宗
禅
寺　

谷
中
の
両
親
来
山
。
小
学
校
入
学
祝

い
の
鉛
筆
等
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

３
／
２

〇
林
泉
寺　

林
泉
寺
さ
ん
の
関
係
で
朝
か
ら
各
所

挨
拶
回
り
。
本
山
建
長
寺
と
本
寺
五
日
市
広
徳

寺
へ
。
和
尚
さ
ん
の
奥
様
、
檀
家
総
代
長
さ
ん
、

新
町
東
禅
寺
和
尚
さ
ん
と
。 

３
／
３



そ う ぜ ん じ 便 り（９）

　

皆
さ
ん
、
お
元
気
で
お
過
ご
し
で
す
か
。
元
気

の
源
は
、
体
と
心
で
す
。
体
と
心
を
気
遣
っ
て
、

日
々
健
康
に
お
過
ご
し
下
さ
い
。
宗
禅
寺
の
来

山
者
は
昨
年
一
年
間
で
一
万
五
千
三
百
人
で
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
一
昨
年
よ
り
七
〇
〇
〇
人
減

り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
恐
る
べ
し
で
す
。

【
一
月
】
来
山
者
千
人
。
体
重
は
六
十
一
キ
ロ
代

〇
お
だ
や
か
な
元
旦
。
お
年
始
の
方
百
人
。
お
い

で
い
た
だ
い
た
方
に
宗
禅
寺
絵
馬
奉
呈 
１
／
１

〇
冷
た
い
日　

お
年
始
一
三
五
人
。 

１
／
２

〇
水
族
館
劇
場
「
さ
す
ら
い
姉
妹
」
境
内
野
外
劇
。

百
人
の
聴
衆
。
和
正
住
職
出
演
。
お
年
始
の
方

一
三
〇
人
。 

１
／
３

〇
総
代
さ
ん
方
へ
お
年
始
に
行
く
。 

１
／
４

〇
朝
粥
坐
禅
会　

六
人
来
て
下
さ
る 

１
／
10

〇
写
経
の
会
始
ま
る
。
十
三
人
。 

１
／
11

〇
柳
建
宗
禅
士
来
山
。
種
々
相
談
。
本
贈
呈

 

１
／
1
2

〇
体
重
計
と
読
書
ス
タ
ン
ド
購
入
。 

１
／
1
3

〇
大
船
塩
之
入
内
科
検
診
。
健
康
体
操 
１
／
1
5

〇
大
和
園　

西
駐
車
場
植
栽
。
風
景
一
新 
１
／
18

〇
写
経
の
会
九
人
。
一
人
一
人
ス
ピ
ー
チ 
１
／
21

〇
本
堂
裏
、
倉
庫
片
付
。
あ
ち
こ
ち
開
始
。 １
／
23

〇
本
堂
内
陣
太
鼓
移
動
。
種
々
工
夫 

１
／
25

〇
日
々
の
生
活
リ
ズ
ム
完
成
。
食
事
量
減
。 １
／
26

〇
片
付
け
、
奥
倉
庫
・
内
陣
。 

１
／
27

〇
本
堂
内
陣
、
廊
下
、
物
置
片
付
終
了
。
松
岡
伸

一
『
明
治
維
新
の
意
味
』
読
了
。 

１
／
28

〇
正
道
老
師
「
達
磨
図
」「
阿
弥
陀
如
来
」「
東
大

国
写
仁
王
様
」
本
堂
裏
廊
下
東
に
。 

１
／
29

〇
土
曜
講
座　

和
正
住
職
、
多
摩
の
野
鳥
関
根
常

貴
・
羽
村
俊
夫
。
羽
村
の
観
光
、
田
中
繁
生
。

二
十
二
人
の
来
山
。
や
っ
て
よ
か
っ
た
。 １
／
30

【
二
月
】
来
山
者
七
五
八
人
。
体
重
六
一
キ
ロ
代

〇
朝
三
時
に
起
床
。
体
操
・
お
つ
と
め
・
勉
強
・

掃
除
・
坐
禅
三
十
分
・
勉
強
・
朝
ド
ラ
・
八
時

半
朝
食
。
日
中
。
夕
方
ｗ
。
八
時
就
寝
の
生
活

が
ほ
ぼ
完
成
。
あ
り
が
た
い
で
す
。

〇
書
院
の
部
屋　

ざ
ぶ
と
ん
か
ら
椅
子
席
に
チ
ェ

ン
ジ
。
お
年
寄
り
が
楽
に
坐
れ
る
た
め 
２
／
１

〇
今
年
の
節
分
は
総
代
・
薬
師
講
参
加
者
で
、
薬

師
堂
の
み
で
行
う
。
来
山
者
に
は
福
豆
、
子
供

さ
ん
に
お
土
産
。
そ
れ
で
も
二
二
五
人
の
来
山
。

お
札
奉
納
者
三
三
〇
札
。
関
係
者
に
に
ち
な
ん

の
節
分
折
詰
奉
呈
。 

２
／
２

〇
東
屋
二
階
、
整
理
整
頓
に
か
か
る
。 

２
／
４

〇
淑
子
さ
ん
、
歯
抜
き
元
気
な
し
。
心
配 
２
／
５

〇
昨
年
植
栽
し
た
椿
に
水
や
り
。 

２
／
６

〇
椿
水
や
り
。
水
族
館
劇
場
の
方
々
と
今
後
の
取

り
組
み
の
相
談
。
状
況
を
見
な
が
ら
。 
２
／
７

〇
大
船
で
鎌
倉
塾
の
役
員
会
。
塩
之
入
内
科
。『
鬼

才
・
斎
藤
十
一
』
森
功
、
読
了
。　
　

〇
砂
川
・
林
泉
寺
山
内
玄
黙
和
尚
遷
化
。 
２
／
９

〇
薬
師
堂
左
右
中
物
入
片
付
け
。
夕
刻
、
砂
川
林

泉
寺
、
玄
黙
和
尚
ご
遺
体
迎
え
。 

２
／
10

〇
田
沢
園
川
嶋
さ
ん
と
桜
の
植
栽
場
所
確
認
。
総

数
六
十
五
本
。山
﨑
保
彦『
Ｌ
Ｏ
Ｇ
・
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
』

読
了
。
新
鮮
で
面
白
い
。 

２
／
11

〇
浅
草
・
海
禅
寺
へ
。
後
藤
榮
山
老
師
に
林
泉
寺

津
送
の
導
師
依
頼
に
参
上
。 

２
／
12

〇
土
曜
講
座　

お
釈
迦
様
の
涅
槃
会
法
要
。
御
詠

歌
を
全
員
で
奉
詠
。
太
田
博
子
さ
ん
昨
年
と
同

じ
く
ハ
ー
プ
演
奏
し
て
下
さ
る
。
な
に
か
ホ
ッ

と
し
ま
し
た
。
和
正
住
職
の
親
鸞
聖
人
。
ル
ー

テ
ル
教
会
高
井
保
雄
前
任
牧
師
の
中
里
介
山
と

ル
ー
テ
ル
教
会
、ル
タ
ー
に
つ
い
て
、強
く
感
銘
。

再
登
場
を
依
頼
。
二
十
人
の
来
山
。
あ
り
が
た

い
で
す
。 

２
／
13

〇
星
野
造
園　

東
墓
地
入
口
左
の
さ
ざ
ん
か
の
生

垣
撤
去
。
狭
い
境
内
を
広
く
見
て
も
ら
う
た
め

に
、
景
色
一
新
。 

２
／
14

〇
星
野
造
園　

片
付
け
多
種
―
蓮
鉢
。
石
臼
、
飛

び
石
、
メ
ダ
カ
水
槽
。
梅
林
さ
ん
父
子
、
東
屋

物
置
の
物
、
新
倉
庫
に
。
東
屋
外
観
、
新
築
時

に
も
ど
っ
て
す
っ
き
り
。 

２
／
16

〇
林
泉
寺
・
玄
黙
和
尚
通
夜
。
帰
山
後
、
私
の
七

十
五
歳
の
誕
生
日
ケ
ー
キ
。 

２
／
17

〇
林
泉
寺
・
玄
黙
和
尚
の
葬
儀
。
関
係
者
の
み
。

 

２
／
18

〇
薬
師
堂
内
保
存
の
古
い
仏
具
を
清
掃 

２
／
20

〇
写
経
の
会
十
二
人
。
一
人
一
人
ス
ピ
ー
チ 

 

２
／
21

〇
三
島
龍
沢
僧
堂　

後
藤
榮
山
老
師
へ
林
泉
寺
津

送
導
師
の
御
礼
に
参
上
。
奥
様
と
娘
さ
ん
、
東

禅
寺
滝
本
和
尚
、
石
屋
の
田
中
さ
ん
と
。 

 

２
／
22

〇
禅
堂
奥
物
置
・
本
堂
裏
物
置
片
付
け
。
花
御
堂
、

曲
彔
な
ど
の
移
動
、
す
っ
き
り 

２
／
24

〇
寺
に
て
映
画
の
撮
影
十
八
人
。
松
平
健
さ
ん
来

山
。
秋
原
正
俊
（
北
胤
）
監
督
。 

２
／
25

〇
客
殿
屋
根
裏
部
屋
、
収
納
物
全
て
降
ろ
し
、
整

理
整
頓
。
き
れ
い
に
な
る
。
梅
林
父
子
。 ２
／
26

〇
本
坊
健
二
さ
ん
、
金
魚
鉢
の
ス
テ
ン
レ
ス
製
フ

タ
を
作
成
十
八
個
。
青
鷺
よ
け
。 

２
／
27

〇
渋
谷　

マ
ノ
ワ
ー
ル
デ
ィ
ノ
で
閉
店
食
事
会
。

次
に
横
浜
歴
史
博
物
館
で
、「
禅
林
の
仏
像
展
」

を
見
る
。
山
本
勉
先
生
ご
案
内
。 

２
／
28

〇
寺
子
屋
教
室　

雨
倉
久
次
郎
謄
写
、川
崎
村『
歴

代
系
統
鑑
』
を
読
み
始
め
る
。
江
戸
時
代
の
川

崎
村
の
基
本
構
造
解
明
へ
。 

３
／
１

〇
谷
中
興
禅
寺
の
和
正
和
尚
の
ご
両
親
か
ら
ル
リ

カ
・
カ
ノ
ン
の
入
学
祝
い
を
い
た
だ
く 
３
／
２

正
俊
閑
栖
未
完
成
日
記



　
コ
ロ
ナ
に
警
戒
し
な
が
ら
、勉
強
を
続
け
て
い
ま
す
。

人
か
ら
歴
史
か
ら
学
び
を
‼　

ど
な
た
で
も
ご
参
加

で
き
ま
す
。予
約
不
要
、お
茶
代
三
〇
〇
円
で
す
。

◆
第
五
十
三
回
　
四
月
十
七
日
（
土
）
十
三
時
〜
十
六
時

【
中
里
介
山
忌
】

・
中
里
介
山
忌
―
―
皆
で
お
経
を
唱
え
ま
す
―
―

・
講
談
「
大
菩
薩
峠
―
裏
宿
七
兵
衛
と
宇
津
木
兵
馬
―
」

講
談
師　

菊
地　

玉
雲　

さ
ん

・
仏
教
講
座
「
日
本
仏
教
史
―
日
蓮
上
人
―
」

住
職　

高
井　

和
正

・
私
の
し
て
き
た
こ
と
「
お
菓
子
と
教
育
」

雨
倉　

壽
久　

さ
ん

・
中
里
介
山
を
め
ぐ
っ
て

宗
禅
寺
文
庫
長　

島
田　

秀
男　

先
生

◆
第
五
十
四
回
　
五
月
二
十
二
日
（
土
）
十
三
時
〜
十
六
時

・
仏
教
講
座
「
日
本
仏
教
史
」住

職　

高
井　

和
正

・
十
三
年
間
の
議
員
生
活
を
振
り
返
っ
て

元
市
議
会
議
員　

瀧
島
愛
夫
さ
ん

・
新
た
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
時
代
に

東
京
芸
術
大
学
教
授　

毛
利　

嘉
孝　

先
生

◆
第
五
十
五
回
　
六
月
十
九
日
（
土
）
十
三
時
〜
十
六
時

・
仏
教
講
座
「
日
本
仏
教
史
」住

職　

高
井　

和
正

・
唐
茶
碗
曜
変
天
目
と
美
女

日
中
比
較
研
究
家　

法
政
大
学
講
師　

彭　

丹　

先
生

・
地
形
と
歴
史
で
読
み
解
く
水
都
・
東
京

法
政
大
学
名
誉
教
授　

陣
内　

秀
信　

先
生

◆
第
五
十
六
回
　
七
月
十
日
（
土
）
十
三
時
〜
十
六
時

・
仏
教
講
座
「
日
本
仏
教
史
」

住
職　

高
井　

和
正

・
自
分
の
死
後
を
ど
う
す
る
か

彩
プ
ロ
ダ
ク
ツ
代
表　

大
西　

克
幸　

さ
ん

・
第
三
講
義
　
講
師
未
定

　

残
念
な
こ
と
に
今
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、

休
講
し
て
い
ま
し
た
が
、
四
月
か
ら
再
開
し
ま

す
。
予
約
不
要
、
入
山
料
五
〇
〇
円
、
資
料
代

五
〇
〇
円
。
会
場
は
鎌
倉
建
長
寺
で
す
。

◆
第
百
六
十
九
回
　
四
月
十
五
日（
木
）十
三
時
〜
十
六
時
半

・「
坐
禅
儀
」
を
め
ぐ
っ
て

金
沢
文
庫
学
芸
員　

道
津　

綾
乃　

先
生

・『
中
世
鎌
倉
の
ま
ち
づ
く
り
』
を
出
版
し
て

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授　

高
橋　

慎
一
朗　

先
生

◆
第
百
七
十
回
　
五
月
十
三
日（
木
）　
十
三
時
〜
十
六
時
半

・
大
徳
寺
伝
来
「
五
百
羅
漢
図
」
の
世
界

金
沢
文
庫
学
芸
員　

梅
沢　

恵　

先
生

・
仮
名
法
語（
白
雲
慧
暁
撰
）

　
　
　『
円
迷
能
起（
ゆ
め
の
き
）』と
禅
律
僧

慶
應
大
学
斯
道
文
庫
准
教
授　

高
橋　

悠
介　

先
生

◆
第
百
七
十
一
回
　
六
月
十
日
（
木
）
十
三
時
〜
十
六
時
半

・
建
長
寺
二
世
　
兀
庵
普
寧
の
語
録
を
読
む

法
政
大
学
講
師・建
長
寺
研
究
員　

彭　

丹　

先
生

・
将
来
の
鎌
倉
観
光 

―
文
化
財
公
開
の
立
場
か
ら
―

東
京
国
立
博
物
館　

浅
見　

龍
介　

先
生

◆
第
百
七
十
二
回
　
七
月
八
日
（
木
）
十
三
時
〜
十
六
時
半

・
佐
賀
県
に
残
る
臨
済
禅・日
蓮・八
幡・時
頼
伝
説

建
長
寺
調
査
員　

鈴
木　

佐　

先
生

・
鎌
倉
期
肥
後
国
に
於
け
る
禅
信
仰
　
　

熊
本
中
世
史
研
究
会
幹
事　

青
木　

勝
士　

先
生

公
開
講
座
・
鎌
倉
禅
研
究
会

公
開
講
座
・
鎌
倉
禅
研
究
会

土
曜
講
座
の
お
知
ら
せ

土
曜
講
座
の
お
知
ら
せ

そ う ぜ ん じ 便 り （10）

宗禅寺ホームページ  http://www.hamura-souzenji.com

※坐禅会と写経会、土曜講座は継続的に開催しています。

宗
禅
寺
毎
月
の
活
動 ○女性サンガの会・薬師講・寺子屋委員会・護持会　――活動中です――

○宗禅寺禅センターをお使い下さい。　■各教室の会場：●は宗禅寺　◯は禅センターです

―
お
寺
で
新
た
な
自
分
の
発
見
を
―

●朝粥坐禅会……

●土曜坐禅会……
●彼岸早朝坐禅会……
●土 曜 講 座……
●写　経　会……

●御　詠　歌……
●手打うどん教室……
○木 彫 教 室……

○俳 句 教 室……
○尺八吹禅の会……
○介護予防体操……
○介護予防体操……

○新聞サロン……

毎月第一日曜日　朝6時～8時半　一日の始まりに坐禅。 禅の食事の作法でお粥をいただ
きます　4/4  5/2  6/6  7/4
毎週土曜日子供：18時～19時　大人：19時半～20時半  静かに坐ると心が安定します。イス坐禅もあります。
彼岸中毎朝6時～7時。予約不要。  鐘を撞いて、般若心経を一緒にお読みしてから坐禅します。  3/17～25
毎月一回の勉強会。13時～16時 地域文化の共有と創造を目指し、地域伝統を後世に。
毎月1日、11日、21日、13時～15時　般若心経の写経をしています。支度、片付けは全員で。
自分のペースで一文字一文字丁寧に。
毎月第1・3火曜日  1時半～3時　指導：高井淑子
現在２クラス開講中。月一回。講師：島田辰夫先生
毎月第1・第3土曜日　13時～16時まで  講師：新井達矢先生　見学できます
仏像や能面を自分で彫ってみませんか？ 月謝5000円 （道具、 材料費は要別途）
新井達矢先生ブログ：https://ameblo.jp/tapazya-1982/
毎月1回、適宜。問い合せ先：中野つたえ　☎554－2444
毎月第1、第3月曜  夜7時半～9時頃  坐禅15分、練習60分、問い合せ：坂井陵童  ☎554－3273
健康体操の集いです。直接、禅センターにお越し下さい　毎週金曜日14時～16時
タロットによる心理セラピーです  ハムサまで
毎週日曜日13時～18時　要予約　090-6792-4784
毎月第2、第4土曜日13時～14時　新聞を楽しく読んで世界を広げよう。活字から読む力を。お子様
の参加大歓迎です。　要予約 090-6549-0751　講師：鹿野川喜代美さん  ☎554-7343 まで

お寺de
こころの相談


