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４
月
の
光
受
寺
学
習
会
に
お
い
て
、こ
ん
な
お
話
が
出
ま
し
た
。 

 

「
日
本
人
は
外
国
に
比
べ
て
、
信
仰
心
が
薄
い
で
す
よ
ね
」
と
。
確
か
に

あ
る
意
味
で
は
そ
う
い
う
こ
と
も
言
え
そ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。 

日
曜
礼
拝
に
出
か
け
る
こ
と
も
な
く
、一
日
の
う
ち
で
、時
が
来
る
と

決
ま
っ
て
礼
拝
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
忙
し
い
忙
し
い
と
明
け
暮
れ

し
て
い
る
の
が
現
実
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
た
と
え
暇
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
一
日
を
気
ま
ま
に
、
平
穏
無
事
に
と
心
を
砕
き
生
き
て

い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
す
。 

 

か
つ
て
「
仏
法
第
一
」
を
、
何
よ
り
優
先
し
て
き
た
時
代
は
、い
つ
し
か

す
っ
か
り
薄
ら
ぎ
、
悲
し
い
時
も
、
辛
い
時
も
、
う
れ
し
い
時
も
、
ど
ん
な

時
で
あ
っ
て
も
、た
だ
「
な
ま
ん
だ
ぶ
、な
ま
ん
だ
ぶ
」
と
お
念
仏
に
生
か

さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
お
年
寄
り
の
姿
も
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
し
た
。
朝
夕
の
お
仏
事
も
欠
か
さ
ず
、そ
れ
を
済
ま
せ
て
か
ら

で
な
い
と
食
事
は
し
な
い
と
い
う
習
慣
さ
え
も
当
然
の
ご
と
く
無
く
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
こ
こ
ろ
」
が
核

家
族
化
な
ど
の
影
響
か
ら
か
伝
わ
り
に
く
く
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。「
こ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
、
聞
き
分
け
の
よ

い
親
と
し
て
生
き
て
行
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
実
は
避
け
ら

れ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
は
自
由
で
、
平
和
で
、
豊
か
な
社
会
を
求
め
、
幸
せ
に
生
き
る

こ
と
を
誰
し
も
が
望
み
、そ
の
人
生
を
満
喫
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思

え
る
の
で
す
が
、
私
に
は
、
あ
の
「
な
ま
ん
だ
ぶ
つ
」の
声
が
「
本
当
に
そ

れ
だ
け
で
良
い
の
か
」
と
響
い
て
く
る
の
で
す
。
何
で
も
あ
る
が
、
何
か

が
足
り
な
い
。
今
、そ
ん
な
空
し
さ
を
覚
え
て
い
る
の
で
す
。 
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こ
れ
は
、
高
山
市
の
浄
土
真
宗
の
坊
守
さ

ん
が『
子
ど
も
た
ち
よ
、
あ
り
が
と
う
』
と
い

う
書
籍
の
中
で
書
か
れ
た
一
節
の
言
葉
で

す
。 

 

三
十
九
歳
と
い
う
若
さ
で
腎
臓
が
ん
を
発

症
し
、
四
十
一
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
ま

し
た
。
二
人
の
お
子
さ
ん
残
し
て
死
を
迎
え

る
こ
と
の
苦
し
み
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど

も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
彼
女

に
は
こ
の
避
け
ら
れ
な
い
事
実
か
ら
、「
ど

ん
な
辛
い
時
で
も
、
あ
な
た
方
を
支
え
て
く

れ
る
大
地
（
仏
の
願
い
）が
あ
る
」
。
と
、
遺
言

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
ご
自
身
の
極
限

の
辛
さ
、
苦
し
み
か
ら
生
ま
れ
た
新
た
な
世

界
か
ら
の
純
化
さ
れ
た
言
葉
な
の
で
し
ょ

う
。 

 

「
死
」
が
、子
ど
も
た
ち
へ
の
「
最
後
の
贈
り

物
」
。
私
た
ち
は
こ
の
言
葉
を
、
ど
う
受
け
止

め
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

十
日
講
勤
ま
る
。 

 

四
月
十
日（
月
）午
前
の
み 

毎
月
恒
例
の
十
日
講
を
お

勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
数
年
、コ
ロ
ナ
の
関
係

で
一
般
参
詣
無
し
の
役
員
の

み
で
執
り
行
っ
て
ま
い
り
ま
し 

た
が
、
光
受
寺
か
ら
は
臼
井
博
彦
様
と
、総
代
の
古

澤
辰
一
様
、
他
に
一
名
の
光
受
寺
ご
門
徒
様
に
お

参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
全
体
の
お
世
話
を
い
た

だ
い
て
い
る
役
員
様
を
含
め
て
参
詣
者
は
九
名
と

い
う
こ
と
で
し
た
。 

  

ま
た
、
毎
年
４
月
に
は
「
報
徳
会
」
が
上
宿
の
西
来

寺
さ
ん
で
、
十
五
日
（
土
）午
前
の
み
で
し
た
が
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。（
一
般
参
詣
無
し
） 

 

お
寺
サ
ロ
ン 

四
月
二
十
日（
木
） 

開
か
れ
る
。 

 
第
三
回
目
が
、廣
專
寺
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
テ
ー
マ
は
「
正
信
偈
に
は
何
が
書
い
て
あ
る
の
」

と
い
う
ご
門
徒
様
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
ま
し
た
。 

 

参
加
者
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
増
え
て
き
て
お

り
、廣
專
寺
の
若
様
か
ら
の
説
明
が 

な
さ
れ
、質
問
を
受
け
る
と
い
う 

形
式
で
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

こ
の
日
は
、岐
阜
高
山
教
務
所
か
ら 

の
、活
動
取
材
が
あ
っ
た
よ
う
で
、こ
の 

活
動
が
ま
す
ま
す
広
が
る
こ
と
を
願 

い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

今月の掲示板 

死
は
た
ぶ
ん 

 

そ
れ
が
お
母
さ
ん
か
ら
の 

あ
な
た
た
ち
へ
の
最
後
の 

贈
り
物
に
な
る
は
ず
で
す
。 

新
聞
原
稿
募
集
中
。 

日
頃
の
思
い
、趣
味
、旅
行
記
等
々 

こ
ん
な
こ
と
を
記
事
に
し
て
ほ
し
い
と

い
う
情
報
で
も
結
構
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。 



 

 

 
 

こ
ん
な
こ
と
学
ん
で
ま
す
。 

 
 
 
 

光
受
寺
学
習
会 

  

今
月
号
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
光
受
寺
学
習
会
で
学

ん
で
い
る
こ
と
の
ご
報
告
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

 

『
歎
異
抄
』
を
学
ん
で
い
ま
す
。 

 
 歎

異
抄
は
、世
界
で
一
番
読
ま
れ
て
い
る
仏
教
書
と
い

わ
れ
、英
語
な
ど
様
々
な
国
の
言
葉
で
翻
訳
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 
 

 

こ
れ
を
書
か
れ
た
の
は
、
親
鸞
聖
人
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
親
鸞
聖
人
と
『
歎
異
抄
』の
中
で
深
く
、
厳
し
い

対
話
を
さ
れ
た
唯
円
房
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

歎
異
と
は
「
異
を
嘆
く
」
と
い
う
意
味
で
、
親
鸞
没
後

に
教
え
は
混
乱
し
、
異
議
・
異
端
を
唱
え
る
者
が
多
く

出
て
き
た
こ
と
か
ら
、そ
れ
を
嘆
き
、
名
付
け
ら
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
直
接
「
歎
異
抄
」
が
書
か
れ
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
は
、
親
鸞
の
実
子
「
善
鸞
」
と

の
義
絶
事
件
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

  

そ
も
そ
も
親
鸞
聖
人
は
東
国
布
教
を
終
え
ら
れ
、
京

都
に
帰
ら
れ
た
後
、
東
国
で
は
異
端
を
唱
え
る
者
が

多
く
な
り
、
聖
人
は
実
子
で
あ
る
善
鸞
を
東
国
に
送

ら
れ
、
事
態
の
収
拾
を
図
ろ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
。
し

か
し
善
鸞
は
、
異
端
の
説
得
に
失
敗
し
、
あ
ろ
う
こ
と

か
、
自
ら
も
異
端
を
唱
え
始
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
義
絶
の
原
因
で
あ
り
、
歎
異
抄
が
書
か
れ
る
き

っ
か
け
と
な
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

さ
て
、歎
異
抄
の
中
で
も
第
３
条
の
「
悪
人
正
機
」（
あ

く
に
ん
し
ょ
う
き
）は
真
宗
の
教
え
の
要
で
も
あ
り
ま

す
が
、異
議
・
異
端
の
代
表
的
な
例
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

「
悪
人
正
機
」
と
は
「
悪
人
こ
そ
が
救
わ
れ
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、そ
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
大

変
危
険
な
誤
解
を
与
え
る
言
葉
に
も
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。 

 
 

 

本
来
教
え
と
し
て
伝
え
た
い
意
味
は
、「
煩
悩
具
足

の
凡
夫
た
る
悪
人
こ
そ
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
る

救
済
の
正
機
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
決
し
て
説
教

苦
的
に
悪
を
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
、「
凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩

悩
我
ら
が
身
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
多
く
、い
か
り
、そ

ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨
終

の
一
念
に
い
た
る
ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え

ず
・・・
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
死
ぬ
が
死
ぬ
ま
で
煩

悩
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

  

そ
ん
な
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
常
に
弥
陀
の
大
悲
に

照
ら
さ
れ
、
自
覚
が
促
さ
れ
、
救
わ
れ
る
身
に
な
っ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
。 

 

４
月
の
学
習
会
で
は
、
第
２
条
ま
で
学
び
進
め
ま
し

た
。
来
月
は
第
３
条
の
「
悪
人
正
機
」
に
つ
い
て
の
学
び

と
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

  

以
前
は
第
二
土
曜
日
の
夜
で
し
た
が
、
ご
高
齢
の
方

も
お
越
し
い
た
だ
き
や
す
い
よ
う
に
第
３
土
曜
日
の

午
後
２
時
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

念
珠
と
赤
本
の
み
ご
持
参
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
資

料
等
は
準
備
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

約
一
時
間
少
々
で
、
途
中
お
茶
の
時
間
も
設
け
て
、

皆
さ
ん
と
の
交
流
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。 

     
 

          

行事予定 

 

 5 月 
 

お寺サロン 〇5 月 18 日（木） 午後 1時半 
             （会場 光受寺） 
 
学習会   〇5 月 20 日（土） 午後 2時～ 
 

 6 月   紫陽花がきれいに咲くころです。 

 
お寺サロン 〇6月１５日（木）  午後 1時半～ 

               （会場 廣専寺） 
 
学習会   〇６月 1７日（土） 午後 1時半～ 

 

お気軽にご参加ください。 

お待ちしてま～す。 

  


