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慈 雲 山  蓮  教  寺 

昨
年
は
、
各
地
区
総
代
様
を
通
じ
、

懇
志
進
納
予
定
額
を
皆
様
よ
り
確
認

い
た
だ
き
、
ご
連
絡
を
受
け
、
そ
の
内

容
に
従
い
、
順
次
ご
進
納
を
い
た
だ
い

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

事
業
進
捗
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
に

よ
り
、
当
初
計
画
し
て
い
ま
し
た
内
容

を
見
直
さ
ざ
る
を
得
ず
、
門
徒
の
皆
様

に
は
、
ご
了
承
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
、
計
画
の
進
捗
状
況
、
懇
志
進

納
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
「
総
代

会
」・「
門
徒
総
会
」
に
て
、
ご
報
告
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
「
蓮
教
寺

だ
よ
り
」
に
お
い
て
も
、
内
容
を
ご
連

絡
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

ご
門
徒
の
皆
様
と
と
も
に
蓮
教
寺

様
を
盛
り
立
て
て
い
き
ま
す
の
で
、
今

後
と
も
ご
支
援
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

感
謝 

 

き
感
謝
の
気
持
ち
を
新
た
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

さ
て
、
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
「
蓮

教
寺
開
基
九
〇
〇
年
記
念
事
業
」
に
つ

き
ま
し
て
は
、
ご
門
徒
の
皆
様
方
の
ご

理
解
・
ご
支
援
を
賜
わ
り
、
二
〇
二
〇

年
か
ら
二
〇
二
四
年
ま
で
の
五
年
間

を
事
業
期
間
と
し
て
、
本
堂
の
耐
震
工

事
・
門
徒
会
館
の
建
設
・
諸
施
設
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
を
実
施
し
、
門
徒
の
皆

様
に
、
蓮
教
寺
様
へ
「
安
心
し
て
お
参

り
」
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
蓮
教

寺
様
を
一
層
身
近
に
感
じ
「
心
の
よ
り

ど
こ
ろ
」
拠
所
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
事
業
実
施
に
と
も
な
う
募
財

に
つ
き
ま
し
て
は
、
門
徒
の
皆
様
方
の

ご
懇
志
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

 

「
蓮
教
寺
だ
よ
り
」
の
発
刊
に
際
し
、

ご
挨
拶
申
し
あ
げ
ま
す
。
日
頃
は
、
蓮

教
寺
様
の
運
営
・
活
動
に
対
し
、
ご
理

解
、
ご
支
援
を
賜
わ
り
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
症
の
発
生
に
よ
り
、
手
洗
い
・
マ
ス

ク
の
着
用
・
三
密
を
避
け
る
・
不
要
不

急
の
外
出
自
粛
を
心
掛
け
生
活
様
式

の
変
化
に
戸
惑
い
な
が
ら
の
月
日
で

し
た
が
、
永
代
経
・
お
盆
・
家
族
礼
拝

等
の
法
座
で
は
、
感
染
拡
大
予
防
を
心

掛
け
な
が
ら
お
参
り
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
阿
弥
陀
様
の
慈
悲
の
心
を
感

じ
、
心
豊
か
に
生
活
を
送
る
こ
と
が
で 

 

蓮
教
寺 

責
任
役
員 

総
代
（
大
野
町
下
方
） 

 

若
原 

三
夫 

さ
ん 

（
わ
か
は
ら 

み
つ
お 

さ
ん
） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓮教寺だより 2021（令和 3）年 7月 （2） 

「蓮
教
寺 

ご
門
徒
の
皆
さ
ま
へ
」 

 

蓮
教
寺
が
現
在
の
地
（本
巣
市
浅
木
）に
建
立
さ
れ
た
の
は
、
い
ま
か
ら
約
九
百
年
さ
か
の
ぼ
る
一
一
二
四
（保
安
五
）年

こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
に
と
ど
ま
った
釈
浄
忍
が
開
基
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。 

一
四
九
〇
（延
徳
二
）年
に
、
こ
の
地
域
寺
院
の
中
本
山
性
顕
寺
（末
守
）が
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
た
の
を
機
に
、
多
く
の

寺
院
と
と
も
に
一
五
二
三
（大
永
三
）年
、
蓮
教
寺
も
浄
土
真
宗
に
改
宗
い
た
し
ま
し
た
。 

以
来
、
五
百
年
に
わ
た
って
お
念
仏
の
道
場
と
し
て
、
ま
た
幾
多
の
困
難
な
時
代
に
も
心
の
拠
り
所
と
し
て
、
歴
代
の
先
祖
が

蓮
教
寺
を
護
持
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
時
代
に
も
、
お
念
仏
の
道
場
を
護
って
く
だ
さ
った
そ
の
想
い
は
、
『お

念
仏
中
心
の
生
活
』が
、
様
々
な
困
難
を
も
乗
り
越
え
る
礎
で
あ
った
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。 

 

【蓮
教
寺
本
堂
】 

現
在
の
本
堂
は
、
（一
説
に
は
）明
治
初
期
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
昭
和
三
十
年
代
と
平
成
十
六
年
の
二

度
、
本
堂
屋
根
修
復
事
業
を
行
って
き
ま
し
た
。
こ
れ
ひ
と
え
に
、
皆
様
の
ご
尽
力
、
先
人
方
の
「お
念
仏
相
続
」「ご
法
義
の

護
持
発
展
」へ
の
想
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
蓮
教
寺
を
後
世
に
受
け
継
い
で
い
く
た
め
に
、
今
後
に
考
え
ら
れ
る
地

震
や
豪
雨
な
ど
に
よ
る
自
然
災
害
に
備
え
る
対
策
を
、
早
急
に
講
じ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
ま
す
。 

ま
た
、
あ
り
が
た
い
事
と
し
て
、
蓮
教
寺
の
ご
法
座
は
大
勢
の
参
拝
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
に
、
い
く
つ
か
不
便
な

思
い
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
諸
施
設
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
階
段
な
ど
の
段
差
の
解

消
や
ス
ロ
ー
プ
設
置
、
ま
た
お
手
洗
い
の
場
所
や
使
用
の
改
善
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
近
年
増
加
し
て
い
る
、
本
堂
で
行
う
ご
法

事
や
仏
事
に
対
応
す
る
事
も
鑑
み
て
、
段
差
の
解
消
や
お
手
洗
い
の
仕
様
、
位
置
の
見
直
し
を
、
本
堂
の
耐
震
補
強
と
併
せ

て
計
画
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

【永
代
合
葬
墓
】 

こ
こ
十
数
年
で
、
世
相
は
大
き
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
こ
れ
ま
で
受
け
継
い
で
き
た
「家
」と
い
う
単
位
は
、

跡
継
ぎ
の
い
な
い
、
跡
を
継
ぐ
と
い
う
考
え
を
持
た
な
い
、
」な
ど
、
考
え
方
も
多
様
化
を
し
て
き
て
い
ま
す
。 

 

記
念
事
業
通
信 

 

□
名
称 

 

蓮
教
寺
開
基
九
〇
〇
年
記
念
事
業 

□
期
間 

 

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
か
ら 

二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
ま
で 

五
会
計
年
度
を
予
定 

□
記
念
法
要 

 

二
〇
二
四
年
五
月
を
予
定 

□
規
模 

 

・
本
堂
耐
震
対
策
工
事 

 

・
本
堂
庫
裡
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

 
 

及
び
境
内
地
整
備 

 

・
門
徒
会
館
（
仮
称
）
建
設 

 

※
境
内
地
整
備
に
あ
わ
せ
て 

 
 

永
代
合
葬
墓
を
建
立 

□
予
算 

 

事
業
推
進
総
経
費 

八
千
万
円 

 

ご
門
徒
懇
志
予
定 

四
千
万
円 

 

※
総
代
様
を
通
じ
て 

ご
門
徒
一
戸
あ
た
り 

 
 

〇
一
口
二
十
五
万
円
を
基
本 

 

※
総
代
様
の
お
ら
れ
な
い
地
域 

〇
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い 

で
き
る
懇
志
額
を
基
本 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（3） 2021（令和 3）年 7月 蓮教寺だより 

一
方
で
「お
仏
壇
中
心
の
家
庭
」は
、
智
慧
と
慈
悲
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
ま
た
「お
墓
」を
通
じ
て
、
「感
謝
す
る
こ
と
」や

「ひ
と
り
き
り
で
な
い
い
の
ち
」を
感
じ
る
こ
と
の
出
来
る
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。
た
と
え
「家
」を
相
続

す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
、
こ
れ
ま
で
相
続
し
た
大
切
な
「か
た
ち
」（教
え
）を
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い

う
悩
み
に
応
え
て
い
く
こ
と
も
、
お
寺
の
役
割
で
あ
る
と
痛
感
い
た
し
ま
す
。 

今
後
は
、
そ
の
「か
た
ち
」を
お
寺
が
相
続
す
る
た
め
、
【永
代
合
葬
墓
】を
境
内
に
建
立
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

【門
徒
会
館
】 

蓮
教
寺
で
は1

月
の
報
恩
講
法
要
を
は
じ
め
永
代
経
法
要
、
盂
蘭
盆
会
法
要
、
年
末
年
始
に
は
除
夜
会
・元
旦
会
を
満

堂
に
な
る
ほ
ど
の
大
勢
の
ご
参
拝
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
勤
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
初
参
式
・入
学
祝
い
、
仏
教
婦
人
会
総
会
・追

悼
法
要
、
若
婦
人
の
つ
ど
い
を
開
催
し
、
毎
月
第
二
土
曜
日
に
は
家
族
礼
拝
を
行
って
お
り
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
大
勢
の

ご
参
拝
の
皆
さ
ま
で
本
堂
が
賑
わ
って
い
ま
す
こ
と
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
来
、
お
寺
は
本
堂
を
中
心
と
し
て
境
内
地
全
体
が
聞
法
の
場
で
あ
り
、
ま
た
地
域
に
お
い
て
の
交
流
の
場
で
あ
り
、
併

せ
て
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
が
気
軽
に
参
詣
し
、
休
憩
し
、
ゆ
っく
り
と
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
場
で
あ
った
歴
史
が
あ
り
ま
す
。 

現
在
、
蓮
教
寺
で
は
、
〇
お
手
洗
い
（位
置
や
設
備
） 

〇
ゆ
った
り
と
休
憩
で
き
る
部
屋 

〇
ご
法
座
で
お
斎
を
よ
ば
れ

る
場
所 

〇
気
軽
に
話
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
施
設
な
ど
が
、
残
念
な
が
ら
無
い
の
が
現
状
で
す
。 

一
方
で
大
玄
関
と
玄
関
間
、
西
の
客
殿
（書
院
）は
と
も
に
、
築
百
年
を
迎
え
、
ま
も
な
く
大
が
か
り
な
修
復
か
建
て
替

え
が
必
要
に
な
る
現
状
で
す
。 

 

い
よ
い
よ
、
二
〇
二
四
年
に
は
浄
土
真
宗
立
教
開
宗
八
百
年
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。
同
年
は
、
蓮
教
寺
開
基
九
百
年

に
も
あ
た
り
、
ま
た
そ
の
前
年
が
浄
土
真
宗
改
宗
（お
念
仏
の
道
場
の
開
基
）五
百
年
に
あ
た
り
ま
す
記
念
の
年
を
迎
え
る

こ
と
か
ら
、
次
の
世
代
に
「お
念
仏
中
心
の
生
活
」を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
『蓮
教
寺
境
内
地
整
備
計
画
』を
①
本

堂
の
耐
震
補
強
と
参
拝
設
備
（ス
ロ
ー
プ
な
ど
）の
設
置 

②
永
代
合
葬
墓 

③
門
徒
の
皆
さ
ま
が
安
心
し
て
参
拝
し
、
後
世

に
ご
法
義
を
伝
え
る
た
め
の
施
設
「門
徒
会
館
（仮
称
）」の
建
設 

の
三
点
【境
内
地
整
備
事
業
】を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

蓮
教
寺
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
多
繁
の
折
と
は
存
じ
ま
す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
た
く
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

平
成
三
十
年
七
月 

慈
雲
山 
蓮
教
寺 

 

 

□
募
財
に
つ
い
て 

※
二
〇
二
〇
年
の
春
か
ら
秋
に 

総
代
様
を
通
じ
て
各
地
域
の
ご
門
徒 

様
の
ご
意
向
（
進
納
予
定
額
）
を
取 

り
ま
と
め
頂
き
ま
し
た
。 

※
進
納
予
定
額
は
、
三
千
五
百
万
円 

で
、
す
で
に
そ
の
６
０
％
に
あ
た
り 

ま
す
二
千
百
万
円
を
お
預
か
り
し
て 

お
り
ま
す
。（
令
和
３
年
７
月
現
在
） 

※
今
後
、
総
代
様
の
お
ら
れ
な
い
地
域 

の
ご
門
徒
さ
ま
に
『
蓮
教
寺
た
よ
り
』 

を
通
じ
て
ご
懇
志
の
ご
案
内
（
ご
協 

力
の
お
願
い
）
を
さ
せ
て
い
た
だ
き 

た
い
と
思
い
ま
す
。 

□
今
後
に
つ
い
て 

 

〇
本
堂
の
耐
震
に
つ
い
て 

準
備
段
階
で
の
調
査
（
耐
震
の
規
模
）

〇
永
代
合
葬
墓
の
建
立
に
つ
い
て 

建
立
場
所
と
納
骨
規
程
の
作
成 

の
２
件
が
固
ま
り
ま
し
た
。 

【
合
葬
墓
の
建
立
】 

二
〇
二
一
年
一
〇
月
～
一
二
月 

【
耐
震
工
事
（
躯
体
工
事
）】 

二
〇
二
二
年
九
月
～
一
二
月 

【
旧
建
物
撤
去
】
二
〇
二
三
年
四
月 

【
門
徒
会
館
建
設
】
同
年
九
月
か
ら 

の
予
定
で
す
す
め
て
ま
い
り
ま
す
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓮教寺だより （4） 2021（令和 3）年 7月 

月  
 

日
（土
） 

仏
教
婦
人
会
若
婦
人
の
つ
ど
い 

午
後 

 

時 
 

分  
 
 

お
つ
と
め 

午
後  

時 

こ
ろ
か
ら 

ご
法
話 

講
師 

 

田
中
秀
哉 

師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
市
願
明
寺 

※
仏
教
婦
人
会
の
若
婦
人
の
つ
ど
い
で
す
。 

男
性
・
女
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
な
た
で
も

お
誘
い
あ
わ
せ
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

８ 

28 

1 

30 

２ 

◇

春
の
永
代
経
が
勤
ま
り
ま
し
た 

今
年
の
四
月
十
一
日
（
日
）
の
午
後

に
、
永
代
経
が
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。
ご

講
師
は
、
本
巣
市
金
原
の
橘
行
信
先
生

が
、
コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い
力
強
さ
で
お

取
次
ぎ
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

昨
年
は
、
永
代
経
、
盂
蘭
盆
会
、
仏

教
婦
人
会
の
ご
法
座
が
、
休
座
や
規
模

の
縮
小
な
ど
寂
し
い
一
年
で
し
た
が
、

今
年
の
永
代
経
は
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
を
保
ち
つ
つ
）
賑
や
か
に
つ

と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 
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盆
会
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要 

午
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時 
 

分  
 
 

お
つ
と
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午
後  

時 

こ
ろ
か
ら 

ご
法
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講
師 

 

大
熊
秀
基 

師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
市
専
宗
寺 

※
盂
蘭
盆
会
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
ゆ
か
り
の

あ
る
方
々
や
先
輩
方
を
偲
び
、
い
の
ち
の
ゆ
く

え
を
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
尊
い
ご
縁
で
す
。

皆
さ
ま
で
厳
か
に
勤
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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2９ 

２ 

30 

1 

◇

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要 

令
和
五
年
に
お
迎
え
い
た
し
ま
す

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開

宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
は
、
「
親
鸞
聖

人
の
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
浄
土

真
宗
の
教
え
に
出
遇
う
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
今
の
私
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と

い
う
聖
人
へ
の
感
謝
と
、
そ
の
教
え
に

出
遇
え
た
こ
と
の
喜
び
を
込
め
て
、
聖

人
の
ご
誕
生
を
祝
い
、『
立
教
開
宗
』
に

感
謝
す
る
」
法
要
で
す
。 

団
体
参
拝
は
二
〇
二
三
（
令
和
五
）

年
四
月
二
六
日
（
水
）
に
中
川
南
組
か

ら
八
〇
名
の
予
定
で
参
拝
団
が
組
ま

れ
て
い
ま
す
。
法
要
の
年
が
近
づ
き
ま

し
た
ら
、
詳
細
を
ご
案
内
し
ま
す
。 

少
し
先
の
予
定

で
は
あ
り
ま
す

が
、
体
調
を
整
え

て
、
令
和
五
年
に

は
是
非
皆
さ
ん

ご
一
緒
に
京
都

ご
本
山
へ
お
参

り
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。 

【
編
集
後
記
】 

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
症

は
、
様
々
な
感
染
拡
大
防
止
に
む

け
た
取
り
組
み
が
と
ら
れ
て
か
ら
、

一
年
以
上
に
な
り
ま
し
た
。
蓮
教

寺
で
も
、
ご
法
座
の
開
催
に
あ
た
っ

て
は
、
充
分
に
留
意
を
い
た
し
ま
す

が
、
感
染
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
は
中

止
な
ど
急
な
変
更
も
あ
り
得
ま
す

こ
と
ご
留
意
下
さ
い
。 

■
蓮
教
寺
開
基
九
〇
〇
年
の
記
念

事
業
も
、
そ
の
影
響
か
ら
少
し
ず
つ

修
正
を
加
え
な
が
ら
、
で
は
あ
り
ま

す
が
、
二
〇
二
四
（
令
和
六
）
年
の

完
成
（
慶
讃
法
要
）
に
向
け
て
す
す

め
て
ま
い
り
ま
す
。
■
皆
様
の
お
参

り
し
や
す
い
お
寺
を
目
指
し
、
ま
た

今
後
想
定
さ
れ
る
災
害
へ
の
備
え

や
、
時
代
の
変
化
に
も
適
応
で
き

る
設
備
を
整
え
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
こ
の
『
蓮
教
寺
だ
よ

り
』
（
年
四
回
発
行
予
定
）
を
通
し

て
お
知
ら
せ
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
賛
を
お
願

い
し
ま
す
。 


