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「幸せになる？」

リ
オ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ

れ
、
地
球
全
体
が
熱
い
夏
を
迎
え

て
お
り
ま
す
が
い
か
が
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
。
普
賢
寺
で
は
、
蓮

が
咲
き
誇
っ
て
お
り
ま
す
。
短
命

な
が
ら
も
泥
か
ら
咲
き
誇
る
、
そ

の
姿
に
は
心
を
打
た
れ
ま
す
。

さ
て
、
今
回
は
「
幸
せ
」
に
つ

い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
皆
さ
ん
は
ど
ん
な
時
に
幸

人
間
は
ど
う
し
た
ら
幸
せ
に
な
れ

る
か
を
科
学
的
に
証
明
し
て
い
る

面
白
い
本
で
す
。
前
野
先
生
は
、

幸
せ
に
は
2
種
類
あ
る
と
分
別

し
て
い
ま
す
。

１
．
地
位
財…

比
較
に
よ
っ
て
満

足
す
る
も
の
（
お
金
、
装
飾
品
、

ブ
ラ
ン
ド
品
な
ど
）

２
．
非
地
位
財…

比
較
す
る
こ
と

な
く
満
足
を
得
ら
れ
る
も
の
（
自

由
、
愛
情
、
社
会
へ
の
帰
属
意
識

な
ど
）

こ
の
２
つ
の
ど
ち
ら
で
も
い
わ
ゆ

る
「
幸
せ
」
を
実
感
す
る
こ
と
が

出
来
ま
す
が
、
地
位
財
型
は
長
続

き
せ
ず
、
非
地
位
財
は
長
続
き
す

る
幸
せ
で
あ
る
と
実
証
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
ブ
ラ
ン
ド
品
を
買
っ
て

も
、
数
ヶ
月
経
つ
と
ま
た
新
た
な

ブ
ラ
ン
ド
品
に
目
が
移
っ
て
い
る

シ―

ン
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
が
、

感
謝
の
心
や
、
家
庭
の
愛
情
は
永

続
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
で
は
、
仏
教
が
考
え

る
幸
せ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
仏
教
が

説
く
幸
せ
は
、
一
般
的
に
考
え
ら

れ
る
「
幸
せ
」
と
は
少
々
異
な
り

ま
す
。
仏
教
で
は
、
幸
せ
を
「
安

寧
」
や
「
安
穏
」
と
い
う
言
葉
で

表
し
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

何
か
を
得
る
こ
と
よ
り
も
、
幸
せ

を
見
出
す
こ
と
に
重
き
を
置
い
て

お
り
ま
す
。
「
知
足
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
先
ず
自
分
が

充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ

と
を
出
発
地
点
と
し
て
お
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
仏
教
的
に
は
、
幸
せ

に
な
る
の
で
は
な
く
、
幸
せ
に
気

づ
く
と
い
う
こ
と
が
肝
要
な
の
で

す
。

「
あ
ぁ
、
幸
せ
だ
な
ぁ
。
」

せ
を
感
じ
る
で
し
ょ
う
か
。
「
幸
せ
」
と

い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
真
っ
先
に
思
い
出

さ
れ
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
よ
く

「
幸
せ
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」
「
幸
せ
に

し
ま
す
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
す

し
、
幸
せ
に
つ
い
て
の
歌
謡
曲
で
有
名
な

も
の
も
あ
り
ま
す
。
「…
幸
せ
に
な
ろ
う

よ♪

」
「
あ
ぁ
、
幸
せ
だ
な
ぁ…

♪

」…

し
か
し
、
そ
の
内
実
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
よ
う
で
す
。

で
は
、
「
幸
せ
」
と
は
一
体
、
何
を
指

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
「
幸

せ
」
と
い
う
言
葉
は
、
よ
く
美
味
し
い
ご

飯
を
食
べ
た
時
に
聞
か
れ
ま
す
が
、
、
そ

れ
以
外
に
も
沢
山
の
幸
せ
の
形
が
あ
り
そ

う
で
す
。
昨
今
、
幸
せ
に
つ
い
て
の
書
籍

を
書
店
で
多
く
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

特
に
、
慶
應
義
塾
大
学
の
前
野
教
授
の
幸

せ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
本
は
、
人
間

が
感
じ
る
幸
せ
を
統
計
的
に
解
析
し
て
、

今
回
は
密
教
に
つ
い
て
紹
介
致
し
ま
す
。

日
本
仏
教
で
は
、
大
き
く
顕
教
（
け
ん
ぎ
ょ

う
）
と
密
教
の
２
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
そ
の
違
い
と
共
に
密
教
と
は
何
な
の
か
を

今
回
は
説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
。

現
在
、
日
本
で
密
教
を
厳
密
に
実
践
し
て

い
る
宗
派
は
天
台
宗
と
真
言
宗
の
２
つ
に
な

り
ま
す
。
普
賢
寺
は
天
台
宗
で
す
の
で
、
密
教

の
修
行
も
実
践
し
ま
す
。
密
教
と
は
、
読
ん

で
字
の
ご
と
く
「
秘
密
の
教
え
」
で
す
。
何
が

秘
密
な
の
か
を
含
め
て
、
お
伝
え
で
き
る
範

囲
で
こ
こ
で
は
説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
。

密
教
と
は
一
言
で
言
え
ば
、
僧
侶
（
行
者
）
が

仏
と
一
体
と
な
る
修
法
で
す
。

１
．
密
教
の
歴
史

実
は
、
密
教
自
体
は
お
釈
迦
様
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
物
的
証
拠

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
二―

三
世
紀
の
龍
樹
と
い
う
僧
侶
が
伝
法
し
て
、
礎
と

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
密
教
が
中
国
に
伝
わ
り
、
唐
の
時
代

で
は
「
最
新
の
仏
教
」
と
し
て
多
い
に
普
及
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
時
代
に
伝
教
大
師
、
弘
法
大
師
が
唐
に
渡
っ
て
日
本
に
持
ち
帰
り
、
日
本

で
花
を
咲
か
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
天
台
宗
は
法
華
経
を
基

台
に
、
こ
の
密
教
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
誰
に
で
も
平
等
に
伝

え
ら
れ
る
顕
教
と
密
教
を
同
時
成
立
さ
せ
、
修
行
を
し
た
僧
侶
が
そ
の
媒
介

者
と
し
て
存
在
し
て
お
り
ま
す
。

２
．
師
資
相
承
（
し
し
そ
う
じ
ょ
う
）
と
口
伝
（
く
で
ん
）

基
本
的
に
、
密
教
の
世
界
は
伝
法
と
言
っ
て
、
師
匠
か
ら
口
伝
え
で
修
法

を
伝
え
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
法
は
し
っ
か
り
と
し
た
修
行
を
し

た
者
に
し
か
伝
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
修
行
を
し
て
い
な
い
人
間
に
伝
え
る
と

誤
っ
た
道
に
行
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
修
行
が
必
須
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
修
法
は
誰
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
が
重
要
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
正
当
な
も
の
な
の
か
が
判
断
さ
れ
ま
す
。
で
す
の
で
、
内
容
は
資
格

の
あ
る
も
の
だ
け
伝
え
ら
れ
る
た
め
、
秘
密
な
の
で
す
。

３
．
修
法
（
身
・
口
・
意
）

実
際
に
、
ど
ん
な
修
法
を
し
て
い
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
身
（
手
）
で

は
印
を
結
び
（
仏
さ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ―

シ
ョ
ン
を
す
る
手
段
）
、
口
に
真

言
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
仏
さ
ん
を
讃
え
る
言
葉
）
を
唱
え
、
心
で
観
想

（
仏
さ
ん
を
思
い
描
き
想
像
す
る
こ
と
）
致
し
ま
す
。
こ
の
身
口
意
を
整
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
侶
は
仏
さ
ん
と
一
体
に
な
り
、
願
い
事
な
ど
を
祈
願

す
る
の
で
す
。

普
賢
寺
で
毎
月
28
日
に
修
し
て
い
る
護
摩
供
も
密
教
の
修
法
で
す
。

当山住職による護摩修法



２

そ
も
そ
も
、
お
経
と
は
な
に
か
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１．本堂、客殿、外壁塗り替え工事
本堂、客殿の外壁を全て塗り替え
ました。普賢寺が永く皆様の拠り所
となれるよう、これからも維持管理
をしてまいります

２．坐禅止観体験

３．青少年登山参加
青少年を対象にした、比叡山での
サマーキャンプに指導員として
参加して参りました。
青少年たちの無垢な笑顔が
まぶしかったです。

第
二
回

「
お
は
ぎ
」
の
呼
び
名

お
彼
岸
の
こ
ろ
に
な
り
ま
す
と
、
和
菓
子
屋
さ
ん
や
デ
パ―

ト
の
店
頭
で
も
「
お
は
ぎ
」

が
並
び
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
「
お
は
ぎ
」
で
す
が
、
「
ぼ
た
も
ち
」
以
外
に
も
地
方
に
よ
っ

て
は
呼
び
名
が
違
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
金
田
一
春
彦
著
『
こ
と
ば
の
歳
時
記
』

（
新
潮
文
庫
）
に
次
の
よ
う
な
話
が
載
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
宿
で
一
夜
を
す
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
旅
人
が
、
宿
の
主
人
夫
婦
の
ヒ
ソ
ヒ
ソ
話
を
立
ち

聞
き
す
る
と
「
今
夜
は
テ
ウ
チ
に
し
べ
え
か
、
ハ
ン
ゴ
ロ
シ
に
し
べ
え
か
」
と
言
っ
て
い
る

の
で
、
肝
を
つ
ぶ
し
て
逃
げ
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
と
で
聞
い
て
み
る
と
、
主
人
が

旅
人
に
手
打
そ
ば
を
御
馳
走
し
よ
う
か
、
ぼ
た
も
ち
を
振
舞
お
う
か
、
と
い
う
相
談
だ
と

知
っ
て
、
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
話
は
他
の
地
方
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、

実
話
に
し
て
は
少
し
う
ま
す
ぎ
る
。
と
い
う
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
本
当
に

そ
う
で
す
ね
。

こ
こ
に
出
て
く
る
「
ハ
ン
ゴ
ロ
シ
」
と
は
、
お
は
ぎ
・
ぼ
た
も
ち
の
異
名
で
、
も
ち
米
を
半

分
ほ
ど
つ
ぶ
す
の
を
「
ハ
ン
ゴ
ロ
シ
」
。
全
部
つ
ぶ
す
の
を
「
ミ
ナ
ゴ
ロ
シ
」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
ほ
か
に
、
ぼ
た
も
ち
の
異
名
と
し
て
は
、

「
隣
知
ら
ず
」
「
夜
舟
」
（
と
も
に
餅
を
い
つ
搗
く
（
着
く
）
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
）
。

「
奉
加(

ほ
う
が)

帳
」
（
搗
く
（
付
く
）
と
こ
ろ
も
つ
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
意
）
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
異
名
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
そ
も
そ
も
論
は
「
お
経
」
で
す
。
皆
さ
ん
に

と
っ
て
法
要
（
法
事
や
葬
儀
な
ど
の
儀
式
）
は
、
お
経

を
聞
い
て
故
人
に
想
い
を
馳
せ
た
り
、
故
人
を
思
い
出

す
時
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
と
存
じ
ま
す
。
た
だ
、

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
か
、
子

守
唄
に
な
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま

す
。皆

様
に
と
っ
て
、
お
経
と
は
得
体
の
知
れ
な
い
呪
文

の
よ
う
な
も
の
に
も
聞
こ
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
そ
ん
な
お
経
を
、
皆
様
に
少
し
で
も
わ
か
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
論
じ
ま
す
。

お
経
と
は
端
的
に
言
え
ば
、
お
釈
迦
様
が
説
い
た
教

え
で
す
。
た
だ
、
お
釈
迦
様
本
人
で
は
な
く
、
弟
子
た

ち
が
教
え
を
ま
と
め
た
た
め
、
お
経
は
膨
大
な
数
に
な

り
ま
し
た
。
本
物
か
偽
物
か
を
判
断
す
る
こ
と
さ
え
難

し
い
状
況
で
す
。
其
の
中
で
も
、
確
か
ら
し
い
お
経
が

連
綿
と
私
た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
読
み
続
け
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
特
に
、
私
た
ち
が
読
ん
で
い
る
お
経
の

多
く
は
中
国
語
で
す
。
な
ぜ
日
本
人
で
あ
る
私
た
ち
が
、
当
時
の
中
国

語
を
読
ん
で
い
る
か
と
言
う
と
、
当
時
の
中
国
語
訳
の
お
経
の
完
成
度

が
高
か
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
入
っ
て
き
て
読
ま
れ
ま
し
た
。

さ
て
、
私
た
ち
が
日
頃
、
読
ん
で
い
る
お
経
に
も
３
つ
の
種
類
が
あ

り
ま
す
。

１
．
経
蔵

お
釈
迦
様
が
お
伝
え
に
な
っ
た
教
え
そ
の
も
の
。

２
．
律
蔵

集
団
生
活
を
す
る
上
で
必
要
に
な
る
戒
律
や
道
徳
規
範
。

３
．
論
蔵

経
蔵
の
解
釈
や
注
釈
を
ま
と
め
た
も
の
。

普
段
、
私
た
ち
が
読
ん
で
い
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
が
基
本
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
に
、
念
仏
や
真
言
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
や
伝
教
大

師
の
言
葉
な
ど
を
読
ん
で
お
り
ま
す
。

特
に
、
天
台
宗
で
は
作
法
が
確
立
し
て
お
り
、
法
華
経
を
中
心
に
し

て
懴
悔
を
主
に
す
る
も
の
や
、
浄
土
経
を
中
心
に
念
仏
を
主
に
す
る
も

の
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
を
法
事
や
葬
儀
で
修
し
て
お
り
ま
す
。

聞
い
て
い
る
だ
け
で
は
、
何
を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
と
は
思

い
ま
す
が
、
経
本
を
手
に
と
っ
て
漢
字
を
見
て
み
る
と
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。
お
経
の
内
容
を
一
気
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、

法
話
や
法
事
の
際
に
、
是
非
お
話
出
来
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

外国人や若者が集まり、本堂にて
坐禅止観体験を提供しております
ご希望の方は、お問い合わせくだ
さい。


