
今
年
も
お
盆
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

盆
踊
り
の
盆
と
語
源
は
同
じ
で
す
が
、
お

皿
や
茶
碗
を
載
せ
る
お
盆
に
由
来
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
古
代
イ
ン
ド
の
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「
ウ
ッ
ラ
ン
バ
ナ
」
が
、

中
国
に
お
い
て
そ
の
音
か
ら
［
盂
蘭
盆
］

う

ら

ぼ

ん

と
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言

葉
が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ウ
ッ
ラ
ン
バ

ナ
と
は
「
逆
さ
ま
に
吊
る
さ
れ
る
こ
と
」

と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な

故
事
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
日
の
こ
と
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
弟

子
の
ひ
と
り
目
連
尊
者
は
、
亡
き
母
が
目

も

く

れ

ん

そ

ん

じ

ゃ

連
可
愛
さ
の
あ
ま
り
に
他
人
に
対
す
る

吝
嗇
の
報
い
で
、
餓
鬼
道
（
常
に
餓
え
、

け

ち

が

き

ど

う

苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
世
界
）
に
落
ち
て
、

逆
さ
ま
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

神
通
力
で
知
り
、
何
と
か
し
て
救
い
た
い

じ

ん

つ

う

り

き

と
そ
の
方
法
を
お
釈
迦
さ
ま
に
お
尋
ね

し
た
と
こ
ろ
、
雨
期
（
旧
暦
４
月
半
ば
か

う

き

ら
７
月
半
ば
ま
で
の
三
か
月
間
）
明
け
に

修
行
者
た
ち
に
供
養
す
れ
ば
救
わ
れ
る

と
お
釈
迦
さ
ま
は
お
教
え
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
従
っ

た
目
連
尊
者
は
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
母

親
に
極
楽
往
生

を
遂
げ
さ
せ
た

と
い
う
も
の
で

す
。
こ
の
故
事

に
ち
な
み
旧
暦

７
月

15日
前
後
が
両
親
や
祖
父
母
、
ご
先

祖
さ
ま
に
報
恩
感
謝
し
、
そ
の
供
養
を
通

し
て
功
徳
を
積
む
重
要
な
日
と
な
り
ま

し
た
。

現
在
の
お
盆
は
７
月
ま
た
は
８
月
の

13日
か
ら

16日
ま
で
を
指
し
ま
す
。
こ
の

４
日
間
は
釜
の
蓋
が
開
い
て
地
獄
は
空
っ

ぽ
に
な
る
と
ま
で
言
わ
れ
、
各
家
庭
で
は

13日
夕
方
に
迎
え
火
を
焚
い
て
先
祖
の

霊
を
お
迎

え
し
、
期

間
中
に
僧

侶
を
招
き
お
経
や
飲
食
の
供
養
し
、

16日

夕
方
に
送
り
火
を
焚
い
て
ご
先
祖
さ
ま

に
お
帰
り
頂
く
と
す
る
の
が
一
般
的
で

す
が
、
浄
土
真
宗
で
は
供
養
を
縁
に
自
分

自
身
の
い
の
ち
を
見
つ
め
る
期
間
と
い

た
だ
き
、
ご
先
祖
さ
ま
は
お
盆
の
期
間
に

だ
け
帰
っ
て
く
る
と
い
う
考
え
方
を
い
た

し
ま
せ
ん
。
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
も
、
浄

土
か
ら
娑
婆
へ
還
る
の
も
人
知
を
超
え

か

え

た
は
た
ら
き
と
い
た
だ
か
れ
た
親
鸞
聖

人
は
、
俗
信
を
厳
し
く
戒
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
わ
が
国
最
初
の
お
盆
の
行

事
は
、
推
古
天
皇
の

14年
（
６
０
６
年
）
、

奈
良
県
明
日
香
村
の
飛
鳥
寺
で
行
わ
れ

あ

す

か

で

ら

た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
が

わ
が
国
に
伝
来
し
た
ば
か
り
の
時
代
で

す
。
ご
先
祖
さ
ま
を
供
養
す
る
風
習
は
仏

教
伝
来
よ
り
以
前
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の

間
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
風

習
を
仏
教
が
取
り
込
ん
だ
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
し
、
ま
た
は
中
国
朝
鮮
か
ら
伝
わ
っ

た
仏
教
が
日
本
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て

い
く
た
め
に
利
用
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
と
し
た
背
景
は
わ
か

ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
以
来
お
盆
は
、
宮

廷
や
貴
族
ま
た
武
士
な
ど
の
い
わ
ば
上

層
階
級
だ

け
で
限
定

的
に
催
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
江
戸
時
代
ま
で

に
市
民
生
活
も
豊
か
に
な
り
、
ロ
ウ
ソ
ク

や
提
灯
も
安
価
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
檀

家
制
度
が
定
着
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
お

盆
の
行
事
が
広
く
一
般
に
も
定
着
し
ま

し
た
。
夏
の
京
都
の
風
物
詩
で
あ
る
五
山

の
送
り
火
も
江
戸
時
代
ま
で
に
定
着
し

た
よ
う
で
す
が
、
お
盆
の
日
を
中
心
に
全

国
各
地
で
行
わ
れ
る
打
ち
上
げ
花
火
や

盆
踊
り
も
ご
先
祖
様
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な

供
養
の
こ
こ
ろ
を
形
に
し
た
も
の
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

天
皇
家
の
菩
提
寺
と
し
て
有
名
な
京

都
の
泉
涌
寺
で
は
、
昭
和
天
皇
を
は
じ
め

せ

ん

に

ゅ

う

じ

歴
代
天
皇
の
位
牌
や
尊
像
を
い
ま
も
お

祀
り
し
て
い
て
、
お
盆
の
法
要
を
毎
年
７

月
に
お
勤
め
し
て
お
ら
れ
、
こ
の
法
要
に

は
皇
室
の
代
理
と
し
て
宮
内
庁
京
都
事

務
所
か
ら
の
参
拝
が
続
い
て
い
ま
す
。
奈

良
時
代
の
聖
武
天
皇
か
ら
江
戸
時
代
末

期
の
孝
明
天
皇
ま
で
の
葬
儀
は
仏
式
で

勤
め
ら
れ
て
い
て
、
天
皇
家
と
皇
室
の
宗

旨
が
仏
教
か
ら
神
道
へ
改
め
ら
れ
た
の

は
明
治
時
代
、
神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
釈
が

は

い

ぶ

つ

き

し

ゃ

く

進
め
ら
れ
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
ま
す
。

幕
末
の
尊
王
攘
夷
運
動
の
精
神
的
な
柱

そ

ん

の

う

じ

ょ

う

い

に
な
っ
た
国
学
や
水
戸
学
の
な
か
か
ら
、

新
し
い
「
日
本
の
こ
こ
ろ
」
を
明
治
新
政

府
は
神
道
に
求
め
ま
し
た
。
京
都
御
所
の

な
か
に
あ
っ
た
仏
間
「
お
黒
戸
」
に
は
歴

く

ろ

ど

代
天
皇
と
皇
后
の
位
牌
が
祀
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
京
都
か
ら
東
京
へ
の
遷
都
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
旧
江
戸
城
が
宮
中
と

変
わ
る
な
か
で
お
黒
戸
は
泉
涌
寺
に
移

さ
れ
、
宮
中
に
は
新
た
に
神
殿
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
歴
史
を
見
ま
す
と
、

私
た
ち
の
生
活
の
な
か
の
供
養
の
形
も
、

今
後
ま
す
ま
す
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
れ
も
、
ま
す
ま
す
宗
教
色
を
も
た

な
い
姿
に
。
そ
し
て
お
盆
の
行
事
の
由
来

や
名
前
の
由
来
を
知
る
人
は
減
り
、
最
後

に
残
る
の
は
、
盆
休
み
と
い
う
言
葉
だ
け

に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
住
職
）
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【淨泉寺の今後の活動】

７月12日(土)11時

盂蘭盆会（お盆の法要）
う ら ぼ ん え

（築地本願寺・東京・中央区）

※出欠の返信葉書をまだお出しいただいてい

ない方は、早目にご投函願います。７月７

日締切です。

７月18日(金)19時（毎月開催）

親鸞聖人御消息講座(第９回)

（フレサよしみ・埼玉県吉見町）

８月３日(日)10時

わくわく子ども会[子ども寄席]

（淨泉寺本堂）

８月９日(土)14時

盂蘭盆法要（淨泉寺本堂）

８月16日(土)14時

写経会（淨泉寺本堂）

９月19日(金)19時

親鸞聖人御消息講座(第10回)

（フレサよしみ）

９月20日(土)14時

彼岸会（淨泉寺本堂）

■10月４日(土)14時

いのちの講演会[講師高史明氏]
コ サ ミ ョ ン

（フレサよしみ小ホール・埼玉県吉見町）

毎年10月に開催している

「いのちの講演会」、今回

のご講師は作家の高史明さ

んです。高さんは1932年山

口県下関市生まれの在日朝

鮮人二世。厳しい民族差別

と貧困、暴力、孤独のなか

を生きてこられ、さまざまな職業を経て作家生

活に入られました。岡百合子さんとの間のひと

り息子だった真史くんが12歳で自死し、その

悲しみが契機となって親鸞聖人の教えに傾倒。

著書は岡百合子さんとの共著の遺稿詩集『ぼく

は１２歳・岡真史詩集』、在日としての生き様

を語った『闇を喰む〈１〉海の墓』など多数。

最近では2010年に900ページを超す大著

『月愛三昧―親鸞に聞く』が話題に。入場無料、
がつあいざんまい

定員１００名となっております。お気軽に、お

誘いあわせのうえお越しください。詳しくは、

お寺まで。℡０４９３-５４-８８０３

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を
祝
う
「
花
ま

つ
り
」
に
合
わ
せ
、
４
月
６
日
「
わ

く
わ
く
子
ど
も
会
」
を
開
催
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
疎
遠
に
な
り
が
ち
な
大

人
同
士
を
結
ぶ
こ
と
、
ゲ
ー
ム
や
テ

レ
ビ
の
無
い
ひ
と
時
を
子
ど
も
た
ち

と
過
ご
す
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
仏

様
に
手
を
合
わ
せ
る
尊
さ
に
大
人
も

子
ど
も
も
触
れ
て
も
ら
い
た
い
と
の

願
い
で
開
催
し
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
の
日
は
子
ど
も
８
名
、
父
兄
８
名

の
皆
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

使
用
済
み
葉
書
を
使
っ
た
紙
飛
行
機

づ
く
り
な
ど
、
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト

を
み
ん
な
で
体
験
し
ま
し
た
。
左
の

写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
！
次
回
は
８

月
３
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

次回「淨泉寺通信」は2014(平成26)年10月1日発行予定です。盂蘭盆会の開催報告をいたします。お楽しみに。

浄
土
真
宗
を
開
い
た
親
鸞
聖
人
の
子
孫

に
あ
た
り

24代
門
主
の
長
男
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
築
地
本
願
寺
副
住
職
な
ど
の

重
責
を
担
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
地
方

で
は
人
口
減
や
高
齢
化
で
門
徒
が
減
少
。

都
市
部
で
は
核
家
族
化
が
進
ん
で
次
世

代
へ
信
仰
が
受
け
継
が
れ
に
く
く
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
「
で
も
生

老
病
死
な
ど
の
苦
し
み
は
時
代
や
地
域

を
問
わ
ず
共
通
。
苦
し
み
を
抱
え
な
が

ら
生
き
、
救
わ
れ
る
道
を
示
す
浄
土
真

宗
の
教
え
は
現
代
に
通
じ
ま
す
」
と
話

す
。

36歳
、
京
都
市
生
れ
。
妻
と
一
男
。
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