
吊
る
し
飾
り
手
芸

教
室
を
初
め
て
二
年
。

毎
月
第
二
火
曜
日
に

お
茶
を
飲
み
な
が
ら

皆
さ
ん
楽
し
く
会
話

も
弾
ん
で
お
り
ま
す
。

中
に
は
、
千
厩
方
面

よ
り
来
ら
れ
る
方
や

他
宗
派
の
方
も
御
参
加
頂
き
、

「
私
、
長
徳
寺
檀
家
で
は
な
い

の
で
す
が
宜
し
い
で
し
ょ
う
か
？
」

と
の
声
も
あ
り
、
こ
の
度
改
め

て
、
地
域
や
宗
派
を
問
わ
ず
誰

で
も
参
加
出
来
、
慶
び
を
集
め

皆
楽
し
く
長
寿
の
為
に
～
と
願

い
を
込
め
て
、
「
慶
壽
庵
」

（
け
い
じ
ゅ
あ
ん
）
と
命
名
致

し
ま
し
た
。
手
芸
教
室
を
は
じ

め
、
ヨ
ガ
教
室
な
ど
で
も
皆
様

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

九
月
二
十
二
日
（
土
）
秋
分

の
日
、
午
前
十
一
時
～
長
徳

寺
本
堂
に
於
い
て
秋
季
彼
岸

法
要
を
修
行
致
し
ま
す
。
御

申
込
み
の
方
は
、
年
回
忌
供

養
を
、
御
担
当
寺
役
様
へ
御

連
絡
下
さ
い
。
尚
、
各
家
先

祖

代

々

供

養

は

開

山

忌

の

方

へ

御

申

込

み

下

さ

い
。

第００７号 長 徳 寺 便 り 平成２４年 秋

発 行

時宗

不退山長徳寺

住 職

渋谷真之

吊
る
し
飾
り
手
芸
教
室
を
は
じ
め
、

地
域
・
宗
派
問
わ
ず
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

ひ

と

こ

と

～手芸教室～

只
今
十
月
の
開
山
忌
に
向

け
て
準
備
し
て
お
り
ま
す
が
、

五
〇
〇
年
記
念
行
事
に
参
加

さ
せ
て
戴
け
る
御
縁
を
日
々

感
じ
て
お
り
ま
す
。
長
徳
寺

檀
信
徒
先
祖
代
々
、
並
び
に

歴
代
住
職
の
お
陰
様
で
今
が

あ
り
、
又
こ
れ
か
ら
の
将
来

に
向
け
て
檀
信
徒
の
方
々
と

一
緒
に
法
燈
を
守
っ
て
い
く
。

改
め
て
五
〇
〇
年
の
節
目
に

感
謝
致
し
ま
す
。

住

職

尚
、
当
日
来
寺
の
際
は
、
受
付
（
十
時
～
）
で
記
念
品
を
お
受
け
取
り
下
さ
り
、

法
要
終
了
後
、
供
養
塔
婆
を
お
受
け
取
り
下
さ
い
。

ま
た
、
こ
れ
か
ら
申
込
み
御
希
望
の
方
は
、
九
月
二
十
二
日
ま
で
に
直
接
当
寺
へ

御
申
込
み
、
御
連
絡
下
さ
い
。

申
し
込
ま
れ
た
方
の
ご
家
族
や
ご
親
類
も
是
非
一
緒
に
参
加
し
御
焼
香
下
さ
い
。


