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法
主
　
常
磐
井
　
慈
祥
　

　

長
年
に
わ
た
っ
て
本
山
専せ
ん
じ
ゅ
じ

修
寺
の
広
報
誌
と
し
て
、
皆
様

に
親
し
ま
れ
て
き
た
『
本
山
だ
よ
り
』
が
つ
い
に
百
号
を
迎

え
る
と
の
こ
と
、
本
当
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
も
、

十
七
年
目
ぶ
り
の
一
光
三
尊
仏
御
開
扉
中
の
百
号
到
達
は
な

お
さ
ら
あ
り
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
長
年
、

編
集
お
よ
び
執
筆
の
労
を
取
ら
れ
た
方
々
に
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。『
本
山
だ
よ
り
』
の
内
容
は
、
本
山
専
修
寺
の

行
事
、
歴
史
、
文
化
財
等
、
多た

き岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
多
く

の
方
々
が
本
山
専
修
寺
に
親
し
み
と
理
解
を
深
め
て
く
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ま
せ
ん
。

　

専
修
寺
は
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、
ご
開か
い
さ
ん山
聖し
ょ
う
に
ん人

ご
真し
ん
ぴ
つ筆
の
法
宝
物
を
初
め
、
数
百
点
に
も
お
よ
ぶ
国
宝
・
重

文
指
定
の
聖
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
教
・
文
書
、
十
三
棟
に
お
よ
ぶ
重
文
指
定
建
造

物
が
立
ち
並
ぶ
壮
大
な
伽が
ら
ん藍
を
保
持
す
る
東
海
地
方
随
一
の

名め
い
さ
つ刹
で
す
。『
本
山
だ
よ
り
』
が
今
後
も
そ
の
よ
う
な
専
修
寺

と
高
田
派
の
魅
力
を
よ
り
身
近
に
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
を
念

願
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
高
田
の
お
念
仏
の
輪
も
広
が

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

本
山
だ
よ
り

　
　
　
百
号
に
寄
せ
て

100



　

前
々
門
様
の
御ご
せ
ん
ぴ
つ

染
筆
の
題
字
と
、
御
祝
辞
を
掲
げ
て
、
高
田
本
山
だ
よ
り
が

発
刊
し
て
三
十
年
と
伺
い
ま
す
。
試
み
に
百
号
に
及
ぶ
フ
ァ
イ
ル
を
手
に
し
ま

す
と
、
そ
の
重
さ
と
厚
み
は
老
い
た
手
に
は
余
り
ま
す
。

　

頁
を
繰
る
と
高
田
山
の
諸
堂
伽
藍
の
再
興
の
歩
み
が
一
覧
で
き
ま
す
。
な
つ

か
し
い
師し

ゆ
う友
の
お
姿
が
現
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
専
修
寺
の
三
十
年
が
凝
縮
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
宗
務
院
の
職
員
の
方
た
ち
が
、
次
々
と
引
き
継
い
で

作
成
し
て
来
た
こ
と
に
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

編
集
、
完
成
、
大
わ
ら
わ
の
発
送
。
待
ち
受
け
る
各
地
の

お
寺
、
御
門
徒
の
一
人
一
人
の
手
に
わ
た
る
ま
で
、
お
念

仏
の
波な

み
が
し
ら頭
は
広
が
っ
て
行
き
ま
す
。
皆
様
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　
“
本
山
だ
よ
り
”
が
発
刊
さ
れ
て
百
号
を
迎
え
る
と
の

こ
と
、
あ
た
か
も
一
光
三
尊
佛
が
本
山
御
逗
留
の
折
、
こ

の
喜
び
を
迎
え
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
有
り
難
く
存
じ
ま

す
。

　
“
本
山
だ
よ
り
”
は
本
山
と
各
寺
院
住
職
及
び
檀
信
徒

と
の
声
の
交
換
の
場
と
し
て
設
け
ら
れ
て
参
り
ま
し
た
。

私
は
か
ね
が
ね
寺
院
の
機
能
は
、
①
聞
法
の
た
め
の
集
会
所
で
あ
る
こ
と
。
②
悩
み
に
応こ
た

え

る
相
談
所
で
あ
る
こ
と
。
③
現
代
の
一
流
の
文
化
を
発
信
す
る
場
で
あ
る
こ
と
、
の
三
つ
に

あ
る
こ
と
を
申
し
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

　

こ
の
“
本
山
だ
よ
り
”
も
そ
の
一
助
と
し
て
一
層
の
進
展
を
遂
げ
て
下
さ
る
よ
う
願
っ
て

祝
辞
と
致
し
ま
す
。

前
法
主　

常
磐
井
　
鸞
猷

大
裏
方　

常
磐
井
　
和
子

宗
務
総
長
　
安
藤
　
光
淵

　

本
山
の
四
季
に
あ
わ
せ
て
、
年
に
四
度
発
行
し
、

そ
の
時
々
の
情
報
を
お
届
け
し
て
き
た
「
本
山
だ
よ

り
」
が
百
号
を
迎
え
ま
し
た
。
檀
信
徒
か
ら
親
し
ま

れ
る
読
み
物
と
し
て
、
編
集
に
は
、
工
夫
を
凝
ら
し
、

ま
た
時
々
の
行
事
の
写
真
な
ど
を
掲
載
し
、
本
山
の

近
況
を
紹
介
す
る
こ
と
に
も
配
慮
し
て
き
ま
し
た
。

　
「
お
参
り
し
て
よ
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
本
山
を
、育
て
上
げ
て
い
く
こ
と
、

そ
れ
を
伝
統
に
い
た
し
た
い
も
の
と
、
大
き
な
希
望
を
も
っ
て
今
回
の
編
集
に
当
り

ま
し
た
。

　

一
身
田
寺
内
町
を
持
つ
高
田
本
山
は
京
都
・
奈
良
を
除
け
ば
、
地
方
で
は
最
大
規

模
の
重
要
文
化
財
建
造
物
を
所
有
す
る
寺
院
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
誇
り
を
持
っ
て
、

京
都
・
奈
良
に
負
け
な
い
よ
う
に
、
Ｐ
Ｒ
に
つ
と
め
、
多
く
の
参
詣
者

を
迎
え
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

楽
し
い
読
み
物
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
く
よ
う
に
、
皆
さ
ん
か
ら
の
声
を
反

映
し
、各
位
に
響
く
よ
う
な
内
容
を
掲
載
い
た
し
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

創
刊
以
来
、
檀
信
徒
と
本
山
を
結
ぶ
架
け
橋
の
役
目
を
担
っ
て
き
た

「
高
田
本
山
だ
よ
り
」
が
百
号
に
達
し
た
こ
と
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
こ

と
で
す
。
こ
の
間か

ん

、
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
編

集
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
百
号
を
節
目
に

編
集
内
容
を
見
直
し
、
先
達
か
ら
継
承
す
る
こ
と
と
新
た
に
企
画
す
る
こ
と
を
織
り

交
ぜ
て
、
よ
り
良
い
“
便
り
”
を
お
届
け
出
来
る

よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

総
務
　
鈴
木
　
紀
生

本山だより
100号に
寄せて
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0120-67-4114
四日市市近鉄阿倉川駅前　☎059-331-4114

ミ ナ ヨ イ イ シ

600
｜

8342

京
都
市
下
京
区
花
屋
町
西
洞
院
西
入

永
田
文
昌
堂

電
　
話 

０
７
５
・
３
７
１
・
６
６
５
１

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
７
５
・
３
５
１
・
９
０
３
１

振
　
替 

　
０
１
０
２
０
・
４
・
９
３
６

林
　
智
康
著

顕
浄
土
真
実
信
文
類
講
讃

本
体
7
０
０
０
円
＋
税

深
川
宣
暢
著

摂
取
の
法

―

す
く
い
の
み
の
り―

本
体
1
8
０
０
円
＋
税

制
作

　子
供
の
心
を
育
て
る
会

こ
と
わ
ざ
カ
ル
タ

（
小
学
生
・
幼
稚
園
年
長
児
用
）

　

本
体
9
5
2
円
＋
税

制
作

　仏
の
子
を
育
て
る
会

い
き
い
き
カ
ル
タ

（
小
学
生
・
幼
稚
園
年
長
児
用
）

　

本
体
9
5
2
円
＋
税
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高田本山の年末年始
◆除夜の鐘
　12月31日
　　夜11時30分～12時30分
　　どなたでも鐘を撞いていただけます。
　　暖かい格好をしてお越し下さい。

◆修正会
　１月１日～３日
　　晨　朝　午前７時より（元旦のみ午前６時30分より）
　　御参廟　元旦のみ晨朝後
　　日　中　午前11時30分より
◆報恩講（お七夜）
　１月９日～16日　　詳しくはお七夜案内にて

　

源げ
ん
じ
ん
だ
い
し

信
大
師
（
九
四
二
～
一
〇
一

七
）
は
平
安
中
期
の
天
台
僧
で
恵え

心し
ん

僧そ
う
ず都
と
も
呼
ば
れ
て
い
て
、
日

本
で
初
め
て
往
生
浄
土
の
教
え
を

お
説
き
に
な
っ
た
方
で
す
。
親
鸞

聖
人
は
、
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に

な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
教
え
の
中
か

ら
、
念
仏
一
門
の
流
れ
を
継
承

さ
れ
た
我
が
国
最
初
の
祖
師
と
し

て
、
源
信
大
師
を
お
選
び
に
な
り

ま
し
た
。

　

源
信
大
師
は
天
て
ん
ぎ
ょ
う慶
五
年
（
九
四

二
）に
大
和
国
葛か
つ
ら
ぎ城
郡
の
当た
い
ま麻（
現

源 

信 

大 

師 

（
上
）

七
高
僧
シ
リ
ー
ズ
⑪

奈
良
県
の
葛
城
市
）
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
七
歳
で
父
と
死
別
し
、
信

仰
心
篤
い
母
の
影
響
に
よ
り
、
十

三
歳
で
比
叡
山
延
暦
寺
の
慈じ

慧え

大だ
い
し師
良り
ょ
う
げ
ん
源
を
師
と
し
て
出
家
し
ま

し
た
。

　

比
叡
山
で
め
き
め
き
と
学
徳
を

た
か
め
、
天
て
ん
り
ゃ
く暦
十
年
（
九
五
六
）

十
五
歳
の
と
き
、
そ
の
学
識
を
た

た
え
ら
れ
て
、
村
上
天
皇
か
ら
褒

美
と
し
て
贈
ら
れ
た
布ふ
は
く帛
（
織

物
）
な
ど
の
品
々
を
、
喜
ん
で
も

ら
お
う
と
故
郷
の
母
に
送
ら
れ
ま

し
た
。
と
こ
ろ

が
母
は
喜
ぶ
ど

こ
ろ
か
、
わ
が

子
の
心
に
名み
ょ
う
り利

心し
ん

の
め
ば
え
を

感
じ
取
り
「
早

く
こ
の
よ
う
な

名
利
の
衣
を
ぬ

ぎ
す
て
て
、
真
の
仏
道
を
求
め
、

こ
の
私
を
救
う
て
く
だ
さ
い
」
と

き
び
し
い
叱し
っ
せ
き責

の
手
紙
と
と
も
に

そ
れ
ら
を
送
り
返
し
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
経
典
を
学
び
、
行
を
積

み
、
ひ
た
す
ら
仏
道
を
行
じ
て
き

た
つ
も
り
が
、
い
つ
の
間
に
か
名

利
の
世
界
に
沈
み
こ
ん
で
い
た
自

分
を
、
母
の
手
紙
で
き
び
し
く
思

い
知
ら
さ
れ
た
源
信
大
師
は
そ
の

後
、才
能
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、

終
始
名
誉
栄
達
に
背
を
向
け
、
誠

実
に
仏
道
を
歩
も
う
と
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

や
が
て
源
信
大
師
は
、
三
十

歳
の
こ
ろ
比
叡
山
横よ
か
わ川
に
入
り
、

修
道
と
著
述
に
没
頭
さ
れ
ま
し

た
。
数
あ
る
著
書
の
中
で
も
特
に

『
往
お
う
じ
ょ
う生
要よ
う
し
ゅ
う
集
』
が
有
名
で
す
。
全

体
で
十
章
か
ら
な
り
、
特
に
多
く

の
人
々
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、

地
獄
の
凄せ
い
さ
ん惨
な
様
子
と
極
楽
浄
土

の
浄き
よ

ら
か
な
世
界
が
描
き
出
さ
れ

た
章
で
す
。

　
『
往
生
要
集
』
は
そ
れ
が
な
け

れ
ば
往
生
で
き
な
い
も
の
、
そ
の

往
生
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

は
、念
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

た
く
さ
ん
の
経
文
を
引
用
し
て
説

か
れ
て
い
ま
す
。

　
『
正
信
偈
』
の
「
極
ご
く
じ
ゅ
う重
悪あ
く
に
ん人
唯ゆ
い

称し
ょ
う
ぶ
つ
仏
」
は
親
鸞
聖
人
が
『
往
生
要

集
』
か
ら　

源
信
大
師
の
お
言
葉

を
七
文
字
に
さ
れ
た
も
の
で
す
。

「
極
重
悪
人
」
を
己
の
こ
と
と
自

覚
さ
れ
、
悪
人
で
も
た
す
か
る
の

で
は
な
く
、
悪
人
だ
か
ら
こ
そ
南

無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
し
か
な
い

の
だ
と
詠
ま
れ
ま
し
た
。

�

（
第
三
部
会
）
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三
尊
さ
ま
　
出
開
帳

 

十
月
二
十
六
日

　
法
雲
寺

　 

（
三
重
県
鈴
鹿
市

 

大
久
保
町
）

　

幟の
ぼ
り
が
立
つ
参
道
を
、

水す
い
か
ん干
を
纏ま
と

っ
た
六
人
の

若
者
に
担
が
れ
て
、
山

門
か
ら
本
堂
へ
と
進
み
、

御
輿
の
列
に
檀
徒
が
続

く
。

　

引
声
念
仏
に
あ
わ
せ

て
い
よ
い
よ
御
開
扉
。
内

陣
と
大
間
が
一
体
に
な

り
念
仏
が
響
き
、
御み

ほ
と
け仏

と
同
和
す
る
よ
う
な
空
気
に
包
ま

れ
、
皆
の
顔
が
柔
ら
か
く
微
笑
ん

で
お
り
、
こ
の
法
会
を
迎
え
て
良

か
っ
た
と
感
じ
た
瞬
間
で
し
た
。

　

思
え
ば
過
ぎ
し
こ
と
で
す
が
、

蝉
時
雨
の
中
で
水
干
の
人
が
履
く

草
履
作
り
か
ら
始
ま
り
、
段
ボ
ー

ル
を
使
っ
た
御
輿
の
原
寸
模
型
造

り
、
御
開
扉
の
時
に
念
仏
に
合
わ

せ
る
為
に
繰
り
返
し
た
千
本
障
子

の
開
閉
、
夜
遅
く
ま
で
リ
ハ
ー
サ

　

こ
の
度
、
ご
本
山
の
維い

の
う那
職
を
拝
命
い
た
し
ま

し
た
。

　

維
那
と
は
宝ほ

う
や
く鑰（
御
鍵
）を
守
り
、

須し
ゅ
み
だ
ん

弥
壇
上
の
事
を
司
り
、
法

会
儀
式
に
つ
い
て
法
主
殿

を
補
佐
し
、
諸
法
会
の
仏

事
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
る

よ
う
差
配
す
る
重
責
を
担
っ

て
お
り
ま
す
。
ご
本
山
前
に
あ
る
智
慧
光
院
、
玉
保

院
、
慈
智
院
の
三
箇
院
が
代
々
維
那
職
に
つ
い
て
お

ら
れ
る
中
、
そ
の
重
責
の
一
端
を
担
わ
せ
て
頂
き
、

大
変
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。

　

晨
朝
で
は
、
清
浄
に
荘
厳
さ
れ
た
内
陣
で
、
御
本

ル
を
重
ね
た
御
輿
行
列
等
々
、
今

ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と
ば
か
り
で

大
変
苦
労
致
し
ま
し
た
。
二
日
前

か
ら
は
参
詣
者
全
員
の
た
め
の
御

非
時
の
準
備
や
、
桟
盛
り
・
串
盛

り
の
御
供
物
作
り
に
役
員
総
出
で

頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

小
さ
な
失
敗
は
あ
り
ま
し
た

が
、
大
満
足
な
法
会
を
迎
え
ら
れ

た
事
に
感
謝
し
、
檀
徒
の
更
な
る

発
展
と
結
束
力
を
期
待
し
た
い
と

考
え
ま
す
。

�

檀
家
総
代
代
表　

辻
　
四
十
一

尊
様
、
御
開
山
聖
人
様
の
お
厨
子
の
御
扉
を
開
か
せ

て
頂
き
ま
す
。
そ
し
て
、
法
主
殿
の
御
昇
堂
、
御
調

声
の
も
と
、
維
那
、
知
堂
そ
し
て
、
毎
朝
欠
か
さ
ず

参
詣
さ
れ
る
お
同
行
の
方
々
の
唱
和
す
る
声
が
、
堂

内
に
響
き
渡
り
ま
す
。
清
々
し
い
空
気
に
包
ま
れ
た

朝
の
お
御
堂
で
、
何
百
年
に
渡
り
受
け
継
が
れ
て
き

た
伝
統
の
重
み
を
感
じ
る
と
共
に
、
実
り
あ
る
一
日

の
始
ま
り
を
実
感
い
た
し
ま
す
。

　

本
年
よ
り
、
十
七
年
に
一
度
の
御
開
山
聖
人
直
拝

の
一
光
三
尊
佛
の
御
開
扉
法
会
が
執
り
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
本
山
に
お
参
り
頂
き
、
聖
人
の

お
示
し
に
な
ら
れ
た
本
願
念
仏
の
お
徳
の
ご
縁
を
結

ん
で
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。

�

維
那　

清
水
谷
　
亮
雅

一
日
の
始
ま
り
は
晨
朝
か
ら

私のお寺にお迎えして

朝、祖師前に御仏飯をお供えする
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本
山
で
の
御
開
扉

　

平
成
二
十
七
年
四
月
三
日
か
ら
、
本
山
で
一
光
三
尊
佛
の
一
年
ぶ
り
の

御
開
扉
が
始
ま
り
ま
す
。
本
年
四
月
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
方
は
再

度
の
ご
縁
を
、
ま
だ
の
方
に
は
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お
参
り
下
さ
い
。

　
御
開
扉
　

平
成
二
十
七
年
四
月
三
日
〜
五
月
二
十
八
日
ま
で

一
光
三
尊
佛
御
開
扉
慶
讃
法
会
　
四
月
三
日
〜
十
日

　

七　

時　

晨
朝
・
説
教

　

十　

時　

午
前
法
会
・
お
言
葉
・
説
教

　

十
三
時　

午
後
法
会

　

十
四
時　

特
別
講
演
も
し
く
は
イ
ベ
ン
ト

　
　
　

三
日
（
金
）　

高
田
派
鑑
学　
　
　
　
　
　

清
水
谷
正
尊　

師

　
　
　

四
日
（
土
）　

精
神
科
医　
　
　
　
　
　
　

香
山　

リ
カ　

先
生

　
　
　

五
日
（
日
）　

真
宗
大
谷
派　
　
　
　
　
　

川
村　

妙
慶　

師

　
　
　

六
日
（
月
）　

日
本
女
子
大
学
教
授　
　
　

永
村　
　

眞　

先
生

　
　
　

七
日
（
火
）　

高
田
中
・
高
等
学
校
教
諭　

松
山　

智
道　

師

　
　
　

八
日
（
水
）　

一
絃
琴
と
和
楽
器
の
合
奏

�

　

一
絃
琴
正
流
清
壽
会
会
主　

荒
井　

眞
道　

師

　

十
六
時　

御
閉
扉

　
尊
前
特
別
読
経
　

　

御
開
扉
法
会
期
間
中
、
一
光
三
尊
佛
の
ご
尊
前
で
特
別
読
経
を
行
い

ま
す
。
こ
の
読
経
は
、
四
月
三
日
か
ら
十
日
の
毎
日
午
前
十
一
時
半
と
、

十
一
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
毎
日
午
前
十
時
の
御
開
扉
期
間
の
み
行
う
も

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
各
家
の
故
人
、
ま
た
は
先
祖
代
々
の
ご
縁
で
お
申
し
込
み
を
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
日
、
お
越
し
の
際
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
が
、
前
も
っ
て
の
予
約
も
承
り
ま
す
。

　

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
読
経
希
望
日
、
法
名
を
お
書
き
の
う
え
冥
加
金
二
万
円
以
上
を
添

え
て
本
山
一
光
三
尊
佛
御
開
扉
事
務
局
ま
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

　
絵
解
き
　

　

御
開
扉
法
会
期
間
中
、
如
来
堂
に
お
き
ま
し
て
一
光
三
尊
佛
絵
伝
の
絵
解
き
を
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　　
〒
５
１
４

－

０
１
１
４　

津
市
一
身
田
町
２
８
１
９

　
　
　
　
　
　
　
　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺　

一
光
三
尊
佛
御
開
扉
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
９

－

２
３
２

－

４
１
７
７

�

十
一
月
七
日
〜
九
日

　
永
徳
寺 

（
岐
阜
県
安
八
郡
神
戸
町
）

　

前
回
の
出
開
帳
（
平
成
十
一
年
）
を
終
え
て
次
の

予
定
を
決
定
。
お
り
し
も
七
五
〇
回
忌
と
同
時
期
と

な
る
故
、
同
時
開
催
を
決
め
、
六
年
前
よ
り
諸
堂
・

境
内
を
整
備
。
申
込
み
も
最
初
、
法
主
継
承
に
よ
り
、

慈
祥
法
主
殿
を
迎
え
、
御
親
教
を
い
た
だ
い
た
。
他

に
女
性
コ
ー
ラ
ス
、
演
奏
会
、
な
ど
の
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
も
催
し
、
新
趣
向
も
計
る
。
九
日
（
日
）
の

二
百
五
十
人
が
集
う
稚
児
行
列
時
、
小
雨
が
あ
る
も
、

す
べ
て
計
画
ど
お
り
に
進
行
し
、
も
ち
ま
き
・
菓
子

ま
き
の
み
手
渡
し
と
な
る
。
近
隣
よ
り
大
勢
の
参
詣

者
あ
り
。
他
派

に
は
な
い
三
尊
佛
御
開
扉

の
お
か
げ
さ
ま
と
存
じ
ま

す
。
地
元
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
、
中
日
・
岐
阜
新
聞
、

中
外
日
報
の
取
材
も
あ

り
、
賑
わ
し
く
過
ご
す
三

日
間
で
し
た
。
他
寺
の
方

も
出
開
帳
を
是
非
、
受
け

ら
れ
ま
す
よ
う
お
す
す
め

し
ま
す
。

�
住
職　

三
原
　
法
雲

三
尊
さ
ま
　
出
開
帳

私のお寺にお迎えして

特 集 一光三尊佛御開扉
十七年に一度のご勝縁

清水谷正尊 師香山リカ 先生川村妙慶 師永村　眞 先生松山智道 師荒井眞道 師
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「
い
の
ち
」
と
い
う
も
の
に
は
、

形
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
、

い
の
ち
尊と

う
とし
と
い
た
だ
け
る
か
否

か
が
大
事
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　
「
い
の
ち
」
と
は
、
い
ろ
い
ろ

な
意
味
あ
い
が
あ
り
ま
す
が
、
唯

一
の
た
の
み
、
よ
り
ど
こ
ろ
、
と

い
う
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
「
命
の

か
ぎ
り
」
と
か
、「
命
が
け
」
と
か
、

「
命
か
ら
が
ら
」
と
か
、「
命
あ
っ

て
の
も
の
だ
ね
」
等
々
、
沢
山
の

言
葉
が
生
ま
れ
て
来
て
い
ま
す
。

　

で
は
、「
浄
土
真
宗
」
の
い
の

ち
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。

　

御
開
山
聖
人
は
、
阿
弥
陀
佛
の

御
本
願
を
信
じ
、
お
念
佛
申
し
、

9月22日
園児たちが賑やかに参詣してくれ
ました。「育て仏の子」

◦三重県仏教保育協会合同参拝

9月9日
緊張しながらも、ご自身の法の味
わいをお話しいただきました。

◦第22回法話発表会

9月17日
名古屋別院にて、秋の研修会。作
法と法話の二本立てです。

◦東海地区坊守研修会 ◦第34回 坊守・婦人会

10月20日〜21日
小旅行では真慧上人の墓所（西教
寺）にお参りいたしました。

◦第59回 檀信徒研修会

10月28日
中興「真慧上人」について、清水
谷先生にご教示いただきました。

お
浄
土
を
願
う
て
、
歩
ま
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
で
あ
る
、
と
教
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
聖
人
が
、
い
の
ち
が

け
の
、
永
き
求ぐ

ど
う道
の
中
で
、
法
然

上
人
の
お
導
き
に
よ
っ
て
目
覚
め

ら
れ
た
救
い
の
大
道
で
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
み
教
へ
を
、
心
底
に
い
た

だ
い
て
お
ら
れ
る
聖
人
の
お
書
物

の
中
に
は
、「
佛
恩
」「
師
恩
」、「
釈

迦
、
弥
陀
の
恩
」
等
々
、
恩
と
い

う
言
葉
が
沢
山
出
て
参
り
ま
す

が
、
き
わ
め
つ
け
は
「
恩お

ん
ど
く
さ
ん

徳
讃
」

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

「
現

げ
ん
し
ょ
う生
十じ
ゅ
っ
し
ゅ
益
の
益
」
と
い
っ
て
、

念
佛
者
の
上
に
、
こ
の
世
に
お
い

て
い
た
だ
け
る
十
の
ご
利り

や
く益
の
八

番
目
に
、「
知ち

お
ん
ほ
う
と
く

恩
報
徳
の
益
」
と

あ
り
ま
す
が
、「
恩
」
と
い
う
こ

と
を
大
変
大
事
に
受
け
と
ら
れ
、

私
た
ち
に
そ
の
心
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
い
の

ち
」
の
大
事
さ
に
目
覚
め
ら
れ
た

聖
人
の
お
こ
こ
ろ
が
う
か
が
わ
れ

ま
す
。

　

今
日
、
人
々
は
、
高
学
歴
で
物

が
豊
か
な
生
活
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
で
す
が
、
人
と
し
て

一
番
大
事
な
こ
こ
ろ
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
。

　

本
山
の
、「
生
活
の
指
針
」
の

中
の
「
み
ほ
と
け
の
光
を
仰
ぎ
、

あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
尊
ん
で
慚ざ

ん
ぎ愧

と
歓か

ん
ぎ喜
の
心
で
暮
ら
し
ま
す
」
と

あ
り
ま
す
が
、
我
が
い
の
ち
、
こ

う
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

�

（
愛
知
県
岡
崎
市　

浄
泉
寺
前
住
職
）

戸田　信行

リレー法話

いのち

来
年
四
月
ま
で
に
予
定
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
三
尊
さ
ま
の
出
開
帳

平
成
二
十
七
年
三
月
八
日　
　
　
　
　
　
　

正
覚
寺

　
（
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
上
町
一
丁
目
）

平
成
二
十
七
年
三
月
十
四
日　
　
　
　
　
　

法
性
寺

　
（
三
重
県
松
阪
市
曽
原
町
）

平
成
二
十
七
年
三
月
十
五
日　
　
　
　
　
　

福
井
別
院

　
（
福
井
県
福
井
市
花
堂
南
二
丁
目
）

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
一
～
二
十
二
日　

彰
見
寺

　
（
三
重
県
津
市
大
谷
町
）

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
八
～
二
十
九
日　

上
宮
寺

　
（
三
重
県
津
市
乙
部
）

お
近
く
の
方
は
ぜ
ひ
参
拝
の
ご
縁
を
お
結
び
く
だ
さ
い
。

こんな行事ありました
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一
志
郡
木こ
つ
く
り造
村
西さ
い
ね
ん
じ

念
寺
の
檀
家
に
、
一

人
の
貧
し
い
老
女
が
い
ま
し
た
。
三
尊
さ

ま
の
ご
開
扉
法
会
が
盛
大
に
つ
と
め
ら
れ

て
い
る
と
聞
い
て
、
自
分
も
何
と
か
し
て

参
詣
し
、
お
身
に
触
れ
た
と
い
う
念ね
ん
じ
ゅ珠
を
、

浄
土
の
道
し
る
べ
に
授
け
て
い
た
だ
き
た

い
も
の
だ
と
一
心
に
思
い
つ
め
て
い
ま
し

た
。

　

そ
こ
で
ど
う
に
か
や
り
く
り
し
て
、や
っ

と
三
十
文も
ん

ほ
ど
の
お
金
が
で
き
た
の
で
、

杖つ
え

に
す
が
り
な
が
ら
参
詣
し
ま
し
た
。
三

尊
さ
ま
の
前
に
お
金
を
捧さ
さ

げ
て
、
心
を
こ

め
て
拝
礼
を
す
ま
せ
、
お
堂
を
出
よ
う
と

し
て
、
念
珠
を
と
り
扱
っ
て
い
る
係か
か

り
の

人
に
、「
ど
う
ぞ
私
に
も
一
つ
お
授さ
ず

け
く
だ

さ
い
」
と
頼
み
ま
す
と
、「
お
婆
さ
ん
、
こ

れ
は
冥み
ょ
う
が
き
ん

加
金
を
出
し
て
授
か
る
も
の
だ
よ
、

お
金
を
出
し
な
さ
い
。」
と
言
い
ま
す
。
老

女
は
、
女
心
に
、
内な
い
じ
ん陣
に
入
っ
て
参
拝
す

る
者
に
は
み
な
念
珠
が
授
け
ら
れ
る
も
の

だ
と
思
い
あ
や
ま
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

持
っ
て
き
た
三
十
文
は
そ
っ
く
り
捧
げ
て

し
ま
っ
て
、
も
う
一
文
の
お
金
も
あ
り
ま

せ
ん
。
自
分
の
貧
し
さ
が
つ
く
づ
く
悲
し

く
な
っ
て
、

「
こ
の
お
念
珠
を
浄
土
へ
の
お
導
き
に
授
け

て
い
た
だ
き
た
い
ば
っ
か
り
に
、
こ
う
し

て
お
参
り
し
ま
し
た
も
の
を･･････

、
も

う
何
の
望
み
も
消
え
果
て
て
し
ま
い
ま
し

た
わ
い
。」

　

と
悲
し
み
嘆
い
て
外
に
出
ま
し
た
。

　

し
ば
ら
く
歩
い
て
い
る
う
ち
、
袖そ
で

の
な

か
に
何
か
入
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し

て
重
い
の
で
、
さ
っ
と
手
で
さ
ぐ
っ
て
み

ま
す
と
、
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
、
さ
っ

き
三
尊
さ
ま
に
そ
っ
く
り
さ
し
上
げ
た
は

ず
の
三
十
文
が
一
文
も
欠
け
ず
に
入
っ
て

い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
ど
ろ
い
て

一
部
始
終
を
人
々
に
話
す
と
、「
な
ん
と
尊
と
う
と

い
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
み
な
感
心
し
合
う

の
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
老
女
は
願
い
の
と
お
り
、
念

珠
を
授
か
っ
て
家
路
に
つ
き
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
よ
り
三
日
間

傳で
ん
と
う
ほ
う
こ
く
ほ
う
え

燈
奉
告
法
会 

新
し
き
時
代
へ
法
灯
を
つ
な
げ
る
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三
尊
さ
ま
の

　
　
お
は
な
し

盲
目
の
身
に
も


